
志
賀
と
漱
石

志
賀
直
哉
の
「
佐
々
木
の
場
合
」（『
黒
潮
』
大
正
六
年
六
月
）

は
、
表
題
の
次
の
行
に
「
亡
き
夏
目
先
生
に
捧
ぐ
」
と
い
う
献
辞
を

記
し
た
形
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。

志
賀
は
、
こ
の
作
品
の
発
表
さ
れ
た
大
正
六
年
に
先
立
つ
約
三
年

間
、
作
品
を
発
表
し
て
い
な
い
。
武
者
小
路
実
篤
を
通
し
て
漱
石
か

ら
朝
日
新
聞
の
連
載
を
依
頼
さ
れ
た
志
賀
は
、
大
正
二
年
末
に
承
諾

⑴

の
返
事
を
し
た
も
の
の
書
き
あ
ぐ
ね
、
大
正
三
年
七
月
に
執
筆
を
断

っ
て
い
る
。
以
降
三
年
間
に
わ
た
る
作
品
発
表
の
空
白
に
は
、
執
筆

を
辞
退
し
た
一
連
の
出
来
事
が
一
因
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は

本
人
も
「
続
創
作
余
談
」（
昭
和
一
三
年
六
月
）
で
述
べ
て
お
り

（
後
掲
）、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
経
緯
を
改
め

て
確
認
し
て
お
く
。

漱
石
は
、
志
賀
の
処
女
作
品
集
『
留
女
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

志
賀
直
哉
氏
の
『
留
女
』
を
読
み
感
心
致
し
て
、
其
時
は
作
物

が
旨
い
と
思
ふ
念
よ
り
作
者
が
え
ら
い
と
い
ふ
気
が
多
分
に
起

り
候
。
斯
う
い
ふ
気
持
は
作
物
に
対
し
て
あ
ま
り
起
ら
ぬ
も
の

に
候
故
わ
ざ
�
�
御
質
問
に
応
じ
申
候
。（「
書
籍
と
風
景
と
色

と
？
」『
時
事
新
報
』
大
正
二
年
七
月
七
日
）

右
の
よ
う
な
高
評
価
が
原
稿
依
頼
に
つ
な
が
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

志
賀
は
、
こ
の
記
事
が
出
た
日
の
日
記
に
「
夏
目
さ
ん
が
」「「
留

女
」
を
ほ
め
た
」
と
書
き
つ
け
て
い
る
。
志
賀
に
と
っ
て
漱
石
が
ど

の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
、
志
賀
の
漱
石
に
つ
い
て
の
言
及
を
拾

っ
て
み
る
と
、「
夏
目
先
生
の
も
の
に
は
先
生
の
「
我
」
或
ひ
は

志
賀
直
哉
「
佐
々
木
の
場
合
」
と
夏
目
漱
石
『
行
人
』

吉

川

仁

子
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「
道
念
」
と
い
ふ
や
う
な
も
の
が
気
持
よ
く
滲
み
出
し
て
ゐ
る
。
そ

れ
が
読
む
者
を
惹
き
つ
け
る
」（「「
漱
石
全
集
」
推
薦
」
昭
和
三
年

三
月
か
ら
刊
行
の
普
及
版
『
漱
石
全
集
』
の
内
容
見
本
に
発
表
）、

「
夏
目
漱
石
は
最
も
愛
読
し
た
作
家
で
、「
猫
」
で
も
、「
坊
つ
ち
や

ん
」
で
も
、「
野
分
」
で
も
、「
草
枕
」
で
も
、
み
ん
な
繰
返
へ
し
て

読
ん
だ
」（「
愛
読
書
回
顧
」
昭
和
二
二
年
一
月
『
向
日
葵
』）、「
敬

意
を
持
つ
て
ゐ
た
の
は
夏
目
漱
石
位
の
も
の
で
」（「
細
川
書
店
版

「
網
走
ま
で
」
あ
と
が
き
」
昭
和
二
二
年
七
月
）、「
夏
目
さ
ん
の
影

響
は
」「
文
学
の
上
の
影
響
と
は
云
へ
な
い
も
の
だ
。
夏
目
さ
ん
の

作
に
現
は
れ
て
ゐ
る
一
種
の
モ
ラ
ー
ル
か
ら
く
る
も
の
で
、
寧
ろ
実

生
活
の
方
に
影
響
を
受
け
た
と
云
つ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
」（「
稲

村
雑
談
」『
作
品
』
一
│
三

昭
和
二
三
年
八
月
、
一
一
月
、
昭
和

二
四
年
三
月
）、「
自
分
よ
り
前
の
人
で
好
き
な
人
は
、
夏
目
さ
ん
な

ん
か
好
き
だ
っ
た
。
作
品
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
的
に
も
尊
敬
を
持

っ
て
い
た
。「
白
樺
」
の
者
は
大
体
そ
う
だ
っ
た
」（「
大
洞
台
に
て
」

『
読
売
ウ
イ
ー
ク
リ
ー
』
昭
和
二
三
年
九
月
）
な
ど
、
漱
石
に
敬
意

を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
漱
石
か
ら
依
頼
さ
れ
、
志
賀
が
大
正
二
年
末
に
執
筆
を
引
き

受
け
た
連
載
は
、
漱
石
の
「
心
」（
東
京
・
大
阪
両
『
朝
日
新
聞
』

大
正
三
年
四
月
二
〇
日
│
八
月
一
一
日
・
大
阪
は
八
月
一
七
日
ま

で
）
の
次
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
大
正
三
年
七
月
半
ば

に
当
時
滞
在
し
て
い
た
松
江
か
ら
上
京
し
て
執
筆
を
断
っ
て
い
る
。

「
心
」
の
連
載
も
終
盤
に
近
づ
い
た
時
期
で
の
執
筆
辞
退
の
申
し
出

に
、
漱
石
も
困
惑
し
た
こ
と
が
朝
日
新
聞
の
山
本
笑
月
と
交
わ
し
た

当
時
の
書
簡
か
ら
窺
え
る
。

志
賀
直
哉
君
（
当
時
雲
州
松
江
に
仮
寓
小
説
の
件
を
か
ね
て
上

京
）
見
え
、
実
は
引
き
受
け
た
小
説
の
材
料
が
引
き
受
け
た
時〔く〕

と
違
つ
た
気
分
に
な
つ
て
も
と
の
通
り
の
意
気
込
で
書
け
な
た

〔
つ
〕

な
た
た
か
ら
甚
だ
勝
手
だ
が
ゆ
る
し
て
貰
ひ
た
い
と
い
ふ
の
で

す
。
段
々
事
情
を
聞
い
て
見
る
と
先
生
の
人
生
観
と
い
ふ
や
う

な
も
の
が
其
後
変
化
し
た
た
め
其
問
題
を
取
り
扱
ふ
態
度
が
何

う
し
て
も
う
ま
く
行
か
な
く
な
つ
た
の
で
す
、
違
約
は
勿
論
不

都
〔
合
〕
で
す
が
、
同
君
の
名
声
の
た
め
朝
日
の
た
め
に
も
気

の
入
ら
な
い
変
な
も
の
を
書
く
位
な
ら
約
束
を
履
行
し
な
い
方

が
双
方
の
便
宜
と
も
思
ひ
ま
し
た
が
、
多
少
私
の
責
任
も
あ
り

ま
す
し
、
又
残
念
と
い
ふ
好
意
も
あ
つ
た
の
で
再
考
を
煩
は
し

た
の
で
す
、
所
が
今
朝
口
約
の
通
り
返
事
が
き
て
好
意
は
感
謝

す
る
が
今
の
峠
を
越
さ
な
け
れ
ば
筆
を
執
る
訳
に
行
か
な
い
と

い
ふ
の
で
す
。
そ
れ
で
私
の
小
説
も
短
篇
が
意
外
の
長
篇
に
な
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つ
て
あ
れ
丈
で
も
う
御
免
を
蒙
る
間
際
に
な
つ
て
ゐ
る
際
で
す

か
ら
あ
と
を
至
急
さ
が
す
必
要
が
あ
る
の
で
す
が
御
心
当
り
は

あ
り
ま
す
ま
い
か
。（
後
略
）

（
大
正
三
年
七
月
一
三
日
付

朝
日
新
聞

山
本
笑
月
宛
「
編

輯
用
急
」）

次
の
執
筆
者
を
至
急
探
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
迫
ら
れ

な
が
ら
も
、
漱
石
は
志
賀
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い

る
。

御
書
拝
見
ど
う
し
て
も
書
け
な
〔
い
〕
と
の
仰
せ
残
念
で
す

が
已
む
を
得
な
い
事
と
思
ひ
ま
す
社
の
方
へ
は
さ
う
云
つ
て
や

り
ま
し
た
、
あ
と
は
極
り
ま
せ
ん
が
何
う
か
な
る
で
せ
う
御
心

配
に
は
及
び
ま
せ
ん
、
他
〔
日
〕
あ
な
た
の
得
意
な
も
の
が
出

来
た
ら
其
代
り
外
へ
や
ら
ず
に
此
方
へ
下
さ
い
（
大
正
三
年
七

月
一
三
日
付

志
賀
直
哉
宛
）

漱
石
は
、
別
の
書
簡
で
「
志
賀
の
断
り
方
は
道
徳
上
不
都
合
で
小

生
も
全
く
面
喰
ひ
ま
し
た
が
芸
術
上
の
立
場
か
ら
い
ふ
と
至
極
尤
も

で
す
。
今
迄
愛
し
た
女
が
急
に
厭
に
な
つ
た
の
を
強
ひ
て
愛
し
た
ふ

り
で
交
際
を
し
ろ
と
傍
か
ら
い
ふ
の
は
少
々
残
酷
に
も
思
は
れ
ま

す
」（
大
正
三
年
七
月
一
五
日
付

山
本
笑
月
宛
）
と
も
書
い
て
お

り
、「
芸
術
上
の
立
場
」
を
理
解
し
、
志
賀
の
違
約
に
寛
大
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
漱
石
の
志
賀
へ
の
高
い
評
価
は
執
筆
辞
退
後
も
変
わ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。

志
賀
直
哉
氏
の
『
范
の
犯
罪
』
は
他
の
人
に
は
書
け
ぬ
も
の

で
あ
る
。
先
頃
東
京
朝
日
に
小
説
を
頼
ん
だ
時
、
五
十
回
ば
か

り
書
い
て
よ
こ
し
て
呉
れ
た
が
、
自
分
は
ど
う
し
て
も
主
観
と

客
観
の
間
に
立
つ
て
迷
つ
て
居
る
ど
ち
ら
か
に
突
き
抜
け
な
け

れ
ば
書
け
な
く
な
つ
た
と
云
つ
て
、
止
め
て
了
つ
た
。

徳
義
上
は
別
と
し
て
、
芸
術
上
に
は
忠
実
で
あ
る
。
自
信
の

あ
る
作
物
で
な
け
れ
ば
公
に
し
な
い
と
云
ふ
信
念
が
あ
る
為
で

あ
ら
う
。（「
文
壇
の
こ
の
ご
ろ
」『
大
阪
朝
日
新
聞
』
大
正
四

年
一
〇
月
一
一
日
）

漱
石
は
「
文
展
と
芸
術
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
元
年
一
〇
月

一
五
日
│
二
八
日
）
の
中
で
、「
芸
術
は
自
己
の
表
現
に
始
つ
て
、

自
己
の
表
現
に
終
る
も
の
で
あ
る
」「
芸
術
の
最
初
最
終
の
大
目
的

は
他
人
と
は
没
交
渉
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
」
と
述
べ
、
芸
術
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家
が
他
人
の
評
価
を
気
に
す
る
の
は
不
純
で
あ
り
、
そ
れ
を
気
に
し

た
と
き
「
忽
ち
己
れ
を
失
却
」
し
「
空
虚
な
芸
術
」
と
な
る
と
述
べ

て
い
る
。
自
己
を
貫
い
て
こ
そ
芸
術
家
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に

は
、
時
に
孤
独
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
切
実
に
感
じ
て

⑵

い
た
漱
石
に
と
っ
て
、
違
約
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
自
己
の
信
念
を

貫
こ
う
と
す
る
志
賀
は
、
ま
さ
に
「
芸
術
上
に
は
忠
実
」
と
し
て
評

価
し
う
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

志
賀
は
連
載
執
筆
を
断
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。義

理
堅
い
夏
目
さ
ん
に
そ
ん
な
事
で
迷
惑
を
か
け
た
の
は
大
変

済
ま
な
い
事
に
感
じ
、
何
時
か
い
い
物
を
書
い
て
、
朝
日
新
聞

に
出
さ
う
と
思
つ
た
の
が
、
他
に
も
理
由
は
あ
つ
た
が
、
そ
れ

⑶

か
ら
四
年
程
何
も
作
品
を
発
表
出
来
な
か
つ
た
原
因
の
一
つ
で

あ
つ
た
。
そ
の
四
年
間
に
も
私
は
未
完
成
の
長
篇
を
時
々
書
続

け
よ
う
と
し
、
そ
れ
が
出
来
る
ま
で
は
別
の
短
篇
を
書
い
て
も

他
の
雑
誌
へ
出
す
事
は
遠
慮
し
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
た
の
だ
。
と

こ
ろ
が
其
間
に
夏
目
さ
ん
は
亡
く
な
ら
れ
た
。
新
聞
社
か
ら
の

直
接
交
渉
は
一
度
も
な
か
つ
た
の
で
、
夏
目
さ
ん
が
亡
く
な
ら

れ
た
事
で
、
私
の
此
気
持
は
自
然
解
放
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
初

め
て
発
表
し
た
「
佐
々
木
の
場
合
」
と
い
ふ
小
説
を
亡
き
夏
目

先
生
に
デ
デ
ィ
ケ
ー
ト
し
て
僅
か
に
自
分
の
止
む
を
得
な
か
つ

た
不
義
理
を
謝
し
た
。（「
続
創
作
余
談
」
昭
和
一
三
年
六
月
）

尊
敬
す
る
漱
石
の
依
頼
を
、
迷
惑
を
か
け
る
形
で
断
っ
て
し
ま
っ

た
「
不
義
理
」
を
謝
す
た
め
に
、
長
い
空
白
後
に
初
め
て
発
表
し
た

作
品
を
デ
デ
ィ
ケ
ー
ト
し
た
と
い
う
の
は
、
納
得
の
い
く
話
で
あ

る
。
し
か
し
、
空
白
期
間
の
の
ち
、「
初
め
て
発
表
し
た
」
の
は
、

「
佐
々
木
の
場
合
」
よ
り
一
か
月
早
く
発
表
さ
れ
た
「
城
の
崎
に
て
」

（『
白
樺
』
第
八
巻
五
号

大
正
六
年
五
月
）
で
あ
る
。
本
多
秋
五

（『
志
賀
直
哉
』
上

一
九
九
〇
年
一
月

岩
波
新
書
（
新
赤
版
）
一

〇
七
）
は
、
こ
の
二
作
の
執
筆
時
期
は
同
じ
大
正
六
年
四
月
で
あ
る

の
に
、
志
賀
が
こ
の
二
作
を
並
べ
る
時
に
必
ず
「
佐
々
木
の
場
合
」

の
方
を
先
に
挙
げ
る
こ
と
に
触
れ
、
志
賀
が
「
佐
々
木
の
場
合
」
を

漱
石
に
献
呈
し
た
の
は
、「
佐
々
木
の
場
合
」
の
方
を
「
よ
り
創
作

ら
し
い
創
作
、
業
績
ら
し
い
業
績
と
考
え
て
い
た
」
か
ら
で
、
掲
載

誌
が
「
内
輪
の
雑
誌
「
白
樺
」」
で
は
な
く
、「
公
共
的
な
意
味
を
も

つ
総
合
雑
誌
「
黒
潮
」
で
あ
っ
た
こ
と
」
も
そ
の
裏
付
け
で
あ
る
と

見
て
い
る
。
下
岡
友
加
は
、
こ
の
作
品
が
漱
石
に
献
じ
ら
れ
た
理
由

を
問
い
、
本
多
の
説
を
「
本
質
的
な
理
由
で
は
な
い
」
と
し
、
内
容
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の
面
か
ら
「
小
説
執
筆
の
約
束
を
交
わ
し
た
漱
石
と
志
賀
の
関
係
を

⑷

反
映
し
た
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
」
と
述
べ
て
い
る
。
本
稿

で
も
、
こ
の
作
品
が
漱
石
に
な
ぜ
献
呈
さ
れ
た
の
か
、
漱
石
と
志
賀

の
か
か
わ
り
に
注
目
し
て
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。

「
佐
々
木
の
場
合
」

「
佐
々
木
の
場
合
」
は
、「
僕
」（
佐
々
木
）
が
自
ら
の
恋
愛
話
を

友
人
で
あ
る
「
君
」
に
語
り
、「
僕
」
の
語
り
の
後
に
、
聞
き
手
で

あ
っ
た
「
君
」
が
「
自
分
」
と
い
う
一
人
称
で
感
想
を
述
べ
る
と
い

う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
内
容
を
ご
く
簡
単
に
言
う
な
ら
、
過
去
に

結
婚
の
約
束
を
破
っ
た
男
が
、
時
を
経
て
女
と
再
会
し
、
関
係
の
修

復
を
は
か
ろ
う
と
す
る
物
語
で
あ
る
。
話
の
梗
概
に
つ
い
て
は
、
表

の
「
佐
々
木
の
場
合
」
の
欄
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
志
賀
は
「
創
作
余
談
」
に
お
い
て
、
次
の

「
佐
々
木
の
場
合
」

女
景
清
の
逸
話
（
夏
目
漱
石
『
行
人
』）

語
り

「
僕
」（
佐
々
木
）
が
同
郷
の
後
輩
ら
し
き
「
君
」（
の
ち
に
「
自
分
」
と
し
て
登
場
）

に
対
し
て
語
り
、
最
後
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
感
想
を
「
自
分
」
が
語
る
。

一
郎
・
二
郎
の
父
が
、
謡
の
客
、
一
郎
、
二
郎
、
一
郎
の
妻
・
お
直
の
前
で
「
逸

話
」
を
語
っ
た
場
面
を
、
二
郎
が
語
る
。

結
婚
の

約
束

佐
々
木
は
山
田
の
家
に
書
生
を
し
て
士
官
学
校
の
入
学
準
備
を
し
て
い
る
時
に
、
山

田
の
お
嬢
さ
ん
の
守
っ
児
で
あ
る
富
と
い
う
娘
と
関
係
を
持
っ
た
。
佐
々
木
が
十
九

才
、
富
が
十
六
歳
の
頃
で
あ
る
。
人
目
を
忍
ん
で
物
置
で
逢
引
を
し
て
い
た
が
、

佐
々
木
は
二
人
の
関
係
は
い
た
ず
ら
な
関
係
で
は
な
く
、
自
分
が
少
尉
が
中
尉
に
な

れ
ば
必
ず
正
式
に
結
婚
す
る
と
富
に
言
っ
て
聞
か
し
た
。

二
十
五
六
年
前
、
父
の
知
り
合
い
の
あ
る
男
が
二
十
前
後
の
時
、
そ
の
男
と
そ
の
家

の
召
使
が
関
係
を
持
ち
、
男
は
女
を
妻
に
す
る
と
明
言
し
た
。

破
約
の

経
緯

あ
る
日
、
大
工
の
焚
火
の
残
り
火
の
傍
に
い
た
佐
々
木
の
と
こ
ろ
へ
富
が
お
嬢
さ
ん

を
連
れ
て
き
た
。
二
人
が
逢
引
を
し
て
い
る
隙
に
お
嬢
さ
ん
が
焚
火
に
転
げ
落
ち
て

大
や
け
ど
を
負
い
、
傷
の
治
療
に
移
植
が
必
要
と
な
っ
た
。
自
責
の
念
に
か
ら
れ
た

富
は
、
お
嬢
さ
ん
に
自
分
の
尻
の
肉
を
提
供
す
る
と
申
し
出
た
。
佐
々
木
は
、
自
分

が
名
乗
り
出
る
べ
き
だ
と
思
い
つ
つ
も
、
士
官
学
校
の
体
格
検
査
に
不
利
に
な
る
こ

と
を
恐
れ
て
言
い
出
せ
ず
、
富
が
治
療
に
協
力
す
る
た
め
入
院
し
て
い
る
間
に
山
田

の
家
を
逃
げ
出
す
。
富
に
対
す
る
責
任
は
果
た
す
と
言
っ
て
か
ら
出
た
か
っ
た
が
叶

わ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
坊
ち
ゃ
ん
だ
っ
た
そ
の
男
の
勢
い
に
駆
ら
れ
た
言
葉
で
あ
っ

て
、
一
週
間
経
つ
か
経
た
な
い
う
ち
に
後
悔
し
始
め
て
破
約
を
申
し
込
ん
だ
。
女
は

す
ぐ
暇
を
取
っ
て
出
て
い
き
、
男
は
二
三
ヶ
月
の
間
考
え
込
ん
で
い
た
。
一
度
女
が

家
に
寄
っ
た
と
き
も
、
口
も
ほ
と
ん
ど
聞
か
な
か
っ
た
。
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再
会

そ
の
後
、
佐
々
木
は
大
尉
の
時
大
使
館
付
き
に
な
っ
て
ロ
シ
ア
に
七
八
年
い
て
、
つ

い
最
近
日
本
に
帰
っ
て
来
た
。
こ
の
間
、
富
の
こ
と
は
忘
れ
は
せ
ず
、
結
婚
も
み
ん

な
断
っ
て
い
た
。
つ
い
一
週
間
前
、
偶
然
銀
座
で
お
嬢
さ
ん
を
連
れ
た
富
を
見
か
け

た
。
富
は
、
昔
と
違
っ
て
大
き
な
女
に
な
っ
て
い
た
が
安
心
の
状
態
に
居
る
人
ら
し

い
落
ち
つ
き
が
見
え
た
。

そ
の
後
、
男
は
、
学
校
を
出
て
家
庭
を
持
ち
、
二
十
何
年
た
っ
た
最
近
、
偶
然
に
も

有
楽
座
で
そ
の
女
と
再
会
し
た
。
し
か
し
、
女
は
そ
の
時
盲
目
に
な
っ
て
い
た
。

女
の
様

子

今
更
に
新
し
い
感
情
の
湧
き
起
こ
る
の
を
感
じ
た
佐
々
木
は
、
山
田
に
電
話
を
か

け
、「
十
六
年
前
に
お
別
れ
し
た
佐
々
木
で
す
」
と
名
乗
り
、
会
っ
て
話
し
た
い
と

伝
え
た
が
、
富
は
姿
を
現
さ
な
か
っ
た
。
富
か
ら
手
紙
が
来
て
、「
自
分
は
今
は
尼

の
や
う
な
気
持
で
ゐ
る
。
お
嬢
様
は
未
だ
御
縁
が
な
く
淋
し
い
御
心
で
居
ら
れ
る
時

に
何
事
が
な
く
て
も
貴
方
と
お
会
ひ
す
る
や
う
な
事
は
心
に
と
が
め
る
」
と
、
手
紙

な
ら
と
い
う
こ
と
で
、
女
名
前
の
封
筒
を
二
枚
送
っ
て
き
た
。
富
は
、
佐
々
木
と
の

こ
と
を
心
の
底
か
ら
悔
や
み
、
自
分
は
も
う
如
何
な
事
が
あ
つ
て
も
男
と
の
関
係
は

作
ら
な
い
、
そ
れ
は
、
主
人
の
家
の
み
ん
な
に
誓
っ
て
お
り
、
生
涯
困
ら
な
い
よ
う

に
し
て
も
ら
っ
て
お
い
て
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
し
で
か
す
の
は
許
さ
れ
な
い
、
そ

れ
に
自
分
は
不
幸
で
は
な
い
。
佐
々
木
が
逃
げ
た
時
は
薄
情
男
だ
と
思
っ
て
怨
ん
だ

が
、
別
れ
て
か
ら
の
こ
と
を
手
紙
で
知
っ
て
大
変
あ
り
が
た
く
思
い
、「
私
は
そ
れ

で
満
足
し
ま
し
た
」「
ど
う
か
自
分
の
こ
と
は
忘
れ
て
早
く
い
い
奥
様
を
御
貰
ひ
に

な
つ
て
楽
し
い
家
庭
を
作
つ
て
頂
く
、
そ
れ
が
却
つ
て
自
分
の
慰
め
で
あ
る
」
と
い

う
返
事
が
来
た
。
お
嬢
さ
ん
が
縁
付
い
た
ら
ど
う
な
の
だ
と
言
っ
て
遣
っ
た
が
、
そ

れ
き
り
返
事
は
来
な
い
。

男
は
女
が
盲
目
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
気
に
し
て
、
何
と
か
彼
女
の
居
所
を
突
き
止

め
、
二
郎
の
父
に
、
そ
の
女
の
所
を
訪
問
し
て
呉
れ
と
頼
む
。
男
は
妻
子
の
手
前
自

分
で
は
出
か
け
に
く
く
、
ま
た
、
学
問
の
た
め
三
十
五
六
に
な
ら
な
け
れ
ば
妻
帯
し

な
い
と
い
う
理
由
で
別
れ
た
の
に
、
学
校
を
出
て
す
ぐ
結
婚
し
て
い
る
の
で
良
心
の

呵
責
も
あ
る
か
ら
だ
っ
た
。
父
が
女
を
訪
問
し
、
男
の
名
を
打
ち
明
け
、
菓
子
折
り

と
金
の
包
を
渡
す
と
、
女
は
、
今
は
寡
婦
だ
が
歴
乎
と
し
た
夫
が
あ
り
、
子
供
も
い

る
の
で
、
他
人
さ
ま
か
ら
金
子
を
い
た
だ
い
て
は
、
夫
の
位
牌
に
対
し
て
済
ま
な
い

と
言
っ
て
受
け
取
ら
な
い
。
そ
の
気
込
が
、
父
に
謡
曲
に
登
場
す
る
景
清
を
思
い
起

こ
さ
せ
た
。
父
が
女
の
見
識
に
話
の
腰
を
折
ら
れ
て
席
を
立
と
う
と
す
る
と
、
女

が
、
男
の
現
在
の
様
子
を
尋
ね
、
子
ど
も
の
年
を
聞
い
て
、
指
を
折
っ
て
勘
定
し
て

淋
し
く
笑
っ
た
。
そ
し
て
、「
一
生
の
御
願
い
」
と
し
て
、「
結
婚
の
約
束
を
し
な
が

ら
一
週
間
経
つ
か
経
た
な
い
の
に
、
そ
れ
を
取
り
消
す
気
に
な
つ
た
の
は
、
周
囲
の

事
情
か
ら
圧
迫
を
受
け
て
已
を
得
ず
断
つ
た
の
か
、
或
は
別
に
何
か
気
に
入
ら
な
い

所
で
も
出
来
て
、
其
気
に
入
ら
な
い
所
を
、
結
婚
の
約
束
後
見
付
け
た
た
め
断
つ
た

の
か
、
其
有
体
の
本
当
が
聞
き
た
い
」
と
言
う
。「
た
だ
両
方
の
眼
が
満
足
に
開
い

て
い
る
く
せ
に
、
他
の
料
簡
方
が
解
ら
な
い
の
が
一
番
苦
し
ゅ
う
御
座
い
ま
す
」
と

言
う
。
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よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

新
聞
の
三
面
記
事
か
ら
思
ひ
つ
い
た
。
新
聞
に
は
書
生
は
逃

げ
て
了
ひ
、
女
中
は
自
分
の
肉
を
提
供
し
た
、
こ
れ
だ
け
が
書

い
て
あ
つ
た
。
私
は
逃
げ
た
書
生
に
も
言
訳
の
根
拠
は
あ
る
か

も
知
れ
な
い
と
思
つ
た
。
そ
れ
が
、
書
く
動
機
と
な
つ
た
。
此

小
説
は
丸
四
年
間
何
に
も
出
さ
ず
に
ゐ
て
、
武
者
小
路
に
勧
め

ら
れ
、
久
し
ぶ
り
で
そ
の
頃
あ
つ
た
「
黒
潮
」
と
い
ふ
雑
誌
に

出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
又
書
き
出
す
機
縁
と
な
つ
た
。

古
川
裕
佳
（「
女
中
は
軍
人
と
結
婚
す
べ
き
か
│
「
佐
々
木
の
場

合
」」『
志
賀
直
哉
の
〈
家
庭
〉
│
女
中
・
不
良
・
主
婦
』
二
〇
一

一
年
二
月

森
話
社
）
は
、
右
の
「
新
聞
の
三
面
記
事
」
に
あ
た
る

も
の
と
し
て
、
大
工
の
焚
火
に
少
女
が
転
げ
て
大
火
傷
を
負
っ
た
と

い
う
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
一
二
月
二
六
日
の
『
日
出
国
新

聞
』
掲
載
の
記
事
を
該
当
す
る
も
の
と
し
て
挙
げ
、
志
賀
の
自
宅
近

⑸所
で
起
き
た
事
件
な
の
で
、
こ
の
記
事
が
モ
デ
ル
の
一
つ
に
な
り
う

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、「
佐
々
木
の
場
合
」
に
は
、
作
品
の

前
身
と
言
え
る
「
坂
井
と
女
」
と
い
う
大
正
二
年
六
月
に
書
か
れ
た

草
稿
が
あ
る
。「
坂
井
と
女
」
は
、
坂
井
と
い
う
彫
刻
家
が
か
つ
て

自
分
に
惚
れ
て
い
た
女
に
電
車
の
中
で
再
会
し
、
そ
の
女
と
結
婚
し

よ
う
と
す
る
と
い
う
展
開
を
持
つ
が
、
坂
井
が
、
女
に
ま
つ
わ
る
過

去
を
友
達
で
あ
る
「
自
分
」
に
話
し
出
す
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い

る
。
女
は
、
火
傷
跡
の
あ
る
女
児
を
連
れ
た
三
十
位
の
大
柄
な
女
と

聞
き
手

の
反
応

佐
々
木
は
、
以
上
の
よ
う
な
話
を
、
同
郷
の
後
輩
ら
し
い
「
自
分
」
に
語
っ
て
聞
か

せ
た
。「
自
分
」
は
、
佐
々
木
が
富
の
道
義
心
や
犠
牲
心
を
低
く
見
て
い
る
点
に
つ

い
て
、「
佐
々
木
も
可
哀
想
だ
が
」「
同
情
出
来
な
」
い
と
思
い
、
女
が
「
信
じ
た
事

を
固
く
握
り
締
め
て
居
る
そ
の
強
さ
」
に
い
い
感
じ
を
抱
く
。
ま
た
、
佐
々
木
の
妻

に
な
る
こ
と
が
必
ず
し
も
そ
の
女
の
幸
福
を
増
す
こ
と
に
な
る
と
は
思
わ
ず
、

「
佐
々
木
に
は
女
の
今
持
つ
て
ゐ
る
幸
福
が
如
何
な
も
の
か
は
本
統
に
解
つ
て
居
な

い
と
云
ふ
気
が
す
る
」
と
も
思
う
。「
佐
々
木
は
イ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
る
。
然
し
決
し

て
不
愉
快
な
イ
ゴ
イ
ス
ト
で
は
な
い
」。
自
分
の
し
た
事
に
責
任
を
負
お
う
と
し
、

心
か
ら
の
愛
を
注
ご
う
と
し
て
い
る
が
、
女
が
承
知
し
な
い
以
上
、
仕
方
が
な
い
。

「
自
分
」
は
「
何
と
云
っ
て
い
い
か
分
か
ら
な
か
っ
た
」。

父
は
、「
本
人
に
軽
薄
な
と
こ
ろ
は
些
と
も
な
い
」
と
答
え
、
適
当
に
ご
ま
か
し
た

こ
と
を
得
意
気
に
語
り
、
客
た
ち
も
そ
れ
を
「
好
い
功
徳
」
を
し
た
と
言
っ
て
褒
め

た
。
後
日
、
一
郎
は
、
女
が
何
年
も
煩
悶
し
て
い
た
こ
と
を
ご
ま
か
し
た
父
を
「
軽

薄
」
と
し
、
二
郎
も
父
の
子
だ
け
あ
っ
て
「
軽
薄
児
」
だ
と
非
難
す
る
。
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さ
れ
て
お
り
、
そ
の
形
象
は
富
と
重
な
っ
て
い
る
。
お
嬢
さ
ん
の
火

傷
が
や
は
り
関
わ
っ
て
い
る
ら
し
い
点
か
ら
、
内
容
的
に
「
佐
々
木

の
場
合
」
と
同
様
の
展
開
が
想
定
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
す
る
。

古
川
は
、「
坂
井
と
女
」
の
執
筆
直
前
に
、
新
聞
の
ゴ
シ
ッ
プ
記
事

で
「
大
津
順
吉
」（『
中
央
公
論
』
大
正
元
年
九
月
）
で
描
か
れ
た
志

賀
と
女
中
Ｃ
と
の
関
係
が
「「
若
様
と
小
間
使
の
恋
仲
」
な
ど
と
揶

揄
的
に
」
取
り
ざ
た
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、「「
坂
井
と
女
」
は
そ

の
応
答
と
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
面
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
と

述
べ
て
い
る
。「
坂
井
と
女
」
に
お
け
る
離
別
、「
佐
々
木
の
場
合
」

の
結
婚
の
約
束
の
破
約
と
い
う
点
は
、
確
か
に
「
大
津
順
吉
」
に
描

⑹

か
れ
て
い
る
志
賀
と
女
中
Ｃ
と
の
恋
愛
事
件
を
想
起
さ
せ
る
。
破
約

の
修
復
を
図
ろ
う
と
す
る
主
人
公
の
姿
に
、
結
婚
の
約
束
が
果
た
せ

な
っ
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
の
だ
と
い
う
弁
解
を
読
み
取
る
こ
と

は
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
佐
々
木
の
場
合
」
に
は
、
富
の
現
在

の
幸
福
を
低
く
見
積
も
っ
て
、
関
係
を
修
復
し
よ
う
と
す
る
佐
々
木

に
つ
い
て
「
佐
々
木
も
可
哀
そ
う
だ
が
、
自
分
に
は
少
し
同
情
出
来

な
か
つ
た
」
と
述
べ
る
「
自
分
」
と
い
う
聞
き
手
が
登
場
し
て
い

⑺

る
。
先
行
研
究
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
佐
々
木
を
相
対
化
す
る
「
自

分
」
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
佐
々
木
の
場
合
」
の

ス
ト
ー
リ
ー
展
開
と
、
聞
き
手
の
存
在
に
よ
る
相
対
化
と
い
う
構
造

を
見
る
と
き
、
漱
石
作
品
の
中
に
共
通
す
る
要
素
を
持
つ
も
の
と
し

て
想
起
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
。
竹
盛
天
雄
（「
父
と
子
の
形
│

志
賀
直
哉
に
つ
い
て
│
」『
介
山
・
直
哉
・
龍
之
介

一
九
一
〇
年

代

孤
心
と
交
響
』
昭
和
六
十
三
年
七
月

明
治
書
院
）
は
、

「
佐
々
木
の
場
合
」
に
つ
い
て
、「
わ
た
く
し
は
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ

が
自
己
主
張
・
欲
求
と
「
安
心
」
と
の
関
係
を
追
究
し
て
い
る
と
い

う
よ
う
に
読
む
。
そ
の
と
き
、「
安
心
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
つ
つ
エ

ゴ
イ
ズ
ム
の
剔
抉
に
む
か
っ
た
漱
石
の
世
界
が
、
こ
の
作
品
の
む
こ

う
に
隠
顕
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
逃
げ
出
し
た
男

の
昔
の
心
理
と
現
在
の
心
境
を
確
認
し
た
女
の
述
懐
な
ど
は
、『
行

人
』
の
「
帰
つ
て
か
ら
」
に
出
て
く
る
〈
盲
目
の
女
の
挿
話
〉
の
ヴ

ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

竹
盛
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
〈
盲
目
の
女
の
挿
話
〉
は
、『
行
人
』

の
中
で
「
女
景
清
の
逸
話
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
竹
盛
が

言
う
よ
う
に
、
こ
の
挿
話
は
、「
佐
々
木
の
場
合
」
と
非
常
に
似
て

い
る
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
二
つ
の
話
を
比
較
し
、
類
似
点
を
も

う
少
し
具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
表
を
参
照
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
こ
の
表
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
と
物
語
内
容
の
比
較
に
重

き
を
置
い
て
、
筆
者
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て

お
く
。
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『
行
人
』
と
「
佐
々
木
の
場
合
」

二
つ
を
比
べ
る
と
、
結
婚
の
約
束
を
し
た
の
ち
破
約
す
る
こ
と
、

年
を
経
て
女
と
偶
然
再
会
す
る
こ
と
、
女
の
ほ
う
が
昔
と
比
べ
て
ず

い
ぶ
ん
変
化
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
女
に
対
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す

る
こ
と
、
と
い
う
お
お
ま
か
な
ス
ト
ー
リ
展
開
が
共
通
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。「
佐
々
木
の
場
合
」
で
は
、
破
約
の
当
事
者
で
あ
る

佐
々
木
本
人
が
出
来
事
を
語
る
の
に
対
し
て
、『
行
人
』
で
は
、
破

約
を
し
た
人
物
の
話
を
第
三
者
で
あ
る
、
二
郎
の
父
が
語
る
と
い
う

形
に
な
っ
て
い
る
が
、
聞
き
手
を
持
つ
と
い
う
構
造
も
共
通
す
る
。

こ
こ
で
『
行
人
』
に
つ
い
て
簡
単
な
説
明
を
し
て
お
く
。『
行
人
』

は
、
大
正
元
年
十
二
月
六
日
か
ら
大
正
二
年
十
一
月
十
五
日
ま
で
東

京
・
大
阪
両
『
朝
日
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
。
四
章
（「
友
達
」

「
兄
」「
帰
つ
て
か
ら
」「
塵
労
」）
か
ら
な
り
、
三
章
の
後
、
大
正
二

年
四
月
八
日
か
ら
大
正
二
年
九
月
十
七
日
ま
で
作
者
の
病
気
に
よ
っ

て
休
載
と
な
る
。
当
初
、
三
章
の
残
り
を
書
き
足
し
て
完
成
さ
せ
る

予
定
だ
っ
た
こ
と
が
書
簡
等
か
ら
窺
え
る
が
、
連
載
が
再
開
さ
れ
四

⑻

章
構
成
と
な
っ
た
。
長
野
一
郎
は
、
長
野
家
の
長
男
で
、
学
者
で
見

識
家
だ
が
、
神
経
鋭
敏
・
潔
癖
な
性
格
で
、
さ
ら
に
、
長
男
だ
け
に

わ
が
ま
ま
で
気
難
し
い
面
も
あ
り
、
周
囲
の
人
間
が
気
を
遣
う
存
在

で
あ
る
。
一
郎
は
妻
の
お
直
の
心
が
つ
か
め
な
い
こ
と
に
苦
し
み
、

弟
の
二
郎
に
「
お
直
は
御
前
に
惚
て
る
ん
ぢ
や
な
い
か
」
と
疑
い
を

か
け
、
旅
先
の
和
歌
山
で
二
郎
に
お
直
の
節
操
を
試
し
て
も
ら
い
た

い
と
い
う
依
頼
を
す
る
。
二
郎
は
難
色
を
示
す
が
、
一
郎
に
迫
ら
れ

て
、
お
直
と
日
帰
り
の
予
定
で
出
掛
け
る
が
嵐
の
た
め
に
思
い
が
け

ず
一
泊
す
る
こ
と
に
な
る
。
何
事
も
な
か
っ
た
も
の
の
、「
壮
烈
な

最
期
を
望
」
む
と
い
う
発
言
な
ど
、
そ
の
夜
の
お
直
の
言
動
は
ど
う

解
釈
し
て
よ
い
の
か
二
郎
を
悩
ま
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一

郎
に
は
「
姉
さ
ん
の
人
格
に
就
て
、
御
疑
ひ
に
な
る
所
は
丸
で
あ
り

ま
せ
ん
」
と
言
い
切
っ
て
、
詳
し
い
報
告
は
先
に
延
ば
し
た
ま
ま
で

あ
っ
た
。
旅
か
ら
帰
京
後
、
一
郎
は
だ
ん
だ
ん
孤
独
を
深
め
て
い
く

が
、
そ
ん
な
折
、
父
の
謡
の
席
に
、
一
郎
夫
婦
と
二
郎
も
呼
ば
れ
、

「
景
清
」
の
謡
を
聞
か
さ
れ
た
後
、
父
か
ら
「
女
景
清
の
逸
話
」（
以

下
「
逸
話
」
と
略
す
）
を
聞
く
の
で
あ
る
。
お
直
の
心
を
知
り
た
い

と
願
う
一
郎
は
、
女
の
積
年
の
願
い
を
ご
ま
か
し
た
父
を
、
虚
偽
を

行
う
軽
薄
な
存
在
と
見
な
し
、
お
直
に
つ
い
て
の
報
告
を
し
な
い
ま

ま
の
二
郎
も
同
様
だ
と
非
難
す
る
。
以
降
、
一
郎
は
ま
す
ま
す
孤
独

に
沈
み
、
作
品
の
最
後
に
は
、
一
郎
と
一
緒
に
旅
に
出
た
友
人
Ｈ
さ

ん
か
ら
の
手
紙
に
よ
っ
て
、
一
郎
の
苦
悩
が
報
告
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
四
章
の
途
中
ま
で
は
二
郎
の
語
り
で
進
み
、
四
章
後
半
は
書
簡
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形
式
で
Ｈ
さ
ん
の
語
り
と
な
る
。

志
賀
の
日
記
の
大
正
二
年
九
月
二
七
日
の
項
に
は
、「「
行
人
」
の

続
き
を
少
し
読
む
で
見
た
。
夏
目
さ
ん
の
も
の
と
し
て
い
ゝ
物
と
思

ふ
。
漾
つ
て
ゐ
る
或
気
分
に
合
は
ぬ
も
の
が
あ
る
が
、
筆
つ
き
の
リ

ッ
チ
な
点
は
迚
も
及
ば
ぬ
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
志

賀
が
、
休
載
後
再
開
さ
れ
た
『
行
人
』
の
四
章
を
読
ん
で
い
る
の
は

確
か
の
よ
う
だ
が
、「
女
景
清
の
逸
話
」
は
三
章
に
置
か
れ
た
挿
話

で
あ
る
。
ま
た
、「
佐
々
木
の
場
合
」
の
前
身
で
あ
る
「
坂
井
と
女
」

の
執
筆
は
、
大
正
二
年
六
月
で
、『
行
人
』
の
三
章
の
後
の
休
載
中

と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
佐
々
木
の
場
合
」
の
成
立
に
「
女
景
清
の

逸
話
」
が
直
接
影
響
し
た
か
ど
う
か
は
、
時
間
的
な
関
係
か
ら
は
可

能
性
は
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
は
っ
き
り
断
定
は
で
き
な
い
。

も
し
、
影
響
を
受
け
た
の
だ
と
し
た
ら
、「
逸
話
」
の
ど
の
よ
う
な

点
に
志
賀
は
反
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。「
逸
話
」
で
は
、
男
が
結
婚

の
約
束
を
破
っ
た
こ
と
よ
り
も
、
破
約
の
理
由
を
知
り
た
が
っ
た
女

の
願
い
を
二
郎
の
父
が
適
当
に
ご
ま
か
し
た
こ
と
が
焦
点
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
結
婚
の
約
束
を
し
な
が
ら
そ

れ
を
破
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
志
賀
に
と
っ
て
、
無
関
心
で
い

ら
れ
な
い
話
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。「
逸
話
」
に
お
け
る
破
約
し

た
男
の
形
象
は
、
深
い
思
慮
な
く
「
無
邪
気
」
に
結
婚
の
約
束
を

し
、
一
週
間
経
つ
か
経
た
な
い
う
ち
に
後
悔
し
て
破
約
し
た
「
可
愛

ら
し
い
坊
ち
や
ん
」「
本
当
の
坊
ち
や
ん
」
と
、
そ
の
未
熟
さ
が

「
坊
ち
や
ん
」
と
い
う
言
葉
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
志
賀
が
、
そ
の

「
坊
ち
や
ん
」
の
描
か
れ
方
に
、
自
分
も
そ
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
と
反
発
を
覚
え
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
決

し
て
軽
は
ず
み
で
は
な
く
破
約
に
至
る
場
合
も
あ
る
の
だ
と
い
う
弁

解
と
し
て
、「
佐
々
木
の
場
合
」
が
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
実
体
験
と
結
び
つ
け
た
影
響
関
係
よ

り
も
、
結
婚
の
約
束
を
破
っ
た
男
が
女
と
再
会
し
関
係
性
の
修
復
を

試
み
る
と
い
う
両
作
に
共
通
の
展
開
が
、
モ
ラ
ル
の
さ
ま
ざ
ま
な
相

を
映
し
出
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
な
り
得
て
い
る
こ
と
が
よ
り
重
要
だ
ろ

う
。
約
束
を
破
る
こ
と
は
悪
、
嘘
を
つ
く
こ
と
は
悪
、
破
っ
た
約
束

を
修
復
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
善
、
と
い
う
よ
う
に
、
一
般
的
に
は

考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
お
い
て
、
何
が
善

で
何
が
悪
か
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
な
問
題
で
は
な
い
。『
行
人
』
の

「
女
景
清
の
逸
話
」
は
、
偽
り
を
憎
む
一
郎
と
、
彼
の
周
囲
の
人
間

と
の
懸
隔
を
決
定
的
に
す
る
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ

れ
は
、
一
郎
の
側
か
ら
の
見
方
で
あ
る
。
四
章
で
一
郎
の
苦
悩
が
明

か
さ
れ
る
が
、
そ
の
苦
悩
は
、
具
体
的
な
お
直
と
の
関
係
に
つ
い
て

の
苦
悩
か
ら
、
観
念
的
な
苦
悩
へ
と
移
行
し
た
も
の
だ
っ
た
。
一
郎

― ２４ ―



は
「
死
ぬ
か
、
気
が
違
ふ
か
、
で
な
け
れ
ば
宗
教
に
入
る
か
、
僕
の

前
途
に
は
此
三
つ
の
も
の
し
か
な
い
」（『
行
人
』「
塵
労
」
三
十
九
）

と
述
べ
、
ま
た
、
絶
対
の
境
地
を
求
め
、
そ
の
境
地
に
入
れ
ば
「
絶

対
即
相
対
」
と
な
り
、「
自
分
以
外
に
物
を
置
き
他
を
作
つ
て
、
苦

し
む
必
要
が
な
く
な
る
し
、
又
苦
し
め
ら
れ
る
卦
念
も
起
ら
な
い
」

（「
塵
労
」
四
十
四
）「
生
死
を
超
越
し
な
け
れ
ば
」
安
心
は
得
ら
れ

な
い
と
語
る
。『
行
人
』
は
自
我
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
郎

が
、
そ
れ
ゆ
え
に
他
者
と
の
関
係
性
に
苦
し
む
物
語
で
あ
る
。「
女

景
清
の
逸
話
」
に
お
い
て
、
父
が
女
の
願
い
を
ご
ま
か
し
た
こ
と

は
、
虚
偽
と
し
て
一
郎
に
と
っ
て
は
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

破
約
の
理
由
を
女
に
あ
り
て
い
に
伝
え
る
こ
と
が
本
当
に
善
か
ど
う

か
、
立
場
を
変
え
て
み
る
な
ら
ば
、
自
足
し
て
い
た
女
の
生
活
を
乱

さ
な
い
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
話
が
座
興
と

し
て
話
さ
れ
、
客
た
ち
は
父
の
し
た
こ
と
を
よ
い
こ
と
と
褒
め
た
。

追
従
も
含
め
て
「
嘘
も
方
便
」
に
通
ず
る
受
け
止
め
方
が
こ
こ
に
は

あ
る
。
そ
れ
を
許
さ
な
い
一
郎
の
潔
癖
さ
は
、
一
郎
の
正
し
さ
を
示

す
一
方
、
一
郎
の
偏
り
を
問
う
も
の
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、『
行
人
』
は
、
一
郎
の
絶
対
化
と
相
対
化
と
い
う
問
題
を
描
い

⑼

て
お
り
、
そ
の
問
題
は
「
佐
々
木
の
場
合
」
に
通
じ
て
い
る
。

佐
々
木
は
、
再
会
し
た
富
に
電
話
を
か
け
て
、
不
愛
想
な
対
応
を

さ
れ
た
と
き
、
次
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。

何
と
云
ふ
事
も
な
く
僕
は
自
分
が
今
幸
福
な
身
の
上
だ
と
云
ふ

気
が
し
て
居
た
。
勿
論
世
間
並
な
意
味
で
だ
が
。
そ
し
て
富
は

女
と
し
て
不
幸
な
境
遇
に
居
る
者
と
し
て
考
へ
て
居
た
。
そ
し

て
僕
は
自
分
が
富
に
交
渉
し
て
行
く
の
は
幸
福
な
者
が
不
幸
な

者
を
救
は
う
と
し
て
ゐ
る
の
だ
と
云
ふ
風
に
考
へ
て
居
た
。
何

と
な
く
そ
ん
な
気
持
で
居
た
。
所
が
今
の
対
話
は
そ
れ
と
全
く

反
対
な
感
じ
を
与
へ
た
。
幸
福
に
暮
し
て
居
る
者
に
対
し
昔
の

関
係
を
楯
に
そ
れ
を
攪
乱
し
よ
う
と
す
る
者
の
や
う
に
自
分
が

見
え
た
。

さ
ら
に
、
富
は
手
紙
で
「
私
は
今
少
し
も
不
幸
で
は
な
い
」
と
述

べ
、「
御
別
れ
し
て
か
ら
の
事
を
御
手
紙
で
知
つ
て
今
は
大
変
あ
り

が
た
く
思
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
私
は
満
足
し
ま
し
た
」
と
書
い
て
い

る
。
不
幸
な
富
を
結
婚
す
る
こ
と
で
自
分
が
救
う
と
い
う
佐
々
木
の

思
い
描
く
構
図
に
つ
い
て
は
、
彼
自
身
も
そ
の
歪
み
を
感
じ
て
お

り
、
聞
き
手
で
あ
る
「
自
分
」
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

佐
々
木
は
今
其
女
の
心
を
さ
へ
ぎ
つ
て
居
る
も
の
は
紋
切
型
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な
道
義
心
と
犠
牲
心
と
で
、
そ
れ
を
と
り
除
く
事
が
出
来
れ
ば

問
題
は
解
決
す
る
と
思
つ
て
居
る
ら
し
い
。
そ
し
て
其
道
義
心

と
犠
牲
心
に
余
り
に
価
値
を
認
め
な
い
点
が
、
佐
々
木
も
可
哀

想
だ
が
、
自
分
に
は
少
し
同
情
出
来
な
か
つ
た

「
自
分
」
は
「
其
女
が
信
じ
た
事
を
堅
く
握
り
締
め
て
居
る
其
強

さ
に
」「
い
い
感
じ
を
持
つ
た
」、
そ
し
て
、
富
が
佐
々
木
の
妻
に
な

る
こ
と
が
必
ず
し
も
そ
の
女
の
幸
福
を
増
す
こ
と
に
な
る
と
は
思
わ

ず
、「
佐
々
木
に
は
女
の
今
持
つ
て
ゐ
る
幸
福
が
如
何
な
も
の
か
は

本
統
に
解
つ
て
居
な
い
と
云
ふ
気
が
す
る
」
と
も
述
べ
る
。「
佐
々

木
は
イ
ゴ
イ
ス
ト
で
は
あ
る
。
然
し
決
し
て
不
愉
快
な
イ
ゴ
イ
ス
ト

で
は
な
い
。
自
分
の
し
た
事
に
責
任
を
負
は
う
と
し
」「
心
か
ら
の

愛
を
注
が
う
と
し
て
い
る
」
が
、
女
が
承
知
し
な
い
以
上
、「
そ
れ

は
そ
れ
ま
で
と
云
ふ
よ
り
仕
方
が
な
」
く
、「
自
分
」
は
「
何
と
云

っ
て
い
い
か
分
ら
な
か
つ
た
」
と
作
品
は
結
ば
れ
る
。「
自
分
」
の

感
想
は
、
結
論
と
し
て
は
歯
切
れ
の
悪
い
も
の
で
あ
る
が
、
佐
々
木

の
考
え
方
は
、
佐
々
木
の
「
場
合
」
と
い
う
一
つ
の
見
方
で
あ
る
こ

と
が
、
聞
き
手
で
あ
る
「
自
分
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
佐
々
木
の
場
合
」
と
『
行
人
』
は
、
結
婚
の

約
束
を
破
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当

事
者
・
語
り
手
・
聞
き
手
の
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
ラ
ル
の
あ
り
よ
う
が
問

わ
れ
、
相
対
化
さ
れ
る
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。「
主
観
と

客
観
の
間
に
立
つ
て
迷
つ
て
」、
漱
石
か
ら
依
頼
さ
れ
た
作
品
執
筆

を
辞
退
し
た
志
賀
に
と
っ
て
、
佐
々
木
を
相
対
化
す
る
こ
と
は
、
そ

の
迷
い
の
模
索
の
延
長
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
、
自
己
と
他
者
の
関
係
を
追
求
し
続
け
た
漱
石
の
問
題
を
引
き
継

ぐ
こ
と
で
あ
っ
た
。
相
対
化
と
い
う
点
で
、「
佐
々
木
の
場
合
」
と

『
行
人
』
は
つ
な
が
り
、
そ
の
点
で
、
こ
の
作
は
漱
石
に
捧
げ
ら
れ

る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
作
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

注⑴

漱
石
の
書
簡
（
大
正
二
年
一
二
月
三
一
日
付
志
賀
直
哉
宛
）
に
「
武

者
小
路
君
を
通
し
て
ご
依
頼
し
た
事
に
つ
き
御
承
諾
の
意
を
御
洩
し

被
下
ま
し
て
難
有
存
じ
ま
す
」
と
い
う
文
句
が
見
え
る
。

⑵

大
正
元
年
一
二
月
四
日
付
津
田
青
楓
宛
書
簡
に
「
私
の
小
説
を
読
ん

で
下
さ
る
の
は
難
有
い
ど
う
か
愛
想
を
尽
か
さ
ず
に
読
ん
で
下
さ

い
。
私
は
孤
独
に
安
ん
じ
た
い
。
然
し
一
人
で
も
味
方
の
あ
る
方
が

ま
だ
愉
快
で
す
。
人
間
が
ま
だ
夫
程
純
乎
た
る
芸
術
〔
家
〕
気
質
に

な
れ
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
」
と
あ
り
、
芸
術
家
の
孤
独
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

⑶

志
賀
は
「
四
年
程
」
と
書
い
て
い
る
が
、「
著
作
年
表
」
に
よ
る
と
、

― ２６ ―



大
正
三
年
四
月
か
ら
大
正
六
年
五
月
ま
で
作
品
の
発
表
が
な
く
、
空

白
は
約
三
年
で
あ
る
。

⑷

下
岡
友
加
は
、
作
品
執
筆
時
の
志
賀
の
年
齢
と
佐
々
木
の
年
齢
が
同

じ
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
自
分
の
都
合
を
優
先
し
て
破
約
し
、
自

分
の
感
情
の
ま
ま
遅
き
に
失
し
た
求
婚
を
し
た
佐
々
木
と
、「
芸
術

上
の
立
場
」
を
理
由
に
執
筆
を
辞
退
し
、
漱
石
に
義
理
を
果
た
す
時

期
を
逸
し
た
志
賀
が
重
ね
ら
れ
、
批
判
さ
れ
て
て
い
る
と
指
摘
し
て

い
る
。

⑸

古
川
は
、
少
女
が
大
火
傷
を
負
っ
た
家
は
麻
布
区
兵
衛
町
で
、「
志

賀
が
自
宅
（
麻
布
区
三
河
台
町
）
か
ら
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
近

所
で
起
き
た
事
件
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
」
と
述
べ
て

い
る
。

⑹

須
藤
松
雄
（『
志
賀
直
哉
の
文
学
』）
は
、「
佐
々
木
は
、
あ
る
程
度
、

作
者
の
自
画
像
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
り
、
富
は
「
大
津

順
吉
」
の
千
代
に
か
な
り
近
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑺

例
え
ば
、
山
﨑
正
純
（「
沈
黙
す
る
志
賀
直
哉
│
個
と
反
復
」『
敍

説
』（
敍
説
舎
）
一
九
号

一
九
九
九
年
八
月
）
は
、
佐
々
木
は

「〈
富
〉
を
弱
者
と
見
る
�
進
歩
性
�
か
ら
自
由
で
は
な
」
か
っ
た

が
、「
自
分
」
の
感
想
が
、「
一
気
に
佐
々
木
の
立
脚
点
を
相
対
化
」

す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

⑻
『
行
人
』
の
成
立
と
構
想
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
夏
目
漱
石

『
行
人
』
論
│
構
想
の
変
化
に
つ
い
て
│
」（
山
尾
仁
子
『
叙
説
（
奈

良
女
子
大
学
）』
第
一
九
号

平
成
四
年
一
二
月
）
で
論
じ
た
。

⑼
『
行
人
』
に
お
け
る
相
対
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
注
⑺
の
拙
論
で

論
じ
た
。
ま
た
、
語
り
に
対
す
る
聞
き
手
の
存
在
に
よ
る
相
対
化
、

「
女
景
清
の
逸
話
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
拙
論
「
夏
目
漱
石
『
行
人
』

論
│
「
女
景
清
の
逸
話
」
を
中
心
に
│
」（『
叙
説
（
奈
良
女
子
大

学
）
第
四
七
号

令
和
二
年
三
月
で
論
じ
て
い
る
。
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