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志
賀
直
哉
の
「
赤
照
蠣
太
」
　
（
大
正
⊥
ハ
年
九
月
、
　
『
新
小
説
』
）
は
、
彼
に
は
稀

な
一
種
の
歴
史
小
説
で
あ
る
が
、
彼
自
身
の
語
る
処
に
よ
れ
ば
其
の
成
立
事
情
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

伊
達
騒
動
の
講
談
を
読
ん
．
て
る
て
想
ひ
つ
い
た
。
　
（
中
略
）
最
初
私
は
芝
居
や

講
談
や
徳
川
時
代
の
小
説
の
知
識
か
ら
、
そ
の
時
代
ら
し
く
書
く
つ
も
り
で
書

い
た
が
、
私
に
は
そ
れ
が
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
に
な
り
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。

そ
れ
か
ら
四
五
年
し
て
又
そ
れ
を
書
く
つ
も
り
．
て
、
旧
稿
を
探
し
た
が
遂
に
見

当
ら
ず
、
人
物
の
名
も
分
ら
な
く
な
っ
た
の
．
て
、
い
い
加
減
に
作
り
、
書
き
方

も
前
に
そ
れ
．
て
失
敗
し
た
か
ら
殊
更
さ
う
い
ふ
事
を
無
視
し
た
書
き
方
を
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

見
た
。
そ
の
後
二
年
歯
し
て
旧
稿
も
原
の
講
談
も
出
て
来
た
が
、
講
談
は
典
山

　
　
　
　
　
　
か
ば
の
く
ら
に
へ
ゑ

．
て
人
物
の
名
は
蒲
倉
仁
兵
衛
と
い
ふ
の
で
あ
っ
た
。
　
（
「
創
作
余
談
」
昭
和
三

年
七
月
、
　
『
改
造
』
）

　
如
上
の
経
緯
を
「
志
賀
直
哉
日
記
」
に
徴
し
て
見
る
と
、
碓
か
に
大
正
二
年
九
月

四
、
五
日
の
条
に
「
『
仁
兵
衛
の
初
懸
』
を
書
い
た
」
と
あ
り
、
更
に
同
月
一
九
日

の
条
に
は
「
ど
う
し
て
も
よ
く
三
省
な
い
」
と
あ
る
。
こ
の
時
点
で
志
賀
が
参
考
に

し
た
の
は
、
大
正
二
年
七
月
一
五
日
発
行
の
『
文
芸
倶
楽
部
』
増
刊
に
載
っ
た
錦
城

斎
典
山
の
講
談
「
伊
達
騒
動
　
蒲
倉
仁
兵
衛
」
で
あ
り
、
こ
の
講
談
は
、
寛
政
期
の

森
川
馬
谷
「
伊
達
評
定
」
に
連
な
り
、
後
に
悟
道
軒
円
玉
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
、
典

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

山
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

　
伊
達
騒
動
と
は
、
言
う
迄
も
な
く
仙
台
藩
主
伊
達
家
に
起
き
た
お
家
騒
動
．
て
あ
り
、

万
治
元
年
綱
宗
が
家
督
相
続
し
た
後
、
叔
父
宗
勝
即
ち
兵
部
が
家
老
原
田
甲
斐
等
と

共
謀
し
て
畑
谷
を
隠
居
さ
せ
、
世
子
亀
千
代
丸
の
毒
殺
を
図
り
本
家
乗
っ
取
り
を
企

で
た
事
件
で
あ
る
。
そ
の
結
末
は
、
こ
の
私
曲
を
幕
府
に
訴
え
た
老
臣
伊
達
安
芸
宗

重
が
甲
斐
の
刃
に
容
れ
、
そ
の
甲
斐
も
蜂
谷
六
左
衛
門
に
殺
傷
さ
れ
、
兵
部
は
松
平

家
お
預
け
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
加
賀
、
黒
田
騒
動
と
並
び
三
大
お
家
騒

動
と
称
せ
ら
れ
る
此
の
事
件
の
顛
末
は
、
歌
舞
伎
、
浄
瑠
璃
等
に
脚
色
さ
れ
、
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
い
ぼ
く

ば
、
　
「
け
い
せ
い
睦
玉
川
」
　
（
並
木
十
輔
作
）
や
「
伽
羅
先
代
萩
」
　
（
奈
河
亀
輔
作
）

　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
と
ぎ
す
だ
て
の
ぎ
き
が
き

等
々
、
或
い
は
「
早
苗
鳥
伊
達
聞
書
」
　
（
河
竹
黙
阿
弥
作
）
等
が
著
名
で
あ
る
。
又
、
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近
代
に
あ
っ
て
は
、
大
槻
文
彦
の
「
伊
達
騒
動
実
録
」
に
拠
っ
た
森
鴎
外
の
「
椙
原

品
」
　
（
大
正
五
年
一
月
一
～
八
日
、
　
「
東
京
日
日
新
聞
」
　
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
）
等

の
作
品
も
あ
り
、
そ
の
詳
細
は
兎
も
角
、
凡
そ
の
輪
郭
は
広
く
人
口
に
瞼
表
し
た
も

の
で
あ
る
。
蒲
倉
仁
兵
衛
変
じ
て
赤
西
蠣
太
の
挿
話
は
、
無
論
、
実
証
的
な
裏
付
け

の
あ
る
も
の
で
は
な
く
銀
鮫
鱒
次
郎
以
下
の
諸
人
物
も
架
空
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、

そ
れ
で
も
、
尚
、
著
名
な
伊
達
騒
動
を
書
割
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
疑
似
歴
史

小
説
は
、
そ
れ
な
り
に
読
者
の
興
味
を
喚
起
し
、
親
し
み
易
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

少
く
と
も
作
中
世
界
の
時
空
を
明
確
化
し
堅
牢
な
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
。
志
賀
は
、

最
初
の
失
敗
に
懲
り
て
時
代
考
証
風
の
技
法
を
排
し
、
思
い
切
っ
て
現
代
小
説
風
に

書
き
流
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
書
き
方
に
も
拘
ら
ず
、
さ
し
た
る
異
和
感
も
無
く

我
々
の
作
中
移
入
が
容
易
な
の
は
、
そ
う
し
た
事
情
に
由
る
の
．
て
あ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
の
分
だ
け
、
志
賀
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
創
出
等
に
手
間
取
る
こ
と
な
く
、
誠
に
楽

々
と
諸
人
物
量
を
動
か
し
得
た
よ
う
で
あ
る
。
又
、
少
し
先
廻
り
し
て
言
え
ば
、
伊

達
騒
動
の
よ
う
な
暗
い
事
件
を
背
景
と
す
る
為
に
、
蠣
太
や
小
江
の
明
る
さ
が
一
層

効
果
的
な
も
の
と
な
り
得
て
い
る
よ
う
．
て
も
あ
る
。

　
以
下
、
論
者
は
、
登
場
人
物
の
造
型
や
物
語
の
構
成
に
留
意
し
つ
つ
、
志
賀
直
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
さ

に
お
け
る
客
観
小
説
の
可
能
性
に
つ
い
て
細
や
か
な
考
察
を
試
み
て
み
た
い
と
思
う
。

二

　
「
赤
西
蠣
太
」
は
全
十
六
節
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、
今
そ
れ
等
を
ド
ラ
マ
の
起
承

転
結
風
に
要
約
す
れ
ば
、
第
一
節
を
提
示
部
、
第
二
節
か
ら
第
⊥
ハ
節
を
展
開
部
、
第

七
節
か
ら
第
十
三
節
を
転
換
部
、
第
十
四
節
か
ら
第
十
六
節
迄
を
終
結
部
と
し
て
括

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
は
独
自
の
機
能
を
荷
い
、
テ
ン
ポ
の
速

い
場
面
展
開
と
も
相
侯
っ
て
、
緊
密
な
作
中
世
界
を
構
成
す
る
が
、
先
ず
、
物
語
の

日
目
頭
は
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。

昔
、
仙
羅
切
の
伊
達
兵
部
の
屋
敷
に
未
だ
新
米
の
家
宅
で
、

侍
が
み
た
。

赤
年
差
太
と
い
ふ

以
下
、
第
一
の
提
示
部
や
第
二
の
展
開
部
に
お
い
て
は
、
作
者
の
筆
は
、
専
ら
此
の

蠣
太
の
人
物
を
多
様
な
方
面
か
ら
描
出
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。
彼
は
、
先
ず
、
年

令
三
十
四
五
の
醜
男
．
て
、
言
葉
に
松
江
詑
り
が
あ
り
、
何
処
迄
も
野
暮
臭
い
田
舎
侍

と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。
彼
は
、
又
、
独
り
者
で
、
武
者
長
屋
に
独
居
し
、
菓
子
好
き

．
て
あ
る
。
こ
う
し
た
外
貌
の
列
挙
は
、
簡
潔
だ
が
常
套
的
で
、
平
凡
な
も
の
に
過
ぎ

な
い
。
だ
が
、
作
者
は
、
そ
の
間
に
幾
つ
か
の
興
味
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挿
入
す
る

こ
と
を
忘
れ
な
い
。
例
え
ば
、
蠣
太
は
、
同
僚
の
若
侍
達
の
嘲
弄
を
苦
く
自
然
な
形

で
克
服
し
て
し
ま
う
。
詰
り
、
何
事
も
承
知
の
上
で
利
用
さ
れ
て
や
る
の
．
て
、
遂
に

は
若
侍
達
の
方
．
て
反
省
し
て
や
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
、
又
、
将

棋
好
き
で
、
時
折
如
何
に
も
彼
ら
し
く
な
い
鋭
い
放
れ
業
を
演
じ
、
人
々
を
驚
か
せ

た
り
す
る
。
彼
は
、
ど
う
も
唯
の
凡
庸
な
だ
け
の
男
で
も
な
い
ら
し
い
。

　
然
し
、
又
、
彼
は
上
書
で
複
雑
な
人
物
．
て
は
な
い
。
作
者
は
、
先
の
プ
ラ
ス
・
イ

メ
ー
ジ
と
は
反
対
に
、
蠣
太
が
、
菓
子
屋
の
箱
の
上
．
て
箸
に
し
た
手
を
ま
ご
つ
か
せ
、

何
度
も
菓
子
の
値
段
を
問
い
直
し
て
、
遂
に
は
菓
子
屋
を
立
腹
さ
せ
る
愚
直
人
．
て
あ
る
こ

と
を
描
い
て
い
る
。
菓
子
好
き
の
蠣
太
は
、
又
、
千
振
を
絶
や
さ
ぬ
胃
腸
病
者
で
も
あ
っ

た
。
そ
れ
か
ら
、
又
、
将
棋
に
つ
い
て
も
定
跡
の
本
を
膝
に
独
り
行
燈
と
対
局
し
続
け
て
、

そ
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
恰
好
を
同
僚
に
笑
わ
れ
る
場
面
も
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
蠣
太

の
非
凡
な
一
面
と
滑
稽
な
一
面
と
は
相
互
に
作
用
し
合
っ
て
、
そ
の
人
物
像
を
次
第
に
具

体
的
な
も
の
と
し
て
浮
上
さ
せ
て
ゆ
く
。
然
も
其
れ
が
、
抽
象
的
な
説
明
で
は
な
く
、
個

別
的
な
他
者
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
具
象
的
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
そ
し
て
、
更
に
、
蠣
太
の
人
物
像
は
、
友
人
銀
鮫
鱒
次
郎
と
の
対
比
に
よ
っ
て
」

層
鮮
明
な
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
。
鱒
次
郎
は
、
生
き
生
き
と
し
た
、
利
口
そ
う
な
、

2
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美
し
い
若
侍
で
、
酒
も
好
き
女
も
好
き
と
い
う
道
楽
者
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
外

貌
で
も
嗜
好
で
も
、
総
て
の
点
．
て
無
骨
な
蠣
太
と
は
対
蹟
的
な
男
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
両
者
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
表
面
的
な
其
れ
に
止
ま
ら
ず
、
物
語
の
進
行
に
つ

れ
て
根
本
的
な
人
間
性
に
迄
及
ぶ
の
で
あ
る
。
即
ち
、
腸
捻
転
を
起
し
た
蠣
太
が
多

少
と
も
按
摩
の
安
甲
を
信
用
し
た
の
に
対
し
、
草
次
郎
の
方
は
全
く
安
福
を
信
用
せ

ず
、
遂
に
は
斬
殺
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
安
甲
は
、
蠣
太
切
腹
未
遂
事

件
の
詳
細
を
老
女
蝦
夷
菊
に
洩
ら
し
、
鱒
次
郎
に
対
し
て
も
薄
っ
ぺ
ら
な
調
子
で
報

告
し
た
り
し
て
い
る
の
で
、
一
見
鱒
次
郎
の
判
断
の
方
が
妥
当
な
よ
う
で
あ
る
が
、

流
石
の
短
甲
も
密
書
の
件
だ
け
は
秘
密
を
守
っ
て
い
た
の
で
、
蠣
太
の
判
断
が
誤
り

．
て
あ
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
総
じ
て
蠣
太
と
鱒
次
郎
と
遡
れ
が
優
秀
な
隠
密
で

あ
る
か
、
そ
れ
は
よ
く
分
ら
な
い
。

　
そ
れ
は
掬
て
お
き
、
安
甲
に
対
す
る
彼
等
二
人
の
態
度
は
、
何
よ
り
も
彼
等
自
身

の
人
間
性
を
逆
照
射
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
生
次
郎
の
考
え
方
は
、
使
命
至
上
主
義

の
隠
密
の
其
れ
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
人
間
を
単
な
る
道
具
と
考
え
る
、
冷
酷
な
人

間
観
の
反
映
で
あ
り
、
こ
う
し
た
傾
向
は
、
蠣
太
逃
亡
の
理
由
を
捏
造
す
る
場
合
に

も
、
そ
の
儘
窺
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
詰
り
、
鱒
次
郎
に
は
、
使
命
の
為
と
は
い
え
、

小
江
に
艶
書
を
送
り
面
目
を
失
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
蠣
太
に
対
す
る
同
情
も
、
殆
ど

認
め
ら
れ
な
い
。
否
、
寧
ろ
、
蠣
太
の
如
き
「
君
子
」
と
斯
様
な
醜
行
と
を
結
び
付

け
て
、
意
地
悪
な
微
笑
を
浮
べ
つ
つ
愉
快
が
る
傾
き
さ
え
あ
る
。
同
志
の
蠣
太
に
対

し
て
さ
え
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
作
戦
の
中
．
て
単
な
る
道
具
と
し
て
使
わ
れ
る
小
江
に

対
し
て
は
、
人
間
的
な
感
情
等
微
塵
も
な
い
。
一
方
、
丸
太
に
は
、
安
甲
に
対
す
る

同
情
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
小
江
に
対
し
て
も
心
か
ら
の
同
情
を
寄
せ
て
い
る
。
結
局
、

蠣
太
は
鱒
次
郎
の
発
案
に
従
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
う
し
て
内
面
化
さ
れ
た
君

子
と
才
人
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
結
果
と
し
て
は
、
蠣
太
そ
の
人
の
善
良
な
、
誠
実

な
人
柄
を
何
よ
り
も
雄
弁
に
語
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
後
、
鱒
次
郎
は
、
作
中
世
界

か
ら
退
去
し
、
終
結
部
に
到
っ
て
其
の
死
が
暗
示
さ
れ
る
に
止
る
が
、
そ
れ
は
、
既

に
、
蠣
太
の
人
間
像
を
十
全
な
も
の
と
し
て
印
象
づ
け
る
役
割
を
完
了
し
て
い
た
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
た
対
比
を
通
じ
て
蠣
太
像
は
益
々
明
確
な
も
の
と
な
っ
た
が
、
作
者
は
、

更
に
蠣
太
の
其
れ
を
立
体
化
す
る
為
に
、
又
、
異
な
っ
た
角
度
か
ら
の
照
射
を
試
み

て
い
る
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
、
転
々
逆
戻
り
す
る
が
、
彼
の
切
腹
未
遂
事
件
に
関
す

る
人
々
の
反
応
で
あ
る
。
安
田
は
、
事
件
の
詳
細
を
蝦
夷
菊
に
語
っ
た
後
で
、
　
「
あ

ん
な
氣
の
強
い
人
は
見
た
事
が
な
い
」
と
感
嘆
す
る
が
、
確
か
に
、
自
分
て
開
腹
し

て
腸
の
捻
れ
を
直
そ
う
と
す
る
蠣
太
の
態
度
は
、
豪
胆
．
て
も
あ
り
沈
着
で
も
あ
り
、

話
を
聞
い
た
蝦
夷
菊
が
、
出
血
の
こ
と
も
忘
れ
て
其
の
勇
気
に
感
服
し
た
の
も
無
理

は
な
い
。
こ
の
蝦
夷
菊
の
感
服
は
、
後
に
蠣
太
の
艶
書
を
拾
っ
た
際
に
、
蠣
太
の
面

目
を
守
ろ
う
と
す
る
好
意
と
な
っ
て
働
い
た
。
．
安
甲
に
し
ろ
、
蝦
夷
菊
に
し
ろ
、
蠣

太
に
と
っ
て
は
特
に
親
し
い
知
り
合
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
彼
等
か
ら

賞
讃
や
好
意
を
寄
せ
ら
れ
る
の
は
、
正
に
蠣
太
自
身
の
良
い
性
格
が
他
人
の
心
に
反

射
し
た
結
果
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
客
観
的
な
人
間
関
係
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
為
に
、

笹
身
の
性
格
は
我
々
に
も
容
易
に
納
得
出
来
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
本
来
、
人
間

の
性
格
等
と
い
う
も
の
は
、
孤
立
的
に
其
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、

種
々
の
人
間
関
係
の
中
で
相
関
的
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
う
し

た
人
格
こ
そ
が
、
真
に
其
の
人
間
を
語
る
も
の
と
言
い
得
る
の
．
て
あ
る
。

　
そ
う
し
た
点
か
ら
言
え
ば
、
自
己
を
中
心
に
同
心
動
的
に
展
開
さ
れ
る
私
小
説
的

空
間
に
お
い
て
は
、
真
に
人
間
を
描
く
こ
と
が
継
々
に
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
何
故
な
ら
、
主
人
公
イ
コ
ー
ル
作
者
の
第
一
人
称
的
視
点
か
ら
描
か
れ
る
他
者

は
、
常
に
自
己
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
の
み
登
場
す
る
も
の
で
あ
り
、
先
ず
何
よ
り

も
独
立
し
た
他
者
は
登
場
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
他
者
の
眼
に

よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
主
人
公
は
、
縦
え
其
の
告
白
が
如
何
に
真
摯
な

も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
客
観
的
に
人
間
を
表
現
し
た
も
の
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

尤
も
、
他
な
ら
ぬ
志
賀
直
哉
を
中
核
と
す
る
私
小
説
的
世
界
に
あ
っ
て
は
、
主
人
公

2
9
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蠣
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能
性



越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

は
、
屡
々
一
般
社
会
か
ら
疎
隔
さ
れ
た
非
職
業
人
的
芸
術
家
で
あ
り
、
彼
等
は
、
実

際
的
な
人
聞
関
係
を
持
た
な
い
。
彼
等
は
組
織
に
属
さ
な
い
孤
独
な
求
道
者
．
て
あ
っ

て
、
そ
の
小
説
の
主
眼
も
、
内
面
的
自
己
探
求
に
置
か
れ
て
い
る
。
其
処
で
は
客
観

的
人
間
関
係
の
総
和
と
し
て
成
立
す
る
人
格
等
は
世
俗
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
只
管
純
粋
化
さ
れ
た
自
我
が
追
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
私
小
説
の
魅

力
は
捨
て
難
い
も
の
だ
が
、
然
し
、
一
般
社
会
の
中
で
権
力
、
金
銭
、
慣
習
、
美
醜

等
々
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
、
職
場
、
地
域
、
家
庭
と
い
っ
た
社
会
に
帰
属
し
つ

つ
生
き
ざ
る
を
得
な
い
多
く
の
人
間
を
描
く
に
は
、
多
極
的
な
人
間
関
係
を
通
し
て

立
体
的
に
描
く
方
が
望
ま
し
い
。
念
の
為
に
言
え
ば
、
赤
塗
蠣
太
は
、
一
般
的
俸
給

生
活
者
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
又
、
例
え
ば
、
蝦
夷
菊
の
蠣
太
に
対
す
る
好
意
は
、
直
接
的
な
二
人
の

交
渉
か
ら
生
じ
た
も
の
．
て
は
な
く
、
蠣
太
の
預
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
安
甲
と
蝦
夷

菊
の
交
渉
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
蝦
夷
菊
の
好
意
が
、
蠣

太
と
小
江
の
人
間
関
係
に
も
及
ぶ
が
、
こ
う
し
た
間
接
的
な
力
学
関
係
は
、
我
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
さ

よ
く
体
験
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
処
に
は
、
細
や
か
乍
ら
社
会
的
な
拡
が
り
が
感
じ

ら
れ
る
。
又
、
本
来
結
び
つ
く
可
能
性
の
無
か
っ
た
鱒
次
郎
と
安
里
を
深
刻
な
形
で

結
び
つ
け
た
の
は
三
太
．
て
あ
り
、
蠣
太
と
小
江
を
結
び
つ
け
た
の
は
鱒
次
郎
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
示
し

た
。
我
々
は
、
此
処
に
芸
術
家
の
よ
う
な
特
殊
人
．
て
な
い
普
通
人
の
生
活
す
る
社
会

の
縮
図
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　
又
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
蠣
太
以
下
の
登
場
人
物
が
等
し
く
海
産
物
に
因

ん
だ
名
前
を
持
っ
て
い
る
の
も
、
単
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
等

の
人
物
を
相
対
化
し
て
同
一
次
元
上
に
平
準
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
別

的
な
力
学
関
係
を
形
成
す
る
社
会
の
実
相
を
印
象
付
け
る
も
の
と
し
て
も
役
立
っ
て

い
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
、
又
、
或
る
意
味
で
、
近
代
絵
画
の
手
法
を
思
わ
せ
る
も
の
．
て
あ
る
。
例

え
ば
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
対
象
を
単
に
現
象
的
に
描
く
の
で
は
な
く
、
幾
つ
か
の
抽
象
的

な
要
素
に
分
解
し
て
描
く
と
い
う
客
観
的
な
方
法
を
採
っ
た
。
こ
う
し
て
絵
画
は
、

外
界
を
写
す
も
の
で
は
な
く
構
成
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
文
学
に
つ
い
て
も
、
西
欧

市
民
社
会
に
お
い
て
発
達
し
た
近
代
小
説
は
、
多
く
客
観
的
な
視
点
か
ら
描
か
れ
た

人
間
関
係
が
力
学
的
に
作
用
し
合
っ
て
筋
を
生
み
出
し
、
社
会
化
し
た
「
私
」
が
表

現
さ
れ
た
。
或
い
は
、
そ
れ
は
、
万
物
の
創
造
主
た
る
神
の
視
点
に
、
作
家
が
自
ら

を
重
ね
る
こ
と
が
容
易
な
唯
一
神
的
宗
教
伝
統
の
為
せ
る
業
．
て
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

い
。
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
唯
一
神
的
存
在
を
持
た
ぬ
我
々
は
、
自
ら
が
創
造
主

と
な
っ
て
自
己
及
び
他
者
を
創
造
し
、
遥
か
な
高
み
か
ら
等
距
離
を
保
ち
つ
つ
人
間

関
係
を
秩
序
付
け
る
こ
と
が
仲
々
に
難
し
い
。
そ
う
し
た
我
々
に
は
、
寧
ろ
、
相
対

化
さ
れ
ぬ
自
己
を
中
心
と
し
て
同
心
円
的
に
展
開
さ
れ
る
私
小
説
的
空
間
の
方
が
親

し
み
易
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
籾
て
お
き
、
客
観
小
説
「
赤
西
蠣
太
」
の
作
者
は
、

概
ね
神
の
如
き
位
置
に
後
退
し
て
、
殆
ど
其
の
姿
を
見
せ
ぬ
形
で
描
い
て
い
る
。

　
唯
、
然
し
、
作
中
僅
か
に
作
者
が
顔
を
覗
か
せ
る
処
が
無
い
．
て
も
な
い
。
例
え
ば
、

そ
れ
は
、
安
甲
に
蠣
太
切
腹
未
遂
事
件
の
顛
末
を
聞
か
さ
れ
た
蝦
夷
菊
が
、
そ
の
勇

気
に
感
服
す
る
場
面
．
て
あ
る
が
、

此
場
合
其
話
を
聞
い
て
み
る
老
女
に
若
し
少
し
で
も
讐
學
上
の
智
識
が
あ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
さ
う
し
て
出
血
は
ど
う
庭
置
し
ま
し
た
」
と
訊
か
ね
ば
な
ら
ぬ
所
だ
さ
う
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
む

所
が
生
憎
、
老
女
に
は
其
智
識
が
な
か
っ
た
。
　
（
中
略
）
そ
し
て
先
を
革
め
ば

コ
　
　
　
　
　
　
　
　

解
る
が
、
ど
う
じ
た
事
か
蠣
太
は
遂
に
腹
膜
炎
に
も
か
か
ら
ず
に
濟
ん
だ
の
で

あ
る
。
　
（
傍
点
論
者
以
下
同
）

と
書
か
れ
て
お
り
、
作
者
が
唯
の
語
り
手
と
な
っ
て
登
場
し
、
読
者
を
直
接
誘
導
す

る
の
．
て
あ
る
。
恐
ら
く
、
こ
れ
は
、
蠣
太
開
腹
手
術
の
医
学
的
無
理
を
押
し
通
す
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
つ

に
要
請
さ
れ
た
も
の
．
て
あ
ろ
う
が
、
此
処
で
は
、
読
者
に
も
作
者
の
困
惑
が
見
透
さ

3
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れ
る
だ
け
に
思
わ
ず
失
笑
す
る
。
そ
し
て
、
読
者
も
、
鷹
揚
な
笑
い
の
内
に
此
の
難

所
を
通
過
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
例
を
挙
げ
れ
ば
、
そ
れ
は
終
結
部
．
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　

最
後
に
蠣
太
と
小
江
と
の
懸
が
ど
う
な
っ
た
か
が
書
け
る
と
い
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
ロ
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
コ

で
今
は
調
べ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
わ
か
ら
ず
了
ひ
で
あ
る
。

昔
の
事

と
書
か
れ
て
い
る
。
小
説
「
赤
西
測
高
」
は
、
無
論
、
作
者
の
創
作
で
あ
る
か
ら
、

「
今
は
調
べ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
は
作
品
冒
頭
の
↓
行
と
も
対

応
し
乍
ら
、
物
語
に
余
韻
を
与
え
る
意
識
的
な
技
巧
で
あ
る
が
、
日
本
語
に
特
有
な

主
語
の
省
略
が
許
さ
れ
る
為
に
、
そ
の
不
自
然
さ
が
目
立
た
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、

今
迄
全
智
全
能
の
神
の
視
点
と
も
い
う
べ
き
位
置
か
ら
、
自
由
自
在
に
諸
人
物
（
蠣

太
に
も
蝦
夷
菊
に
も
甲
斐
に
も
）
の
心
理
に
立
ち
入
り
総
て
を
掌
握
し
て
き
た
作
者

が
、
此
処
に
到
っ
て
俄
か
に
其
の
力
を
失
う
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
で
は
一
体
、
こ

れ
迄
の
斯
く
も
詳
細
に
描
か
れ
た
部
分
は
何
を
調
べ
乍
ら
書
い
て
き
た
の
か
と
反
問

し
た
く
も
な
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
志
賀
は
、
こ
の
作
品
を
原
則
的
に
は
客
観
小

説
と
し
て
構
想
し
乍
ら
、
そ
の
形
式
に
捉
わ
れ
る
つ
も
り
は
な
い
ら
し
い
。
基
本
的

に
は
、
志
賀
は
第
一
人
称
的
作
家
で
あ
り
、
そ
の
発
想
は
身
に
付
い
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
築
地
沖
の
海
上
場
面
で
、
客
観
的
な
場
面
作
り
の
努

力
を
殆
ど
し
な
い
こ
と
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
作
者
は
既
に
蠣
太
と
共
に
海
を

見
て
い
る
の
で
、
読
者
も
直
ち
に
其
れ
を
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
　
「
手
記

蠣
太
」
が
概
ね
客
観
小
説
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
も
、
如
上
の
点
は
多

少
割
引
い
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
コ
赤
西
蠣
太
」
は
、
第
一
の
提
示
部
と
第
二
の
展
開
部
を
前
半
部
分
、
第
三
の
転

換
部
と
第
四
の
終
結
部
を
後
半
部
分
と
し
て
、
大
き
く
二
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
そ
し
て
、
作
者
は
、
前
後
そ
れ
ぞ
れ
に
意
外
な
筋
の
展
開
を
用
意
し
て
い
る
。

作
者
は
、
所
謂
面
白
い
物
語
と
し
て
二
つ
の
意
外
性
を
軸
に
組
立
て
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
先
ず
前
半
部
分
は
、
蠣
太
の
入
物
像
を
造
型
す
る
過
程
で
あ
っ
た
が
、
作
者
は
、

其
処
に
幾
つ
か
の
謎
め
い
た
伏
線
を
張
り
め
ぐ
ら
し
、
読
者
の
興
味
を
引
張
っ
て
ゆ

く
。
例
え
ば
、
作
者
は
、
第
二
の
展
開
部
へ
入
る
や
否
や
、
流
川
の
切
腹
未
遂
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ

と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
噂
を
伝
え
る
。
人
々
は
、
蠣
太
が
気
で
も
狂
れ
た
の
か
と

取
沙
汰
す
る
が
、
こ
れ
は
、
平
凡
な
中
年
男
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
異
常
事
の
突

発
で
あ
り
、
作
者
が
設
定
し
た
第
一
の
謎
で
あ
る
。
続
い
て
、
こ
の
切
腹
事
件
の
「
本

統
の
事
」
は
、
停
る
夜
密
か
に
安
危
と
蝦
夷
菊
め
看
て
語
ら
れ
る
。
が
、
其
処
て
も

安
否
は
話
を
途
中
で
概
略
化
し
、
落
着
か
ぬ
様
子
で
口
留
を
し
て
帰
っ
て
ゆ
く
。
こ

れ
が
、
作
者
の
設
け
た
第
二
の
謎
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
、
作
者
は
、
二
一
二
日
後
安
甲
の

死
骸
が
仙
台
坂
下
に
横
た
わ
っ
て
い
た
事
実
を
伝
え
る
。
言
う
迄
も
な
く
、
こ
れ
が
第
三

の
謎
で
あ
る
。
こ
う
し
て
作
者
は
、
畳
み
掛
け
る
よ
う
に
謎
を
連
ね
て
、
其
処
に
何
か
重

大
な
秘
密
が
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
．
て
あ
る
。
巧
な
導
入
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
だ
が
、
　
「
赤
西
蠣
太
」
は
推
理
小
説
で
は
な
い
か
ら
、
作
者
は
直
ち
に
謎
解
き
に

か
か
る
。
先
ず
、
二
三
日
後
、
作
者
は
、
蠣
太
に
コ
安
甲
を
斬
っ
た
の
は
君
だ
ろ
う
し

と
鱒
次
郎
に
向
か
っ
て
問
わ
せ
て
い
る
。
斎
次
郎
は
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
て
答
え
な
か
っ
た

が
、
更
に
一
週
間
後
、
作
者
は
、
今
度
は
鱒
次
郎
に
「
君
は
馬
鹿
だ
よ
。
あ
ん
な
お

饒
舌
に
密
書
の
在
り
か
を
云
ふ
奴
が
あ
る
も
の
か
」
と
言
わ
せ
て
い
る
。
こ
う
し
て

安
甲
殺
害
の
犯
人
も
其
の
理
由
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
白
石

藩
の
隠
密
で
あ
る
蠣
太
達
の
正
体
も
明
ら
か
に
な
る
訳
だ
が
、
そ
れ
は
、
愚
直
で
ユ

ー
モ
ラ
ス
で
さ
え
あ
る
田
舎
侍
の
蠣
太
の
外
貌
か
ら
言
え
ば
、
誠
に
意
外
な
事
実
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
漸
増
的
な
展
開
が
、
作
者
の
用
意
し
た
第
一
の
意
外
性
．
て
あ
る
。

読
者
は
、
そ
れ
を
容
易
に
受
容
す
る
で
あ
ろ
う
。

3
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蠣
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続
い
て
物
語
は
ニ
ケ
月
を
経
過
し
て
、
築
地
沖
の
船
中
で
蠣
太
と
鱒
次
郎
が
密
議

を
凝
ら
す
場
面
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
。
並
太
と
鱒
次
郎
が
小
江
を
巻
込
ん
だ
逃
亡
作
戦

を
密
議
す
る
の
が
海
の
上
で
あ
る
と
い
う
の
は
何
と
も
可
笑
し
い
が
、
結
局
蠣
太
は
、

鱒
次
郎
の
発
案
に
従
っ
て
艶
書
事
件
へ
と
突
き
進
む
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
前
半

部
分
は
終
了
し
、
物
語
は
直
ち
に
後
半
部
分
へ
と
移
る
。

　
後
半
部
分
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
し
て
始
ま
る
。

秋
に
な
っ
て
初
め
て
の
珍
ら
し
く
寒
い
晩
だ
っ
た
。
三
太
は
静
か
な
自
分
の
部

屋
で
僅
な
埋
火
に
手
を
あ
ぶ
り
な
が
ら
、
前
に
安
巻
紙
を
展
げ
、
切
り
に
考
へ

て
る
る
。
　
（
中
略
）
彼
は
兎
に
角
、
紙
に
筆
を
下
し
た
。
ど
う
も
う
ま
く
な
い
。

（
中
略
）
仕
方
が
な
い
か
ら
彼
は
今
度
は
自
分
を
草
讐
紙
の
給
に
見
る
や
う
な

二
十
前
後
の
美
し
い
若
侍
と
し
て
考
へ
て
見
た
。
眼
を
つ
ぶ
っ
て
想
像
力
を
た

く
ま
し
く
し
て
み
る
聞
は
一
寸
そ
ん
な
氣
が
し
な
い
で
も
な
い
。
然
し
眼
を
開

く
と
直
ぐ
眼
の
前
に
毛
の
生
え
た
黒
い
武
骨
な
手
が
あ
る
。
彼
は
閉
口
し
た
。

こ
の
艶
書
を
書
き
悩
ん
だ
魚
肥
が
「
毛
の
生
え
た
黒
い
武
骨
な
手
」
を
見
入
る
場
面

は
、
　
「
暗
夜
行
路
」
前
篇
第
一
の
二
で
、
時
任
謙
作
が
吉
原
の
芸
者
達
と
ニ
ッ
ケ
ル

渡
し
の
遊
び
を
や
り
、
友
人
の
阪
口
か
ら
「
其
熊
の
や
う
な
毛
の
生
え
た
手
」
を
椰

楡
さ
れ
て
不
快
を
覚
え
る
場
面
を
連
想
さ
せ
る
。
盛
る
意
味
で
時
任
謙
作
は
志
賀
と

等
身
大
．
て
あ
る
か
ら
、
此
処
．
て
無
骨
な
自
分
の
手
に
拘
泥
す
る
蠣
太
の
中
に
も
、
作

者
自
身
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
物
語
は
、
こ
の
辺
か
ら
専
ら

蠣
太
と
小
江
に
絞
ら
れ
て
く
る
の
だ
が
、
作
者
の
筆
も
蠣
太
の
内
面
を
精
細
に
辿
り
、

仮
託
さ
れ
た
自
己
が
表
出
さ
れ
る
よ
う
な
趣
を
呈
す
る
。
詰
り
、
古
宅
と
い
う
仮
称

を
用
い
た
第
一
人
称
小
説
の
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
松
江
生
れ
の
田
舎

侍
．
て
、
そ
の
正
体
は
隠
密
で
あ
る
と
い
う
特
殊
性
を
捨
象
し
て
、
唯
の
三
十
四
、
五

歳
の
男
で
あ
る
店
飾
と
、
ほ
ぼ
同
年
令
の
作
者
と
の
距
離
は
、
急
速
に
縮
ま
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
其
処
に
は
、
作
者
自
身
の
も
の
と
思
わ
れ
る
思
想
が
色
濃
く
滲
み
出

す
こ
と
に
な
る
の
．
て
あ
る
。
例
え
ば
、
蠣
太
が
小
江
に
艶
書
を
渡
す
場
面
で
、

彼
は
小
江
が
恐
ろ
し
い
人
の
や
う
な
氣
が
し
て
弱
っ
た
。
　
（
中
略
）
此
場
合
た

し
か
に
美
し
い
小
江
は
強
者
．
て
醜
い
自
分
は
比
較
に
な
ら
ぬ
弱
者
だ
と
思
は
ず

に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
。
性
の
異
ふ
關
係
で
美
醜
が
直
ぐ
様
強
弱
に
な
る
場
合

が
あ
る
も
の
だ
が
蠣
太
に
は
殊
に
そ
の
感
が
深
か
っ
た
。

と
い
う
谷
崎
潤
一
郎
張
り
の
述
懐
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
蠣
太
の
も
の
で
あ
る
と
同

時
に
作
者
自
身
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
こ
れ
が
、
　
「
大
津
順
吉
」
　
（
大
正
元

年
九
月
、
　
『
中
央
公
論
』
）
の
よ
う
な
私
小
説
風
の
作
品
中
に
見
出
さ
れ
て
も
、
然

程
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
靱
て
お
き
、
や
が
て
蠣
太
は
、
二
通
目
の
艶
書

を
態
と
廊
下
に
放
置
し
た
後
、
小
江
か
ら
自
分
の
求
愛
を
応
諾
す
る
と
い
う
返
書
を

受
取
る
訳
だ
が
、
こ
れ
は
、
又
、
意
外
な
展
開
で
あ
る
。
此
処
迄
蠣
太
は
、
凡
そ
恋

愛
等
と
は
無
縁
な
野
暮
臭
い
醜
男
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
の
．
て
あ
り
、
こ
の
艶
書
事

件
の
結
末
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
筈
だ
っ
た
か
、
鱒
次
郎
や
与
太
自
身
に
よ
っ

て
予
想
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
小
江
の
予
想
外
の
反
応
、
こ
れ
が
作
者
の
用
意

し
て
い
た
第
二
の
意
外
性
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
全
く
唐
突
な
感
じ
を
与
え
る

も
の
．
て
は
な
い
。
謂
わ
ば
、
期
待
さ
れ
て
い
た
意
外
性
で
あ
っ
て
、
我
々
は
、
半
ば

は
、
驚
き
乍
ら
も
、
半
ば
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
容
す
る
の
で
あ
る
。
と
言
う
の

も
、
実
は
、
作
者
の
周
到
な
筆
は
、
既
に
、
誠
実
な
蠣
太
の
艶
書
が
正
直
な
も
の
．
て

あ
り
、
そ
の
相
手
た
る
小
江
が
清
い
美
し
さ
を
持
っ
た
「
し
っ
か
り
者
」
で
あ
る
こ

と
を
予
告
し
て
い
た
か
ら
．
て
あ
る
。

　
こ
う
し
て
我
々
は
、
作
者
の
用
意
し
た
二
つ
の
意
外
性
を
通
過
し
て
、
亡
く
自
然

に
物
語
の
中
核
部
分
に
辿
り
着
く
訳
だ
が
、
特
に
此
の
第
二
の
意
外
性
こ
そ
、
作
者

が
講
談
「
蒲
倉
仁
兵
衛
」
か
ら
「
赤
西
経
太
」
と
い
う
作
品
を
創
作
す
る
に
到
る
モ

3
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チ
ー
フ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
志
賀
の
「
創
作
余
談
」
に
よ
れ
ば
、

講
談
で
は
こ
の
小
説
の
小
江
が
触
れ
れ
ば
落
ち
る
と
い
う
若
い
お
さ
ん
ど
ん
風

の
女
に
な
っ
て
み
て
、
下
等
な
感
じ
で
滑
稽
に
使
は
れ
て
る
た
が
、
私
は
若
し

此
女
が
実
は
賢
い
女
．
て
赤
鼻
蠣
太
が
真
面
目
な
人
物
で
あ
る
事
を
本
統
に
見
抜

い
て
み
た
ら
ば
と
い
ふ
仮
定
を
し
て
、
其
処
に
主
題
を
取
っ
て
書
い
た
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
此
処
に
描
か
れ
た
小
江
は
、
偽
り
の
艶
書
に
欺
か

れ
た
愚
な
女
．
て
は
な
い
。
小
江
に
は
、
元
々
蠣
太
の
人
格
に
対
す
る
尊
敬
が
あ
り
、

そ
う
し
た
彼
女
は
、
実
は
蠣
太
自
身
が
気
付
か
な
か
っ
た
小
江
に
対
す
る
真
実
の
愛

を
見
抜
い
た
の
だ
と
も
言
え
る
。
即
ち
、
三
太
は
、
自
分
自
身
．
て
小
江
に
対
す
る
「
懸

す
る
や
う
な
氣
持
」
に
気
付
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
小
江
の
美
し
さ
は
よ
く
知
っ

て
い
た
。
そ
れ
が
清
い
美
し
さ
で
あ
る
こ
と
も
よ
く
知
っ
て
い
た
。
鱒
次
郎
が
端
な

く
も
言
い
当
て
た
よ
う
に
、
蠣
太
に
は
小
江
に
対
す
る
「
色
氣
」
が
潜
在
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
小
江
へ
の
艶
書
を
書
く
場
面
で
は
、
そ
れ
を
受
取
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
小
江
の
驚
き
と
不
快
を
想
像
し
、
自
分
の
よ
う
な
醜
い
男
に
思
わ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
小
江
の
気
の
毒
さ
に
同
情
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
思
い
や
る
心
情
は
、
墨

太
に
真
実
情
の
あ
る
一
本
の
艶
書
を
書
か
せ
た
。
彼
は
、
艶
書
を
作
っ
た
と
い
う
よ

り
も
、
地
金
の
儘
に
自
己
を
表
白
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
又
、
小
江
の
返
書
を

求
め
な
い
蠣
太
の
心
情
は
、
無
償
の
愛
に
近
い
も
の
で
あ
っ
て
、
自
己
の
面
目
を
失

う
為
の
手
段
と
し
て
小
江
の
存
在
を
必
要
と
は
し
た
が
、
そ
の
最
も
聖
い
気
持
を
徒

ら
に
利
用
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
例
え
ば
、
こ
の
「
赤
西
夏
太
の
懸
」
　
（
初
出
題
）
を
菊
池
寛
の
「
藤
十
郎
の
恋
」

（
大
正
八
年
四
月
、
　
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
）
と
比
較
し
て
見
れ
ば
よ
い
。
こ
の
両
作

品
は
、
幾
つ
か
の
点
．
て
興
味
あ
る
対
称
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
両
作
品
は
、

共
に
薫
る
目
的
の
為
に
女
に
偽
り
の
求
愛
を
す
る
男
の
物
語
で
あ
る
が
、
醜
男
の
蠣

太
に
対
す
る
美
男
の
藤
十
郎
、
若
く
未
婚
の
小
江
に
対
す
る
年
増
の
女
房
お
梶
と
い

う
対
称
的
な
組
合
せ
で
あ
り
、
然
も
結
果
は
、
女
が
男
の
求
愛
を
受
け
容
れ
乍
ら
も

全
く
違
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
小
江
は
、
人
目
に
も
知
れ
る
程
弱
っ
た

が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
傷
付
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
お
梶
は
、
女
性
と
し
て
最
も

皮
肉
な
、
残
酷
な
恥
辱
の
中
で
自
ら
死
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
全
く
正
反
対
の
結
果
を
招
来
し
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
蠣
太
と

藤
十
郎
の
根
本
的
な
人
間
性
の
違
い
の
故
で
あ
る
。
三
太
に
つ
い
て
は
既
に
見
た
通

り
だ
が
、
藤
十
郎
に
は
、
お
梶
の
女
心
を
利
用
し
て
己
が
マ
ン
ネ
リ
を
打
開
し
、
己

が
芸
術
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
功
利
的
な
目
的
が
あ
っ
た
。
芸
道
に
執
し
た
藤
十
郎

は
、
蠣
太
が
忘
れ
な
か
っ
た
人
格
の
尊
重
と
愛
情
の
尊
敬
を
忘
れ
、
お
梶
の
人
間
性

を
否
定
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
藤
十
郎
の
恋
を
描
く
作
者
の
内
に
在
る
の
は
、
芸
術
の
為
に
は
敢
て
倫

理
を
も
破
ろ
う
と
す
る
芸
術
至
上
主
義
．
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
所
謂
芸
術
派
、
耽
美

派
の
作
家
の
内
に
も
、
又
、
自
然
主
義
系
の
私
小
説
作
家
の
内
に
も
潜
在
す
る
も
の

で
あ
り
、
一
般
社
会
の
市
民
道
徳
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
明
確
な

形
で
問
題
に
し
た
菊
池
寛
の
方
が
、
寧
ろ
、
一
般
社
会
の
常
識
に
近
い
の
で
、
一
見

実
生
活
上
の
求
道
者
め
い
て
見
え
る
私
小
説
作
家
達
の
方
が
、
遙
か
に
隠
微
な
形
．
て

此
の
反
市
民
的
な
道
徳
を
抱
懐
し
て
い
た
。
我
々
は
、
葛
西
真
魚
の
よ
う
な
破
滅
型

の
作
家
の
中
に
も
、
尾
崎
「
雄
の
よ
う
な
調
和
型
の
作
家
の
中
に
も
其
れ
を
見
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
び
つ

ざ
る
を
得
な
い
。
多
く
の
私
小
説
作
家
達
の
描
く
恋
愛
が
、
何
か
特
殊
．
て
あ
り
歪
で

あ
っ
て
、
近
代
日
本
文
学
の
中
に
、
健
全
な
市
民
社
会
の
恋
愛
を
描
い
た
も
の
が
意

外
に
少
な
い
の
は
、
誠
に
奇
異
な
思
い
が
す
る
。

　
そ
れ
は
籾
て
お
き
、
己
が
人
生
を
己
が
為
に
の
み
生
き
よ
う
と
す
る
芸
術
家
の
藤

十
郎
と
は
違
っ
て
、
五
十
四
郡
の
人
々
の
運
命
の
為
に
侍
と
し
て
の
使
命
に
生
き
よ

う
と
す
る
漏
出
は
、
隠
密
と
い
う
一
見
特
殊
な
身
分
に
あ
る
が
、
そ
の
本
質
は
全
く

健
全
な
普
通
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
又
、
そ
う
し
た
蠣
太
の
本
質
を
見
抜
き
、
そ
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越
　
　
智
　
　
良
　
　
こ

れ
に
呼
応
し
た
小
江
も
普
通
人
で
あ
っ
た
。
更
に
、
又
、
蠣
太
の
し
た
事
が
ど
う
し

て
も
解
ら
ぬ
儘
に
、
然
し
こ
れ
に
は
何
か
あ
る
と
想
像
し
て
、
苦
し
い
氣
持
ち
を
忍

ん
だ
小
江
は
、
正
に
「
賢
い
女
」
で
あ
っ
た
。
信
じ
る
こ
と
は
、
最
も
賢
明
な
人
間

の
知
恵
で
あ
ろ
う
。

　
此
処
に
示
さ
れ
た
堅
太
と
小
江
の
恋
は
、
余
り
に
古
風
な
、
人
格
主
義
的
な
恋
愛

で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
其
処
に
は
、
強
い
自
我
が
演
じ
る
↓
罪
な
情
熱
や
激
し
い
衝

動
は
見
出
し
難
い
。
然
し
、
相
互
の
人
格
の
尊
重
の
上
に
、
深
い
信
頼
と
同
情
に
充

ち
た
此
の
心
的
交
渉
は
、
恋
愛
の
中
の
最
も
本
質
的
な
部
分
を
具
現
し
た
も
の
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
入
間
の
尊
厳
を
基
盤
に
し
た
相
思
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
万
物
の
創
造
主
で
あ
り
絶
対
的
価
値
の
体
現
者
で
あ
る
唯
一
神
と
ハ
個
と
し

て
の
人
間
の
関
係
を
窮
極
的
な
モ
デ
ル
と
し
、
相
互
に
独
立
し
た
自
分
と
他
人
と
の

愛
に
よ
る
結
合
を
理
想
と
す
る
西
欧
風
の
恋
愛
の
概
念
を
、
理
性
的
に
は
兎
も
角
、

感
性
的
に
は
実
感
す
る
こ
と
が
、
我
々
に
は
難
し
い
。
無
常
感
と
無
神
論
的
風
土
に

生
き
る
近
代
日
本
の
我
々
は
、
恋
の
内
に
物
の
あ
は
れ
の
極
致
を
見
る
が
、
永
遠
の

愛
を
神
の
前
に
誓
う
こ
と
は
難
し
い
。
そ
う
し
た
我
々
の
眼
に
、
偶
然
の
結
果
と
は

い
え
日
常
的
、
形
式
的
な
人
間
関
係
の
中
か
ら
、
そ
れ
を
超
え
る
個
人
の
真
情
が
触

れ
合
っ
た
蠣
太
と
小
江
の
恋
は
最
も
望
ま
し
い
恋
愛
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
詰
り
は
、

蠣
太
の
い
い
性
質
が
小
江
の
心
か
ら
反
射
し
、
小
江
の
人
格
も
、
そ
れ
を
再
び
受
け

止
め
た
蠣
太
の
人
格
も
向
上
す
る
の
で
あ
る
。
相
互
信
頼
と
尊
敬
の
上
に
真
実
の
自

我
を
発
見
し
、
旨
く
自
然
に
其
れ
を
向
上
さ
せ
る
恋
愛
は
、
人
生
に
お
け
る
最
も
価

値
あ
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
社
会
に
生
き
る
普
通
人
に
と
っ
て
、
最
も
幸
福
な
も
の

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
蠣
太
の
恋
は
平
凡
で
は
あ
っ
て
も
、
却
っ
て
新
鮮
で
あ
り
、
決

し
て
古
風
な
だ
け
の
も
の
．
て
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
此
処
に
、
　
「
赤
西

面
太
」
の
持
つ
一
つ
の
可
能
性
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。

四

　
以
上
の
よ
う
に
、
　
「
群
青
蠣
太
」
は
、
種
々
の
対
比
や
相
対
的
な
入
間
関
係
の
中

か
ら
主
人
公
が
客
観
的
に
描
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
主
人
公
は
、
前
半
で
は

事
件
的
興
味
に
富
ん
だ
物
語
の
中
で
其
の
人
間
性
を
現
わ
し
、
後
半
で
は
小
江
と
の

恋
愛
関
係
を
め
ぐ
っ
て
内
面
の
ド
ラ
マ
を
見
せ
た
。
其
処
に
は
、
又
、
作
者
の
人
間

観
や
恋
愛
観
が
直
接
的
な
形
て
窺
わ
れ
た
。
そ
し
て
作
品
全
体
は
、
肯
定
的
な
人
生

観
に
貫
か
れ
て
完
成
さ
れ
た
。
遠
く
明
治
三
四
年
の
足
尾
銅
山
鉱
毒
事
件
を
め
ぐ
る

父
子
対
立
に
発
し
、
大
正
元
年
直
哉
の
尾
道
行
き
に
よ
っ
て
決
定
的
と
な
っ
た
父
親

直
温
と
の
不
和
は
、
大
正
六
年
八
月
末
の
和
解
を
以
て
終
息
し
、
志
賀
は
、
精
神
的

安
定
と
調
和
的
な
心
情
を
以
て
此
の
「
赤
西
蠣
太
」
を
書
き
上
げ
た
の
．
て
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
作
品
は
、
明
る
く
伸
び
伸
び
し
た
軽
快
な
筆
致
で
描
か
れ
、
過
不
足
の

な
い
作
品
と
な
っ
た
が
、
こ
う
し
た
自
足
を
超
え
て
、
其
処
に
は
、
尚
、
重
要
な
問

題
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
は
、
こ
の
主
入
公
が
、
家
族
や
友
人
の
問
て
活
躍
す
る
こ
と
が
多
い
志
賀
文

学
の
主
人
公
達
と
は
違
っ
て
、
職
業
を
持
ち
組
織
に
属
し
て
生
き
る
人
間
で
あ
る
処

か
ら
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
蠣
太
は
、
表
面
的
に
は
仙
台
坂
の
伊
達
兵
部
に
仕

え
る
侍
で
あ
り
乍
ら
、
実
は
白
石
藩
の
隠
密
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
組
織
に
属
し
て

生
き
る
人
間
で
あ
「
つ
た
。
こ
う
し
た
複
雑
な
立
場
に
あ
る
彼
の
活
躍
は
、
必
然
的
に

周
囲
の
言
々
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
。
所
謂
伊
達
騒
動
の
責
任
の
一
端
を
彼

も
確
か
に
荷
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
少
く
と
も
蝦
夷
菊
を
辞
職
に
追
い
込
み
、
小
江

を
宿
下
り
さ
せ
て
監
視
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
立
場
に
到
ら
し
め
た
。
安
直
の
死
も
、

彼
を
斬
っ
た
鱒
次
郎
の
死
も
、
手
鎖
に
関
わ
り
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
彼
等

を
、
蠣
太
の
使
命
遂
行
が
生
み
出
し
た
犠
牲
者
と
迄
は
言
わ
な
い
が
、
膨
面
が
其
の

為
に
働
い
た
組
織
の
力
に
押
し
潰
さ
れ
被
害
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
々
で
あ

る
と
言
う
こ
と
は
出
来
る
。
楽
天
的
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
作
風
に
も
拘
ら
ず
、
此
処
に
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内
在
す
る
問
題
は
相
当
深
刻
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
そ
し
て
、
又
、
実
は
享
楽
自
身
も
被
害
者
の
一
人
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
彼
が
（
第
二
節
．
て
見
た
よ
う
に
）
組
織
に
生
き
る
人
間
て
あ
り
、
然
も
（
第

三
節
で
見
た
よ
う
に
）
全
く
の
普
通
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
帰
因
す
る
悲
劇
て
あ
る
。

即
ち
、
彼
は
、
本
質
的
に
は
相
思
相
愛
で
あ
っ
た
小
江
と
の
恋
を
、
少
く
と
も
作
中

世
界
に
お
い
て
は
実
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
二
通
目
の
艶
書
を
廊
下
に
落

し
た
後
、
蠣
太
は
、
意
外
な
小
江
の
返
書
を
受
け
取
っ
て
、
自
分
の
行
為
が
意
味
す

る
も
の
を
明
確
に
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
煩
悶
す
る
。

俺
は
ど
う
ず
れ
ば
い
い
の
だ
。
彼
は
堪
ら
な
い
氣
が
し
た
。
彼
は
つ
く
ぐ
自

分
を
馬
鹿
者
だ
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
動
機
に
手
解
は
出
來
る
に
し
ろ
、
自
分
は

人
間
の
最
も
聖
い
氣
持
を
悪
戯
に
使
は
う
と
し
た
の
だ
。
そ
れ
を
尊
重
す
る
事

を
ど
う
し
て
忘
れ
て
居
た
ら
う
。

実
を
言
え
ば
、
彼
は
、
　
「
人
間
の
最
も
若
い
密
計
」
を
尊
重
す
る
こ
と
を
全
く
忘
れ

て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
初
め
鱒
次
郎
の
発
案
を
聞
い
た
時
か
ら
、
そ
れ
が
、
真

面
目
な
動
機
に
出
た
も
の
．
て
は
あ
っ
て
も
「
早
り
に
不
調
和
な
、
恐
ろ
し
い
事
」
と

し
て
感
じ
て
い
た
。
さ
れ
ば
こ
そ
彼
は
、
鱒
次
郎
に
艶
書
の
下
書
き
を
頼
ま
ず
、
自

分
が
書
く
方
が
未
だ
し
も
小
江
を
汚
さ
な
い
よ
う
に
思
い
直
し
、
結
果
的
に
は
、
偽

ら
ぬ
真
情
を
籠
め
た
艶
書
を
書
き
送
っ
た
の
．
て
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
時
点
で
は
小
江

の
返
書
を
全
く
期
待
し
な
か
っ
た
三
太
は
、
己
の
行
為
の
真
の
意
味
を
悟
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
小
江
の
返
書
を
読
み
、
彼
女
の
人
格
が
全
身
的
な
形
で

立
ち
向
っ
て
き
た
時
、
人
間
的
な
倫
理
の
問
題
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
行
為

は
、
単
に
人
を
欺
く
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
と
し
て
最
も
本
質
的
な
存
在
そ
の
も
の

の
根
源
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
突
き
詰
め
て
言
え
ば
、
人
が
人
た
る
所
以
の
も
の

を
夏
島
し
か
ね
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
又
、
こ
う
し
た
三
太
の
前
に
、
侍

と
し
て
の
使
命
を
取
る
か
小
江
と
の
恋
を
取
る
か
と
い
っ
た
、
組
織
と
個
入
の
問
題

が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
又
、
音
太
の
側
に
立
っ
て
言
え
ば
、
曽
て
少
年
時

代
の
失
恋
に
よ
っ
て
屈
折
し
た
自
我
が
漸
く
回
復
さ
れ
よ
う
と
す
る
機
会
を
与
え
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
厳
格
な
幕
藩
体
制
の
中
．
て
、
封
建
道
徳
を
固
守
し
て
生
き
る
蠣
太
の
場
合
は
勿
論

．
て
あ
る
が
、
近
代
日
本
に
生
き
る
我
々
も
、
何
ら
か
の
意
味
で
組
織
と
個
人
の
二
律

背
反
を
不
可
避
と
し
て
生
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
遠
い
原
始
時
代
、
鋭
い
爪
や
牙
を

持
た
ぬ
人
類
の
先
祖
が
、
集
団
化
す
る
ζ
と
に
よ
っ
て
の
み
生
命
を
維
持
し
得
た
時

か
ら
始
ま
っ
た
、
根
深
い
問
題
で
あ
る
。
歴
史
と
共
に
集
団
の
形
態
や
其
れ
を
統
一

す
る
理
念
は
変
化
し
た
が
、
我
々
は
、
何
ら
か
の
組
織
の
下
に
生
き
て
き
た
。
我
々

は
、
個
人
と
し
て
全
く
自
由
に
生
き
て
き
た
訳
．
て
は
な
い
。
又
、
そ
れ
を
願
っ
て
来

た
と
さ
え
言
い
切
れ
な
い
。
E
・
H
・
フ
ロ
ム
を
持
ち
出
す
迄
も
な
く
、
人
間
が
自

由
を
嫌
う
と
い
う
の
も
逆
説
的
心
理
で
あ
っ
て
、
人
間
は
誠
に
社
会
的
動
物
で
あ
る
。

特
に
自
給
自
足
経
済
の
崩
壊
し
た
産
業
革
命
以
後
の
近
代
資
本
主
義
社
会
に
あ
っ
て
、

分
業
や
協
業
に
よ
る
相
互
依
存
を
不
可
避
と
し
て
生
き
る
我
々
は
、
生
産
関
係
の
中

に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
個
人
と
な
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
組
織

を
離
れ
た
生
存
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
完
全
な
自
由
の
獲
得
、
純
粋
な
愛
の
追
求
等

々
、
人
間
本
来
の
欲
求
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
喪
失
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
人

間
と
な
り
得
る
の
だ
と
も
言
え
る
。
詰
り
、
自
己
確
立
は
、
自
己
喪
失
を
不
可
避
の

代
償
と
し
て
為
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
然
程
に
組
織
と
個
人
の
問
題
は
根
本
的
な
も

の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
身
分
制
社
会
で
は
な
く
市
民
社
会
に
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
、

組
織
が
個
人
を
歯
車
化
し
て
個
性
を
抑
圧
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
原
理
的
に
顕
在

化
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
封
建
道
徳
を
疑
わ
ず
、
侍
と
し
て
の
使
命
を
果
た
そ
う
と

す
る
蠣
太
の
場
合
、
問
題
は
、
又
、
別
の
側
面
を
見
せ
る
。
即
ち
、
彼
に
と
っ
て
、

組
織
の
為
に
生
き
る
こ
と
は
、
正
義
を
貫
き
、
五
十
四
郡
の
人
々
の
運
命
の
為
に
身
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越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

命
を
捧
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
忠
義
は
絶
対
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、
組
織
は
個
人

を
抑
圧
す
る
も
の
で
は
な
く
、
個
人
の
幸
福
を
守
る
為
に
作
ら
れ
た
秩
序
で
あ
り
、

権
威
で
あ
り
、
組
織
の
目
的
と
個
人
の
其
れ
と
は
一
体
化
し
て
い
た
。
少
く
と
も
そ

う
信
じ
て
い
た
。
彼
は
、
小
江
の
愛
情
に
接
し
、
蝦
夷
菊
の
好
意
に
接
し
た
時
、
「
か

う
云
ふ
い
い
人
達
の
居
る
此
一
家
を
破
滅
さ
す
為
に
自
分
が
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と

思
ふ
と
一
寸
淋
し
い
氣
」
に
な
っ
て
、
組
織
が
彼
に
与
え
た
使
命
を
瞬
時
疑
う
が
、

当
面
の
敵
．
て
あ
る
「
悪
入
」
兵
部
の
姿
を
見
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
結
り
彼
は
、

己
の
信
じ
る
倫
理
の
上
か
ら
言
っ
て
も
、
恋
愛
と
い
う
「
自
身
だ
け
の
事
」
に
没
頭

す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
侍
と
し
て
の
使
命
を
取
る
か
小
江
と
の
恋
を
取
る
か
と
い
う
問

題
は
、
正
に
組
織
と
個
人
の
問
題
で
あ
り
、
蠣
太
の
人
間
性
が
問
わ
れ
る
二
者
択
一

で
あ
っ
た
。
だ
が
、
作
者
は
、
こ
う
し
た
蠣
太
に
次
の
よ
う
な
解
決
を
与
え
た
。

自
分
は
今
心
を
鬼
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
だ
。
兎
も
角
も
自
分
の
役
目
は
果

た
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
小
江
に
も
そ
れ
は
後
で
解
る
事
だ
。
幸
に
絡
て
が
順
調
に

行
っ
た
日
に
小
江
と
の
事
は
改
め
て
甦
ら
せ
ら
れ
な
い
事
で
は
な
い
。
其
時
に

な
れ
ば
何
も
彼
も
解
る
事
だ
。
1
さ
う
思
っ
て
も
彼
に
は
何
か
淋
し
い
氣
持

が
残
っ
た
。

こ
う
し
て
問
題
は
一
先
ず
先
送
り
さ
れ
て
、
蠣
太
は
、
侍
と
し
て
の
使
命
を
貫
い
た
。

そ
し
て
作
者
も
、
物
語
の
最
後
に
「
蠣
太
と
小
江
と
の
懸
が
ど
う
な
っ
た
か
（
中
略
）

そ
れ
は
わ
か
ら
ず
了
ひ
で
あ
る
」
と
書
い
て
、
二
人
の
未
来
に
希
望
を
付
与
し
て
い

る
。
昭
和
十
年
代
に
活
躍
し
た
伊
丹
万
作
監
督
に
よ
っ
て
映
画
化
さ
れ
た
「
赤
西
蠣

太
」
の
ラ
ス
ト
・
シ
ー
ン
は
、
一
件
落
着
後
本
名
に
還
っ
た
蠣
太
が
今
は
町
家
に
居

る
小
江
の
処
を
ふ
ら
り
と
訪
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
先
の
作
者
の

言
葉
を
村
度
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
幸
福
な
結
末
も
想
像
さ
れ
な
く
は
な
い
。
だ
が
、

蠣
太
は
、
侍
と
し
て
の
使
命
を
選
択
し
た
直
後
、
何
故
か
「
淋
し
い
氣
持
」
を
禁
ず

る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
蠣
太
は
、
無
意
識
の
内
に
も
本
然
の
自
己
を
回
復
す
る

機
会
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
若
し
此
の
先
小
江
と
の

恋
が
復
活
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
彼
の
人
生
に
と
っ
て
第
一
義
の
も
の
と
な
る

か
ど
う
か
、
そ
れ
こ
そ
「
わ
か
ら
ず
了
ひ
」
で
あ
る
。

　
こ
の
蠣
太
の
淋
し
さ
は
、
或
る
意
味
．
て
、
　
コ
小
僧
の
神
様
L
　
（
大
正
九
年
一
月
、

『
白
樺
』
）
の
主
人
公
を
襲
っ
た
「
攣
に
淋
し
い
氣
」
に
通
じ
る
処
が
あ
る
か
も
知

れ
な
い
。
こ
の
作
品
は
、
小
僧
仙
吉
に
鮨
を
御
馳
走
し
た
貴
族
院
議
員
A
の
疾
し
さ

に
も
似
た
寂
篁
を
追
求
す
る
処
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
大
き
く
社
会
構
造
の

上
か
ら
見
れ
ば
、
私
有
財
産
制
や
利
害
契
約
に
よ
っ
て
孤
立
的
に
生
き
る
こ
と
を
．
強

い
ら
れ
て
い
る
近
代
資
本
主
義
社
会
の
中
で
、
A
が
、
心
か
ら
の
同
情
に
よ
っ
て
そ

う
し
た
社
会
ル
ー
ル
を
破
っ
て
、
気
の
平
な
立
場
に
あ
る
他
者
に
接
近
し
乍
ら
、
自

己
の
親
切
に
或
る
種
の
借
越
さ
を
感
じ
て
、
再
び
元
の
体
制
秩
序
の
内
に
埋
没
す
る

と
い
う
物
語
で
あ
る
。
A
の
淋
し
さ
は
、
賢
明
な
自
己
限
定
に
も
由
来
す
る
も
の
で

あ
る
。
順
潮
も
、
又
、
組
織
の
ル
ー
ル
を
破
っ
て
、
も
う
一
つ
の
価
値
で
あ
る
小
江

と
の
恋
を
貫
く
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
も
、
又
、
自
ら
に
淋
し
い
自
己
限
定
を
課

し
た
の
で
あ
る
。
曽
て
は
明
治
日
本
の
旧
道
徳
と
対
決
し
、
自
我
貫
徹
の
生
を
求
め

て
「
萢
の
犯
罪
」
　
（
大
正
二
年
一
〇
月
、
　
『
白
樺
』
）
を
書
い
た
志
賀
で
は
あ
る
が
、

も
う
此
処
で
は
、
そ
れ
を
繰
り
返
さ
な
い
。
そ
れ
は
、
近
代
人
の
萢
と
違
っ
て
蠣
太

が
忠
義
に
生
き
る
侍
だ
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
蠣
太
を
動
か
し
て
い
る
作
者
自

身
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
又
、
問
題
は
、
既
に
個
人
倫
理
か
ら
社
会
倫
理
へ
と
移
っ

て
も
い
よ
う
。

　
と
も
あ
れ
コ
赤
西
煙
太
L
は
、
細
や
か
乍
ら
も
社
会
的
展
望
を
持
つ
客
観
小
説
の

萌
芽
を
持
ち
、
社
会
に
生
き
る
普
通
人
の
恋
愛
を
描
い
た
。
そ
し
て
、
尚
、
現
代
に

生
き
る
我
々
に
切
実
な
組
織
と
個
人
の
問
題
を
も
遠
望
し
て
い
た
。
或
い
は
、
そ
れ

は
、
志
賀
の
意
識
す
る
処
て
は
な
く
、
無
意
識
の
内
に
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
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も
知
れ
な
い
。
然
し
、
無
意
識
の
内
に
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
必
ず
見
て
い

る
志
賀
の
無
類
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
　
「
赤
西
蠣
太
」
の
よ
う
な
古
典
的
な
作
品
の
内

に
も
深
い
陰
騎
を
与
え
、
様
々
な
可
能
性
を
加
え
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
我
々
は
、

志
賀
文
学
の
持
つ
一
個
の
静
物
に
も
似
た
、
単
純
で
、
動
か
し
難
い
美
し
さ
の
中
に
、

尚
、
多
く
の
何
か
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。

註
1
、

町
田
栄
「
研
究
ノ
ー
ト
」
　
（
昭
和
五
七
年
一
〇
月
一
四
日
、
　
「
朝
日
新
聞
」
夕
刊
）

及
び
本
多
秋
五
『
志
賀
直
哉
困
』
　
（
平
成
二
年
二
月
、
岩
波
書
店
刊
）
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
二
年
十
月
十
一
日
受
理
）
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「
赤
西
蠣
太
」
の
可
能
性


