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一
〈
山
科
も
の
〉
論
の
定
石
に
つ
い
て

大
正
十
四
年
か
ら
十
五
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
〈
山
科
も
の

（
1
（

〉

は
、「
心
境
小
説
の
一
典
型
」
と
も
評
さ
れ
る
よ
う
に

（
2
（

小
説
史
の
上
か
ら
も
興

味
深
い
連
作
な
の
だ
が
、
個
々
の
作
品
に
目
が
向
く
こ
と
は
稀
だ
っ
た

（
（
（

。
そ
れ

は
、
例
え
ば
「
む
ろ
ん
、
そ
れ
ら
は
広
義
の
私
小
説
と
し
て
読
ま
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
」「
一
作
だ
け
を
切
り
離
し
て
読
ん
だ
の
で
は
、
事
件
の
姿
を
つ
か
む
こ
と

は
で
き
な
い
。
志
賀
と
志
賀
の
家
庭
へ
の
知
識
を
踏
ま
え
て
、
四
作
を
ま
と
め

て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
理
解
に
到
達
し
う
る
作
品
群
な
の
で
あ
る

（
4
（

」
と

い
っ
た
作
品
観
が
ア
プ
ロ
ー
チ
の
〈
定
石
〉
と
し
て
踏
襲
さ
れ
て
き
た
た
め
に

違
い
な
い

（
5
（

。
つ
と
に
在
っ
て
し
か
る
べ
き
基
本
的
疑
問
か
ら
の
発
想
が
研
究
史

に
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
の
は
そ
れ
ゆ
え
の
こ
と
だ
ろ
う
。

小
説
と
し
て
の
出
来
具
合
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
か
。
ま
た
書
か
れ
方
の
特
徴
が

ど
こ
に
あ
り
、
そ
れ
と
連
作
全
体
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
。
こ
う
し
た
種
類
の

関
心
は
〈
定
石
〉
に
従
っ
て
い
る
限
り
問
題
に
な
り
に
く
い
。
し
か
し
な
が
ら

そ
れ
を
離
れ
て
こ
の
連
作
を
読
め
ば
、
書
か
れ
方
の
不
統
一
性
が
何
よ
り
ま
ず

気
に
な
る
は
ず
だ
。

例
え
ば
「
晩
秋
」
は
「
彼
に
は
郁
子
の
心
が
動
揺
し
て
ゐ
る
事
は
よ
く
解
つ

た
。」
と
書
き
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
の
三
作
で
は
「
妻
」
と
し
か
呼
ば
れ
な

か
っ
た
こ
の
女
性
の
名
前
が
そ
こ
で
よ
う
や
く
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る

（
6
（

。
あ

る
い
は
そ
こ
で
名
付
け
が
起
こ
る
と
言
う
べ
き
か
。
そ
れ
は
方
法
意
識
に
関
わ

る
問
題
と
見
る
べ
き
も
の
だ
が
、
要
す
る
に
な
ぜ
そ
う
い
う
や
り
方
を
し
た
か

で
あ
る
。
問
題
は
見
た
目
よ
り
ず
っ
と
大
き
そ
う
だ
。
こ
う
し
た
疑
問
に
対
し

て
も
習
慣
的
な
〈
私
小
説
読
み
〉
を
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
の
〈
山
科
も
の
〉
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

〈
定
石
〉
と
い
え
ば
、「
続
創
作
余
談

（
（
（

」
の
自
作
解
説
へ
の
言
及
も
ま
た
そ
う

に
違
い
な
い
。

�

「
山
科
の
記
憶
」「
痴
情
」「
晩
秋
」「
瑣
事
」
此
一
連
の
材
料
は
私
に
は

稀け

有う

の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
ま
と
も

0

0

0

に
扱
ふ
興
味
は
な
く
、
此
事
が

如
何
に
家
庭
に
反
映
し
た
か
と
い
ふ
方
に
本
気
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
方

に
心
を
惹
か
れ
て
書
い
た
。「
山
科
の
記
憶
」
と
「
痴
情
」
に
は
今
も
或

愛
着
を
持
つ
て
ゐ
る
。

こ
の
く
だ
り
を
引
用
し
て
も
最
後
の
一
文
は
顧
み
ら
れ
な
い
の
が
通
例
な
の

だ
が
、
な
ぜ
後
年
の
志
賀
は
「
山
科
の
記
憶
」
と
「
痴
情
」
へ
の
愛
着
の
み
を

志
賀
直
哉
〈
山
科
も
の
〉
ノ
ー
ト

─
「
痴
情
」
を
中
心
に

─
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語
っ
て
、
他
の
二
作
は
挙
げ
な
か
っ
た
の
か
。

「
山
科
の
記
憶
」
と
「
痴
情
」
の
時
間
は
二
日
に
わ
た
っ
て
連
続
し
て
お
り
、

お
の
ず
か
ら
一
体
性
が
強
い
。
一
方
「
瑣
事
」
と
「
晩
秋
」
に
つ
い
て
見
る
と
、

時
間
的
に
は
や
や
離
れ
た
出
来
事
が
描
か
れ
て
い
る
が
、「
瑣
事
」
の
発
表
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
事
情
が
「
晩
秋
」
で
語
ら
れ
る
と
い
う
い
わ
ば
相
互
浸
透
の

関
係
に
あ
り
、
そ
の
方
法
は
ま
さ
に
私
小
説
特
有
の
も
の
と
言
え
る
。

ま
た
「
晩
秋
」
に
は
い
わ
ば
す
で
に
ピ
ー
ク
を
過
ぎ
て
遠
ざ
か
り
行
く
危
機

の
後
姿
を
見
送
る
よ
う
な
気
分
が
あ
る
。
要
す
る
に
「
瑣
事
」
と
「
晩
秋
」
が

あ
っ
て
は
じ
め
て
〈
山
科
も
の
〉
は
「
広
義
の
私
小
説
」
あ
る
い
は
「
心
境
小

説
の
一
典
型
」
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
の
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
憶
断

の
そ
し
り
を
承
知
で
言
う
な
ら
、
そ
の
二
作
が
「
愛
着
」
の
対
象
か
ら
外
れ
た

の
は
後
年
の
志
賀
が
そ
う
し
た
評
価
を
必
ず
し
も
歓
迎
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら

で
は
な
い
の
か
。
ち
な
み
に
、
彼
が
自
ら
編
む
最
後
の
作
品
集
と
し
た
『
枇
杷

の
花
』（
昭
和
四
十
四
年
（
に
は
「
山
科
の
記
憶
」
と
「
痴
情
」
の
み
採
ら
れ

て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
私
小
説
・
心
境
小
説
に
対
す
る
志
賀
直
哉
の
ス
タ
ン
ス
に

つ
い
て
は
改
め
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
余
地
が
あ
り
そ
う
だ
。

作
品
個
々
の
完
成
度
を
見
た
場
合
、
私
見
で
は
四
作
の
う
ち
短
編
小
説
と
し

て
の
緊
張
度
と
結
晶
性
が
最
も
高
い
の
は
「
痴
情
」
で
あ
る
。
小
説
と
し
て
の

自
立
性
を
備
え
た
作
品
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。「
山
科
の
記
憶
」
は
「
痴
情
」

の
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
あ
り
、「
稀
有
」
な
「
材
料
」
に
関
わ
る
そ
も
そ
も
の
モ

チ
ー
フ
は
こ
の
二
作
で
十
分
満
た
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
下
は
そ
う
し
た
仮
説
に
基
づ
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

二

登
場
人
物
の
呼
称
に
関
わ
る
問
題
か
ら

ま
ず
「
山
科
の
記
憶
」
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
冒

頭
部
分
に
語
り
手
に
よ
る
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。������������������������������������������������
�

彼
は
妻
を
愛
し
た
。
他ほ

か

の
女
を
愛
し
始
め
て
も
、
妻
に
対
す
る
愛
情
は

変
ら
な
か
つ
た
。
然
し
妻
以
外
の
女
を
愛
す
る
と
い
ふ
事
は
彼
で
は
甚
だ

稀
有
な
事
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
こ
の
稀
有
だ
と
い
う
事
が
強
い
魅
力
と
な

つ
て
、
彼
を
惹
き
つ
け
た
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
妻
」
は
後
の
「
晩
秋
」
で
は
じ
め
て
固
有
名

詞
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、「
瑣
事
」「
山
科
の
記
憶
」「
痴
情
」
で

は
単
に
「
妻
」
と
し
か
呼
ば
れ
て
い
な
い
。
主
人
公
は
四
作
を
通
じ
て
「
彼
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
で
は
「
女
」
の
方
は
ど
う
か
。

「
瑣
事
」
の
中
で
は
何
度
も
「
お
清
」
と
い
う
名
前
が
出
さ
れ
、
そ
の
素
性

も
お
よ
そ
見
当
が
付
く
よ
う
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
山
科
の
記
憶
」
と

「
痴
情
」
で
は
名
無
し
で
、「
女
」
と
し
か
書
か
れ
な
い
。「
痴
情
」
に
至
っ
て

「
祇
園
の
茶
屋
の
仲
居
」
と
い
う
素
性
だ
け
は
分
か
る
が
、「
山
科
の
記
憶
」
の

段
階
で
は
そ
の
素
性
さ
え
分
か
ら
な
い
、
た
だ
の
「
妻
以
外
の
女
」
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
正
体
不
明
性
は
「
山
科
の
記
憶
」
だ
け
に
見
ら
れ
る
特
徴
と

言
え
よ
う
。

物
語
の
時
間
に
そ
っ
て
作
品
を
並
べ
る
と
「
山
科
の
記
憶
」
─
「
痴
情
」
─

「
瑣
事
」
─
「
晩
秋
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
順
に
読
み
進
ん
だ
場
合
、「
女
」

に
つ
い
て
の
情
報
は
「
山
科
の
記
憶
」
で
ほ
ぼ
無
い
に
等
し
く
、
次
の
「
痴

情
」
で
は
「
祇
園
の
茶
屋
の
仲
居
」、「
二は

た
ち十

か
二
十
一
の
大
柄
な
女
で
、
精
神
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的
な
何
も
の
を
も
持
た
ぬ
、
男
の
や
う
な
女
だ
つ
た
」
と
説
明
さ
れ
る
。
さ
ら

に
次
の
「
瑣
事
」
で
彼
女
が
「
お
清
」
と
呼
ば
れ
る
「
女
」
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。「
晩
秋
」
の
情
報
は
「
瑣
事
」
と
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
順
で
読
む
と
人

物
情
報
が
少
し
ず
つ
増
え
る
と
い
う
の
も
面
白
い
が
、「
山
科
の
記
憶
」・「
痴

情
」
で
は
共
に
「
女
」
で
終
始
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
瑣
事
」・「
晩
秋
」

で
は
「
お
清
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
共
通
項
が
認
め
ら
れ

る
。細

か
い
事
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
発
表
の
前
後
関
係
を
考
え
る
と
あ
る
疑
問
が

浮
か
ぶ
か
ら
だ
。
そ
れ
は
「
名
前
」
を
含
め
て
「
女
」
の
情
報
は
最
初
の
「
瑣

事
」
で
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
次
に
書
か
れ
た
「
山
科
の

記
憶
」
で
は
再
び
素
性
不
明
で
名
も
明
ら
か
で
な
い
「
女
」
に
戻
っ
た
か
で
あ

る
。私

小
説
と
し
て
連
作
す
る
心
積
も
り
な
ら
、「
瑣
事
」
の
次
に
書
く
「
山
科

の
記
憶
」
の
冒
頭
部
分
で
も
「
彼
は
妻
を
愛
し
た
。
お
清
を
愛
し
始
め
て
も
、

妻
に
対
す
る
愛
情
は
変
ら
な
か
つ
た
。」
と
し
た
方
が
分
か
り
や
す
く
、
ま
た

自
然
な
書
き
方
だ
ろ
う
。
な
ぜ
そ
う
し
な
か
っ
た
か
。

お
そ
ら
く
そ
れ
は
「
瑣
事
」
が
偶
々
発
表
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
「
走
り
書

き
」
だ
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。「
晩
秋
」
に
そ
の
事
情
が
詳
し

く
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
し
ろ
「
瑣
事
」
は
小
説
と
し
て
の
緊
張
度
が
低

す
ぎ
る
。
そ
の
印
象
の
由
来
は
材
料
を
処
理
の
仕
方
に
あ
り
そ
う
だ
。
愛
人
の

「
お
清
」
と
約
束
し
た
日
を
待
ち
切
れ
ず
に
一
人
相
撲
を
強
い
ら
る
男
の
一
日

を
描
い
た
内
容
は
、
愚
か
し
さ
の
告
白
に
通
じ
る
点
で
い
わ
ゆ
る
私
小
説
そ
の

も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
作
者
の
体
験
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
興
味
以
外
は
小

説
と
し
て
の
価
値
に
乏
し
い
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
語
り
手
と
主
人
公
の

距
離
感

（
（
（

は
「
山
科
の
記
憶
」
以
後
の
作
に
は
な
い
種
類
の
も
の
だ
。「
彼
」
の

笑
い
や
上
機
嫌
に
は
何
か
空
疎
な
感
じ
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
志
賀
自
身
が
そ
う

し
た
情
痴
の
体
験
そ
の
も
の
を
告
白
的
に
書
く
こ
と
の
意
味
を
疑
っ
て
い
た
か

ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

「
続
創
作
余
談
」
に
は
〈
山
科
も
の
〉
の
全
体
に
付
い
て
、
そ
の
材
料
を

「
ま
と
も

0

0

0

に
扱
ふ
興
味
は
な
く
、
此
事
が
如
何
に
家
庭
に
反
映
し
た
か
と
い
ふ

方
に
本
気
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
方
に
心
を
惹
か
れ
て
書
い
た
」
と
あ
る
が
、

「
瑣
事
」
は
単
独
の
作
と
し
て
は
そ
う
い
う
書
き
方
に
な
っ
て
い
な
い
。
む
し

ろ
「
ま
と
も

0

0

0

に
扱
」
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
私
小
説
に
ふ
さ
わ
し
い
ま
じ
め

腐
っ
た
顔
つ
き
で
は
扱
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
一
般
的
な
私
小
説
作
家
と
自
ら

を
区
別
し
よ
う
と
す
る
志
賀
の
ス
タ
ン
ス
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
よ
う
な
「
瑣
事
」
の
後
に
発
表
さ
れ
た
「
山
科
の
記
憶
」
は
、「
女
」

の
名
前
も
素
性
も
明
か
さ
ず
に
、「
彼
」
と
「
妻
」
の
間
に
生
じ
た
感
情
の
対

立
を
描
い
た
小
説
と
な
っ
た
。
こ
の
作
に
〈
仕
切
り
直
し
〉
の
意
図
を
、
す
な

わ
ち
「
此
事
が
如
何
に
家
庭
に
反
映
し
た
か
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
始
点
を
想

定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

三
「
山
科
の
記
憶
」
に
つ
い
て

「
山
科
の
記
憶
」
で
は
、
互
い
に
容
れ
が
た
い
要
求
を
持
っ
た
夫
婦
の
関
係

が
描
き
だ
さ
れ
る
。「
妻
」
は
「
夫
」
が
自
分
以
外
の
女
を
愛
す
る
こ
と
を
許

さ
な
い
。
プ
ロ
ッ
ト
の
上
で
見
落
と
せ
な
い
の
は
、
浮
気
が
発
覚
し
て
揉
め
事

が
起
る
と
い
う
単
純
な
話
で
は
か
な
ら
ず
し
も
な
い
こ
と
だ
。
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「
ど
う
も
変
だ
と
思
つ
て
、
電
話
を
か
け
て
見
た
ら
矢
張
り
さ
う
だ
つ
た
」

「
そ
ん
な
事
は
決
し
て
な
い
か
ら
…
…
う
ま
い
事
を
い
つ
て
、
人
を
だ
ま
し
て

…
…
」
と
な
じ
る
「
妻
」
の
こ
と
ば
か
ら
、
こ
と
の
発
端
は
か
な
り
以
前
の
こ

と
で
、
す
で
に
夫
婦
の
間
に
ひ
と
悶
着
が
あ
っ
た
が
、「
彼
」
が
「
女
」
に
も

う
逢
わ
な
い
と
誓
っ
て
事
が
収
ま
っ
た
ら
し
い
と
推
測
し
う
る
。「
妻
」
は
そ

の
約
束
を
破
っ
た
「
不
実
」
が
許
せ
ず
、
憤
り
か
ら
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
「
彼
」

を
攻
め
立
て
、「
女
」
と
別
れ
る
と
断
言
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

と
こ
ろ
で
、「
晩
秋
」
に
は
「
彼
」
の
「
女
」
の
「
お
清
」
が
次
の
よ
う
に

言
う
場
面
が
あ
る
。

�

「
兎
に
角
お
う
ち
の
奥
さ
ん
は
人
並
み
は
づ
れ
て
悋
気
深
う
お
す
な
。

何
ど
す
い
な
。
月
に
三
遍
か
四
遍
お
い
で
や
す
位
。
お
う
ち
の
ご
商
売
に

さ
は
る
と
い
う
で
な
し
。
あ
ん
た
は
ん
も
余
程
や
な
…
…
」

こ
の
「
女
」
の
「
妻
」
に
対
す
る
見
方
は
あ
る
意
味
で
は
、
当
時
世
間
並
み

の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
所
詮
は
商
売
ず
く
の
関
係
と
知
り
な
が
ら
独
占
欲
が

す
ぎ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
余
程
」
と
は
、
よ
ほ
ど
女
房
に
甘
い
と
い
う
意

味
で
「
彼
」
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
江
戸
時
代
な
ら
「
妬
」
は
七
去
の
一
つ

で
あ
る
。
こ
の
「
女
」
の
よ
う
な
感
覚
は
小
説
の
当
時
に
も
一
般
に
在
っ
た
は

ず
だ
。「
山
科
の
記
憶
で
」
こ
の
「
女
」
の
素
性
が
語
ら
れ
な
い
の
は
、
最
初

か
ら
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
ら
、
問
題
が
読
者
に
共
有
さ
れ
に
く
い
と
思

わ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
下
手
を
す
る
と
や
き
も
ち
焼
き
の
女
房
に
辟
易
す

る
話
と
し
て
読
ま
れ
か
ね
な
い
。
ま
し
て
私
小
説
と
し
て
志
賀
自
身
の
家
庭
と

重
ね
て
し
ま
え
ば
、
彼
の
人
生
の
珍
事
と
い
う
了
解
だ
け
で
終
っ
て
し
ま
う
。

た
し
か
に
「
妻
」
の
嫉
妬
は
物
語
の
大
き
な
要
素
に
違
い
な
い
の
だ
が
、

「
山
科
の
記
憶
」
で
は
そ
れ
が
夫
婦
間
の
信
頼
や
誠
実
さ
へ
の
要
求
と
絡
ん
で

い
る
。
そ
れ
と
対
置
さ
れ
る
の
が
「
彼
」
の
思
い
と
行
動
で
あ
る
。「
痴
情
」

の
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
意
味
も
、
モ
チ
ー
フ
の
根
本
に
あ
る
そ
う
し
た
原
理

を
告
げ
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

�

「
知
ら
ず
に
ゐ
れ
ば
関
係
の
な
い
事
だ
。
さ
う
い
ふ
者
が
あ
つ
た
か
ら

つ
て
、
お
前
に
対
す
る
気
持
ち
は
少
し
も
変
わ
り
は
し
な
い
」
彼
は
自
分

の
い
ふ
事
が
勝
手
で
あ
る
事
は
分
つ
て
ゐ
た
。
然
し
既
に
そ
の
女
を
愛
し

て
ゐ
る
自
身
と
し
て
は
妻
に
対
す
る
愛
情
に
変
化
の
な
い
事
を
喜
ぶ
よ
り

仕
方
が
な
か
っ
た
。

�

「
そ
ん
な
わ
け
は
な
い
。
そ
ん
な
わ
け
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
今
ま

で
一
つ
だ
っ
た
も
の
が
二
つ
に
分
か
れ
る
ん
で
す
も
の
。
そ
つ
ち
へ
行
く

気
だ
け
が
、
減
る
わ
け
で
す
。」

「
気
持
ち
の
上
の
事
は
数
学
と
は
別
だ
」

「
い
い
え
、
そ
ん
な
筈
、
な
い
と
思
ふ
」

妻
は
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
な
り
、
彼
の
手
の
甲
を
ピ
シ
リ
〳
〵
打
つ
た
。

�

彼
は
妻
に
対
し
毛
程
も
不
実
な
気
持
ち
は
持
つ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
事
を

繰
返
し
た
。

�

「
不
実
な
気
持
ち
が
な
く
て
、
さ
う
い
ふ
事
が
起
る
筈
が
な
い
じ
や
あ

り
ま
せ
ん
か
」

�

然
し
彼
は
嘘
を
い
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
つ
た
。
そ
し
て
彼
は
何
か
い

へ
ば
詭
弁
を
弄
す
る
や
う
に
な
る
の
が
自
分
で
も
不
愉
快
に
な
つ
た
。

�

「
さ
う
い
ふ
感
情
ま
で
一
生
飼
殺
し
に
な
つ
て
ゐ
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
只
お
前
を
そ
の
事
で
不
幸
に
し
な
け
れ
ば
い
い
の
だ
」
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「
妻
」
に
し
て
み
れ
ば
配
偶
者
以
外
の
異
性
を
愛
す
る
こ
と
は
、
信
頼
に
対

す
る
裏
切
り
で
あ
り
、
誠
実
さ
に
欠
け
た
行
為
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

「
彼
」
の
「
知
ら
ず
に
ゐ
れ
ば
関
係
の
な
い
事
だ
」
と
い
う
言
葉
は
、「
女
」
と

逢
う
こ
と
が
「
妻
」
の
地
位
を
脅
か
し
は
し
な
い
と
い
う
思
い
に
由
来
し
て
い

る
。「
痴
情
」
で
は
「
女
」
の
素
性
を
明
か
す
事
で
そ
の
点
に
踏
み
込
ん
だ
記

述
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
目
立
た
な
い
。「
彼
」
は
実
感
か
ら
「
妻
」
の
言
葉

に
承
服
で
き
な
い
の
だ
が
、
裏
切
り
の
後
ろ
め
た
さ
も
あ
っ
て
「
弱
者
」
の
位

置
に
立
つ
事
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
対
話
か
ら
は
「
彼
」
自
身
が
感
じ
て
い
る
よ
う
に
男
の
「
身
勝

手
」
さ
が
思
わ
れ
て
、
ど
う
し
て
も
「
妻
」
の
方
に
同
情
し
そ
の
気
持
ち
に
共

鳴
し
た
く
な
る
。
し
か
し
考
え
て
見
れ
ば
、
事
は
〈
配
偶
者
の
あ
る
人
間
は
生

涯
他
の
者
を
愛
し
て
は
い
け
な
い
の
か
〉
と
い
う
本
質
的
な
問
題
に
関
わ
っ
て

い
る

（
9
（

。「
彼
」
の
言
葉
を
裏
返
せ
ば
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は

「
妻
」
に
と
っ
て
は
そ
も
そ
も
許
さ
れ
な
い
発
問
だ
ろ
う
。

「
山
科
の
記
憶
」
の
「
二
」
は
、
妻
の
過
去
に
あ
っ
た
擬
似
恋
愛
を
め
ぐ
る

話
題
に
終
始
し
て
い
る
。
き
っ
か
け
は
「
去
年
病
院
に
ゐ
た
時
に
も
、
若
し
先

生
が
好
き
に
な
つ
た
ら
大
変
だ
、
さ
う
考
え
る
方
な
の
よ
。
本
当
に
貴
方
だ
け

想
つ
て
満
足
し
て
ゐ
る
の
に
…
…
」
と
い
う
「
妻
」
の
言
葉
で
あ
る
。

物
語
と
し
て
は
か
な
り
唐
突
な
話
題
転
換
だ
が
、
プ
ロ
ッ
ト
の
文
脈
と
し
て

は
理
に
適
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
。「
妻
」
の
訴
え
は
彼
女
の
い
じ
ら
し
さ
、

人
の
良
さ
、
夫
に
対
す
る
忠
実
さ
を
思
わ
せ
る
に
十
分
だ
が
、
そ
ん
な
彼
女
と

話
し
な
が
ら
「
彼
」
は
「
自
分
の
気
持
ち
が
、
そ
の
事
に
案
外
余
裕
を
持
つ
て

ゐ
た
事
を
今
更
に
気
づ
い
た
。
そ
れ
は
妻
の
気
持
ち
の
純
粋
さ
が
彼
に
反
映
し

て
い
た
か
ら
だ
と
思
」っ
て
い
る
。「
彼
に
は
女
に
対
す
る
自
分
の
気
持
ち
が
本

気
だ
と
い
う
所
に
弁
解
が
あ
つ
た
。
が
、
妻
に
は
本
気
な
ら
本
気
程
い
け
な
か

つ
た
。」
と
言
う
の
は
決
定
的
な
す
れ
違
い
で
、「
彼
」
は
あ
く
ま
で
自
分
の
感

性
か
ら
発
想
し
、「
妻
」
は
倫
理
的
発
想
を
離
れ
る
こ
と
が
な
い
。

結
び
の
「
三
」
は
、「
話
が
妻
の
事
に
外
れ
た
事
は
幸
い
だ
つ
た
。
妻
は
落

ち
着
い
た
。
然
し
そ
れ
が
彼
の
事
に
対
す
る
少
し
で
も
寛
大
な
心
持
を
ひ
き
出

す
手
よ
り
に
は
な
ら
な
か
つ
た
。
妻
は
ど
う
し
て
も
女
と
別
れ
る
こ
と
を
彼
に

断
言
さ
す
迄
は
執
拗
に
我
を
張
つ
た
。
妻
の
強
い
の
は
此
事
だ
け
だ
。
彼
は
一

時
的
に
も
そ
れ
を
承
知
す
る
よ
り
仕
方
が
な
か
つ
た
。」
と
短
い
が
、「
我
」
と

い
う
言
葉
が
「
妻
に
」
関
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
が
眼
を
引
く
。

四
「
痴
情
」
の
起
点
と
終
点

「
痴
情
」
は
「
薄
曇
り
の
し
た
寒
い
日
だ
つ
た
。
彼
は
「
寒
さ
か
ら
軽
い
頭

痛
を
感
じ
な
が
ら
、
甚ひ

ど

く
沈
ん
だ
気
分
で
書
斎
に
閉
じ
こ
も
つ
て
居
た
。」
と

書
き
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
「
甚
く
沈
ん
だ
気
分
」
が
物
語
の
流
れ
の
起
点
で
あ

り
、
そ
れ
が
行
き
着
く
と
こ
ろ
に
は
「
彼
は
二
十
分
ほ
ど
で
支
度
し
、
漸
く
最

後
の
急
行
に
間
に
合
つ
た
」
と
い
う
行
動
が
あ
る
。

そ
の
前
に
「
妻
」
か
ら
来
た
長
い
手
紙
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、

「
彼
」
の
行
動
は
帰
宅
を
急
ぐ
あ
ま
り
の
こ
と
と
読
む
の
が
定
説
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、「
妻
」
の
元
へ
帰
る
こ
と
を
急
ぐ
の
で
は
な
く
、
京
都
へ
還
る

こ
と
を
急
ぐ
の
だ
と
読
め
ば
行
動
の
意
味
は
全
く
違
っ
て
く
る
。「
彼
」
の
飛

び
立
つ
よ
う
な
思
い
は
「
女
」
に
一
刻
も
早
く
会
い
た
い
か
ら
だ
。
そ
の
よ
う

に
し
か
読
め
な
い
よ
う
に
こ
の
小
説
は
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
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ま
た
物
語
の
起
点
に
は
、「
女
」
に
対
す
る
「
恋
愛
と
思
ふ
よ
り
仕
方
が
な

か
っ
た
」
と
い
う
「
彼
」
の
実
感
が
あ
る
。
終
点
に
は
『
私
が
道
楽
し
た
ん
で

す
』
と
言
う
言
葉
が
あ
る
。「
恋
愛
」
か
ら
「
道
楽
」
へ
と
い
う
の
は
注
目
す

べ
き
認
識
の
変
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
品
の
根
本
を
な
す
モ
チ
ー
フ
と
直
接
関

わ
る
も
の
に
相
違
な
い
。

＊

「
一
」
で
は
天
候
を
描
写
し
な
が
ら
の
導
入
部
に
続
い
て
「
そ
れ
は
さ
う
と
、

此
事
を
ど
う
処
置
す
べ
き
か
彼
に
は
却
々
決
め
ら
れ
な
か
つ
た
。」
と
、「
此

事
」
す
な
わ
ち
「
彼
」
の
抱
え
て
い
る
問
題
を
提
示
す
る
く
だ
り
が
続
く
。

「
此
事
」「
そ
れ
」「
此
心
持
」「
そ
の
気
」「
さ
う
決
心
」「
其
事
」、
ふ
た
た
び

「
此
事
」
と
指
示
語
と
指
示
代
名
詞
の
使
用
が
目
立
つ
文
体
は
、
行
き
つ
戻
り

つ
し
て
反
芻
し
な
い
と
よ
く
分
か
ら
な
い
。

こ
う
い
う
書
き
方
を
な
ぜ
し
た
の
か
。「
山
科
の
記
憶
」
を
読
ん
で
い
な
い

読
者
に
も
「
彼
」
が
当
面
し
て
い
る
問
題
が
直
に
伝
わ
る
工
夫
と
見
た
ほ
う
が

よ
さ
そ
う
だ
。
実
際
前
後
し
な
が
ら
読
ん
で
み
る
と
お
よ
そ
の
事
は
推
定
で
き

る
。
ち
な
み
に
こ
う
し
た
文
体
は
、
例
え
ば
「
城
の
崎
に
て
」
で
鼠
の
苦
闘
を

見
た
散
歩
の
後
の
主
人
公
の
混
乱
し
た
気
分
を
叙
述
し
た
く
だ
り
と
同
じ
で
、

そ
の
点
か
ら
も
「
痴
情
」
も
ま
た
方
法
意
識
に
富
ん
だ
小
説
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る

（
（（
（

。
読
者
は
こ
の
く
だ
り
か
ら
次
の
よ
う
な
「
彼
」
の
思
い
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
女
を
念
い
断
る
」「
で
き
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
事
は
な
い
」「
が
、
そ
れ
は

い
や
だ
」「
自
分
の
執
着
」「
そ
の
心
持
を
殺
し
」「
無
理
往
生
」
す
る
気
に
は

な
れ
な
い
。「
決
心
し
た
所
が
」「
実
行
」
で
き
な
い
。「
此
の
ま
ま
再
び
妻
を

欺
き
続
け
る
の
も
不
快
」、
し
か
し
「
妻
」
に
「
寛
大
」
さ
を
望
む
こ
と
は
不

可
能
。「
今
日
中
に
総
て
を
片
づ
け
て
呉
れ
」
と
「
妻
」
に
言
わ
れ
て
「
形
式

的
に
も
一
時
別
れ
る
よ
り
仕
方
な
い
と
決
心
し
」
な
が
ら
「
彼
」
の
心
は
堂
々

巡
り
の
立
ち
往
生
を
続
け
る
し
か
な
い
。

ま
た
「
一
」
で
は
「
山
科
の
記
憶
」
に
お
い
て
「
愛
す
る
女
」
と
だ
け
書
か

れ
て
い
た
「
女
」
の
素
性
が
祇
園
の
茶
屋
の
二
十
歳
ほ
ど
の
仲
居
で
あ
る
こ
と

も
分
か
る
。
重
要
な
の
は
「
彼
は
か
う
い
ふ
女
に
何
故
こ
れ
程
惹
か
れ
る
か
、

自
分
で
も
不
思
議
だ
っ
た
」
と
あ
り
、
す
ぐ
続
け
て
「
こ
れ
程
心
を
惹
か
れ
る

と
い
う
の
は
全
く
思
ひ
が
け
な
か
つ
た
。」
と
繰
返
し
て
念
押
し
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
彼
」
は
自
身
で
も
説
明
の
つ
か
な
い
執
着
の
虜
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

商
売
で
男
と
付
き
合
う
に
過
ぎ
な
い
「
女
」
の
素
性
か
ら
す
れ
ば
、「
恋
愛
」

と
い
う
言
葉
は
二
人
の
関
係
に
そ
ぐ
わ
な
い
気
が
す
る
が
、「
彼
」
に
と
っ
て

否
定
で
き
な
い
実
感
で
あ
る
、
説
明
の
つ
か
な
い
よ
う
な
執
着
を
説
明
す
る
言

葉
は
「
恋
愛
」
以
外
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
相
手
か
ら
感
じ
る
魅
力
に
つ
い

て
「
総
て
官
能
的
な
魅
力
だ
け
だ
と
い
ふ
点
、
下
等
な
感
じ
も
す
る
が
、
所
謂

放
蕩
を
超
え
、
絶
え
ず
惹
か
れ
る
気
持
ち
を
感
じ
て
ゐ
る
以
上
、
彼
は
猶
且
つ

恋
愛
と
思
ふ
よ
り
仕
方
が
な
か
つ
た
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
事
情
に
関
わ

る
説
明
的
な
記
述
で
あ
る
。
次
の
「
そ
し
て
彼
は
そ
の
内
に
美
し
さ
を
感
じ
、

醜
い
事
を
も
醜
い
と
は
感
じ
な
か
っ
た
。（
傍
線
筆
者
（」
と
い
う
記
述
は
、

「
彼
」
と
語
り
手
の
距
離
を
示
す
も
の
と
見
て
よ
い
。

語
り
手
と
の
距
離
を
意
識
し
て
読
む
と
、「
彼
」
が
抱
え
て
い
る
問
題
を
二

つ
の
レ
ベ
ル
で
受
取
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
彼
自
身
が
感
じ
て
い
る
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そ
れ
と
、
距
離
を
持
っ
て
見
た
そ
れ
で
あ
る
。
彼
の
意
識
に
即
し
て
み
れ
ば
、

逢
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
女
と
別
れ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
が
当
面
し

て
い
る
問
題
で
、
金
で
片
が
つ
く
関
係
だ
と
思
い
な
が
ら
「
寛
大
」
に
な
れ
ぬ

「
妻
」
が
う
ら
め
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
語
り
手
の
視
点
か
ら
見
る
な
ら
、
事
は
「
彼
」
の
囚
わ
れ
た
心
の
ゆ

く
え
を
め
ぐ
る
問
題
に
昇
華
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
恋
愛
」
を
「
道
楽
」
だ
っ
た

と
言
え
た
時
、
す
な
わ
ち
「
痴
情
」
の
終
点
に
至
っ
て
「
彼
」
の
心
は
確
か
に

惑
溺
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

五
〈
脅
迫
〉
し
〈
使
役
〉
し
よ
う
と
す
る
「
妻
」

「
痴
情
」
の
「
二
」
は
、「
妻
」
が
書
斎
に
来
て
始
ま
る
押
し
問
答
を
描
い
て

い
る
。
ほ
と
ん
ど
対
話
に
終
始
す
る
書
き
方
か
ら
読
者
が
ま
ず
感
じ
る
の
は
、

「
彼
」
の
身
勝
手
さ
と
哀
れ
な
「
妻
」
の
い
じ
ら
し
さ
だ
ろ
う
。
そ
の
身
勝
手

さ
を
志
賀
直
哉
の
強
烈
な
エ
ゴ
と
結
び
つ
け
た
く
な
る
が
、
そ
れ
で
理
解
で
き

る
作
品
な
ら
改
め
て
論
じ
る
必
要
も
な
い
。「
彼
」
の
自
己
中
心
性
は
見
易
す

過
ぎ
る
し
、
被
害
者
と
し
て
の
「
妻
」
の
印
象
は
哀
れ
に
過
ぎ
る
。
そ
れ
は

「
痴
情
」
を
通
じ
て
の
特
徴
だ
。

「
銀
行
お
そ
く
な
ら
な
い
こ
と
？
」
と
い
う
第
一
声
は
、
な
か
な
か
出
か
け

な
い
「
彼
」
に
痺
れ
を
を
切
ら
し
た
「
妻
」
の
登
場
を
告
げ
て
い
る
。「
お
そ

く
な
つ
た
ら
、
あ
し
た
で
も
い
い
ぢ
や
な
い
か
」
と
逃
げ
よ
う
と
す
る
夫
の
言

葉
を
き
っ
か
け
に
、
次
の
や
り
と
り
が
続
く
。

�

「
そ
れ
は
い
や
。
ど
う
し
て
も
今
日
片
を
つ
け
て
下
さ
ら
ね
ば
…
…
。

一
日
延
び
れ
ば
そ
れ
だ
け
私
の
苦
し
み
が
延
び
る
ん
で
す
も
の
。
…
…
そ

れ
よ
り
一
日
で
も
貴
方
を
自
分
の
も
の
だ
な
ん
て
思
は
し
て
置
く
の
、
い

や
な
事
だ
。
一
時
過
ぎ
た
の
よ
。
私
も
支
度
し
ま
す
か
ら
、
直
ぐ
お
支
度

し
て
頂
戴
」

「
お
前
は
よ
す
方
が
い
い
」

「
い
い
え
、
私
、
迚
も
自
家
で
凝
つ
と
し
て
ゐ
ら
れ
な
い
」

「
熱
が
あ
る
ぢ
や
な
い
か
」

�「
病
気
に
な
つ
て
も
い
い
の
。
病
気
に
な
つ
て
死
ん
だ
ら
、
貴
方
も
本
望

で
せ
う
？
」

傍
線
部
に
は
「
妻
」
の
自
己
中
心
的
な
考
え
方
と
独
占
欲
が
は
っ
き
り
出
て

い
る
。
被
害
者
意
識
が
言
わ
せ
た
も
の
と
受
取
れ
ば
無
理
も
無
い
こ
と
ば
だ
が
、

し
ょ
せ
ん
遊
び
相
手
に
過
ぎ
な
い
「
女
」
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
大
げ
さ
過
ぎ

る
考
え
方
で
は
な
い
か
。
続
く
こ
と
ば
に
も
夫
か
ら
目
を
離
せ
な
い
不
信
感
と

一
種
の
脅
迫
的
発
想
が
見
え
て
い
る
。

そ
の
後
の
や
り
と
り
で
も
「
貴
方
は
本
統
に
勝
手
な
方
ね
え
」
と
嘆
息
し
な

が
ら
「
妻
」
は
一
歩
も
譲
ら
な
い
。
さ
ら
に
彼
女
の
性
格
を
決
定
的
に
特
徴
付

け
る
言
い
方
も
あ
る
。

�「
だ
か
ら
、
も
う
い
い
事
よ
。
何
も
彼
も
昨
晩
本
統
の
事
を
云
つ
て
下
す

つ
た
ん
で
せ
う
？
も
う
何
も
隠
し
て
い
ら
つ
し
ゃ
る
事
な
い
ん
で
せ
う
？

そ
れ
で
い
い
事
よ
。
そ
れ
で
、
ど
う
ぞ
こ
れ
か
ら
の
事
を
堅
く
お
約
束
し

て
頂
戴
。
も
う
決
し
て
さ
う
云
ふ
事
を
し
な
い
と
、

─
そ
れ
を
私
に
信

じ
さ
せ
て
下
さ
い
。
今
ま
で
の
事
私
も
忘
れ
ま
す
か
ら
、
そ
れ
だ
け
信
じ

さ
せ
て
下
さ
い
。
…
…
え
え
、
ど
う
な
の
？
」

�「
そ
れ
は
分
ら
な
い
。
な
い
つ
も
り
の
事
が
起
こ
つ
た
ん
だ
か
ら
、
今
後
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と
て
も
請
け
合
へ
な
い
」

妻
は
急
に
亢
奮
し
て
叫
ん
だ
。

「
そ
れ
ぢ
や
私
、
生
き
て
ゐ
ら
れ
な
い
」

言
葉
は
丁
寧
だ
が
容
赦
の
な
い
要
求
を
繰
り
返
し
て
相
手
を
従
わ
せ
よ
う
と

す
る
台
詞
で
、「
お
約
束
し
て
頂
戴
」
は
命
令
形
の
一
種
だ
し
、
見
過
ご
せ
な

い
の
は
「
信
じ
さ
せ
て
下
さ
い
」
と
い
う
言
い
方
で
あ
る
。「
さ
せ
る
」
は
文

法
で
は
使
役
の
助
動
詞
に
当
た
る
。
夫
が
そ
れ
に
応
じ
な
い
と
「
生
き
て
い
ら

れ
な
い
」
と
言
う
。「
彼
」
の
側
に
立
っ
て
見
れ
ば
「
妻
」
は
脅
迫
に
よ
っ
て

人
を
使
役
し
よ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る
。

「
さ
せ
て
」
は
「
妻
」
の
癖
に
な
っ
た
言
い
方
で
あ
る
。
そ
れ
が
作
中
一
貫

し
て
い
る
の
は
最
後
の
哀
切
な
手
紙
の
前
半
に
見
ら
れ
る
「
ほ
ん
と
に
も
う
一

生
の
う
ち
に
こ
う
ゆ
う
つ
ら
ひ
思
ひ
を
ど
う
ぞ
さ
せ
な
い
で
戴
き
升
」、「
も
う

ほ
ん
と
に
あ
な
た
を
信
じ
さ
せ
て
戴
き
升
」、「
ど
う
そ
詳
し
く
ご
返
事
を
頂
い

て
私
の
安
心
出
来
る
様
に
さ
し
て
頂
き
升
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
明
ら
か
だ
。

方
法
に
意
識
的
で
な
け
れ
ば
こ
う
し
た
表
現
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
。「

三
」
の
前
半
は
二
人
が
「
京
都
東
山
三
条
」
に
至
っ
て
、
用
意
し
た
金
を

持
ち
「
妻
」
に
は
近
く
の
友
達
の
と
こ
ろ
で
待
っ
て
い
る
よ
う
に
言
っ
て
別
れ

た
後
、
激
し
く
降
り
だ
し
た
雪
の
中
を
「
女
」
と
会
う
宿
へ
「
彼
」
が
赴
こ
う

と
す
る
場
面
で
あ
る
。「
彼
」
は
往
来
を
越
し
た
と
こ
ろ
の
煙
草
屋
に
立
ち
寄

る
。�

そ
し
て
再
び
其
処
を
出
よ
う
と
す
る
と
、
胸
や
髪
に
一
ぱ
い
雪
を
つ
け

た
妻
が
二
間
程
離
れ
た
所
に
立
ち
、
泣
き
出
し
さ
う
な
顔
で
何
か
小
声
で

云
つ
て
ゐ
た
。
妻
は
一
と
晩
の
間
に
眼
に
見
え
て
衰
へ
て
了
つ
た
。
そ
し

て
彼
か
ら
近
寄
つ
て
行
く
と
、
妻
は
片
方
の
肩
の
上
へ
首
を
傾
け
、
哀
願

す
る
や
う
に
、「
ね
え
、
い
い
こ
と
？

ね
え
、
い
い
こ
と
？
」
と
云
つ

た
。「
も
う
、
よ
ろ
し
い
。
雪
の
中
に
い
つ
ま
で
も
立
つ
て
居
る
と
本
統

に
病
気
に
な
る
」
妻
は
漸
く
還
つ
て
行
つ
た
。
厚
い
シ
ョ
ー
ル
か
ら
出
て

居
る
引ひ

つ

詰つ
め

に
結
つ
た
小
さ
な
頭
の
遠と

ほ

去ざ

か
つ
て
行
く
の
を
見
る
と
如
何
に

も
見
す
ぼ
ら
し
く
、
哀
れ
に
思
へ
た
。

長
く
引
い
た
が
お
そ
ら
く
「
痴
情
」
で
も
っ
と
も
印
象
に
残
る
場
面
で
は
な

い
か
。
考
え
て
見
れ
ば
「
不
信
感
」
か
ら
の
行
動
な
の
に
、
そ
れ
さ
え
い
じ
ら

し
く
見
え
て
し
ま
う
の
だ
が
、「
女
」
と
の
関
係
が
続
い
た
ら
死
ぬ
と
い
う
独

占
欲
は
嫉
妬
か
ら
来
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
「
晩
秋
」
で
は
「
お
清
」
が

「
奥
さ
ん
」
の
「
悋
気
」
に
呆
れ
る
言
葉
を
も
ら
し
て
い
る
の
だ
が
、「
嫉
妬
」

と
は
「
自
分
の
愛
す
る
者
の
心
が
他
に
向
く
の
を
う
ら
み
憎
む
こ
と
」（『
精
選

版
日
本
国
語
大
辞
典
』（
で
あ
る
。「
妻
」
の
自
己
中
心
性
は
さ
ま
ざ
ま
な
や
り

方
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
。「
彼
」
は
ひ
た
す
ら
彼
女
が
「
其
事
に
寛
大
に
な
つ

て
呉
れ
る
事
」
を
願
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
「
妻
」
は
「
彼
」
が
「
妻
以
外

の
女
」
を
愛
す
る
こ
と
を
決
し
て
認
め
ず
、「
無
理
往
生
」
を
強
い
続
け
る
。

六
「
恋
愛
」
か
ら
「
道
楽
」
へ
の
意
味

哀
れ
で
い
じ
ら
し
い
被
害
者
で
あ
る
「
妻
」
の
独
占
欲
を
描
き
出
す
一
方
で
、

作
品
は
「
女
」
に
対
す
る
「
彼
」
の
執
着
の
深
さ
も
繰
返
し
語
っ
て
い
く
。

�
女
は
珍
し
く
直
ぐ
来
た
。
そ
し
て
彼
が
そ
の
事
を
云
ひ
出
す
と
、
当
惑

し
た
や
う
に
黙
つ
て
ゐ
た
が
、
仕
舞
に
「
か
な
は
ん
わ
」
と
云
つ
た
。
芸
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者
達
か
ら
祝
物
を
貰
つ
て
あ
る
。
そ
れ
を
か
う
早
く
別
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の

が
「
か
な
は
ん
」
と
云
ふ
の
だ
。
理
由
は
明は

つ

瞭き
り

し
て
ゐ
た
。
そ
し
て
そ
の

理
由
で
女
は
実
際
困
る
ら
し
か
つ
た
。
女
は
泣
き
出
し
た
。

「
女
」
は
別
れ
話
に
難
色
を
示
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
「
彼
」
へ
の
愛
情
の

ゆ
え
で
な
い
。「
祝
物
を
貰
つ
て
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
祇
園
界
隈
の
話
だ
か

ら
、
花
柳
界
の
習
慣
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
〈
旦
那
〉
が
で
き
た
祝
い
の
品
で
あ

る
。
こ
の
言
葉
は
二
人
の
関
係
が
そ
れ
な
り
の
時
を
経
て
い
る
事
情
を
窺
わ
せ

る
。「
彼
」
は
特
別
な
間
柄
に
成
れ
て
す
ぐ
、
そ
の
関
係
を
解
消
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
手
切
れ
金
は
渡
し
て
も
「
自
身
に
は
女
と
別
れ
る
気

は
全
く
な
か
つ
た
」
の
も
無
理
は
な
い
。

「
彼
は
一
人
で
ゐ
る
時
も
、
人
と
ゐ
る
時
も
頭
か
ら
女
を
完
全
に
離
し
き
る

事
は
な
か
っ
た
。」
と
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
掛
け
値
な
し
に
受
取
っ
て
よ
い
。

「
家
庭
の
調
子
を
全
く
破
壊
」
す
る
に
「
価
す
る
事
柄
」
と
も
思
わ
ず
、「
女
に

は
一
つ
の
商
売
に
過
ぎ
な
い
事
」
は
分
か
っ
て
い
て
、
ま
た
自
分
の
「
恋
愛
」

も
若
い
女
の
官
能
的
魅
力
に
対
す
る
執
着
で
あ
る
事
を
承
知
し
、
手
切
れ
の
金

を
渡
し
た
事
を
欺
瞞
だ
と
思
っ
て
い
な
が
ら
別
れ
ら
れ
な
い
。
ま
さ
に
「
痴

情
」
で
病
膏
肓
の
「
彼
」
で
あ
る
。

「
女
」
に
手
切
れ
の
金
を
渡
し
て
も
、「
彼
」
の
中
で
は
何
が
変
わ
っ
た
わ
け

で
も
な
い
。
し
か
し
「
妻
」
に
約
束
し
た
手
前
困
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
。「
京

都
に
居
て
、
此
処
へ
来
な
い
自
信
を
彼
は
持
て
な
か
っ
た
。」
か
ら
で
あ
る
。

「
彼
」
は
事
実
と
し
て
自
身
の
中
に
あ
る
「
女
」
へ
の
執
着
に
こ
だ
わ
ら
ざ

る
を
得
な
い
。
問
題
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
言
う
よ
り
彼
流
の
誠
実
さ
に
関
わ
っ
て

い
る
。「
無
理
往
生
」
す
れ
ば
「
妻
」
も
「
女
」
も
「
自
分
」
を
も
欺
く
こ
と

に
な
る
と
感
じ
て
い
る
。「
こ
れ
が
何
か
の
意
味
で
平
穏
に
帰
し
て
呉
れ
る
ま

で
は
彼
は
女
と
別
れ
る
気
に
は
な
ら
な
か
つ
た
」
の
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ

の
こ
だ
わ
り
と
言
っ
て
よ
い
が
、「
女
」
と
の
「
恋
愛
」
が
は
じ
め
か
ら
そ
う

い
う
意
味
を
帯
び
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。「
女
」
と
の
関
係
に
幻
想
は

持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
女
」
に
金
を
渡
し
た
日
か
ら
「
妻
」
は
病
気
に
な
り
、
衰
弱
も
激
し
い
。

「
い
つ
も
め
り
込
む
や
う
に
見
え
て
居
た
蒲
鉾
型
の
指
輪
が
手
を
下
げ
る
と
自

然
に
指
か
ら
抜
け
落
ち
た
り
し
た
。」
と
い
う
文
で
物
語
は
一
旦
閉
じ
ら
れ
る
。

ま
こ
と
に
哀
れ
ま
れ
て
し
か
る
べ
き
「
妻
」
だ
が
、
そ
の
衰
弱
は
「
彼
」
を
脅

迫
し
使
役
し
よ
う
と
し
て
止
ま
な
い
存
在
の
主
張
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
兎
に
角
、

彼
は
早
く
何
処
か
へ
行
き
度
か
つ
た
」
わ
け
だ
ろ
う
。

＊

そ
の
後
の
プ
ロ
ッ
ト
展
開
は
速
い
。
つ
い
で
が
あ
っ
て
上
京
し
た
「
彼
」
は

「
妻
」
か
ら
の
手
紙
を
受
取
り
、
続
い
て
来
た
電
報
を
読
ん
で
直
ぐ
京
都
行
き

の
汽
車
に
乗
る
。

中
村
光
夫
は
こ
の
手
紙
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
（（
（

。

�

「
痴
情
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
手
紙
は
、
こ
う
い
う
状
態
の
な
か
で
妻

が
夫
に
あ
て
た
手
紙
の
な
か
で
、
お
そ
ら
く
比
類
の
な
い
美
し
さ
を
持
つ

だ
け
で
な
く
、「
妻
を
欺
く
代
り
に
仮
に
自
分
を
欺
い
て
ゐ
る
」
よ
う
な

気
持
ち
で
女
と
わ
か
れ
た
ば
か
り
の
夫
の
心
を
自
分
に
引
き
も
ど
す
目
的

に
、
ど
ん
な
巧
緻
な
計
算
よ
り
正
確
に
か
な
つ
て
い
ま
す
。

あ
え
て
古
い
評
論
を
引
く
の
は
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
そ
の
後
無
条
件
に
継
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承
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
阿
川
弘
之
は
手
紙
を
一
部
引
用
し
た
上

で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る

（
（（
（

。

�

さ
す
が
の
中
村
光
夫
が
、
此
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
妻
が
夫
に
宛
て
た

手
紙
の
う
ち
「
お
そ
ら
く
比
類
の
な
い
美
し
さ
を
持
つ
」
も
の
と
感
嘆
し

た
綿
々
た
る
長
い
手
紙
で
あ
る
。
前
後
も
っ
と
色
々
書
い
て
あ
り
「
痴

情
」
は
こ
の
書
簡
全
文
の
引
用
を
以
っ
て
終
っ
て
い
る
。

誰
で
も
こ
の
手
紙
に
は
参
っ
て
し
ま
う
よ
う
で
、
阿
川
は
そ
れ
に
続
い
て

「
オ
カ
ヘ
リ
ナ
ガ
フ
」
と
電
報
が
届
き
、
次
い
で
「
彼
は
二
十
分
程
で
支
度
し
、

漸
く
最
後
の
急
行
に
間
に
合
っ
た
。」
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
る
の
を
無
視
し

て
済
ま
せ
て
い
る
。
阿
川
を
は
じ
め
志
賀
夫
人
を
知
る
人
は
多
い
が
、
皆
彼
女

に
好
感
を
寄
せ
た
よ
う
だ
か
ら
、
作
中
人
物
と
区
別
し
な
い
と
そ
う
な
る
の
も

無
理
は
無
い
。

し
か
し
、
小
説
で
あ
る
以
上
「
妻
の
手
紙
」
は
そ
の
よ
う
に
受
取
ら
れ
る
こ

と
を
予
定
し
た
作
者
の
作
り
物
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
読
者
は
感
動
し

て
も
「
彼
」
の
心
は
動
か
な
い
。

行
動
の
契
機
は
電
報
が
来
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら「
彼
」

に
と
っ
て
「
手
紙
」
と
「
電
報
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
全
く
違
う
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。「
山
科
の
記
憶
」
と
「
痴
情
」
の
大
小
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
す
べ

て
こ
の
「
妻
の
手
紙
」
→
「
電
報
」
→
「
出
発
」
と
い
う
終
幕
の
展
開
に
読
み

の
焦
点
が
来
る
よ
う
極
め
て
意
識
的
に
組
織
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
り
よ
う
は

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

「
手
紙
」
で
は
「
御
無
事
御
暮
し
の
御
事
と
存
じ
升
。」
と
い
う
書
き
出
し
か

ら
「
御
」
の
字
を
数
え
れ
ば
五
〇
個
近
く
使
わ
れ
て
い
る
。
実
に
へ
り
く
だ
っ

た
印
象
で
あ
り
、
哀
れ
む
べ
く
同
情
す
べ
き
「
妻
」
に
相
違
な
い
が
、
読
者
が

そ
う
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
だ
。
ま
た
先
に
ふ
れ
た
よ

う
に
「
手
紙
」
の
表
現
に
は
「
あ
な
た
を
信
じ
さ
せ
て
」
な
ど
と
い
う
使
役
の

助
動
詞
が
目
立
つ
。
小
説
の
流
れ
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
で
「
彼
」
の
心
が
変
わ

る
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る
。

＊

「
妻
」
の
手
紙
は
前
半
と
後
半
で
気
分
も
違
っ
て
い
る
。
比
較
の
便
に
主
な

話
題
を
抜
き
出
し
て
次
に
示
す
。

前
半・�

只
今
も
ず
い
分
〳
〵
淋
し
い
気
持
に
な
り
ま
し
た
の
で
一
人
涙
が
出

ま
す
の
で
御
文
し
た
た
め
ま
し
た
。

・

ど
う
し
て
も
、
よ
う
き
の
気
持
に
な
れ
ま
せ
ん
。

・�

ほ
ん
と
に
も
う
一
生
の
い
ち
に
こ
う
ゆ
う
つ
ら
ひ
思
ひ
を
ど
う
ぞ
さ

せ
な
い
で
戴
き
升
。

・

お
猿
も
た
う
と
う
死
に
ま
し
た
。

・

も
う
ほ
ん
と
に
あ
な
た
を
信
じ
さ
せ
て
戴
き
升
。

・�

ど
う
ぞ
〳
〵
委
し
く
御
返
事
を
頂
い
て
私
の
安
心
出
来
る
様
に
さ
し

て
戴
き
升
。

後
半・�

毎
日
御
い
そ
が
し
く
、
ま
た
お
か
き
も
の
で
お
つ
む
り
御
つ
か
ひ
の

事
と
お
察
し
申
上
升
。

・�
少
し
で
も
お
神
経
痛
の
方
お
わ
る
か
つ
た
ら
函は

こ

根ね

に
ご
養
生
に
御
出

遊
ば
し
ま
す
様
願
上
升
。
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・�

夜
分
は
別
に
こ
わ
ゐ
事
も
御
座
い
ま
せ
ん
。
子
供
た
ち
元
気
に
致
し

て
居
り
升
か
ら
御
安
願
上
升
。
し
じ
ゆ
う
泣
い
て
斗
も
お
り
ま
せ
ん
。

・�
こ
れ
だ
け
下
ら
ぬ
事
を
申
し
上
げ
ま
し
た
ら
胸
の
苦
し
い
の
が
楽
に

な
り
ま
し
た
。

前
半
は
体
調
の
悪
さ
を
に
お
わ
せ
、
淋
し
さ
、
つ
ら
さ
、
悲
し
さ
、
胸
の
苦

し
み
を
訴
え
る
文
が
目
立
ち
、「
お
猿
も
た
う
た
う
死
に
ま
し
た
。」
と
い
う

〈
脅
迫
〉
も
混
じ
っ
て
い
る
。「
ど
う
ぞ
〳
〵
詳
し
く
お
返
事
を
頂
い
て
私
の
安

心
出
来
る
様
に
さ
し
て
戴
き
升
。」
と
い
う
結
び
は
帰
っ
て
き
て
欲
し
い
と
い

う
気
持
ち
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
り
、
そ
れ
は
後

半
を
読
め
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
。

手
紙
の
後
半
は
、
夫
の
健
康
を
気
遣
い
「
少
し
で
も
お
神
経
痛
の
方
お
わ
る

か
っ
た
ら
函
根
に
御
養
生
に
御
出
遊
ば
し
升
様
」
勧
め
、「
夜
分
は
別
に
こ
わ

ゐ
事
も
御
座
い
ま
せ
ん
」
と
言
い
、「
こ
れ
だ
け
く
だ
ら
ぬ
事
を
申
上
ま
し
た

ら
胸
の
苦
し
い
の
が
楽
に
な
り
ま
し
た
。」
と
結
ん
で
い
る
。

前
半
は
沈
ん
だ
淋
し
い
調
子
で
、
夫
の
気
持
ち
が
自
分
の
ほ
う
に
向
く
よ
う

訴
え
か
け
た
内
容
、
後
半
は
や
や
明
る
く
健
気
な
調
子
で
、
無
事
な
日
常
を
報

告
し
気
分
の
鎮
静
を
告
げ
た
内
容
に
転
じ
、
必
要
な
ら
湯
冶
に
も
出
か
け
て
と

勧
め
た
り
も
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
手
紙
」
全
体
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
私

は
不
調
で
気
持
ち
も
沈
み
が
ち
だ
が
何
と
か
や
っ
て
い
ま
す
、
そ
ち
ら
で
ゆ
っ

く
り
滞
在
し
て
も
ら
っ
て
も
大
丈
夫
で
す
と
い
う
風
に
読
め
る
。

無
論
こ
の
手
紙
自
体
は
真
情
の
こ
も
っ
た
感
動
的
な
も
の
に
違
い
な
い
。
読

者
は
心
を
動
か
さ
れ
て
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
「
彼
」
が
こ
の
手
紙
を

読
ん
で
何
を
感
じ
る
か
で
あ
る
。
一
般
の
読
者
と
同
じ
な
ら
、
こ
の
小
説
は
文

学
的
感
動
の
契
機
に
乏
し
い
、
異
化
作
用
を
も
た
ら
さ
な
い
作
に
止
ま
る
。
し

か
し
「
彼
」
の
反
応
は
読
者
と
違
う
。

弱
り
き
っ
た
「
妻
」
は
、
そ
の
淋
し
さ
に
も
関
わ
ら
ず
な
ぜ
早
く
帰
っ
て
来

て
欲
し
い
と
書
か
な
い
の
か
。
そ
れ
は
夫
が
京
都
に
戻
る
こ
と
の
意
味
が
分

か
っ
て
い
る
か
ら
だ
。「
彼
」
の
約
束
を
信
じ
た
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
で

ま
た
そ
れ
が
破
ら
れ
る
可
能
性
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。「
彼
」

が
東
京
に
い
る
限
り
そ
の
点
は
安
心
な
の
で
あ
る
。
物
語
の
こ
れ
ま
で
の
経
緯

か
ら
考
え
て
、「
彼
」
が
そ
の
「
妻
」
を
気
持
ち
を
読
め
な
い
は
ず
は
な
い
。

「
彼
」
は
「
妻
」
が
ま
だ
や
せ
我
慢
し
て
い
る
な
と
思
っ
て
手
紙
を
読
ん
だ
こ

と
だ
ろ
う
。

「
彼
」
が
手
紙
を
見
て
い
る
時
に
「
電
報
」
が
舞
い
込
む
。
そ
の
文
面
は

「
オ
カ
ヘ
リ
ネ
ガ
ウ
」
の
一
言
で
「
手
紙
」
の
分
量
と
比
較
に
な
ら
ぬ
短
さ
だ

が
、「
妻
」
に
も
「
彼
」
に
も
手
紙
と
等
し
い
重
み
を
持
つ
も
の
に
違
い
な
い
。

「
妻
」
に
と
っ
て
は
再
び
裏
切
ら
れ
る
可
能
性
を
知
り
な
が
ら
出
し
た
電
報
で

あ
る
。「
妻
が
い
よ
〳
〵
堪
え
き
れ
な
く
な
つ
た
」
と
「
彼
」
が
思
う
の
は
、

そ
の
心
が
は
っ
き
り
分
か
っ
た
だ
ろ
う
。「
彼
」
に
と
っ
て
は
、「
女
」
に
会
っ

て
も
良
い
か
ら
帰
っ
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
寄
こ
し
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
だ
か

ら
「
二
十
分
程
で
支
度
し
、
漸
く
最
後
の
急
行
に
間
に
合
っ
た
」。
ま
さ
に
飛

び
立
つ
思
い
で
あ
る
。
翌
朝
京
都
に
着
い
た
「
彼
」
が
ま
ず
行
く
と
こ
ろ
が
ど

こ
か
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

＊

さ
て
、
相
容
れ
な
い
要
求
を
持
っ
た
夫
婦
の
物
語
は
夫
で
あ
る
「
彼
」
の
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〈
勝
利
〉
に
帰
し
た
。「
彼
」
の
「
我
」
は
貫
徹
さ
れ
た
。「
妻
」
の
苦
し
み
と

悲
し
み
を
承
知
し
て
い
な
が
ら
、
自
身
の
中
に
在
る
「
女
」
へ
の
執
着
に
こ
だ

わ
り
続
け
る
。
そ
う
い
う
「
彼
」
の
姿
に
は
、
た
と
え
そ
れ
を
「
ウ
ル
ト
ラ
・

エ
ゴ
イ
ス
ト
」（
小
林
秀
雄
（
と
し
て
の
志
賀
直
哉
と
重
ね
て
見
て
も
共
感
し

に
く
い
も
の
が
あ
る
。「
妻
以
外
の
女
を
愛
す
る
と
い
ふ
事
は
彼
で
は
甚
だ
稀

有
な
事
」（「
山
科
の
記
憶
」（
で
あ
っ
て
も
、
一
般
的
に
見
れ
ば
つ
ま
ら
ぬ
私

事
に
過
ぎ
な
い
。「
痴
情
」
は
「
彼
」
の
〈
勝
利
〉
を
告
げ
て
結
ば
れ
た
形
だ

が
、
ほ
ん
と
う
の
勝
利
者
は
む
し
ろ
「
妻
」
の
方
だ
ろ
う
。
電
報
を
読
ん
後
、

彼
は
「
病
気
で
も
悪
い
の
か
し
ら
？
」
と
「
母
」
に
聞
か
れ
て
「
私
が
道
楽
し

た
ん
で
す
。」
と
応
え
る
。
そ
れ
は
「
女
」
へ
の
執
着
は
「
恋
愛
」
な
の
だ
と

い
う
「
妻
」
に
対
す
る
自
己
主
張
（
そ
し
て
自
己
弁
護
（
の
拠
り
所
を
自
ら
放

棄
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
ま
た
思
い
が
け
な
く

も
「
彼
」
自
身
が
囚
わ
れ
た
心
か
ら
自
由
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
で

あ
り
、
主
題
の
完
成
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
山
科
の
記
憶
」
を
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
す
る
「
痴
情
」
は
以
上
の
よ
う
に
読
め

る
。
志
賀
の
私
小
説

（
（（
（

と
し
て
の
価
値
と
は
別
に
、
普
遍
的
な
主
題
を
追
求
し
た

作
品
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
痴
情
」
の

次
に
書
か
れ
た
「
晩
秋
」
は
、
先
述
し
た
登
場
人
物
の
命
名
（「
彼
」
以
外
は

皆
固
有
名
詞
が
付
い
た
人
物
で
あ
る
（
を
含
め
て
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
は
私
小
説

な
い
し
は
心
境
小
説
へ
の
は
っ
き
り
し
た
傾
斜
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は

「
瑣
事
」
を
取
り
込
み
な
が
ら
〈
山
科
も
の
全
体
（
が
私
小
説
に
回
収
さ
れ
て

行
く
事
態
が
進
行
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

「
山
科
の
記
憶
」「
痴
情
」「
晩
秋
」
と
数
ヶ
月
ず
つ
の
期
間
を
は
さ
ん
で
進

め
ら
れ
た
そ
の
仕
事
が
、「
女
」
へ
の
執
着
に
あ
き
ら
か
な
余
裕
が
生
じ
た
時

を
描
い
た
「
瑣
事
」
を
組
み
込
ん
で
、
危
機
の
発
端
か
ら
終
息
に
い
た
る
心
境

小
説
の
予
定
調
和
的
世
界
を
当
初
か
ら
目
指
し
た
も
の
と
見
る
か
。
そ
れ
と
も

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
が
、
結
果
的
に
そ
う
な
っ
た
と
見
る
か
。
こ
れ

は
こ
の
時
期
の
志
賀
の
文
学
を
考
え
る
場
合
ま
こ
と
に
興
味
深
い
問
題
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

注
１�

論
文
題
名
に
も
用
い
た
〈
山
科
も
の
〉
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
が
大
正
の
末
頃

京
都
の
山
科
に
住
ん
で
い
た
志
賀
直
哉
が
愛
人
を
作
り
、
そ
れ
が
妻
に
知
れ
た
出
来

事
の
顛
末
を
書
い
た
短
編
四
作
を
仮
に
総
称
し
た
も
の
で
、「
瑣
事
」（
大
正
一
四
年

九
月
『
改
造
』（、「
山
科
の
記
憶
」（
大
正
一
五
年
一
月
『
改
造
』（、「
痴
情
」（
大
正

一
五
年
四
月
『
改
造
』（、「
晩
秋
」（
大
正
一
五
年
九
月
『
文
芸
春
秋
』（
の
順
で
発
表

さ
れ
た
。
内
容
の
前
後
関
係
は
「
山
科
の
記
憶
」
─
「
痴
情
」
─
「
瑣
事
」
─
「
晩

秋
」
の
順
と
な
る
。

２�

高
田
瑞
穂
「『
山
科
の
記
憶
』
一
系
の
作
品
に
つ
い
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和

四
六
年
六
月
（

３�

管
見
に
入
っ
た
唯
一
の
例
外
と
し
て
小
林
幸
夫
「『
山
科
の
記
憶
』
論
─
〈
意
識
〉

の
病
」（『
作
新
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
11

昭
和
六
二
年
一
一
月
（
が
あ
る
。

４�

国
松
昭
「『
山
科
も
の
』
に
つ
い
て
（『
一
冊
の
講
座

志
賀
直
哉
』
昭
和
五
七
年

一
〇
月

有
精
堂
（

５�

中
村
智
「
志
賀
直
哉
『
山
科
も
の
』
論
」（『
山
口
国
文

第
十
八
号
』
一
九
九
五

年
三
月
（
は
比
較
的
最
近
の
も
の
で
、『
志
賀
文
学
の
文
脈
、
す
な
わ
ち
作
品
間
の
文

脈
な
ら
び
に
作
家
的
文
脈
を
『
山
科
も
の
』
読
解
の
補
助
線
と
す
る
」
と
い
う
方
針

に
徹
し
た
試
み
に
な
っ
て
い
る
。

６�
「
郁
子
」
の
名
は
、
近
い
と
こ
ろ
で
は
「
曇
り
日
」（『
新
潮
』
昭
和
二
年
一
月
（
の

妻
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

７
『
改
造
』
昭
和
三
年
七
月
。

８�

参
考
ま
で
に
「
瑣
事
」
の
結
び
を
引
い
て
お
く
。「『
此
処
か
ら
曲
が
つ
て
行
か
う
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か
…
…
」
彼
は
現
金
に
擦
違
ふ
と
直
ぐ
云
つ
た
。
そ
し
て
一
の
鳥
居
か
ら
曲
り
、
四

季
亭
の
下
か
ら
、
築
地
の
塀
に
つ
い
て
行
く
時
に
は
我
な
が
ら
可
笑
し
い
程
快
活
な

気
分
に
な
つ
て
、
此
間
其
処
の
鷺
池
で
活
動
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
強
い
若
侍

に
投
げ
込
ま
れ
た
悪
者
の
一
人
が
本
統
に
溺
れ
か
け
た
事
を
面
白
可
笑
し
く
話
し
な

が
ら
歩
い
て
ゐ
た
。」

９�

夫
婦
間
の
信
頼
が
プ
ロ
ッ
ト
に
大
き
く
関
わ
る
点
で
、「
山
科
の
記
憶
」
の
モ
チ
ー

フ
は
か
な
り
前
の
「
好
人
物
の
夫
婦
」（『
新
潮
』
大
正
六
年
八
月
（
の
変
奏
を
思
わ

せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

10�

拙
稿
「
志
賀
直
哉
の
文
体
─
覚
え
書
き
風
に
─
」（『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
二
五

年
一
一
月
（
参
照
。

11
『
志
賀
直
哉
』（
昭
和
三
三
年
九
月

五
月
書
房
（

12�

『
志
賀
直
哉
』（
一
九
九
四
年
七
月

岩
波
書
店
（、
引
用
は
新
潮
文
庫
（
平
成
九
年

八
月
（
に
よ
っ
た
。

1（�

志
賀
の
私
小
説
と
言
っ
て
も
〈
山
科
も
の
〉
は
事
実
と
の
照
合
が
困
難
な
点
に
大

き
な
問
題
が
あ
る
。
阿
川
弘
之
は
「
故
意
か
偶
然
の
結
果
か
は
分
ら
な
い
が
こ
の
時

期
の
志
賀
日
記
は
存
在
し
な
い
。
大
正
十
三
年
一
月
五
日
、
京
都
生
ま
れ
の
美
術
史

家
田
中
喜
作
に
誘
わ
れ
、『
梅
垣
と
い
ふ
宿
』
で
夜
を
徹
し
て
遊
ん
だ
記
述
を
最
後
に

途
切
れ
て
し
ま
い
、
十
三
年
十
四
年
の
二
年
間
完
全
な
ブ
ラ
ン
ク
で
、
日
記
書
き
が

再
開
さ
れ
る
の
は
、
大
正
十
五
年
の
元
旦
に
な
る
。」
と
書
い
て
い
る
が
、
現
在
に

至
っ
て
も
こ
の
間
の
日
記
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

�

出
来
事
の
経
緯
を
時
系
列
化
し
た
考
察
が
い
く
つ
か
あ
る
が
「
お
清
」
と
呼
ば
れ

る
女
性
と
の
関
係
や
そ
れ
が
露
見
し
た
こ
と
で
生
じ
た
い
さ
く
さ
は
ち
ょ
う
ど
こ
の

日
記
不
在
の
期
間
と
重
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
書
簡
な
ど
を
調
べ
て
も
関
連
の
記
述

は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
阿
川
に
よ
れ
ば
「
お
清
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
に
関
し

て
も
作
中
に
書
か
れ
た
以
上
の
こ
と
は
ま
る
で
不
明
な
の
だ
と
い
う
。
ど
う
も
信
じ

ら
れ
な
い
よ
う
な
話
で
、
同
じ
く
私
小
説
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
「
或
る
朝
」
や

「
母
の
死
と
新
し
い
母
」「
和
解
」
な
ど
を
想
起
す
れ
ば
そ
の
異
例
さ
を
思
わ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
〈
山
科
も
の
〉
は
私
小
説
と
見
な
さ
れ
な
が
ら

事
実
の
裏
づ
け
が
と
れ
な
い
と
い
う
不
可
思
議
な
作
品
で
あ
る
。

※
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
『
志
賀
直
哉
全
集
』（
一
九
七
三
年

岩
波
書
店
（
に
よ
っ
た
。

な
お
本
稿
は
昨
年
度
の
学
外
研
修
に
よ
る
成
果
の
一
端
で
あ
る
。

（
は
や
し
・
ひ
ろ
ち
か

本
学
教
授
（


