
230

隠された物語をもとめて　志賀直哉「城の崎にて」を中心に

（
一
五
）

（1）	

本
文
引
用
は
﹃
小
僧
の
神
様
・
城
の
崎
に
て
﹄（
新
潮
文
庫	

昭
43
）
を
使
用
し
て
い
る
。

（2）	
﹁
隠
さ
れ
た
物ナ
ラ
テ
ィ
ブ語﹂
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
よ
し
も
と
ば
な
な
﹃
キ
ッ
チ
ン
﹄
論
│
﹃
私
﹄
の
心
に
隠
さ
れ
た
物ナ
ラ
テ
ィ
ブ語﹂（﹃
総
合
文
化
論
叢
﹄
33
号
札
幌
大
学
２
０
１
２
・
３
）
に
も
そ
の
詳
細

を
示
し
て
い
る
。

（3）	
	﹁

青
年
期
﹂
と
は
一
般
的
に
、
児
童
期
と
成
人
期
の
中
間
に
位
置
す
る
、
現
代
日
本
社
会
に
お
い
て
は
10
～
30
歳
く
ら
い
の
若
者
を
指
す
広
い
概
念
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿

で
は
、
思
春
期
を
経
て
、
他
者
や
社
会
と
の
関
係
性
の
中
で
﹁
こ
れ
こ
そ
が
私
だ
﹂
と
言
え
る
﹁
私
﹂
を
捜
し
求
め
る
﹁
自
我
同
一
性
の
問
題
﹂
に
直
面
し
て
い
る
中
高
生
お
よ
び
大
学
生

の
年
代
を
指
し
て
い
る
。（
伊
藤
美
奈
子
編
﹃
思
春
期
・
青
年
期
臨
床
心
理
学
﹄（
朝
倉
書
店2006

）
を
参
照
）

（4）	

中
村
光
夫
は
、﹁
暗
夜
行
路
﹂（﹃
志
賀
直
哉
論
﹄
筑
摩
書
房	

昭
41	

ｐ
106
）
の
中
で
そ
の
屈
託
を
﹁
父
と
の
不
和
﹂
に
見
て
い
る
。

（5）	

宮
越
勉
﹁
志
賀
直
哉
︱
そ
の
青
春
の
終
焉
︱
﹂（﹃
文
芸
研
究
﹄
明
治
大
学
文
学
部
紀
要
１
９
８
１
）
ｐ
99　

宮
越
は
﹁
最
終
部
で
主
人
公
が
置
か
れ
た
状
況
は
、
本
多
秋
五
が
い
う
よ
う
に

﹃
新
し
い
視
界
が
ひ
ら
け
た
と
い
う
の
で
は
な
﹄
く
、﹃
そ
こ
に
凝
然
と
佇
立
し
て
い
る
。﹄
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
主
人
公
の
直
面
す
る
生
の
現
実
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
こ
と
か
。

そ
れ
は
作
者
志
賀
に
即
し
て
い
う
と
、
そ
の
父
と
の
不
和
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
だ
ろ
う
。﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。

（6）	

土
井
隆
義
﹃
友
だ
ち
地
獄
﹄（
ち
く
ま
新
書
２
０
０
８
）
ｐ
16

（7）	

土
居
健
郎
﹃﹁
甘
え
﹂
の
構
造
﹄（
弘
文
堂	

１
９
７
１
）
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﹁
気
分
﹂
が
こ
こ
で
は
﹁
心
﹂
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
奥
深
く
に
は
も
う
一
つ
別
の
﹁
心
﹂
が
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
け
ま
つ
げ
を
つ
け
て
た
と
え
自
信
が
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
は
ず
し
て
し
ま
え
ば
元
の
自

分
で
あ
る
。
そ
の
﹁
付
け
る
タ
イ
プ
の
魔
法
﹂
を
外
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
﹁
自
分
﹂
は
、
本
当
の
意
味
で
﹁
自
信
を
身
に
つ
け
﹂
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
解
消
し
、

幸
せ
な
気
持
ち
で
空
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
﹁
気
分
﹂
の
さ
ら
に
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
う
一
つ
の
﹁
心
﹂
の
存
在
を
見
失
っ
て

は
な
ら
な
い
。

﹁
城
の
崎
に
て
﹂の
語
り
手
も
、振
り
返
っ
て
み
れ
ば
こ
の﹁
気
分
﹂に
左
右
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
物
語
の
最
後
に
至
っ
た
心
境
も﹁
自
分
は
そ
れ
に
対
し
、

感
謝
し
な
け
れ
ば
済
ま
ぬ
よ
う
な
気
も
し
た

0

0

0

0

0

0

0

﹂﹁
そ
れ
程
に
差
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
た

0

0

0

0

0

0

0

﹂（
傍
点
筆
者
）
と
、
あ
く
ま
で
も
﹁
気
分
﹂
と
し
て
実
感
し
た
と
こ
ろ

で
、
こ
の
療
養
地
を
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼
自
身
、
そ
の
心
の
奥
に
あ
る
は
ず
の
感
情
に
迫
る
こ
と
な
く
、
本
当
の
心
の
奥
に
あ
る
自
分
の
気
持
ち
に
働
き

か
け
な
い
ま
ま
で
、
表
面
的
な
﹁
気
分
﹂
に
任
せ
て
こ
の
滞
在
を
終
え
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
、
何
よ
り
の
問
題
か
も
し
れ
な
い
。
彼
自
身
が
﹁
心
の
二
重
性
﹂

に
気
づ
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
自
身
が
抱
え
る
︿
心
の
闇
﹀
に
到
達
す
る
こ
と
は
到
底
あ
る
ま
い
。

自
分
が
変
わ
る
た
め
に
ま
ず
﹁
心
﹂
を
変
え
る
。
言
い
古
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
﹁
心
﹂
に
は
、
表
面
に
現
れ
る
﹁
気
分
﹂
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
、
も

し
か
し
た
ら
自
分
も
意
識
し
え
な
い
︿
心
﹀
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
今
の
時
代
を
生
き
る
若
者
は
ど
の
く
ら
い
意
識
的
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ

も
こ
の
︿
心
の
二
重
性
﹀
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、﹁
人
は
言
葉
に
は
表
れ
な
い
と
こ
ろ
に
別
の
思
い
を
持
っ
て
い
る
﹂
な
ど
と
い
う
言
葉
も
宙
に
浮

い
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
文
学
作
品
に
﹁
隠
さ
れ
た
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語﹂
を
見
つ
け
る
授
業
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
青
年
期
に
あ
る
若
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ど

う
育
て
る
か
と
い
う
問
題
に
、
ま
た
別
の
形
で
迫
る
問
題
を
提
起
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
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い
く
ら
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
反
省
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
反
省
を
ふ
ま
え
て
な

お
、
も
う
一
点
考
察
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

い
ー
な
い
ー
な
そ
れ
い
い
な
ー

ぱ
っ
ち
り
ぱ
っ
ち
り
そ
れ
い
い
な

い
ー
な
い
ー
な
そ
れ
い
い
な
ー

気
分
も
上
を
向
く

付
け
る
タ
イ
プ
の
魔
法
だ
よ

自
信
を
身
に
つ
け
て
見
え
る
世
界
も
変
わ
る
か
な

　
同
じ
空
が
ど
う
見
え
る
か
は

心
の
角
度
し
だ
い
だ
か
ら

	

（
つ
け
ま
つ
け
る
／
き
ゃ
り
ー
ぱ
み
ゅ
ぱ
み
ゅ　

作
詞
・
作
曲　

中
田
ヤ
ス
タ
カ
）

こ
れ
は
あ
る
流
行
歌
か
ら
歌
詞
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
詞
の
語
り
手
は
、
女
の
子
は
﹁
つ
け
ま
つ
げ
﹂
を
つ
け
る
こ
と
で
﹁
自
信
を
身
に
つ
け

て
﹂﹁
見
え
る
世
界
が
変
わ
る
﹂
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
﹁
同
じ
空
が
ど
う
見
え
る
か
は
﹂﹁
心
の
角
度
し
だ
い
﹂
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

外
見
が
変
わ
れ
ば
自
信
が
つ
い
て
、自
分
自
身
の
見
え
る
世
界
も
、そ
し
て
﹁
心
﹂
も
変
わ
る
と
い
う
。
し
か
し
﹁
心
の
角
度
﹂
と
い
う
限
り
、そ
の
﹁
心
﹂
と
は
、

あ
く
ま
で
も
外
側
か
ら
見
え
る
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
自
分
に
自
信
が
つ
い
て
幸
せ
気
分
で
空
を
見
上
げ
れ
ば
、
ど
ん
よ
り
し
た
曇
り
空
が
力
強
く
頼

も
し
く
見
え
る
。
逆
に
自
信
を
失
い
絶
望
的
な
気
分
で
空
を
見
上
げ
る
と
、
高
く
青
い
空
も
か
ら
っ
ぽ
で
天
井
の
抜
け
た
無
表
情
に
見
え
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
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ら
れ
て
い
る
か
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
た
。
参
加
学
生
は
み
な
そ
の
説
明
に
納
得
し
、﹁
死
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
は
な
く
、生
の
世
界
と
地
続
き
に
あ
る
も
の
だ
﹂

と
い
う
こ
と
に
語
り
手
が
気
づ
き
、
心
に
平
穏
が
訪
れ
た
物
語
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。

そ
の
上
で
授
業
者
で
あ
る
筆
者
は
、
一
つ
の
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。﹁
語
り
手
は
本
当
に
そ
れ
で
死
の
恐
怖
を
解
消
で
き
た
の
か
。
鼠
が
死
に
瀕
し
て
も
が
く

姿
に
語
り
手
は
﹁
恐
ろ
し
さ
﹂
を
感
じ
、﹁
嫌
な
気
持
ち
﹂
を
抱
い
て
い
る
が
、
こ
の
気
持
ち
は
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。﹂
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
語
り

手
は
実
際
、
三
年
以
上
経
っ
た
語
り
の
現
在
に
お
い
て
﹁
自
分
は
脊
椎
カ
リ
エ
ス
に
な
る
だ
け
は
助
か
っ
た
。﹂
と
記
し
て
い
る
が
、﹁
だ
け
﹂
と
す
る
限
り
、
何

か
わ
だ
か
ま
り
が
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
こ
の
﹁
恐
ろ
し
さ
﹂
と
関
係
し
な
い
の
か
。
と
い
う
内
容
を
含
め
、
２
週
目
に
向
け
て
の
課
題
と
し
て

担
当
学
生
に
示
し
た
。

担
当
学
生
は
皆
で
話
し
合
い
、
語
り
手
の
言
動
に
は
フ
ロ
イ
ト
の
﹁
防
衛
機
制
﹂
の
ご
と
き
、
自
分
が
目
を
背
け
た
い
現
実
か
ら
目
を
そ
ら
す
た
め
の
﹁
合
理

化
﹂
作
用
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
た
。
蠑
螈
に
石
を
投
げ
る
行
為
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
語
り
手
が
な
ぜ
﹁
恐
ろ
し
さ
﹂
と
向

き
合
お
う
と
し
な
い
の
か
と
い
う
、
彼
が
抱
え
て
い
る
根
源
的
な
不
安
の
問
題
に
ま
で
迫
る
と
こ
ろ
ま
で
は
行
き
つ
か
な
か
っ
た
。

（３）　

考
察

　
そ
も
そ
も
筆
者
が
要
求
し
た
、
語
り
手
が
鼠
の
時
に
感
じ
た
︿
死
に
至
る
不
安
﹀
に
関
す
る
言
説
が
消
え
て
し
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
、
こ
の
問
い
か
け

そ
の
も
の
が
学
生
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
抽
象
的
で
難
し
い
内
容
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
手
が
か
り
に
な
る
も
の
は
物
語
上
の
言
説
し
か
な
く
、
実
際
こ
こ

に
﹁
答
え
﹂
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
後
は
彼
ら
が
﹁
想
像
力
﹂
と
経
験
か
ら
紡
い
で
い
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
だ
人
生
経
験
の
浅
い
学
生

に
は
確
か
に
あ
ま
り
に
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
。
ま
し
て
や
こ
こ
で
語
り
手
が
抱
え
て
い
る
の
は
︿
死
に
至
る
不
安
﹀
と
い
う
、
２
０
歳
前
後
の
若
者
で
あ
れ
ば
、
も

し
か
し
た
ら
想
像
す
ら
し
な
い
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
実
感
と
し
て
語
り
手
に
共
感
で
き
な
け
れ
ば
、﹁
想
像
力
﹂
す
ら
働
か
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
筆
者
自
身
の
教
材
選
定
の
問
題
か
も
し
れ
な
い
。
同
じ
よ
う
な
テ
ー
マ
で
学
生
た
ち
に
と
っ
て
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
教
材
は
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の
部
分
を
読
み
取
る
力
が
豊
か
に
備
わ
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
こ
れ
が
難
し
い
。
言
わ
れ
た
こ
と
を
額
面
通
り
に
受
け
取
っ

て
し
ま
う
。
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
想
像
す
ら
し
な
い
。
そ
の
結
果
一
面
的
な
人
間
理
解
の
ま
ま
、表
面
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

﹁
城
の
崎
に
て
﹂
の
語
り
手
は
、言
説
上
は
こ
の
温
泉
へ
や
っ
て
来
て
心
が
落
ち
着
き
﹁
静
か
な
﹂
気
持
ち
に
な
る
。
そ
し
て
蜂
や
鼠
や
蠑
螈
の
死
に
接
し
て
﹁
生

き
て
い
る
事
と
死
ん
で
了
っ
て
い
る
事
は
両
極
で
は
な
い
﹂
と
い
う
思
い
に
至
り
、
こ
の
地
を
後
に
す
る
。
あ
た
か
も
﹁
死
﹂
へ
の
恐
怖
を
拭
い
去
り
、
安
心
し

て
城
崎
を
去
っ
た
よ
う
な
も
の
言
い
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
語
り
手
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
し
て
も
事
故
か
ら
お
よ
そ
三
年
間
は

﹁
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
い
う
不
安
か
ら
抜
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
現
実
だ
。
そ
の
気
持
ち
に
即
し
て
読
む
と
、
語
り
手
の
恐
怖
は
い
か
な
る
気
分
転
換
を

は
か
っ
て
も
、
い
か
に
有
効
な
治
療
を
受
け
て
も
、
根
源
的
に
残
り
続
け
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
気
持
ち
を
抱
え
た
ま
ま
、
彼
は
物
語
の
中
に
佇
ん
で
い
る

こ
と
が
よ
く
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
物
語
ら
れ
た
言
説
で
は
な
く
、
語
り
手
の
置
か
れ
た
状
況
か
ら
読
み
取
っ
て
ほ
し
い
。
そ
れ
は
彼
ら
の
日
常
に
お
い

て
も
、
そ
の
よ
う
な
心
が
け
で
人
と
接
し
て
ほ
し
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
実
際
の
授
業
で
は
、
困
難
を
極
め
た
。

（２）　

授
業
実
践
の
概
要

演
習
で
は
、
毎
回
担
当
の
学
生
（
３
～
４
名
）
を
決
め
、
彼
ら
が
主
体
と
な
っ
て
授
業
を
執
り
行
う
。
各
グ
ル
ー
プ
に
つ
き
２
週
を
与
え
、
１
週
目
は
彼
ら
が

与
え
ら
れ
た
作
品
に
つ
い
て
自
由
に
テ
ー
マ
を
決
め
、
あ
ら
か
じ
め
自
分
た
ち
で
用
意
し
た
発
問
を
参
加
学
生
に
投
げ
か
け
な
が
ら
、
当
の
テ
ー
マ
に
迫
る
よ
う

な
仕
掛
け
を
作
る
。
一
方
２
週
目
に
向
け
て
は
、
授
業
者
で
あ
る
筆
者
が
必
要
に
応
じ
て
介
在
す
る
。
１
週
目
で
テ
ー
マ
に
上
手
く
迫
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
１

週
目
の
終
わ
り
に
何
ら
か
の
ヒ
ン
ト
を
出
し
、方
向
修
正
を
迫
る
。
筆
者
自
身
の
テ
ー
マ
は
作
品
の
中
か
ら
﹁
隠
さ
れ
た
物ナ
ラ
テ
ィ
ブ語﹂
を
導
き
出
す
こ
と
で
あ
る
が
、﹁
城

の
崎
に
て
﹂
で
は
、
先
述
の
通
り
、
語
り
手
の
言
説
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
︿
心
の
闇
﹀
の
部
分
に
気
づ
か
せ
よ
う
と
試
み
た
。

１
週
目
は
、
担
当
学
生
が
い
く
つ
か
の
先
行
論
文
を
引
い
た
上
で
の
詳
細
な
テ
ク
ス
ト
分
析
が
示
さ
れ
た
。
語
り
手
が
物
語
の
最
後
に
﹁
生
き
て
い
る
事
と
死

ん
で
了
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
は
両
極
で
は
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
心
境
に
至
る
ま
で
に
、
蜂
、
鼠
、
蠑
螈
と
い
う
生
き
物
の
モ
チ
ー
フ
が
ど
う
効
果
的
に
用
い
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３
．
授
業
実
践
報
告

（１）　

教
材
選
定
の
意
図

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
筆
者
は
﹁
城
の
崎
に
て
﹂
に
お
い
て
、
表
面
上
の
言
説
と
は
う
ら
は
ら
に
、
何
か
言
葉
に
し
え
な
い
思
い
を
抱
え
て
生
き
ざ
る
を
得

な
い
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
そ
の
言
説
上
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
﹁
隠
さ
れ
た
物ナ
ラ
テ
ィ
ブ語﹂
を
、
演
習
に
参
加
す
る
学
生
に
読
み

取
ら
せ
た
い
と
考
え
、
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
。

教
育
現
場
の
中
で
日
頃
子
ど
も
た
ち
と
接
し
て
い
て
た
び
た
び
思
う
の
は
、
彼
ら
が
語
る
会
話
の
中
に
、
語
ら
れ
た
内
容
と
本
音
の
気
持
ち
が
上
手
く
対
応
し

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ち
ぐ
は
ぐ
な
言
説
が
増
え
て
い
る
と
い
う
実
感
で
あ
る
。
友
人
に
言
わ
れ
た
何
気
な
い
一
言
に
傷
つ
き
、﹁
も
う
顔
も
見

る
の
も
嫌
だ
﹂
と
言
っ
て
い
た
生
徒
が
、
そ
の
相
手
が
い
ざ
目
の
前
に
来
る
と
ま
る
で
何
ご
と
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
嫌
な
顔
一
つ
せ
ず
平
然
と
対
応
し
て

い
た
り
す
る
。
み
ん
な
の
前
で
ふ
ざ
け
た
軽
妙
な
発
言
で
笑
わ
せ
た
学
生
が
、
後
に
そ
れ
は
﹁
そ
の
場
の
空
気
を
読
ん
で
発
言
し
た
﹂、
決
し
て
本
音
で
は
な
い

内
容
だ
と
わ
ざ
わ
ざ
弁
解
し
に
来
た
り
す
る
。
土
井
隆
義
は
﹁
現
代
の
若
者
た
ち
は
、
自
分
の
対
人
レ
ー
ダ
ー
が
間
違
い
な
く
作
動
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
つ
ね

に
確
認
し
あ
い
な
が
ら
人
間
関
係
を
営
ん
で
い
る
﹂
の
が
特
徴
で
あ
り
、﹁
周
囲
の
人
間
と
衝
突
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
き
わ
め
て
異
常
な
事
態
で
あ
り
、

相
手
か
ら
反
感
を
買
わ
な
い
よ
う
に
つ
ね
に
心
が
け
る
こ
と
が
、
学
校
で
の
日
々
を
生
き
抜
く
知
恵
と
し
て
強
く
要
求
さ
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
（6）
。
相
手
と
の
衝

突
を
極
力
避
け
、
な
る
べ
く
反
感
を
買
わ
な
い
よ
う
な
言
葉
を
選
ん
で
発
す
る
こ
と
が
第
一
義
と
な
り
、
発
話
者
の
本
音
は
二
義
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
。
も
し
そ
の
傾
向
が
確
か
な
ら
ば
、
会
話
の
や
り
と
り
の
中
で
相
手
の
本
音
を
探
ろ
う
と
し
た
ら
、
聞
く
側
は
心
し
て
そ
の
﹁
裏
﹂
を
読
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
間
関
係
に
お
い
て
実
に
面
倒
な
世
の
中
で
あ
る
が
、
こ
と
は
若
者
ば
か
り
で
は
な
い
。
社
会
全
体
の
言
説
自
体
が
﹁
本

音
よ
り
建
前
﹂
に
満
ち
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
土
居
健
郎
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
い
ま
や
日
本
人
の
典
型

的
思
考
パ
タ
ー
ン
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
（7）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
日
本
社
会
に
生
き
る
私
た
ち
に
は
、こ
れ
ま
で
以
上
に
言
説
の
裏
側
に
あ
る﹁
本
音
﹂
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（４）　

語
り
手
の
現
在

語
り
手
は
三
年
以
上
前
の
、
こ
の
城
崎
で
の
物
語
り
を
終
え
た
後
、
今
現
在
の
心
境
と
し
て
最
後
に
﹁
自
分
は
脊
椎
カ
リ
エ
ス
に
な
る
だ
け
は
助
か
っ
た
﹂
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
彼
は
、
よ
う
や
く
︿
脊
椎
カ
リ
エ
ス
に
か
か
っ
て
苦
し
ん
で
死
ぬ
﹀
と
い
う
恐
怖
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し

そ
れ
は
﹁
だ
け
﹂
と
い
う
副
助
詞
と
と
も
に
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
彼
が
今
も
な
お
同
様
の
苦
し
み
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
実
際
に
彼
が
今
も
な
お
何
に
怯
え
、
何
を
恐
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
言
説
上
ど
こ
に
も
語
ら
れ
て
お
ら
ず
本
当
の
と
こ
ろ
は
わ
か

ら
な
い
。
し
か
し
彼
が
も
し
城
崎
の
体
験
で
実
存
的
に
得
た
あ
の
﹁
生
き
物
の
淋
し
さ
﹂
の
感
覚
が
今
も
な
お
残
っ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
彼
が
電
車

の
事
故
で
感
じ
た
︿
死
の
恐
怖
﹀
も
︿
死
に
至
る
苦
し
み
﹀
も
、
形
を
変
え
て
残
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
生
き
物
の
宿
命
で
あ
る
と
い
う
、
あ
の
根

源
的
な
存
在
不
安
に
今
も
苦
し
み
続
け
て
い
る
こ
と
の
表
れ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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苦
し
む
﹁
恐
ろ
し
さ
﹂
の
感
覚
が
伴
っ
て
い
た
が
、
蠑
螈
の
場
合
、
言
説
上
で
は
そ
の
よ
う
な
恐
怖
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
代
わ
り
に
、
こ
の
﹁
不
意

な
死
﹂
に
対
し
て
﹁
蠑
螈
の
身
に
自
分
が
な
っ
て
そ
の
心
持
ち
を
感
じ
た
﹂
時
、
彼
は
﹁
か
わ
い
そ
う
に
思
う
と
同
時
に
生
き
物
の
寂
し
さ
を
一
緒
に
感
じ
﹂
て

い
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語は
進
ん
で
い
く
。

自
分
は
偶
然
に
死
な
な
か
っ
た
。
蠑
螈
は
偶
然
に
死
ん
だ
。
自
分
は
淋
し
い
気
持
に
な
っ
て
、
漸
く
足
元
の
見
え
る
路
を
温
泉
宿
の
方
に
帰
っ
て
来
た
。

遠
く
町
端
れ
の
灯
が
見
え
出
し
た
。
死
ん
だ
蜂
は
ど
う
な
っ
た
か
。
そ
の
後
の
雨
で
も
う
土
の
下
に
入
っ
て
了
っ
た
ろ
う
。
あ
の
鼠
は
ど
う
し
た
ろ
う
。

海
へ
流
さ
れ
て
、
今
頃
は
そ
の
水
ぶ
く
れ
の
し
た
体
を
塵
芥
と
一
緒
に
海
岸
へ
で
も
打
ち
あ
げ
ら
れ
て
い
る
事
だ
ろ
う
。
そ
し
て
死
な
な
か
っ
た
自
分
は

今
こ
う
し
て
歩
い
て
い
る
。
そ
う
思
っ
た
。
自
分
は
そ
れ
に
対
し
、
感
謝
し
な
け
れ
ば
済
ま
ぬ
よ
う
な
気
も
し
た
。
し
か
し
実
際
喜
び
の
感
じ
は
湧
き
上
っ

て
は
来
な
か
っ
た
。
生
き
て
い
る
事
と
死
ん
で
了
っ
て
い
る
事
と
、
そ
れ
は
両
極
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
程
に
差
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。

彼
の
感
じ
る
﹁
生
き
物
の
淋
し
さ
﹂
は
、自
分
の
﹁
淋
し
い
気
持
ち
﹂
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
蜂
も
鼠
も
蠑
螈
も
み
な
死
ん
だ
が
、自
分
は
﹁
偶
然
に
﹂
生
き
残
っ

て
い
る
。﹁
偶
然
に
﹂
死
ん
だ
蠑
螈
は
、
も
し
自
分
の
石
が
狙
い
通
り
に
﹁
蠑
螈
を
驚
か
し
て
水
へ
入
れ
﹂
る
だ
け
だ
っ
た
な
ら
ば
、
死
な
ず
に
﹁
死
の
苦
し
み
﹂

を
味
わ
い
続
け
る
運
命
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
蠑
螈
は
そ
の
意
図
に
反
し
て
﹁
偶
然
に
﹂
死
に
、﹁
静
か
な
﹂
死
が
訪
れ
た
。
一
方
自
分
は
﹁
偶
然
に
﹂

死
な
な
か
っ
た
た
め
に
今
こ
こ
に
い
る
が
、
そ
の
心
境
と
し
て
は
生
に
﹁
感
謝
﹂
す
る
気
も
起
こ
ら
ず
、﹁
喜
び
の
感
じ
は
湧
き
上
が
っ
て
﹂
は
こ
な
い
。
む
し

ろ
こ
れ
か
ら
先
、
脊
椎
カ
リ
エ
ス
に
な
っ
て
死
ぬ
ま
で
苦
し
む
運
命
を
背
負
う
可
能
性
も
残
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
を
と
っ
て
も
生
き
物
に
﹁
淋
し
さ
﹂
は
つ
い
て

回
る
も
の
な
の
だ
。︿
生
き
て
い
て
も
死
ん
で
し
ま
っ
て
も
実
存
的
に
生
き
物
は
淋
し
い
も
の
﹀、そ
れ
が
彼
の
感
じ
た
﹁
生
き
物
の
淋
し
さ
﹂
だ
と
し
た
な
ら
ば
、

こ
の
﹁
生
き
て
い
る
こ
と
と
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
は
両
極
で
は
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
気
づ
き
は
、
彼
に
と
っ
て
お
よ
そ
﹁
至
福
の
状
態
﹂
（4）	

と

は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
他
に
具
体
的
な
屈
託
が
あ
っ
て
心
が
晴
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
（5）
。
ど
こ
か
人
間
に
お
け
る
根
源
的
な
存
在
不
安
に
通
じ

る
よ
う
な
、
ど
こ
に
も
解
決
の
向
け
ど
こ
ろ
の
な
い
よ
う
な
、
実
際
に
語
り
手
が
身
体
的
に
実
感
し
た
﹁
足
の
踏
む
感
覚
も
視
覚
を
離
れ
て
、
如
何
に
も
不
確
か
﹂

な
心
の
状
態
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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（３）　
﹁
生
き
も
の
の
淋
し
さ
﹂

と
こ
ろ
が
こ
の
語
り
手
に
は
、
次
に
出
会
っ
た
蠑
螈
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
、
ま
た
別
の
感
興
が
訪
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語は
終
結
し
、
こ
の
﹁
嫌

な
気
持
ち
﹂﹁
恐
ろ
し
さ
﹂
の
感
覚
は
、
言
説
上
か
ら
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

﹁
あ
る
夕
方
﹂、い
つ
も
の
散
歩
道
で
こ
の
日
語
り
手
は
﹁
蠑
螈
﹂
と
出
会
う
。﹁
蠑
螈
﹂
は
語
り
手
に
と
っ
て
﹁
好
き
で
も
嫌
い
で
も
な
い
﹂
生
き
物
で
あ
る
が
、

﹁
宿
屋
の
流
し
水
の
出
る
所
に
集
ま
っ
て
い
る
﹂蠑
螈
を
よ
く
眺
め
た
経
験
か
ら
、﹁
蠑
螈
を
見
る
と
そ
れ
が
想
い
浮
ぶ
﹂た
め
に
彼
は﹁
蠑
螈
を
見
る
こ
と
を
嫌
っ
﹂

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
時
彼
は
ど
う
い
う
わ
け
か﹁
蠑
螈
を
驚
か
し
て
水
へ
入
れ
よ
う
と
﹂思
い
立
つ
。﹁
不
器
用
に
か
ら
だ
を
振
り
な
が
ら
歩
く
形
が
想
わ
れ
た
﹂

か
ら
と
い
う
。
こ
の
い
た
ず
ら
め
い
た
行
為
の
意
味
す
る
も
の
は
何
か
。
こ
こ
で
彼
は
単
な
る
思
い
つ
き
で
こ
の
行
動
を
し
て
い
る
の
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ

の
意
味
は
何
か
。

筆
者
の
見
解
と
し
て
は
、以
下
の
通
り
で
あ
る
。彼
に
と
っ
て﹁
蠑
螈
﹂は
、﹁
宿
屋
の
流
し
水
﹂で
も
が
く
生
き
も
の
で
あ
る
。水
を
求
め
て
蠑
螈
は
こ
こ
に
集
ま
っ

て
く
る
わ
け
だ
が
、﹁
流
し
﹂
に
集
ま
っ
た
が
最
後
、
そ
れ
ら
は
な
か
な
か
自
分
か
ら
は
出
ら
れ
な
い
。
蠑
螈
は
集
団
で
水
を
求
め
て
流
し
に
集
ま
っ
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
が
、
そ
れ
は
蠑
螈
に
と
っ
て
は
ア
リ
地
獄
の
よ
う
な
場
所
で
あ
る
。
一
度
入
っ
て
し
ま
っ
た
ら
最
後
、
外
に
出
た
く
て
も
が
い
て
も
自
分
の
力
で

は
出
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
生
き
よ
う
と
必
死
で
も
が
い
て
い
た
あ
の
鼠
の
姿
と
重
な
る
光
景
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
語
り
手
が
蠑
螈
に
し
よ
う
と
し

た
行
為
は
、意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
、こ
の
生
き
も
の
に
対
し
て
﹁
生
き
よ
う
と
必
死
で
も
が
く
﹂﹁
死
の
直
前
の
苦
し
み
﹂
の
再
現
な
の
で
は
な
い
か
。

か
つ
て
箱
根
で
よ
く
見
た
蠑
螈
の
光
景
を
語
り
手
が
嫌
う
の
は
、
鼠
と
同
様
、
死
に
た
く
な
く
て
も
が
く
姿
を
厭
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
こ
こ
で
再
び
見
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
思
い
が
け
ず
、
彼
が
蠑
螈
を
苦
し
め
よ
う
と
し
て
投
げ
た
石
は
、
結
果
的
に
蠑
螈
の
﹁
致
命
傷
﹂
と
な
り
、
む
し
ろ
あ
っ
け
な
く
死
ん
で
し
ま
う
。
そ

し
て
自
分
の
投
げ
た
石
が
﹁
偶
然
﹂
蠑
螈
を
殺
し
て
し
ま
う
結
果
と
な
っ
た
こ
と
。
こ
れ
が
語
り
手
の
﹁
妙
な
嫌
な
気
﹂
を
引
き
起
こ
す
。

こ
の
﹁
嫌
な
気
﹂
は
、
数
日
前
に
彼
が
鼠
を
見
て
感
じ
た
気
持
ち
と
ど
う
関
わ
り
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
鼠
の
時
に
感
じ
た
﹁
嫌
な
﹂
気
持
ち
に
は
、
死
ぬ
前
に
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れ
が
本
統
な
の
だ
﹂
と
思
い
、﹁
自
分
が
希
っ
て
い
る
静
か
さ
の
前
に
、
あ
あ
い
う
苦
し
み
の
あ
る
事
は
恐
ろ
し
い
事
﹂
と
考
え
る
。﹁
死
後
の
静
寂
に
親
し
み
を

持
つ
に
し
ろ
、死
に
到
達
す
る
ま
で
の
あ
あ
い
う
動
騒
は
恐
ろ
し
い
﹂と
考
え
、﹁
今
自
分
に
あ
の
鼠
の
よ
う
な
事
が
起
っ
た
ら
自
分
は
ど
う
す
る
だ
ろ
う
﹂と
し
て
、

あ
の
電
車
に
跳
ね
ら
れ
た
事
故
の
後
に
自
分
が
し
た
行
動
を
改
め
て
振
り
返
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
と
っ
さ
の
判
断
で
自
分
で
病
院
を
決
め
、
半
分
意
識
を

失
っ
た
状
態
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
分
の
指
示
で
治
療
を
受
け
る
手
は
ず
を
整
え
る
。﹁
自
分
で
は
不
思
議
﹂
な
く
ら
い
に
﹁
死
の
恐
怖
に
襲
わ
れ
な
か
っ
た
﹂
が
、

事
故
に
よ
っ
て
負
っ
た
傷
が
﹁
フ
ェ
ー
タ
ル
な
傷
じ
ゃ
な
い
﹂
と
わ
か
る
と
、﹁
亢
奮
か
ら
﹂﹁
非
常
に
快
活
﹂
に
な
っ
た
自
分
の
姿
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
。

川
で
死
に
瀕
し
て
い
る
鼠
が
助
か
ろ
う
と
し
て
も
が
く
の
は
、﹁
死
の
恐
怖
﹂
か
ら
で
は
な
い
。
そ
の
本
能
で
生
き
よ
う
と
も
が
い
て
い
る
。
語
り
手
は
そ
の

姿
を
見
て
、
事
故
の
時
の
自
分
と
重
ね
る
。
あ
の
時
自
分
は
確
か
に
﹁
死
の
恐
怖
﹂
の
な
い
ま
ま
に
、
い
わ
ば
生
き
よ
う
と
し
て
も
が
い
た
。
そ
れ
は
鼠
同
様
、

本
能
の
な
せ
る
わ
ざ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
今
、
自
分
は
鼠
が
生
き
よ
う
と
最
期
の
悪
あ
が
き
を
し
て
い
る
姿
を
直
視
で
き
な
い
。
そ
の
姿
を
目

の
当
た
り
に
し
て
﹁
嫌
な
気
持
ち
﹂
に
な
り
、
死
ぬ
前
に
﹁
あ
あ
い
う
苦
し
み
の
あ
る
事
は
恐
ろ
し
い
﹂
と
実
感
し
て
い
る
。

こ
の
鼠
の
姿
を
見
た
時
に
感
じ
た
、
語
り
手
の
心
情
に
思
い
を
重
ね
て
み
る
。
語
り
手
自
身
は
、
こ
の
鼠
の
姿
を
見
て
感
じ
た
﹁
嫌
な
﹂
感
情
を
、
そ
の
後
一

切
言
説
上
か
ら
排
除
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
普
通
の
感
覚
で
考
え
た
ら
、
こ
こ
で
感
じ
た
︿
死
ぬ
ま
で
苦
し
み
続
け
る
﹀
こ
と
に
対
す
る
︿
恐
怖
﹀
は
簡
単
に

消
え
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
語
り
手
が
こ
の
温
泉
を
訪
れ
た
目
的
は
、
背
中
の
傷
が
脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
な
っ
て
﹁
致
命
傷
﹂
に
な
る
こ
と
を

恐
れ
た
、
そ
の
﹁
要
心
﹂
の
た
め
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
は
い
ま
だ
︿
死
に
対
す
る
恐
怖
﹀
を
拭
い
き
れ
な
い
ま
ま
、
今
こ
こ
に
立
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
期
に
及
ん
で
自
分
の
境
遇
と
重
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
鼠
と
出
会
い
、
改
め
て
︿
死
ぬ
ま
で
苦
し
み
続
け
る
﹀
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
を

目
の
当
た
り
に
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
ど
ん
な
に
苦
し
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
﹁
嫌
な
﹂
気
持
ち
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
不
快
感
は
、
彼
自

身
が
抱
え
て
い
る
現
在
の
︿
恐
怖
﹀
と
結
び
つ
く
、
決
し
て
拭
い
去
れ
な
い
﹁
恐
ろ
し
さ
﹂
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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と
い
う
限
り
、
そ
の
﹁
感
じ
た
か
っ
た
﹂
思
い
は
、
語
り
手
の
中
で
す
で
に
実
感
の
と
も
な
わ
な
い
気
持
ち
と
し
て
う
や
む
や
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に

な
る
が
、
彼
は
少
な
く
と
も
一
度
は
、
自
分
が
生
か
さ
れ
た
の
は
何
か
の
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
れ
も

こ
こ
に
滞
在
す
る
中
で
﹁
妙
に
自
分
の
心
は
静
ま
﹂
り
、
彼
の
気
持
ち
の
ど
こ
か
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
語
り
手
の
心
に
は
こ
の
時
、﹁
何
か
し
ら

死
に
対
す
る
親
し
み
が
起
こ
っ
て
い
た
﹂
と
し
て
、
か
え
っ
て
﹁
死
﹂
に
対
す
る
肯
定
的
な
気
持
ち
が
浮
か
ん
で
い
る
。

そ
の
よ
う
な
中
で
語
り
手
は
あ
る
日
、﹁
一
疋
の
蜂
が
玄
関
の
屋
根
で
死
ん
で
い
る
の
を
見
つ
け
﹂
る
。﹁
忙
し
く
立
働
い
て
﹂﹁
如
何
に
も
生
き
て
い
る
物
と

い
う
感
じ
を
与
え
﹂
て
い
る
他
の
蜂
と
は
対
照
的
に
﹁
如
何
に
も
死
ん
だ
も
の
と
い
う
感
じ
を
与
え
る
﹂
こ
の
死
ん
だ
蜂
を
、
彼
は
三
日
間
、
雨
が
降
っ
て
死
骸

が
流
さ
れ
て
し
ま
う
ま
で
、
放
置
し
た
ま
ま
眺
め
続
け
て
い
た
。
彼
に
と
っ
て
そ
れ
は
﹁
如
何
に
も
静
か
な
感
じ
を
与
え
﹂﹁
淋
し
﹂
い
姿
に
映
っ
た
。
そ
し
て

こ
の
時
語
り
手
は
﹁
自
分
は
そ
の
静
か
さ
に
親
し
み
を
感
じ
た
﹂
と
い
う
。

物
語
上
の
言
説
を
た
ど
る
限
り
、こ
の
時
点
で
彼
は
自
分
が
﹁
死
﹂
と
い
う
も
の
を
﹁
静
か
﹂
で
﹁
淋
し
い
﹂
も
の
と
と
ら
え
、そ
の
上
で
そ
の
﹁
静
か
さ
﹂
に
﹁
親

し
み
﹂
を
感
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
来
る
前
に
考
え
て
い
た
﹁
自
分
に
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
が
あ
る
﹂
と
い
う
﹁
生
へ
の
意
欲
﹂
を
感
じ
た
い
と
い
う
思

い
は
気
持
ち
の
彼
方
に
追
い
や
ら
れ
、
む
し
ろ
﹁
死
﹂
は
彼
に
と
っ
て
﹁
親
し
み
を
感
じ
﹂
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（２）　
﹁
寂
し
い
嫌
な
気
持
ち
﹂

　
そ
の
後
ほ
ど
な
く
し
て
、
彼
は
あ
る
日
の
散
歩
中
、﹁
首
の
所
に
七
寸
ば
か
り
の
魚
串
が
刺
し
貫
し
て
﹂
あ
る
﹁
大
き
な
鼠
﹂
が
、﹁
川
へ
な
げ
込
﹂
ま
れ
て
い

る
の
を
見
つ
け
る
。
鼠
は
﹁
一
生
懸
命
泳
い
で
逃
げ
よ
う
と
﹂
し
て
お
り
、
語
り
手
は
そ
れ
を
た
く
さ
ん
の
見
物
人
と
と
も
に
見
て
い
る
。
鼠
は
必
死
で
﹁
石
垣

へ
は
い
上
が
ろ
う
﹂
と
す
る
が
、な
か
な
か
そ
れ
が
叶
わ
な
い
。
語
り
手
に
は
﹁
動
作
の
表
情
に
、そ
れ
が
一
生
懸
命
で
あ
る
事
が
よ
く
わ
か
﹂
る
が
、首
に
刺
さ
っ

た
魚
串
と
見
物
人
が
面
白
が
っ
て
投
げ
る
石
に
も
邪
魔
さ
れ
て
、
た
だ
も
が
く
ば
か
り
で
あ
る
。
彼
は
﹁
自
分
が
鼠
の
最
期
を
見
る
気
が
﹂
せ
ず
、﹁
鼠
が
殺
さ

れ
ま
い
と
、死
ぬ
に
極
っ
た
運
命
を
担
い
な
が
ら
、全
力
を
尽
く
し
て
逃
げ
廻
っ
て
い
る
様
子
が
妙
に
頭
に
つ
﹂
き
、﹁
淋
し
い
嫌
な
気
持
﹂
に
な
る
。
そ
し
て
﹁
あ
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２
．
志
賀
直
哉
「
城
の
崎
に
て
」
教
材
解
釈

（１）　
﹁
死
﹂
と
い
う
静
か
さ
に
対
す
る
親
し
み

先
に
示
し
た
通
り
、こ
の
作
品
の
語
り
手
は
、自
分
が
﹁
山
の
手
線
の
電
車
に
跳
飛
ば
さ
れ
て
怪
我
を
し
た
﹂
そ
の
﹁
後
養
生
﹂
の
た
め
に
、こ
の
﹁
城
崎
温
泉
﹂

に
滞
在
し
た
三
週
間
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
彼
は
﹁
背
中
の
傷
﹂
が
﹁
脊
椎
カ
リ
エ
ス
﹂
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
漠
た
る
不
安
を
抱
え
、そ
の
﹁
要
心
﹂

の
た
め
に
﹁
一
人
で
﹂
こ
こ
へ
た
ど
り
着
い
た
と
い
う
。
こ
こ
へ
来
て
﹁
頭
は
ま
だ
何
だ
か
は
っ
き
り
し
な
い
﹂
状
態
で
あ
る
が
、
し
か
し
﹁
気
分
は
近
年
に
な

く
静
ま
っ
て
、
落
ち
着
い
た
い
い
気
持
ち
﹂
に
な
っ
て
い
る
。﹁
一
人
き
り
で
だ
れ
も
話
し
相
手
は
な
﹂
く
、﹁
読
む
か
書
く
か
﹂﹁
ぼ
ん
や
り
と
﹂﹁
山
だ
の
往
来

だ
の
を
見
て
い
る
﹂
か
﹁
散
歩
﹂
を
し
て
暮
ら
し
て
い
る
。
散
歩
の
際
に
﹁
淋
し
い
秋
の
山
峡
を
小
さ
い
清
い
流
れ
に
つ
い
て
い
く
時
﹂
に
考
え
る
こ
と
は
﹁
や

は
り
沈
ん
だ
事
が
多
か
っ
た
﹂
が
、
そ
の
﹁
淋
し
い
考
え
﹂
に
は
﹁
静
か
な
い
い
気
持
﹂
が
あ
っ
た
。
彼
は
﹁
よ
く
怪
我
の
事
を
考
え
﹂
た
。
も
し
か
し
た
ら
自

分
は
一
つ
間
違
え
ば
今
ご
ろ
は
、﹁
青
い
冷
た
い
堅
い
顔
を
し
て
﹂﹁
顔
の
傷
も
背
中
の
傷
も
そ
の
ま
ま
﹂
で
、﹁
祖
父
や
母
の
死
骸
が
わ
き
に
あ
﹂
っ
て
﹁
互
い

に
何
の
交
渉
も
な
く
﹂、﹁
青
山
の
土
の
下
に
仰
向
け
に
な
っ
て
寝
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
﹂
な
ど
と
い
う
こ
と
が
思
い
浮
か
ん
だ
が
、﹁
そ
れ
は
寂
し
い
が
、
そ

れ
ほ
ど
に
は
自
分
を
恐
怖
さ
せ
な
い
考
え
﹂
と
し
て
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
描
写
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
こ
の
城
崎
に
来
る
ま
で
、
語
り
手
は
ず
っ
と
落
ち
着
か
な
い
気
分
で
過
ご
し
て
い
た
こ
と
、
自
分
は
こ
の
け
が
が
原
因

で
若
く
し
て
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
頭
を
よ
ぎ
る
が
、
そ
の
気
持
ち
も
こ
の
地
に
滞
在
し
て
静
か
な
気
持
ち
で
過
ご
し
て
い
る
と
﹁
そ
れ
程
に
自
分

を
恐
怖
さ
せ
な
い
考
え
﹂
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
こ
の
地
に
来
た
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
心
に
は
、
自
分
の
気
持
ち
を
平
静
に
保
つ
と
い
う
意
味
で

よ
い
方
向
へ
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
地
へ
来
る
前
は
、
中
学
の
頃
に
読
ん
だ
﹃
ロ
ー
ド
・
ク
ラ
イ
ブ
﹄
と
い
う
伝
記
に
触
発
さ
れ
、
自
分
が
﹁
死
ぬ
は
ず
だ
っ
た
の
を
助
か
っ
た
﹂
の
は
、﹁
何

か
が
自
分
を
殺
さ
な
か
っ
た
、
自
分
に
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
仕
事
が
あ
る
﹂
と
い
う
ふ
う
に
﹁
感
じ
た
か
っ
た
﹂﹁
気
が
し
﹂
て
い
た
と
い
う
。﹁
気
が
し
た
﹂
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く
自
己
沈
潜
し
て
い
る
﹀、
そ
の
︿
心
の
闇
﹀
で
あ
る
。
作
品
の
中
の
語
り
手
は
、
物
語
言
説
上
で
は
、
最
終
的
に
﹁
生
き
て
い
る
こ
と
と
死
ん
で
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
、
そ
れ
は
両
極
で
は
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
考
え
に
至
り
、
こ
の
滞
在
を
経
て
何
が
し
か
の
心
境
の
変
化
を
得
た
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
彼

は
こ
れ
に
よ
り
、
彼
が
抱
え
る
﹁
致
命
傷
﹂
の
恐
怖
か
ら
は
自
由
に
な
れ
た
の
か
。
そ
し
て
こ
の
滞
在
経
験
を
三
年
後
に
書
い
て
い
る
語
り
手
自
身
は
ど
う
な
の

だ
ろ
う
か
。

筆
者
は
現
在
勤
務
校
に
お
い
て
大
学
生
と
と
も
に
、
毎
週
さ
ま
ざ
ま
な
近
現
代
文
学
教
材
を
読
む
演
習
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
テ
ー
マ
を
﹁
文
学
作
品
を
通
し

て
対
人
関
係
の
諸
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
﹂
と
し
て
、
作
品
か
ら
対
人
関
係
上
の
諸
問
題
を
引
き
出
し
、
参
加
者
と
と
も
に
そ
の
解
決
策
を
考
え
る
と
い
う
こ
と

を
主
目
的
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
結
果
的
に
学
生
た
ち
自
身
が
登
場
人
物
の
抱
え
る
心
の
問
題
と
向
き
合
う
授
業
で
あ
る
。
何
か
に
つ
ま
ず
い
て
い
る
人
の
苦

し
み
に
向
き
合
お
う
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
そ
の
人
の
隠
さ
れ
た
心
と
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
え
て
し
て
表
向
き
の
言
葉
に
は
表
れ
な

い
。
い
さ
さ
か
比
喩
的
に
言
え
ば
﹁
言
葉
の
裏
側
に
貼
り
つ
い
て
い
る
﹂
も
の
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
授
業
者
の
私
は
、
学
生
た
ち
が
授
業
を
通
し
て
表
面
の
物
語
に
は
表
れ
な
い
﹁
隠
さ
れ
た
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語﹂
を
発
見
で
き
る
よ
う
な
仕
掛
け
を
作
る
こ
と

を
、
毎
回
自
分
に
課
し
て
い
る
（2）
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
の
も
の
の
見
方
考
え
方
に
広
が
り
を
持
た
せ
る
こ
と
、
ま
た
﹁
自
分
と
は
何
者
か
﹂
を
問
う
盛
り
の

﹁
青
年
期
﹂
（3）	

に
あ
る
学
生
た
ち
に
と
っ
て
、
彼
ら
自
身
の
自
己
形
成
に
直
接
働
き
か
け
る
き
っ
か
け
を
つ
く
る
こ
と
も
そ
の
目
的
と
し
て
あ
る
。

﹁
城
の
崎
に
て
﹂
は
、
そ
の
よ
う
な
ね
ら
い
の
も
と
で
取
り
上
げ
た
教
材
の
一
つ
で
あ
る
が
、
今
年
度
扱
っ
た
中
で
は
、
学
生
た
ち
に
こ
の
﹁
隠
さ
れ
た
物
語
﹂

を
導
く
の
に
最
も
困
難
を
要
し
た
作
品
と
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
そ
の
理
由
の
考
察
も
含
め
、
文
学
作
品
を
大
学
生
と
読
む
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

き
た
い
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
筆
者
の
教
材
解
釈
を
提
示
し
、
授
業
者
の
読
み
の
方
向
性
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
授
業
実
践
報
告
を
ふ
ま
え
こ
の
教
育
実
践
が
持
つ
意
味

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
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１
．
は
じ
め
に						

志
賀
直
哉﹁
城
の
崎
に
て
﹂（1）
に
は
、﹁
山
の
手
線
の
電
車
に
跳
飛
ば
さ
れ
て
怪
我
を
し
た
﹂一
人
の
男
が
、そ
の﹁
後
養
生
﹂の
た
め
に
一
人
で﹁
但
馬
の
城
崎
温
泉
﹂

で
過
ご
し
た
三
週
間
の
出
来
事
が
語
ら
れ
て
い
る
。

背
中
の
傷
が
脊
椎
カ
リ
エ
ス
に
な
れ
ば
致
命
傷
に
な
り
か
ね
な
い
が
、
そ
ん
な
事
は
あ
る
ま
い
と
医
者
に
云
わ
れ
た
。
二
三
年
で
出
な
け
れ
ば
後
は
心
配

い
ら
な
い
、
と
に
か
く
要
心
は
肝
心
だ
か
ら
と
言
わ
れ
て
、
そ
れ
で
来
た
。

語
り
手
の
今
回
の
滞
在
の
一
番
の
目
的
は
、
事
故
で
負
っ
た
背
中
の
傷
の
治
療
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
傷
が
脊
椎
カ
リ
エ
ス
に
な
る
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
。

医
者
に
は
﹁
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
﹂
と
言
わ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
二
、三
年
内
に
発
症
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
少
な
い
可
能
性
の
方
を
心
配
し
、
自
分

で
決
め
て
こ
の
地
に
一
人
で
や
っ
て
来
た
。
こ
の
描
写
か
ら
語
り
手
自
身
は
こ
の
﹁
致
命
傷
﹂
を
必
要
以
上
に
ひ
ど
く
恐
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
不
安
を

抱
え
た
ま
ま
、
し
か
も
一
人
で
こ
の
地
に
滞
在
し
続
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

彼
が
恐
れ
て
い
る
﹁
脊
椎
カ
リ
エ
ス
﹂
と
は
、
結
核
菌
が
骨
髄
を
侵
し
、
死
に
至
る
ま
で
ひ
ど
く
苦
し
む
病
で
あ
る
。
当
時
こ
の
病
は
特
効
薬
が
な
く
、
ひ
と

た
び
こ
の
病
気
に
か
か
れ
ば
、
死
ぬ
ま
で
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
﹁
脊
椎
カ
リ
エ
ス
﹂
に
な
る
と
は
、
自
分
が
︿
死
ぬ
ま
で
苦
し
み

続
け
る
﹀
と
い
う
事
実
を
つ
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
と
同
義
だ
っ
た
。

﹁
自
分
は
い
つ
か
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
い
う
不
安
を
抱
え
て
、
た
っ
た
一
人
で
知
ら
ぬ
地
に
滞
在
す
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
突
然
、
死
の
不

安
に
さ
い
な
ま
れ
て
苦
し
く
な
っ
て
も
、
目
の
前
に
そ
の
思
い
を
受
け
止
め
て
く
れ
る
人
は
誰
も
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
背
負
っ

て
、
な
ぜ
彼
は
こ
の
﹁
城
崎
﹂
へ
向
か
っ
た
の
か
。
そ
し
て
実
際
に
何
か
得
ら
れ
た
も
の
は
あ
っ
た
の
か
。

筆
者
が
こ
の
語
り
手
と
作
品
解
釈
上
に
お
い
て
向
き
合
っ
た
時
に
一
番
気
に
な
る
の
は
、
彼
の
︿
死
の
不
安
を
抱
え
な
が
ら
そ
れ
を
誰
に
も
発
信
す
る
こ
と
な
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