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文
化
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

　
志
賀
直
哉
は
昭
和
四
年
奈
良
上
高
畑
に
自
身
の
家
を
造
っ
て
い

る
。
同
じ
年
に
建
て
ら
れ
、
谷
崎
潤
一
郎
の
『
細
雪
』
の
舞
台
モ

デ
ル
と
な
っ
た
住
吉
の
「
椅
松
庵
」
が
あ
る
。
現
在
、
こ
の
住
宅

は
元
の
場
所
よ
り
百
五
十
メ
ー
ト
ル
北
に
移
築
さ
れ
て
保
存
さ
れ

て
い
る
。
谷
崎
潤
一
郎
は
こ
の
住
吉
川
沿
い
の
借
家
に
昭
和
十
一

年
か
ら
十
八
年
に
わ
た
っ
て
住
ん
で
、
同
十
七
年
「
細
雪
」
を
起

稿
し
て
い
る
。
家
の
広
さ
は
延
べ
約
一
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
で
直

哉
の
高
畑
の
こ
の
旧
居
の
広
さ
約
四
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
に
比
べ

る
と
約
三
分
の
一
ほ
ど
で
あ
る
。

　
「
僑
松
庵
」
の
造
り
を
見
る
と
、
い
わ
ゆ
る
当
時
の
流
行
的
モ

ダ
ニ
ズ
ム
と
も
い
う
べ
き
「
中
廊
下
式
」
住
宅
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
「
中
廊
下
式
」
住
宅
は
、
伝
統
的
な
日
本
家
屋
に
な
か
っ

た
、
部
屋
の
真
ん
中
に
廊
下
を
通
す
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
住
宅
で

あ
り
、
主
に
都
市
部
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
、
室
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
と
機
能
性
が
よ
り
重
視
さ
れ
、
伝
統
的
な
通
り
抜
け
式
の

続
き
問
が
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
直
哉
は
、
自
身
の
住
宅
に
お
い
て
京
都
の
寺
社
に
見
る
よ
う
な

回
遊
式
の
廊
下
を
東
側
の
中
庭
を
囲
ん
で
作
っ
て
い
る
。
か
れ

は
、
時
流
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
も
ね
る
こ
と
な
く
、
独
自
の
プ
ラ
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ン
を
練
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
直
哉
の
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
は

東
洋
の
美
に
連
な
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
。
大
正
十
五
年
、
み
ず
か

ら
編
纂
し
た
「
座
右
宝
』
の
美
の
世
界
が
高
畑
の
こ
の
旧
居
に
反

映
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
こ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
日
本

近
代
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
最
も
深
い
と
こ
ろ
に
生
き
た
一
つ
の
歴
史

的
、
文
化
的
文
脈
を
直
哉
は
自
身
の
住
宅
に
お
い
て
ま
さ
に
現
わ

し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
い
わ
ゆ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
二
十
世
紀
の
普
遍
的
精
神
と
し
て
君

臨
す
る
。
そ
れ
は
今
日
の
文
明
と
し
て
歴
史
を
超
え
て
共
通
に
存

在
す
る
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
文
明
の
」
モ
ダ

ニ
ズ
ム
に
た
い
し
て
「
文
化
の
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
う
一
つ
の
モ
ダ

ニ
ズ
ム
が
存
在
す
る
。
直
哉
の
高
畑
の
家
は
今
こ
の
こ
と
を
わ
れ

わ
れ
に
語
り
か
け
て
く
る
の
で
あ
る
。

直
哉
直
哉
旧
居
の
復
元

　
昨
年
（
平
成
二
十
年
）
の
夏
に
始
ま
る
調
査
（
八
月
）
か
ら
、

家
具
、
備
品
等
の
復
元
ま
で
数
え
れ
ば
、
ま
る
｝
年
の
工
事
を
か

け
、
奈
良
高
畑
の
志
賀
直
哉
旧
居
が
当
初
の
姿
に
戻
さ
れ
、
そ
の

四
二

全
貌
が
初
め
て
衆
目
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
今
回
の
こ
の
復
元
作
業
の
な
か
で
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
も
の

が
あ
る
。
子
供
部
屋
を
仕
切
る
壁
に
付
け
ら
れ
た
窓
で
あ
る
。
子

供
部
屋
は
南
東
部
の
南
北
縦
に
二
つ
並
ん
で
い
る
。
こ
の
発
見
に

い
た
る
経
緯
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

　
ま
ず
、
謎
解
き
は
、
家
族
の
生
活
に
充
て
ら
れ
た
控
え
の
間
三

畳
、
和
室
十
畳
（
子
供
の
寝
室
）
、
和
室
六
畳
（
直
哉
の
居
間
）

と
い
う
三
つ
の
部
屋
の
間
で
段
違
い
に
な
っ
た
鴨
居
を
元
に
戻
す

こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
要
点
を
い
え
ば
、
現
況
の
廊
下
一
畳
は

元
々
無
く
、
和
室
十
畳
の
南
側
は
二
畳
分
の
押
入
れ
で
、
十
畳
の

部
屋
は
こ
の
押
入
れ
を
介
し
て
南
側
の
子
供
部
屋
と
隔
て
ら
れ

て
、
こ
の
間
を
行
き
来
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
出
来
な
か
っ
た
。

　
二
つ
の
子
供
部
屋
は
広
い
子
供
勉
強
部
屋
と
直
に
つ
な
が
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
き
　
　
あ
と

い
た
と
推
測
さ
れ
た
。
二
つ
の
子
供
部
屋
は
柱
に
貫
の
跡
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
そ
こ
は
出
入
口
で
は
な
く
、
元
は
閉
じ
ら
れ
た
壁
で

あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
す
る
と
、
最
南
部
の
子
供
部
屋
に
は
出
入

口
が
ど
こ
に
も
無
い
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
子
供
部
屋
の
検
証
の
な
か
で
、
二
つ
の
子
供
部
屋
を
南
北

に
遮
る
壁
に
本
来
は
不
必
要
な
横
架
材
が
腰
の
高
さ
で
付
け
ら
れ
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て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
山
本
棟
梁
に
こ
の
横
架
材
を
調
べ
て
も

ら
う
と
、
こ
の
横
架
材
に
敷
居
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
同
時

に
、
こ
の
横
架
材
の
上
部
の
壁
か
ら
同
様
に
敷
居
の
付
い
た
鴨
居

が
出
て
き
た
。
か
つ
て
の
窓
は
壁
の
な
か
に
す
っ
ぽ
り
と
塗
り
込

め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
写
真
　
1
）

　
果
た
せ
る
か
な
、
こ
の
壁
を
裏
か
ら
見
る
と
、
う
っ
す
ら
と
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ん
ど
気
の
付

謙鞠
C
、
穿
誓
£

晶
・
管
℃
℃

耳
し
荏

臨
嘆
品

翼驚
く

解

賠遥灘
写真一1　壁に埋め込まれた窓枠

か
な
い
よ
う
な

木
部
の
窓
枠
シ

ル
エ
ノ
ト
が
浮

か
び
あ
が
っ
て

い
た
。
結
局
、

こ
の
窓
枠
の
外

部
、
上
下
の
壁

の
土
が
里
、
色
で

あ
る
こ
と
に
た

い
し
て
、
窓
枠

の
内
部
の
土
は

薄
い
茶
色
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
元
々
存
在
し
た
窓
の
部
分
が
新
し
く
塗
り
込
め
ら

れ
て
全
体
が
壁
に
改
修
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
結
論
的
に
い
え
ば
、
二
つ
の
子
供
部
屋
は
壁
で
厳
重
に
仕
切
ら

れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
あ
い
だ
に
窓
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。　

同
時
に
そ
の
後
の
検
証
で
、
最
南
端
の
子
供
部
屋
（
直
吉
氏
が

話
さ
れ
る
「
姉
の
部
屋
」
）
は
、
広
い
子
供
勉
強
部
屋
と
（
直
吉

の
）
姉
の
部
屋
と
の
境
に
柱
割
り
の
引
き
戸
が
付
け
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
分
か
っ
て
、
出
入
り
口
の
見
当
た
ら
な
か
っ
た
こ
の
部
屋

の
通
路
の
部
分
が
よ
う
や
く
判
明
し
た
。

　
さ
て
、
二
つ
の
子
供
部
屋
の
あ
い
だ
の
そ
の
窓
で
あ
る
が
、
じ

つ
に
微
妙
で
あ
り
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
そ
の
窓
は
中
途
半
端
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
広
縁
を
も
つ
子
供
勉
強
部

屋
か
ら
分
化
さ
れ
る
か
た
ち
で
い
わ
ゆ
る
個
室
と
し
て
の
子
供
部

屋
が
二
つ
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
云
え
ば
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
が
重
視
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
壁
で
厳
重
に
仕
切
ら
れ
て
し
か
る
べ

き
部
屋
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
検
証
か
ら
二
つ
の
部
屋
の
あ
い
だ
に
は
窓
が
付
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
問
題
は
そ
の
理
由
で
あ
る
直
哉

四
三
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の
意
図
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
窓
と
い
う
の
は
光
を
取
り
入
れ
る
こ
と
と
空
気
の
入

れ
替
え
、
つ
ま
り
換
気
が
本
来
の
働
き
で
あ
る
。
が
、
こ
の
窓
は

二
つ
の
部
屋
を
仕
切
る
壁
に
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
窓
本
来
の

働
き
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
北
側
の
子
供
部
屋
か
ら
す

れ
ば
、
東
側
の
ガ
ラ
ス
窓
だ
け
で
光
は
十
分
で
あ
り
、
南
側
の
子

供
部
屋
を
介
し
て
ま
で
そ
の
光
を
取
り
入
れ
る
必
要
は
必
ず
し
も

な
い
。
取
り
付
け
ら
れ
る
カ
ー
テ
ン
等
か
ら
推
せ
ば
、
こ
の
窓
の

光
の
働
き
は
効
果
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。

　
ま
た
、
こ
の
窓
は
外
部
に
直
接
開
い
て
は
お
ら
ず
、
換
気
の
機

能
は
ほ
と
ん
ど
無
い
と
云
っ
て
よ
い
。

　
結
局
、
二
つ
の
子
供
部
屋
に
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
の
窓
は
、
光

や
換
気
の
た
め
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
別
の
働
き
を
込

め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
窓
を
あ
け
る
と
、
お
互
い
の
顔
が
見
え
る
。
窓
を
あ
け
れ

ば
話
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
今
日
風
に
い
え
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
窓
、
つ
ま
り
会
話
の
窓
で
あ
る
。

　
こ
の
考
え
方
に
立
て
ば
、
孤
立
で
は
な
く
、
何
気
な
く
お
互
い

に
行
き
来
の
あ
る
生
活
が
そ
こ
に
現
わ
れ
る
。
こ
の
見
方
が
成
り

四
四

立
つ
と
す
れ
ば
、
こ
の
窓
は
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
筆
者
は
改
め
て
こ
の
窓
を
「
志
賀
直
哉
の
窓
」
あ
る

い
は
簡
単
に
「
直
哉
の
窓
」
と
呼
び
た
い
の
で
あ
る
。
（
写
真

2
）
要
す
る
に
、
そ
れ
は
物
理
的
な
自
然
の
窓
と
い
う
よ
り
精
神

的
な
交
わ
り
を
現
わ
す
直
哉
の
心
の
世
界
を
映
し
出
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
直
哉
の
こ
う
し

麓
讐
糊
幌
　
羅
■
廼
鱗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
整
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
灘

同
様
な
心
持
ち
が

控
え
の
間
三
畳
と

広
い
子
供
勉
強
部

屋
の
あ
い
だ
に
現

わ
れ
て
い
る
。
中

庭
を
め
ぐ
る
回
廊

か
ら
南
東
部
に
位

置
す
る
家
族
の
生

活
圏
に
入
る
と
、

ま
ず
和
室
三
畳
の

鹸
讐
鷲

轟
蕪
覇
灘
羅

闘
團

灘
囲
■

畑
田
脳

震
鯉
舞
難
題
態

写真一2　「志賀直哉の窓」（復元
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間
が
あ
る
。
こ
の
三
畳
の
間
と
南
側
の
子
供
勉
強
部
屋
と
は
壁
で

隔
て
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
子
供
勉
強
部
屋
の
コ
ル
ク
の
床

上
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
が
戸
付
き
格
子
に
透
か
さ
れ
て
、
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

風
と
同
時
に
三
畳
の
そ
の
間
か
ら
内
部
の
様
子
が
そ
れ
と
な
く
窺

え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
仕
掛
け
は
直
哉
の
和
室
⊥
ハ
畳
と
子
供
勉
強
部
屋
を
間
接
的

に
つ
な
い
で
い
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
父
と
子
供
の
断
絶
を
避
け

る
み
ご
と
な
工
夫
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
細
工
は
物

理
的
な
意
味
を
超
え
る
同
様
な
精
神
性
を
も
も
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
、
直
哉
と
子
供
は
不
即
不
離
と
い
う
べ
き
微
妙
な
精
神
的
距

離
を
保
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
「
直
哉
の
窓
」
と
「
床
格
子
」
は
直
哉
が
自
身
の
住
ま
い
に
込

め
た
心
情
を
よ
く
現
わ
し
て
い
る
。
遮
断
さ
れ
る
の
で
も
な
く
開

放
さ
れ
る
の
で
も
な
い
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
あ
い
だ
に
あ
る
微
妙
な

ま間
の
世
界
を
か
れ
は
み
ご
と
に
捉
え
て
い
る
。
要
す
る
に
孤
立
的

で
は
な
い
お
互
い
の
情
感
的
通
路
と
い
う
べ
き
も
の
を
直
哉
は
何

気
な
い
か
た
ち
で
保
と
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

志
賀
直
哉
と
キ
リ
ス
ト
教

　
直
哉
の
こ
の
情
感
的
通
路
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
志
賀
直
哉

そ
の
人
の
人
間
観
が
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
西

洋
的
個
人
主
義
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
。
神
の

前
の
不
可
分
な
魂
と
そ
の
魂
の
世
界
に
お
け
る
神
へ
の
俄
悔
で
あ

る
。
「
告
解
（
罪
の
告
白
）
」
は
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
云
う

い
わ
ゆ
る
「
罪
の
文
化
」
と
な
っ
て
西
欧
的
個
人
主
義
の
精
神
を

育
ん
で
い
る
。

　
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
『
菊
と
刀
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の

「
罪
の
文
化
」
に
た
い
す
る
も
の
が
「
恥
の
文
化
」
で
あ
る
。
志

賀
直
哉
は
十
八
歳
の
と
き
か
ら
七
年
間
内
村
鑑
三
の
も
と
で
キ
リ

ス
ト
教
の
教
え
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
時
を
ふ
り
返
っ
て
か
れ
は

「
生
ぬ
る
い
キ
リ
ス
ト
信
徒
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
結

局
、
か
れ
は
キ
リ
ス
ト
信
徒
に
は
な
ら
ず
、
深
い
敬
意
を
も
っ
て

内
村
鑑
三
の
も
と
を
去
る
の
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お

け
る
俄
悔
に
つ
い
て
か
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
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「
人
が
、
そ
れ
を
ど
う
す
べ
き
か
を
知
る
な
ら
ば
、
総
て
を
言

ひ
得
る
し
、
又
、
言
ふ
べ
き
で
あ
る
。
絶
対
に
真
摯
な
俄
悔
な

ら
、
聴
い
て
定
め
し
興
味
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
が
、
開
開

以
来
ま
だ
さ
う
い
ふ
俄
盲
を
聴
か
さ
れ
た
た
め
し
が
な
い
。
誰
も

総
て
を
言
っ
た
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
の
烈
し
い
オ
オ
ガ
ス

チ
ン
で
さ
へ
、
自
己
の
魂
を
裸
に
す
る
こ
と
よ
り
も
、
マ
ニ
教
徒

を
説
破
す
る
こ
と
に
等
に
気
を
と
ら
れ
た
し
、
又
、
乱
れ
た
頭
脳

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ぼ
う

か
ら
わ
れ
と
吾
身
を
誹
嘉
す
る
に
至
っ
た
あ
の
偉
人
、
憐
れ
な
る

ル
ウ
ソ
オ
で
す
ら
も
同
様
で
あ
っ
た
。
」
（
エ
ピ
キ
ュ
ラ
ス
の
園
）

　
絶
対
に
偽
り
の
な
い
自
伝
は
書
け
な
い
も
の
だ
ら
う
か
。
一
つ

の
事
柄
で
、
何
が
真
実
か
を
知
る
事
は
実
際
困
難
か
も
知
れ
な

い
。
一
つ
の
心
理
－
自
己
に
起
こ
っ
て
み
る
心
理
状
態
1
そ
れ
を

正
確
に
捕
へ
る
事
は
容
易
な
ら
ぬ
事
だ
。
捕
へ
て
も
、
捕
へ
て

も
、
そ
の
手
か
ら
も
れ
て
み
る
も
の
が
残
る
だ
ら
う
。
又
自
ら
捕

へ
た
く
な
い
も
の
も
あ
る
だ
ら
う
。
そ
し
て
幟
悔
と
い
ふ
か
ら
に

は
全
然
発
表
し
な
い
予
想
を
以
て
書
く
わ
け
に
行
か
ぬ
と
す
る

と
、
無
益
な
犠
牲
を
沸
っ
て
ま
で
書
く
気
の
し
な
い
事
柄
も
沢
山

あ
る
だ
ら
う
。
例
え
ば
自
分
が
尊
敬
し
て
み
る
人
の
細
君
を
姦
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ま
ご
ま

た
夢
を
見
た
と
す
る
。
若
し
そ
れ
を
細
々
書
い
て
見
た
所
で
何
に

四
六

な
る
か
。

　
「
夢
は
正
直
で
あ
る
。
然
し
時
に
不
逞
な
も
で
あ
る
」
か
う
い

っ
て
も
足
り
る
わ
け
だ
。
然
し
そ
れ
で
は
俄
悔
に
な
ら
ぬ
。
「
自

分
は
比
較
的
正
直
者
で
あ
る
。
然
し
自
ら
も
驚
く
程
不
逞
な
も
の

を
持
っ
て
る
る
」
か
う
い
へ
ば
多
少
俄
悔
の
形
を
な
す
が
、
此
場

合
は
形
が
主
で
あ
っ
て
、
事
の
眞
を
い
っ
て
み
る
と
は
い
へ
な

い
。
所
が
恥
し
ら
ず
な
性
質
が
あ
っ
て
、
気
楽
に
、
「
こ
ん
な
夢

を
見
た
」
と
悟
然
と
し
て
い
ふ
も
の
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
場
合

に
は
そ
の
人
間
の
性
格
が
簡
単
に
出
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
さ
う
で

な
い
人
間
が
、
若
し
同
じ
事
を
無
理
に
す
る
と
す
れ
ば
恐
ら
く
性

格
的
に
ウ
ソ
に
な
り
さ
う
に
思
は
れ
る
。

　
か
う
な
る
と
絶
対
に
真
実
な
俄
悔
な
ど
い
ふ
も
の
は
あ
り
得
な

い
か
も
知
れ
ぬ
。

　
長
輿
が
昔
、
何
か
の
小
説
に
細
君
が
死
ぬ
事
を
一
度
も
考
へ
な

か
っ
た
良
人
は
な
い
だ
ら
う
と
い
ふ
意
味
の
事
を
書
い
た
。
マ
リ

シ
ャ
ス
で
直
り
い
い
言
葉
で
は
な
い
が
、
鋭
い
。
こ
れ
は
個
人
の

暗
々
で
は
な
い
。
だ
か
ら
一
種
不
気
味
な
鋭
さ
が
あ
る
の
だ
が
、

然
し
こ
れ
が
夫
婦
の
正
倉
だ
と
解
さ
れ
る
と
、
真
実
で
は
な
い
。

　
　
　
　
を
つ
と

或
る
よ
き
良
人
が
あ
り
、
不
図
さ
う
い
ふ
事
を
考
へ
た
と
す
る
。
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そ
し
て
正
直
に
そ
の
事
を
俄
興
す
る
。
本
人
は
考
へ
た
の
が
事
実

ゆ
（
え
）
に
黙
思
を
俄
悔
し
た
と
思
ふ
。
然
し
そ
れ
は
眞
に
本
営
で

あ
っ
た
ら
う
か
。
若
し
実
際
に
さ
う
い
ふ
正
直
者
が
あ
り
、
細
君

に
そ
れ
を
俄
悔
し
よ
う
と
思
ふ
が
と
相
談
さ
れ
れ
ば
自
分
は
止
め

る
だ
ら
う
。
そ
の
事
は
真
実
で
も
、
他
の
も
っ
と
多
く
の
真
実
が

そ
の
為
め
に
真
実
で
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
だ
。
（
「
手
帖
か

ら
［
昭
和
八
年
］
」
志
賀
直
哉
全
集
　
第
七
巻
昭
和
四
十
九
年

岩
波
書
店
）

　
こ
れ
を
着
想
す
る
直
哉
の
日
記
で
あ
る
。
「
絶
対
的
に
ウ
ソ
の

な
い
自
伝
と
い
ふ
も
の
は
書
け
る
だ
ら
う
か
、
発
表
を
予
期
す
る

か
ら
書
け
な
い
の
か
、
発
表
し
な
い
つ
も
り
で
書
い
て
も
書
け
な

い
の
か
、
何
れ
で
あ
ら
う
。
試
み
て
見
て
い
い
事
だ
。
（
手
帖
1
8

　
昭
和
五
年
三
月
二
十
一
日
）
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
全
く
風
の
な
い
静
な
夜
、
二
時
半
、
皆
寝
静
ま
つ
て
、
自
分
だ

け
が
覚
め
て
み
る
。
ね
そ
び
れ
て
床
に
寝
な
が
ら
覚
め
て
み
る
。

三
月
で
、
贔
の
音
も
蛙
の
聲
（
声
）
も
な
く
、
近
い
森
で
夜
鳥
も

喘
か
ぬ
季
節
だ
。
全
く
静
か
だ
。
そ
し
て
そ
の
全
く
静
か
な
の
が

騒
々
し
い
の
だ
。
自
分
は
騒
々
し
さ
で
眠
る
事
が
出
来
な
い
。
水

の
流
れ
る
や
う
な
音
が
聴
え
る
。
血
の
流
れ
る
音
を
聴
い
て
み
る

の
か
と
も
思
っ
た
が
、
そ
れ
な
ら
多
少
と
も
心
臓
の
鼓
動
ら
し
い

音
が
あ
り
さ
う
な
も
の
だ
。
そ
し
て
耳
を
す
ま
す
も
、
す
ま
さ
な

い
も
な
く
、
連
続
し
た
非
常
に
騒
々
し
い
音
が
し
て
み
る
。
そ
れ

が
遠
巻
き
に
八
方
か
ら
聴
こ
え
て
来
る
。
此
経
験
は
病
的
な
も
の

で
は
な
く
、
今
晩
に
か
ぎ
っ
た
事
で
も
な
い
。
静
か
な
真
夜
中
は

い
つ
も
こ
れ
に
悩
ま
さ
れ
る
。
読
ん
で
み
て
も
、
書
い
て
み
て

も
、
絶
え
る
事
な
く
聴
え
て
来
る
。
こ
れ
は
誰
に
も
あ
る
事
と
思

ふ
が
、
如
何
。

　
春
日
山
の
森
、
寝
静
ま
る
深
夜
、
高
畑
の
こ
の
旧
居
で
綴
る
こ

の
一
文
（
原
文
手
帳
1
8
「
静
か
さ
」
昭
和
五
年
三
月
二
十
九

日
）
を
付
す
手
記
は
、
「
俄
悔
」
に
た
い
す
る
か
れ
の
心
中
を
吐

露
し
て
、
西
洋
の
告
解
に
肉
薄
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
は

こ
の
な
か
で
「
絶
対
に
真
実
な
俄
悔
な
ど
い
ふ
も
の
は
あ
り
得
な

い
か
も
知
れ
ぬ
」
と
云
う
。
直
哉
が
「
俄
悔
」
の
も
う
一
歩
奥
に

見
た
も
の
が
あ
っ
た
。
正
確
に
と
ら
え
る
こ
と
の
む
つ
か
し
い
一

つ
の
心
理
で
あ
る
。

　
「
捕
へ
て
も
、
捕
へ
て
も
、
そ
の
手
か
ら
も
れ
て
み
る
も
の
が

四
七
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残
る
」
の
で
あ
る
。

　
神
へ
の
翠
黛
で
は
な
く
、
自
身
に
自
ら
の
俄
悔
を
問
う
直
哉
が

こ
こ
に
い
る
。

　
か
れ
は
『
暗
夜
行
路
』
に
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
俄
悔
と
云
う
事
は
結
局
一
遍
こ
っ
き
り
の
も
の
だ
、
そ
れ
で
罪

が
消
え
た
気
に
な
っ
て
い
る
人
間
よ
り
は
俄
悔
せ
ず
一
人
営
ん

で
、
張
の
あ
る
気
持
で
居
る
人
間
の
方
が
ど
れ
だ
け
気
持
が
い
い

か
分
ら
な
い
」
。
（
『
暗
夜
行
路
』
）

　
志
賀
直
哉
の
個
は
神
に
直
結
し
な
い
。

志
賀
直
哉
の
眼

　
直
哉
は
ど
こ
ま
で
も
「
生
命
そ
の
も
の
」
を
見
よ
う
と
す
る
。

そ
の
眼
は
、
目
に
見
え
な
い
窮
極
の
神
で
は
な
く
、
直
観
に
捉
え

　
　
　
　
こ
と
が
ら

ら
れ
る
「
生
命
」
そ
の
も
の
に
迫
っ
て
い
る
。
か
れ
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
か

俄
悔
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
も
の
が
あ
る
。
「
も
の
」
を
直
に
見
て

虹
彩
の
う
ご
く
そ
の
眼
で
あ
る
。

　
瀧
井
孝
作
が
志
賀
直
哉
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。

四
八

　
私
は
志
賀
さ
ん
と
博
物
館
に
入
っ
た
折
、
ま
た
寺
廻
り
な
ど
し

た
折
、
志
賀
さ
ん
は
い
き
な
り
物
を
見
て
そ
れ
か
ら
あ
と
で
説
明

ガ
キ
を
よ
ん
だ
り
読
ま
な
か
っ
た
り
す
る
の
を
見
て
、
か
う
い
ふ

風
に
知
識
的
で
な
く
純
粋
に
心
持
を
う
け
と
る
鑑
賞
法
に
私
は
成

程
と
思
っ
て
感
心
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
志
賀
さ
ん
は
か
う
い
ふ

風
か
ら
選
ん
で
纏
め
た
か
ら
ど
れ
に
も
心
持
が
し
み
透
っ
て
統
一

さ
れ
て
る
て
、
本
が
生
き
生
き
し
た
感
じ
な
の
だ
と
思
ふ
。
（
瀧

井
孝
作
『
志
賀
直
哉
対
談
日
誌
』
「
座
右
宝
に
つ
い
て
」
）

　
瀧
井
孝
作
が
こ
こ
に
述
べ
る
「
純
粋
に
心
持
を
う
け
と
る
鑑
賞

法
」
は
直
哉
の
「
も
の
」
を
直
に
見
る
精
神
を
よ
く
現
わ
し
て
い

る
。　

と
こ
ろ
で
、
い
ま
一
度
直
哉
の
文
学
に
返
っ
て
み
る
と
、
か
れ

の
こ
う
し
た
心
情
の
世
界
を
表
現
す
る
作
品
に
『
和
解
』
が
あ

る
。
父
と
の
不
和
を
描
く
こ
の
作
品
は
大
正
六
年
に
発
表
さ
れ
て

い
る
。
直
哉
は
こ
の
作
品
の
構
想
に
お
い
て
「
最
後
に
来
る
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
で
祖
母
の
臨
終
の
場
に
起
こ
る
最
も
不
愉
快
な
悲
劇

を
書
こ
う
と
思
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
ど
ん
な
防
止
も
か
ま

わ
ず
は
い
っ
て
行
く
充
奮
し
き
っ
た
そ
の
青
年
と
父
と
の
間
に
起
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こ
る
争
闘
、
た
ぶ
ん
腕
力
沙
汰
以
上
の
乱
暴
な
争
闘
」
、
か
れ
は

こ
う
そ
の
場
を
思
い
描
き
な
が
ら
「
父
が
そ
の
青
年
を
殺
す
か
、

そ
の
青
年
が
父
を
殺
す
か
」
ど
ち
ら
か
を
書
こ
う
と
し
た
。
（
『
和

解
』
）

　
と
こ
ろ
が
、
不
意
に
「
そ
の
争
闘
の
絶
頂
へ
来
て
、
急
に
二
人

が
抱
き
合
っ
て
は
げ
し
く
泣
き
出
す
場
面
」
が
浮
か
ぶ
。
「
こ
の

場
面
は
全
く
想
い
が
け
な
か
っ
た
」
と
か
れ
は
云
う
。
殺
意
を
さ

え
、
抱
く
こ
の
互
い
の
憎
し
み
が
「
そ
の
争
闘
の
絶
頂
へ
来
て
」

ふ
と
消
え
て
二
人
は
抱
き
合
っ
て
は
げ
し
く
泣
く
。
こ
の
こ
と
を

可
能
に
し
た
も
の
は
、
対
象
を
直
に
ま
な
ざ
す
直
哉
の
眼
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
か
れ
の
心
の
世
界
は
極
限
に
お
い
て
他
者
と
つ
な
が

る
。

志
賀
直
哉
の
文
学
と
高
畑
の
旧
居

　
　
1
「
志
賀
直
哉
の
窓
」
一

　
小
林
多
喜
二
に
宛
て
た
昭
和
六
年
八
月
七
日
付
の
手
紙
が
あ

る
。
直
哉
は
こ
の
手
紙
の
な
か
で
多
喜
二
の
「
蟹
工
船
」
に
つ
い

て
は
「
描
写
の
生
々
と
新
し
い
点
感
心
し
」
た
と
述
べ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
「
作
者
は
ど
う
い
う
傾
向
に
し
ろ
、
と
に
か
く
純
粋

に
作
者
で
あ
る
事
が
第
一
条
件
だ
」
と
云
い
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
に
お
け
る
意
識
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
存
在
は
、
結
局
、
作
品

の
不
純
さ
を
う
み
、
作
品
本
来
の
効
果
を
弱
め
る
と
書
い
て
い

る
。　

「
純
粋
に
作
者
で
あ
る
こ
と
」
は
別
言
す
れ
ば
「
純
粋
に
も
の

を
見
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
こ
そ
が
対
象
の
真
の
姿
を
生

き
い
き
と
と
ら
え
る
と
直
哉
は
云
う
。

　
そ
う
し
た
志
賀
直
哉
の
自
然
観
や
人
間
観
は
、
同
じ
よ
う
に
こ

の
高
畑
の
旧
居
に
現
わ
さ
れ
て
は
い
な
い
か
。
こ
れ
を
語
る
一
つ

の
も
の
こ
そ
、
二
つ
の
子
供
部
屋
の
間
に
付
け
ら
れ
た
窓
で
は
な

か
っ
た
か
。
日
常
的
な
世
界
で
機
能
す
る
こ
の
窓
は
、
敷
街
す
れ

ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
開
か
れ
た
壁
で
あ
り
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い

え
ば
、
閉
ざ
さ
れ
た
個
で
は
な
い
他
に
つ
な
が
っ
て
開
か
れ
る
一

つ
の
心
の
世
界
を
ま
さ
に
語
っ
て
い
る
。
直
哉
の
見
方
に
立
っ
て

い
え
ば
、
そ
れ
が
人
間
の
本
来
の
姿
だ
と
云
う
わ
け
で
あ
る
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
こ
の
窓
を
「
直
哉
の
窓
」
と
改
め
て

呼
ん
で
み
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
直
哉
の
窓
」
と
相
関
す
る
と
考
え
ら
れ
る
細
工
が
直
哉

四
九
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の
居
間
（
六
畳
和
室
）
の
前
室
（
控
え
の
問
三
畳
）
と
子
供
勉
強

部
屋
と
の
間
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。
戸
の
付
い
た
「
床
格
子
」
で

あ
る
。
床
上
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
の
そ
の
格
子
は
、
直
哉
の

子
供
に
た
い
す
る
柔
ら
か
な
何
気
な
い
目
線
と
し
て
働
い
て
い

る
。
こ
の
妻
格
子
は
そ
れ
と
な
く
部
屋
の
内
部
、
つ
ま
り
子
供
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
つ
　
　
セ
ホ

生
活
の
様
子
が
わ
か
る
じ
つ
に
上
手
い
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。

　
閉
ざ
さ
れ
た
壁
の
奥
に
投
げ
入
れ
る
よ
う
な
杓
子
定
規
な
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
は
こ
こ
に
は
な
い
。
父
と
子
は
こ
の
細
格
子
を
通
し
て

不
即
不
離
に
つ
な
が
り
あ
っ
て
い
る
。
直
哉
が
こ
の
何
気
な
い
細

工
に
込
め
た
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
気

な
い
こ
の
足
元
の
細
工
が
伝
え
る
父
と
子
の
微
妙
な
間
合
い
を
さ

え
わ
れ
わ
れ
は
今
日
見
失
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ

る
。　

こ
う
し
た
こ
と
を
い
ま
こ
こ
に
敷
街
し
て
み
れ
ば
、
直
哉
は
何

気
な
い
こ
の
間
合
い
に
お
い
て
、
自
我
と
他
我
を
分
か
つ
安
易
な

個
人
主
義
を
超
え
て
い
る
。
そ
の
東
洋
的
な
寸
刻
の
間
が
西
洋
的

二
元
論
に
見
る
よ
う
な
断
絶
を
つ
な
い
で
一
つ
に
し
て
い
る
と
い

え
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
直
哉
が
全
幅
の
精
神
で
生
き

抜
い
た
生
の
一
つ
の
証
し
で
さ
え
あ
ろ
う
。

あ
と
が
き
　
謝
辞

五
〇

　
今
回
（
二
〇
〇
八
－
二
〇
〇
九
）
の
志
賀
直
哉
旧
居
の
復
元
工

事
は
、
旧
居
の
現
所
有
者
で
あ
る
学
校
法
人
奈
良
学
園
（
理
事
長

西
川
彰
氏
）
の
再
度
の
英
断
の
賜
物
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
ま

ず
、
そ
の
こ
と
へ
の
深
い
敬
意
と
厚
い
感
謝
の
念
を
こ
こ
に
付
さ

せ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
昨
年
の
平
成
二
十
年
五
月
、
こ
の
文
豪
の
旧
居
が
同
学
園
に
よ

っ
て
買
収
さ
れ
そ
の
保
存
が
決
ま
っ
た
昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七

八
）
か
ら
ち
ょ
う
ど
三
十
年
を
数
え
て
、
全
国
的
な
拡
が
り
を
見

せ
た
こ
の
旧
居
の
保
存
運
動
を
回
顧
す
る
お
そ
ら
く
最
初
に
し
て

最
後
の
会
「
志
賀
直
哉
旧
居
保
存
運
動
三
十
周
年
メ
モ
リ
ア
ル
」

（「

抽
茶
T
ロ
ン
の
会
」
主
催
十
月
）
に
同
学
園
の
臨
席
を
お
願
い

す
べ
く
案
内
を
差
し
あ
げ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
機
に
損
傷
が
目
立

つ
と
こ
ろ
と
な
っ
た
こ
の
旧
居
の
修
復
を
行
い
た
い
と
の
意
向
を

示
さ
れ
た
。

　
こ
と
の
次
第
を
い
え
ば
、
平
成
二
十
年
六
月
末
、
学
校
法
人
奈

良
学
園
事
務
局
長
佐
藤
至
聖
氏
が
こ
の
意
向
を
も
っ
て
小
生
の
研
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究
室
に
お
見
え
に
な
り
、
微
力
な
が
ら
こ
の
大
事
業
の
一
端
を
担

わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
は
じ
ま
り
の
調
査
か
ら
最
終
工
事
と
な
っ
た
土
塀
の
復
旧
、
家

具
、
備
品
の
復
元
ま
で
数
え
れ
ば
、
工
事
は
ま
る
一
年
を
要
し

た
。
こ
の
作
業
が
円
滑
に
行
わ
れ
、
「
直
哉
の
時
代
に
戻
す
」
旧

居
の
完
成
を
見
た
の
は
、
と
り
わ
け
こ
の
工
事
遂
行
に
重
要
な
役

割
を
果
た
さ
れ
た
同
学
園
事
務
局
長
佐
藤
至
則
氏
に
多
く
を
負
っ

て
い
る
。
記
し
て
深
甚
の
謝
意
を
表
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
併
せ

て
、
複
雑
な
こ
の
工
事
に
技
量
の
か
ぎ
り
を
尽
く
さ
れ
た
山
本
吉

治
棟
梁
に
も
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
工
事
へ

の
棟
梁
の
熱
意
な
く
し
て
、
旧
居
の
全
貌
は
日
の
目
を
見
な
か
っ

た
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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