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あ﹅
る﹅
が﹅
ま﹅
ま﹅
の﹅
姿﹅
は
決
し
て
心
理
で
も
な
け
れ
ば
諷
刺
で
も
な
い

　
伊
藤
整
氏
の
近
著
『
街
と
村
』
と
い
う
小
説
集
は
、
お
な
じ
街
や
村
と
云

っ
て
も
、
作
者
に
と
っ
て
は
た
だ
の
街
や
村
の
姿
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に

幽
鬼
の
街
、
幽
鬼
の
村
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
自
身
の
中
途
半
端
な
人
生
の

く
ら
し
か
た
が
、
そ
の
街
に
お
い
て
も
そ
の
村
に
お
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
の

思
い
出
と
そ
こ
に
登
場
し
て
来
る
人
物
す
べ
て
を
作
者
に
と
っ
て
幽
鬼
と
し

て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
幽
鬼
た
ち
が
彼
と
い
う
存
在
と
の
接
触
に
お
い
て

か
つ
て
の
現
実
の
事
情
の
中
に
完
成
さ
れ
な
か
っ
た
い
き
さ
つ
を
妄
執
と
し

て
彷
徨
し
、
私
と
い
う
一
人
物
は
そ
れ
ら
の
ま
ぼ
ろ
し
の
幽
鬼
に
追
い
ま
く
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ら
れ
て
遂
に
は
鴎
と
化
し
つ
つ
、
自
嘲
に
身
を
よ
じ
る
。
そ
れ
を
、
作
者
は

小
説
の
な
か
で
も
く
り
か
え
し
云
わ
れ
て
い
る
と
お
り
な
自
身
の
情
緒
の
シ

ス
テ
ム
に
し
た
が
っ
て
組
立
て
、
芸
術
の
美
感
と
は
畢
竟
描
か
れ
た
世
界
の

中
に
あ
る
と
い
う
立
て
ま
え
に
よ
っ
て
、
一
箇
の
幻
想
世
界
を
つ
く
り
あ
げ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
作
品
を
、
心
理
主
義
の
描
写
と
い
う
批
評
の
言
葉
も
見
か
け
る
し
、

ま
た
、
現
代
の
知
識
人
の
苦
し
み
を
最
高
の
形
で
表
現
し
て
い
る
作
品
で
あ

る
と
い
う
紹
介
な
ど
も
あ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
謂
わ
ば
既
成
の

専
門
風
な
も
の
の
云
い
か
た
か
ら
は
な
れ
て
、
こ
の
作
品
を
ご
く
あ
り
の
ま

ま
の
生
活
と
そ
の
生
活
に
生
き
て
ゆ
く
今
日
の
感
情
の
自
然
な
関
係
の
う
ち

に
お
い
て
眺
め
た
場
合
、
読
者
の
大
部
分
は
ど
ん
な
感
想
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
は
き
っ
と
、
ひ
と
く
ち
に
云
え
な
い
感
情
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ひ

と
く
ち
に
は
云
え
な
い
が
、
何
か
云
い
た
い
も
の
が
の
こ
さ
れ
る
、
そ
う
い

う
心
持
の
す
る
小
説
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
云

え
ば
、
そ
こ
が
こ
の
作
者
の
云
わ
ば
狙
い
ど
こ
ろ
と
し
て
の
成
功
で
あ
り
、

作
品
の
ひ
と
く
せ
あ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
作
者
の
中

に
は
、
こ
う
い
う
シ﹅
ス﹅
テ﹅
ム﹅
を
も
つ
ひ
と
も
あ
る
も
の
で
あ
る
。
別
な
例
だ

が
、
横
光
利
一
と
い
う
作
家
の
シ
ス
テ
ム
も
、
わ
か
る
よ
う
で
わ
か
ら
な
く
、

だ
が
あ
け
す
け
に
分
ら
な
い
と
云
わ
せ
な
い
よ
う
な
同
時
代
人
の
或
る
神
経

に
ひ
っ
か
か
り
を
つ
け
て
ゆ
く
技
術
で
、
妙
に
は
た
か
ら
勿
体
を
つ
け
て
見

ら
れ
た
作
家
の
一
人
で
あ
っ
た
。
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伊
藤
整
氏
の
場
合
、
幽
鬼
の
街
と
村
と
は
、
そ
ば
へ
よ
っ
て
よ
く
見
る
と

案
外
に
わ
か
り
や
す
い
幾
つ
か
の
土
台
の
上
に
組
立
て
ら
れ
て
い
る
。
一
つ

は
、
「
僕
は
中
途
半
端
に
生
活
し
、
中
途
半
端
に
し
か
考
え
て
来
ま
せ
ん
で

し
た
」
「
若
し
生
活
の
一
片
毎
に
誠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
僕
は
命

を
百
持
っ
て
い
て
も
足
り
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
」
「
意
味
は
八
方
へ
拡
り
、

す
べ
て
の
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
て
考
え
れ
ば
み
な
締
め
く
く
り
が
つ
か
な

く
な
る
」
「
そ
れ
ら
の
責
苦
に
私
は
耐
え
る
こ
と
が
出
来
そ
う
も
な
い
」
ほ

ど
に
感
じ
ら
れ
る
そ
れ
を
自
己
の
感
性
の
鋭
さ
と
意
識
さ
れ
て
い
る
観
念
で

あ
る
。
こ
の
観
念
と
並
立
し
て
い
て
、
私
と
い
う
人
物
が
こ
れ
ま
で
中
途
半

端
に
し
か
生
活
も
せ
ず
考
え
も
せ
ず
に
暮
し
て
来
た
と
い
う
自
嘲
自
責
で
身

を
よ
じ
っ
て
い
る
と
き
、
内
心
そ
の
姿
に
手
を
か
け
て
な
ぐ
さ
め
て
と
な
り
、
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合
理
づ
け
る
囁
き
と
し
て
存
在
し
て
い
る
、
も
う
一
つ
の
観
念
が
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
期
や
場
合
を
通
じ
て
中
途
半
端
め
い
た
外
見
を
自

身
の
生
活
態
度
に
あ
た
え
て
来
た
真
の
動
機
は
、
私
と
い
う
人
物
が
「
無
感

動
な
の
で
は
な
い
。
」
「
人
が
泣
く
よ
り
も
っ
と
悲
し
い
こ
と
が
ど
こ
か
に

あ
る
の
だ
。
人
が
私
を
や
さ
し
く
い
た
わ
っ
て
く
れ
る
よ
り
も
も
っ
と
美
し

い
言
葉
が
何
処
か
に
あ
る
。
私
は
そ
れ
の
た
め
に
自
分
の
心
を
と
っ
て
お
き

た
い
の
だ
っ
た
」
「
私
は
最
上
の
も
の
を
、
か
り
そ
め
の
も
の
と
し
か
見
な

か
っ
た
」

と
、
自
分
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
を
評
価
し
て
い
る
観
念
で
あ
り
、
一

方
、
日
々
生
き
て
ゆ
く
上
か
ら
は
「
世
間
と
い
う
も
の
が
君
の
理
想
の
実
現

を
助
け
て
や
ろ
う
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
じ
ゃ
な
い
」
こ
と
を
も
知
り
、
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「
そ
の
理
想
を
よ
り
完
全
に
思
う
よ
う
な
形
で
実
現
し
た
か
っ
た
か
ら
」

「
普
通
の
人
間
と
同
じ
よ
う
な
莫
迦
ら
し
さ
と
汚
れ
と
の
つ
い
た
人
間
に
な

っ
て
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
「
世
間
は
今
ま
で
そ
こ
に
生
き
て
い

た
の
と
全
く
同
じ
よ
う
な
中
庸
な
、
特
色
も
理
想
も
圭
角
も
持
っ
て
い
な
い

人
間
に
し
か
生
き
る
道
を
与
え
な
い
の
だ
」
と
、
い
ず
れ
か
と
云
え
ば
あ
り

ふ
れ
す
ぎ
る
市
民
の
感
情
で
世
間
と
は
受
け
身
に
対
し
て
い
る
。

　
幽
鬼
の
「
街
と
村
」
と
は
、
後
篇
の
抒
情
性
そ
の
も
の
さ
え
ご
く
観
念
的

に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
作
品
の
世
界
の
な
か

で
い
く
つ
か
の
断
崖
を
な
し
て
い
る
観
念
の
矛
盾
は
お
の
ず
か
ら
く
っ
き
り

と
読
者
の
目
に
も
映
じ
、
作
者
自
身
が
よ
そ
め
に
明
ら
か
な
そ
の
矛
盾
を
知

ろ
う
と
し
な
い
の
で
、
ま
る
で
そ
れ
が
生
き
る
自
己
目
的
で
あ
る
か
の
よ
う
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に
あ
の
崖
を
顛
落
し
た
り
こ
の
崖
を
よ
じ
っ
た
り
し
つ
つ
い
る
有
様
に
は
、

一
種
の
困
惑
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
作
品
の
後
味
と
し
て
ひ

と
く
ち
に
云
え
な
い
感
じ
を
の
こ
す
所
以
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
社
会
と
思
想
と
が
大
き
い
波
を
か
ぶ
り
つ
つ
経
て
来
た
日
本
の
こ
の
数
年

間
の
生
活
の
思
い
出
を
、
あ
た
り
前
の
文
学
上
の
も
の
云
い
で
語
ら
ず
、
こ

う
い
う
鬼
や
地
獄
を
ひ
き
出
し
て
描
き
出
す
こ
の
作
者
の
ポ
ー
ズ
、
ス
タ
イ

ル
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
、
今
日
大
陸
文
学
懇
談
会
と
か
い
う
と
こ
ろ
の
一

つ
の
椅
子
に
財
務
員
と
い
う
役
目
で
か
け
て
い
る
作
者
伊
藤
整
氏
の
姿
と
を

思
い
あ
わ
せ
る
と
、
そ
こ
に
な
か
な
か
面
白
い
一
箇
の
人
間
の
現
実
が
あ
る
。

今
日
の
文
学
に
は
、
た
だ
題
材
の
め
ず
ら
し
さ
よ
り
一
歩
ふ
み
入
っ
て
人
間
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の
心
に
ふ
れ
よ
う
と
す
る
意
味
で
心
理
が
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
諷
刺

の
精
神
も
活
を
い
れ
ら
れ
て
結
構
の
時
節
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う

い
う
意
味
で
の
心
理
描
写
や
、
諷
刺
を
幽
鬼
の
街
と
村
と
の
内
の
世
界
に
求

め
る
こ
と
は
徒
労
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
う
い
う
作
品
と
の
関
係
で
そ
の
作

家
の
生
き
つ
つ
あ
る
現
実
の
生
き
よ
う
を
見
き
わ
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、

血
と
肉
の
あ
る
現
代
人
の
知
性
が
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
九
年
六
月
〕
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