
「
{
家

」

の
裏
側
へ

|

|
志
賀
直
哉

は
じ
め
に

『
和
解
』
(
初
出

『
黒
潮
』
第
二
巻
第

一
O
号、

一
九

一
七

・
一
O
)

が
、
父
と
子
と
い
う
単
な
る
二
個
人
の
関
係
を
描
い
た
小
説
で
は
な

く
、
よ
り
広
い
人
間
関
係
に
聞
か
れ
て
い
る
と
い
う
評
価
は
、
先
行

研
究
の
中
で
も
早
く
か
ら
あ
っ
た
。
そ
の
人
間
関
係
を
「
家
」
と
呼

ん
だ
の
は
、
本
多
秋
五
で
あ
る
。
ま
た
、
高
田
知
波
は
、
『
和
解
』
は

「
整
然
た
る
ホ
モ
ソ

l
シ
ヤ
ル
の

て
い
く
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
」
物
語
で
あ
る
と
論
じ
た
。
「
家
」
と

「
ホ
モ
ソ

l
シ
ヤ
ル
の
「
皆
」
世
界
」
は
、
「
女
の
交
換
」
と
い
う
概

「
皆
」
世
界
が
編
成

・
確
立
さ
れ

念
が
根
底
に
あ
る
点
に
関
し
て

非
常
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
女
た
ち
は
常
に
男
に
交
換
さ
れ
、
所
有
さ
れ
る
存

在
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は

同
時
に
女
に
よ
る

「比白」

の
「
{
家
」

『
和
解
』

神
田

茜

制
度
へ
の
束
縛
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
『
和
解
』
で
は
、
そ
う
し
た
女
た
ち
が
「
家
」
制
度
の
正
常
化
を

求
め
、

〈
和
解
〉

そ
し
て
そ
こ
に
は
、

に
尽
力
し
て
い
く
。

父
子
の

叔
父
の
存
在
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「
家
」
制
度
に
お
い
て
抑
圧
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た

女
た
ち
が

そ
の
身
を
も
っ
て
父
を
、
夫
を
、
「
長
男
」
を
「
家
」
に

縛
り
付
け
て
い
る
。
そ
う
考
え
た
と
き
、
「
家
」
制
度
の
裏
側
が
見
え

て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
裏
側
を
位
置
づ
け
る
の
は
、
女
同
様
抑
圧

さ
れ
た
対
象
で
あ
る
は
ず
の
次
男
と
い
う
存
在
で
あ
る
。
『
和
解
』
と

い
う
物
語
に
お
い
て
叔
父
か
ら
順
三
へ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
的
「
家
」
制
度
の
裏
側
を
あ
ぶ
り
だ
し
て
い

「
次
男
の
継
承
」
を
示
す

く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。



ホ
モ
ソ

l
シ
ヤ
ル
と
『
家
」
制
度

順
吉
の
交
友
関
係
は
広
く
、
本
文
中
で
も
友
人
と
会
う
場
面
が
多

く
見
ら
れ
、
詳
細
に
語
ら
れ
る
。
本
文
中
に
現
れ
る
最
初
の
友
人
は
、

「
そ
の
原
稿
を
書
き
上
げ
た
ら
会
ひ
た
い
と
端
書
を
出
し
て
お
い
た

友
」
(
二
)
と

S
で
あ
る
が
、
結
局
彼
ら
と
は
会
わ
ず
順
吉
は
麻
布
の

家
に
向
か
う
。
次
に
順
吉
の
友
人
が
登
場
す
る
の
は
、
「
暫
く
し
て
妹

等
と
別
れ
て
自
分
は
友
達
の
家
へ
い
っ
た
。
其
所
に
他
の
友
達
が
三

人
来
た
。
そ
し
て
そ
の
晩
は
勝
負
事
で
夜
明
か
し
を
し
た
。
翌
日
も

昼
頃
ま
で
そ
れ
を
続
け
た
。
」
(
四
)
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
四
章

で
あ
る
。
赤
児
の
病
気
の
際
は
駆
け
つ
け
共
に
看
病
し
て
く
れ
た

Y

(
五
)
や
、
赤
児
の
死
後
、
東
京
か
ら
出
て
き
て
通
夜
を
し
て
く
れ

る
画
家
の

S

K

七
)
な
ど
、
順
吉
が
窮
地
に
追
い
や
ら
れ
た
時
に

は
決
ま
っ
て
友
人
の
姿
、
が
あ
る
。
そ
し
て
、

Y
が
「
朝
鮮
支
那
の
旅
」

に
出
て
か
ら
は
そ
の
穴
を
埋
め
る
よ
う
に
「
最
も
旧
い
そ
し
て
最
も

親
し
い
友
の

M
」
(
八
)
が
引
っ
越
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
に
続
く
章
で
も
、
友
人
た
ち
は
現
れ
る
。
二
人
だ
け
で
廻

覧
雑
誌
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た

「
或
る
親
し
い
友
」
(
九
)
や
、

年
程
前
か
ら
友
に
な
っ
た

K
君
」
(
十
)
、
「
前
日
訪
ね
た
橋
場
の
方
の

友
」
(
十
二
)
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ

家
J、、

向
か
い〈

手日

露理

2を
約成
束功
lこさ
なせ
つん
て後

たも

苓空
71ミ にコ

ーは

人明
来 2
て S
四 K
人の

る
父
と
の

で
会
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
順
吉
を
取
り
巻
く
交
友
関
係
は
、
男
の
み
に
限
ら
れ
る
。

女
の
介
入
を
許
さ
ず
、
関
係
性
か
ら
排
除
し
て
い
る
構
図
が
見
え
る

だ
ろ
う
。
本
文
中
に
は
、
幾
度
か
順
吉
の
友
人
た
ち
と
女
が
同
席
す

し
か
し
、
そ
こ
で
の
女
た
ち
は
決
し
て
主
体

る
場
面
は
見
ら
れ
る
。

的
な
発
言
を
許
さ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
。
例
え
ば
、
順
士
口
が

M
夫
婦

と
活
動
写
真
を
見
に
行
く
場
面
で
あ
る
。
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M
夫
婦
は
そ
の
時
の
自
分
の
気
分
に
一
番
適
切
な
気
持
で
自

分
に
対
し
て
い
て
呉
れ
た
。
自
分
の
気
分
は
言
葉
は
使
は
ず
に
三

人
に
通
ふ
気
分
の
上
だ
け
で
慰
め
ら
れ
た
。
(
中
略
)

暫
く
し
て
三
人
は
そ
の
家
を
出
た
。
仲
庖
を
ぶ
ら
ノ
¥
歩
い
て

居
る
時
に
自
分
は

M
に
麻
布
の
家
を
出
る
時
の
事
を
話
し
た
。
自

分
は
静
か
な
気
持
で
そ
れ
が
云
へ
た
。

「
フ
ア
ザ

l
は
相
変
わ
ら
ず
頑
固
だ
ネ
」
と

M
は
少
し
淋
し
い

や
う
な
笑
顔
を
し
て
云
っ
た
。
(
十
一
)
(
傍
線

・
執
筆
者



こ
の
場
面
で
は

「
三
人
に
通
ふ
気
分
」

に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て

い
る
が
、
順
吉
は

M
だ
け
に
話
し
か
け
て
お
り
、
会
話
文
と
し
て

表
れ
て
い
る
の
も

M
の
台
詞
の
み
で
あ
る
。
行
動
を
共
に
し
て
い

る
は
ず
の

M
の
細
君
が
発
し
た
と
さ
れ
る
言
葉
は
、
本
文
中
に
一
ホ

さ
れ
な
い
。
語
り
手
に
よ
っ
て
そ
の
言
葉
は
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
。

ま
た
、
女
の
存
在
そ
の
も
の
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て

い
る
記

述
も
見
ら
れ
る
。

〈
和
解
〉
が
成
っ
た
後

四
谷
の

S

K
宅
を
訪

れ
た
際
の
会
話
で
あ
る
。

自
分
は
其
日
の
事
を

S

K
に
話
し
た
。

S
K
は
大
変
に
喜
ん
で

呉
れ
た
。
そ
し
て
大
変
気
持
の
い
い
事
と
し
て
好
意
を
見
せ
て
呉

れ
た
。

S
K
は

「
康
子
さ
ん
に
電
報
を
打
た
な
い
か
。
喜
ば
れ
る
だ
ら
う
」

と
7s. 

っ
た
。

「
今
日
父
と
会
ふ
と
云
ふ
事
は
多
分
知
ら
な
い
か
ら
、

リ
こ
心
己

口

n
p
v
d
拓
自

は
し
て
な
い
と
思
ふ
」
と
自
分
は
答
へ
た
。
(
十
四
)

友
人
で
あ
る

S
K
に
は
直
接
〈
和
解
〉

の
成
立
を
伝
え
る
た
め
に

家
を
訪
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
〈
和
解
〉
に
尽
力
し
そ
れ
を
待
ち

望
ん
で
い
る
妻
に
は
す
ぐ
に
伝
え
よ
う
と
せ
ず
、
電
報
す
ら
打
た
な

ぃ
。
そ
も
そ
も
、「
今
日
父
と
会
う
と
云
う
事
」
を
告
げ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
場
面
か
ら
は
、
順
吉
、
が
男
同
士
の
友
人
関
係
に
比
べ
、

妻
の
優
先
度
を
非
常
に
低
く
見
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

順
士
口
の
女
性
蔑
視
は
、

特
に
、
順
吉
が
家
長
で
あ
る

振
る
舞
い
が
そ
れ
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。
物
語
冒
頭
で
麻
布
の
家

「
{
家
」

の
中
で
は
さ
ら
に
顕
著
で
あ
る
。

「我
孫
子
の
家
」

で
の
、
妻
に
対
す
る

か
ら
我
孫
子
の
家
に
帰
っ
て
来
た
場
面
で
あ
る
。
順
吉
は
、
「
妻
の
気
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持
、
が
少
し
も
ピ
ッ
タ
リ
し
て
ゐ
な
い
」
こ
と
を
不
満
に
思
い
、

し、

か

に
も
償
暴
な
態
度
を
取
る
。

自
分
は
黙
っ
て
其
手
を
払
ひ
の
け
た
。

「
何
故
?
」
と
情
け
な
い
声
を
し
た
。

「
兎
も
角
、
触
ら
な
い
で
く
れ
」

「
何
を
怒

っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
?
」

と
云
ふ
。

「
か
ふ
云
ふ
時
お
前
の
や
う
な
奴
と
一
緒
に
ゐ
る
の
は
、
独
り

身
の
時
よ
り
余
程
不
愉
快
だ
」



暫
く
す
る
と
妻
、
が
泣
き
出
し
た
。

こ
う
云
う
時
自
分
は
ジ
リ
ノ
¥
す
る
程
意
地
悪
く
な
る
。
自
分

で
自
分
を
制
し
き
れ
な
く
な
る
。
然
し
一
方
妻
の
乳
が
止
ま
ら
れ
る

と
厄
介
だ
と
い
ふ
気
が
あ
っ
た
。
(
二
)
(
傍
線
・
執
筆
者
)

こ
こ
で
は
、

理
不
尽
に
妻
に
怒
り
を
ぶ
つ
け
る
一
方
で
、

そ
の
こ

と
で
妻
の
乳
が
止
ま
り
自
分
の
子
に
影
響
が
出
る
こ
と
に
配
慮
し
て
、

「
い
い
加
減
の
と
こ
ろ
で
我
慢
し
」

て
い
る
。
こ
れ
は
二
家
の
家
長

と
し
て
の
判
断
で
あ
り
、
家
族
の
た
め
に
「
我
慢
し
て
や
っ
た
」
と

い
う
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
受
け
取
れ
る
。
『
和
解
』
の
語
り
は
、
こ

の
よ
う
な
家
父
長
制
と
そ
れ
に
基
づ
く
女
性
蔑
視
を
多
く
苧
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
う
し
て
物
語
の
中
で
抑
圧
さ
れ
て
い
る
女
た
ち
は
、

時
と
し
て
男
を
「
家
」

の
中
に
縛
り
付
け
る
。
先
に
挙
げ
た
場
面
に

関
し
て
言
え
ば
、
妻
は
夫
に
対
し
て

「
家
」
を
盾
に
そ
れ
以
上
の
追

墜
を
許
し
て
い
な
い
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
男
同
士
の

紳
」
が
強
固
に
な
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
家
長
で
あ
る
男
た
ち
の
関

係
が
女
な
し
に
は
成
立
し
得
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
女
た

ち
の
存
在
に
よ
っ
て
、
順
吉
は
男
と
し
て
存
在
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

順
吉
は
、
女
た
ち
の
仲
介
な
し
に
は
父
と
関
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
は
、

父
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
女
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の

〈
和
解
〉

へ
の
関
わ
り
を
見
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

〈
和
解
〉

の
主
な
功
労
者
と
し
て
は
母
(
義
母

祖
母
、
妻
(
康
子
)
が
、
挙
げ
ら
れ
、
彼
女
た
ち
の
三
者
三
様
の

解
〉
へ
の
働
き
か
け
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
母
(
義
母
) 平日

を
「
仲
介
す
る
も
の
」
と
し
、
祖
母
を
「
呼
び
寄
せ
る
も
の
」
と
し
、

そ
し
て
妻
は

「
代
弁
す
る
も
の
」

と
し
よ
う
。

順
吉
の
麻
布
の
家
と
の
交
渉
は
、
主
に
母
を
通
し
て
行
わ
れ
る
。

本
文
中
で
も
母
と
の
電
話
で
の
や
り
取
り
が
幾
度
と
な
く
描
か
れ
る
。

61 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
池
内
輝
雄
は

「
電
話
に
は
受
話
器
を
通
し
て

人
を
一
対
一
の
関
係
で
直
接
結
び
付
け
る
機
能
が
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
彼
は
そ
れ
を
利
用
し
て
母
と
の
聞
に
特
別
な
関
係

〈
内
部
通
報
者
て
あ
る
い
は
父
の
眼
を
盗
む
〈
共
犯
者
〉
の
関
係
を

保
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
母
の
仲
介
は
常
に
直
接

的
で
あ
る
。
父
子
の

〈和
解
〉
を
促
す
明
確
な
言
葉
を
最
も
多
く
語

る
の
も
こ
の
母
で
あ
る
。
十
三
章
で
の
父
と
の
〈
和
解
〉
の
場
面
は

母
の

「
兄
さ
ん
一
寸
お
仏
様
に
お
線
香
を
上
げ
て
来
ま
せ
ん
か
」
と

い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
。



「
お
父
さ
ん
お
家
で
す
ね
つ
」
と
自
分
は
側
に
座
っ
て
ゐ
る

母
に
い
っ
た
。

「
h

え
h

え

お
い
で
で
す
」

「
手
紙
だ
と
気
持
が
中
々
現
は
れ
な
い
の
で
、
矢
張
り
直
接
お

会
ひ
し
た
方
が

い
い
と
思
っ
た
の
で
す
」

「
そ
り
ゃ
あ
、
穏
や
か
に
お
話
し
出
来
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
事
は

な
い
の
で
す
か
ら
、
ど
う
か
ね
、
本
統
に
穏
や
か
な
心
に
な
っ
て
、

静
か
に
お
話
し
て
頂
戴
。
私
も
今
朝
か
ら
度
々
今
日
の
か
ふ
云
ふ

時
お
前
の
や
う
な
奴
と
一
緒
に
ゐ
る
の
は
、
独
り
身
の
時
よ
り
余

程
不
愉
快
だ
」

暫
く
す
る
と
妻
、
が
泣
き
出
し
た
。

こ
う
云
う
時
自
分
は
ジ
リ
ノ
¥
す
る
程
意
地
悪
く
な
る
。
自
分
で

自
分
を
制
し
き
れ
な
く
な
る
。
然
し
一
方
妻
の
乳
が
止
ま
ら
れ
る

と
厄
介
だ
と
い
ふ
気
、
が
あ
っ
た
。
つ
乙
(
傍
線

一
執
筆
者

こ
こ
で
は
、

理
不
尽
に
妻
に
怒
り
を
、
ふ
つ
け
る
一
方
で
、
そ
の
こ

と
で
妻
の
乳
が
止
ま
り
自
分
の
子
に
影
響
が
出
る
こ
と
に
配
慮
し
て
、

「
い
い
加
減
の
と
こ
ろ
で
我
慢
し
」

て
い
る
。
こ
れ
は

一
家
の
家
長

と
し
て
の
判
断
で
あ
り
、
家
族
の
た
め
に
「
我
慢
し
て
や
っ
た
」
と

い
う
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
受
け
取
れ
る
。
『
和
解
』
の
語
り
は
、
こ

の
よ
う
な
家
父
長
制
と
そ
れ
に
基
づ
く
女
性
蔑
視
を
多
く
苧
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。

し
か
し

こ
う
し
て
物
語
の
中
で
抑
圧
さ
れ
て
い
る
女
た
ち
は

時
と
し
て
男
を
「
家
」

の
中
に
縛
り
付
け
る
。
先
に
挙
げ
た
場
面
に

関
し
て
言
え
ば
、
妻
は
夫
に
対
し
て

「
{
家
」
を
盾
に
そ
れ
以
上
の
追

撃
を
許
し
て
い
な
い
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
男
同
士
の

粋
」
が
強
固
に
な
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
家
長
で
あ
る
男
た
ち
の
関

係
、
が
女
な
し
に
は
成
立
し
得
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
女
た
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ち
の
存
在
に
よ
っ
て
、
順
吉
は
男
と
し
て
存
在
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

順
吉
は
、
女
た
ち
の
仲
介
な
し
に
は
父
と
関
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
は
、

父
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
女
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の

く
こ
と
に
す
る
。

の
主
な
功五日
雪解
コ戸ミー 、》〆

と
し
て
は
母

義
母

へ
の
関
わ
り
を
見
て
い

〈
和
解
〉

祖
母
、
妻
(
康
子
)
が
挙
げ
ら
れ

彼
女
た
ち
の
三
者
三
様
の

平日

解
〉
へ
の
働
き
か
け
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
母
(
義
母
)

を
「
仲
介
す
る
も
の
」
と
し
、
祖
母
を
「
呼
び
寄
せ
る
も
の
」
と
し
、

そ
し
て
妻
は

「代
弁
す
る
も
の
」
と
し
よ
う
。



順
吉
の
麻
布
の
家
と
の
交
渉
は
、
主
に
母
を
通
し
て
行
わ
れ
る
。

本
文
中
で
も
母
と
の
電
話
で
の
や
り
取
り
が
幾
度
と
な
く
描
か
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
池
内
輝
雄
は

「
電
話
に
は
受
話
器
を
通
し
て

人
を
一
対
一
の
関
係
で
直
接
結
び
付
け
る
機
能
が
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
彼
は
そ
れ
を
利
用
し
て
母
と
の
間
に
特
別
な
関
係

〈
内
部
通
報
者
て
あ
る
い
は
父
の
眼
を
盗
む
〈
共
犯
者
〉
の
関
係
を

保
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
母
の
仲
介
は
常
に
直
接

的
で
あ
る
。

〈
和
解
〉
を
促
す
明
確
な
言
葉
を
最
も
多
く
語

父
子
の

る
の
も
こ
の
母
で
あ
る
。
十
三
章
で
の
父
と
の

〈和
解
〉
の
場
面
は
、

「
兄
さ
ん
一
寸
お
仏
様
に
お
線
香
を
上
げ
て
来
ま
せ
ん
か
」
と

母
の

い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
。

「
お
父
さ
ん
お
家
で
す
ね
?
」
と
自
分
は
側
に
座
っ
て
ゐ
る
母
に

、「J

e--
」
O

B
U
M-

J

，4'' 

「、ぇ‘ぇ

お
い
で
で
す
」

「手
紙
だ
と
気
持
、
が
中
々
現
は
れ
な
い
の
で
、
矢
張
り
直
接
お
会

ひ
し
た
方
が
い
い
と
思
っ
た
の
で
す
」

「
そ
り
ゃ
あ
、
穏
や
か
に
お
話
し
出
来
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
事
は

な
い
の
で
す
か
ら
、
ど
う
か
ね
、
本
統
に
穏
や
か
な
心
に
な
っ
て
、

静
か
に
お
話
し
て
頂
戴
。
私
も
今
朝
か
ら
度
々
今
日
の
仏
様
に
ど

う
か
お
手
引
き
下
さ
る
や
う
に
っ
て
お
願
し
て
居
た
の
。
兄
さ
ん

も
一
時
の
感
情
で
文
烈
し
い
事
な
ん
か
云
っ
た
り
し
な
い
で
、

言
で
い
い
か
ら
、
眼
を
つ
ぶ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
事
は
私
が
悪
う

ム
い
ま
し
た
と
お
詫
し
て
下
さ
い
。
(
後
略
)
」
(
十

ま
く
し
た
て
る
か
の
よ
う
に
一
気
に
話
す
母
は
、
「
お
父
さ
ん
お
祖

母
さ
ん
初
め
、
家
中
の
者
が
皆
晴
々
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
楽
し
く
暮

ら
し
て
行
」
く
た
め
に
、
「
充
奮
し
て
何
度
も
頭
を
下
げ
な
が
ら
」
順

吉
に
父
と
の

〈和
解
〉
を
促
す
。
池
内
は
、
「
穏
や
か
」
と
い
う
言
葉
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が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
、
そ
の
母
の
言
葉
が
父
に
も
影
響
を
与
え
て

い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
順
吉
と
父
と
の

〈和

解
〉
の
大
き
な
要
因
が
母
の
仲
介
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

母
は

「
仲
介
す
る
も
の
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
の
だ
と
言
え

る
。一

方
、
祖
母
は
母
と
は
異
な
り

父
子
の
不
和
に
対
し
て
直
接
的

そ
の
存
在
に
よ
っ
て
順
吉

を
麻
布
の
家
に
、
つ
ま
り
は
父
の
元
へ
呼
び
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
言
動
を
取
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、

二
章
で
は
、
祖
母
が
風
邪
を
引
く
。
す
る
と
順
吉
は
、
「
父
の
事
で
箱



根
を
朝
早
く
起

っ
て
来
る
と
す
る
と
自
分
の
ゐ
る
聞
に
蛇
度
帰
っ
て

来
る
だ
ら
う
と
い
ふ
気
は
し
た
が
、
行
く
事
に
し
て
電
話
を
き
る
と

直
ぐ
電
車
に
乗
っ
て
麻
布
の
家
へ
向
か
」
う
。
父
に
会
う
可
能
性
を

理
解
し
て
い
な
が
ら
も
、
祖
母
に
会
い
た
い
気
持
ち
が
勝
り
麻
布
の

家
に
赴
く
の
で
あ
る
。

「
父
、
が
見
た
が
っ
て
ゐ
る
か
ら
と
赤
児
を
連
れ
て
帰
り
た
が
っ
」

(
四
)
た
祖
母
に
対
し
、
順
吉
は
「
何
故
か
自
分
は
其
時
そ
れ
(
執
筆

な
る
べ
く
百
日
位
は
動
か
さ
ぬ
よ
う
と
い
う
医
者
の
言
葉
)
を
云
は

者
注

な
か
っ
」
た
。
「
何
だ
か
気
が
進
ま
な
か
っ
た
」
に
も
関
わ
ら
ず
、
祖

母
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
赤
児
も
順
吉
も
東
京
へ
向
か
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
祖
母
の
存
在
は
順
吉
の
精
神
に
強
力

に
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
和
解
〉
が
成
立
す
る
き
っ
か
け
と
し
て
、
祖
母

の
体
調
不
良
は
外
せ
な
い
要
因
だ
ろ
う
。
祖
母
の
顎
が
外
れ
、

ま
た
、

父
と
の

そ
れ

に
伴
う
発
熱
に
「
恐
怖
を
感
じ
」
(
十
二
た
の
だ
。
そ
の
直
後
母
と

言
い
争
い
、

父
に
手
紙
を
書
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
が
の
ち
に

父
と
の
対
面
に
繋
が
る
の
で
あ
り
、

や
は
り
こ
こ
に
も
祖
母
の
引
力

の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
祖
母

は
父
子
の

〈
和
解
〉

に
関
わ
り

尽
力
し
て
い
る
の
だ
。

最
後
に
、
妻
の
役
割
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
く
。
妻
は

「
代
弁

す
る
も
の
」

で
あ
る
。
夫
の
言
葉
を
代
弁
し
、

父
に
伝
え
る
。
逆
も

し
か
り
で
あ
り
、

い
わ
ば
伝
言
係
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

昨
年

の
春
に
父
が
京
都
に
遊
び
に
来
た
と
き
、
会
い
た
く
な
い
と
い
う
旨

を
綴
っ
た
手
紙
を
順
吉
は
妻
に
持
た
せ
て
い
る
。
「
繰
返
し
ノ
¥
手
紙

は
必
ず
停
車
場
で
父
に
渡
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
念
を
押
し
」

(
三
)
、
半
ば
強
引
に
代
弁
を
遂
行
さ
せ
る
。
妻
は
泣
き
な
が
ら
も
、

結
果
的
に
は
そ
の
要
請
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
本
文
中
に
現

れ
る
妻
の
最
初
の

「
代
弁
」

で
あ
る
。

ま
た
、
長
女
の
出
産
の
費
用
を
出
し
て
く
れ
る
と
言
っ
た
父
に
対
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し
て
、
順
吉
は
自
ら
礼
を
伝
え
な
い
。
や
は
り
こ
こ
で
も
、
安
に
代

弁
さ
せ
て
い
る
。

祖
母
は

一
寸
お
父
さ
ん
の
所
へ
行
っ
て
お
礼
を
云
っ
て
お
い

で
」
と
再
三
繰
返
し
た
。
自
分
は
、
「
う
ん
、
う
ん
」

と
其
度
唆

味
な
返
事
を
し
な
が
ら
、

た
う
と
う
行
か
な
か
っ
た
。

そ
し
て
妻

を
代
理
に
や
っ
て
礼
を
云
は
し
た
。
(四

そ
の
後
の
八
掌
で
は
、
妻
は
一
人
で
麻
布
の
家
へ
行
く
。
そ
の
理



由
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
妻
の
役
割
を
考
え
れ
ば
推
測
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
ろ
う
。
夫
の
言
葉
を
父
に
伝
え
に
行
っ
た
の
で
は
な
く
、

「
父
の
言
葉
を
貰
い
に
」
行
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
父
の
言
叶
莱

と
は
、
「
慧
子
も
可
哀
そ
う
な
事
を
し
た
な
」
と
い
う
赤
児
の
死
に
対

す
る
哀
悼
の
意
を
示
す
。
結
局
は
、

そ
う
し
た
言
葉
を
貰
う
ど
こ
ろ

台、

「赤
児
の
死
骸
を
東
京
へ
連
れ
て
来
た
」
こ
と
を
怒
ら
れ
る
の
で

あ
る
が

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
妻
は
受
け
取
っ
た
言
葉
を
そ

の
ま
ま
相
手
に
伝
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
伝
え
た
言
葉
が
ど
う
作
用

す
る
か
に
は
関
係
な
く
、
た
だ
伝
言
を
請
け
負
う
。
先
に
挙
げ
た
母

し
か
し
、
不
和
が
続
く
中

の
役
割
と
比
べ
る
と
、
受
動
的
で
あ
る
。

で
の
父
子
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ツ
1

ル
と
し
て
は
、
妻
の
存

在
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。

本
章
で
は
、
順
士
口
を
取
り
巻
く
男
同
士
の
紳
を
確
認
し

そ
の
上

で
抑
圧
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
女
た
ち
が
順
吉
や
父
の
行
動
を

制
御
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
次
章
で
は
、
「
家
」
制
度
か
ら

逃
れ
う
る
存
在
と
し
て
の
次
男
の
可
能
性
を
示
し
、
『
和
解
』
に
お
け

る
叔
父
と
女
た
ち
の
共
闘
を
見
て
い
く
。
「
家
」
制
度
の
裏
側
と
女
た

ち
の

〈
沈
黙
〉
を
意
味
付
け
、
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

叔
父
と
女
た
ち
の
共
闘

父
や
順
吉
、
が
女
た
ち
を
媒
介
に
し
な
け
れ
ば
互
い
に
働
き
か
け

が
で
き
な
い
の
に
対
し
、

叔
父
は
物
語
の
中
を
自
由
に
行
き
来
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
叔
父
は
自
分
の
意
志
で
父
、
順
吉
、
女
た
ち
そ
れ

ぞ
れ
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

叔
父
が
本
文
中
で
初
め
て
姿
を
現
す
の
は
四
章
で
あ
る
が
、
そ
れ

以
後
か
な
り
の
頻
度
で
登
場
す
る
。
赤
児
を
連
れ
て
上
京
し
た
際
、
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順
吉
は
叔
父
の
家
に
泊
ま
る

(
五
)
。
ま
た
、
死
ん
だ
赤
児
を
東
京
へ
運
ぶ
際
、
父
が
棺
を
麻
布
の

妻
と
赤
児
は
麻
布
の
家
に
治
ま
る
が
、

家
に
入
れ
る
こ
と
を
拒
み
、
叔
父
か
ら
自
分
の
と
こ
ろ
に
運
ぶ
よ
う

に
と
の
連
絡
が
来
る
(
七
)
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
叔
父
が
父
と
順

吉
の
聞
に
入
り
立
ち
回
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
い
っ
た
意

味
で
は
母
(
義
母
)
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
叔
父
と
義
母
の

決
定
的
な
違
い
は
そ
の
立
場
に
あ
る
。

義
母
は

「
仲
介
す
る
も
の
」
と
し
て
の
役
割
か
ら
順
吉
に
父
と
の

〈
和
解
〉
を
促
す
と
は
い
え

そ
の
立
場
は
紛
れ
も
な
く
麻
布
の
家



同
開
門

イ

つ
ま
り
は
父
側
の
人
間
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
叔
父
は
す
で

に
家
を
出
た
存
在
で
あ
り
、
麻
布
の
家
の
人
間
と
は
言
い
難
い
。

か
し
、
赤
児
の
棺
を
家
に
運
ば
せ
る
な
ど
、

父
の
指
示
に
従
い
順
吉

に
連
絡
し
て
い
る
場
面
も
見
ら
れ

(七
)
、
父
の
支
配
下
に
含
ま
れ
て

い
る
と
も
言
え
る
。

そ
の
一
方
で
、
叔
父
は
父
と
順
吉
の
中
間
に
位

置
す
る
と
も
言
え
る
の
だ
。
こ
う
し
た

「
中
間
者
と
し
て
の
叔
父
」

に
つ
い
て
、
関
谷
一
郎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

年
齢
的
に
見
て
も

一
般
に
叔
父
な
る
存
在
は
父
と
子
の
中
間

的
な
と
こ
ろ
に
位
置
し
つ
つ

子
に
と
っ
て
父
以
上
の
理
解
者
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
が
あ
る
。
順
吉
の
叔
父
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど

ま
ら
ず
、
《
叔
父
は
十
何
年
か
建
長
寺
で
参
禅
し
て

い
た
》
(
八
)

と
あ
る
通
り
、

一
種
の
ア
ウ
ト
ロ
ー
と
し
て
文
学
青
年
の
順
吉
と

通
い
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
一
族
に

し
ば
し
ば
付
き
も
の
の

ソ
ロ
モ
ン
の
栄
華
に
加
担
せ
ず
そ
こ
か

のら
で外
あでれ
るニた
。 存

在
と
し
て

両
者
は
響
き
合
う
も
の
を
持
っ
て
い
る

父
子
の

へ
繋
が
る
対
話
が
始
ま
っ
た
時
、

父
は
す
ぐ
に

〈
和
解
〉

し

「
ま
さ
は
彼
方
に
居
る
か
?
」
(
十
三
)
と
順
吉
に
問
い
掛
け
、
女

中
を
呼
ん
で
こ
の
重
要
な
場
に
叔
父
を
呼
び
寄
せ
る
。

こ
ん
な
事
を
云
っ
て
ゐ
る
内
に
父
は
泣
き
出
し
た
。
自
分
も
泣

き
出
し
た
。
二
人
は
も
う
何
も
云
は
な
か
っ
た
。
自
分
の
後
ろ
で

叔
父
が
一
人
何
か
云
ひ
出
し
た
が
、
其
内
叔
父
も
声
を
上
げ
て
泣

き
出
し
た
。
(十
三
)

長
き
に
渡
る
父
子
の

〈和
解
〉
劇
に
立
ち
会

っ
た
の
は
、
他
で
も

な
い
叔
父
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
す
ぐ
に
叔
父
は
鎌
倉
に
い
る

一
番
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上
の
妹
、
英
子
に
こ
の

〈
和
解
〉

を
知
ら
せ
る
使
者
と
な
る
こ
と
を

自
ら
申
し
出
る
。

そ
し
て
、
順
吉
が
上
京
す
る
の
と
入
れ
違
い
で
、

京
都
に
出
発
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
叔
父
は
、
「
実
の
世
界
と
虚
の

世
界
を
媒
介
す
る
〈
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
|
〉
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
父
子
の

〈
和
解
〉
を
見
届
け

そ
の
役
割
を
終
え
る
と
周
縁
へ
と
自
ら
去
っ

て
い
く
の
だ
。

「
先
日
の
和
解
は
全
く
時
節
因
縁
と
深
く
感
じ
申
候
。
父
上
も

此
度
は
大
丈
夫
だ
ら
う
と
話
さ
れ
た
。
君
の
手
紙
で
も
一
時
的
な



感
じ
で
な
い
と
云
ふ
事
も
あ
る
し
、
拙
者
も
其
場
で
左
様
感
じ
た
。

東
西
南
北
帰
去
来

夜
深
同
見
千
岩
雪

と
云
ふ
古
詩
の
輿
を
感
ず
る
云
々
」
(
十
六

物
語
の
最
後
は
、
叔
父
か
ら
の
手
紙
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。
叔
父

が
周
縁
か
ら
寄
越
し
た
手
紙
は
、

父
子
の
揺
る
ぎ
な
い

〈
和
解
〉
を

保
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
も
、
叔
父
の
大
き
な
役
割
と
し
て
父
子
の

手口

角平

へ
の
仲
介
と
そ
の
保
証
が
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は

子
の

〈
和
解
〉

に
献
身
的
に
協
力
し
、
役
割
を
終
え
る
と
姿
を
消
す

叔
父
は
、
物
語
の
根
底
に
根
ざ
す
「
家
」
制
度
の
中
で
は
ど
の
よ
う

な
位
置
を
占
め
る
の
か
。
そ
の
問
い
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
最
も
重

要
な
の
は
、
叔
父
が

「次
男
で
あ
る
こ
と」

で
あ
る
。

当
時
の

「
家
」
制
度
に
お
い
て
、
次
男
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
他

の
兄
弟
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
三
男
や
凹
男
は
、
家
督
相
続

が
回
っ
て
く
る
こ
と
が
ほ
ぼ
な
い
の
で
、
分
家
の
戸
主
に
な
る
と
い

う
名
目
で
家
を
追
い
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
次
男
は
そ
う
で
は
な
い
。

家
督
相
続
の
可
能
性
が
ゼ
ロ
で
は
な
い
の
だ
。
家
制
度
に
お
け
る
次

男
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
石
原
千
秋
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

次
男
は
、
長
男
に
万
一
の
こ
と
が
あ
れ
ば
そ
の
代
わ
り
と
し
て

家
督
を
相
続
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

そ
う
で
な
け

れ
ば
家
に
と
っ
て
は
た
だ
の
余
計
者
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

七、

と

い
っ
て
、
{
忍
ば
そ
う
簡
単
に
は
次
男
を
手
放
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
、
〈
家
〉

は
次
男
を
、
次
の
世
代
の
跡
取
り
(
つ
ま
り
、
長
男
の
息

子
)
が

「
完
全
ノ
能
力
ヲ
有
ス
ル
」
(
明
治
民
法
)
大
人
と
な
る
ま
で

の
間

い
わ
ば
飼
い
殺
し
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

父

〈

{

家

〉
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の
思
想
の
酷
薄
さ
は

子
の
中
で
は
誰
よ
り
も
次
男
に
は

っ
き
り
現
れ
ま
す
。
家
制
度
に
支
え
ら
れ
た
文
化
に
あ
っ
て
は

次
男
は
、
姉
妹
は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
兄
弟
と
も
異
な
る
不
安
定
な

存
在
だ
っ
た
の
で
す
。

し
か
し

そ
の
一
方
で
長
男
が
女
に
よ
っ
て

「
家
」
に
縛
り
付
け

ら
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
次
男
の
立
場
は
自
由
で
あ
る
と
も
言
え

る
だ
ろ
う
。
長
男
が
結
婚
と
家
督
相
続
に
よ
り
女
と

「
家
」
に
縛
ら

れ
る
と
き
、
次
男
は
長
男
の
ス
ペ
ア
と
し
て
の
役
割
か
ら
解
き
放
た

れ
、
誰
よ
り
も
自
由
に
な
る
の
だ
。
ハ
刀
家
の
戸
主
と
い
う
役
割
を
「
家
」



か
ら
与
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
一
生
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
三
男
や

四
男
と
も
異
な
り
、
次
男
だ
け
が
真
に
解
放
さ
れ
う
る
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
な
ぜ
叔
父
が
こ
こ
ま
で
献
身
的
に
父
子
の

解
〉
に
尽
力
し
て
い
る
の
か
も
自
ず
と
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
父
子

の
不
和
は
、

そ
れ
が
長
引
き
解
決
の
糸
口
が
見
え
な
い
と
判
断
さ
れ

れ
ば
、
家
督
が
叔
父
に
回
っ
て
く
る
要
因
に
も
な
り
う
る
。
そ
う
な

れ
ば
叔
父
の
特
権
と
も
言
う
べ
き
自
由
は
失
わ
れ
、
麻
布
の
家
の
戸

主
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
た
事
態
を
危
慎
し
た
か
ら
こ
そ
、

叔
父
は
父
子
に
協
力
し
、
〈
和
解
〉
が
成
る
そ
の
場
に
立
ち
会
っ
た
の

で
あ
る
。

女
た
ち
は
な
ぜ

〈和
解〉

に
尽
力
す
る
の
か
。
そ
こ
に
は
叔
父
と

は
異
な
る
も
の
の
、

そ
れ
ぞ
れ
の
明
確
な
意
図
が
働
い
て
い
る
。

の
根
幹
に
あ
る
の
は

ひ
ず
み
が
生
じ
て
し
ま
っ
た

「
家
」
制
度
の

正
常
化
で
あ
る
。
順
吉
の
母
で
あ
る
以
前
に
麻
布
の
家
の
後
妻
で
あ

父
と
順
吉
の
板
挟
み
に
な
り
気
苦
労
も
多
い
。
戸
主
の

妻
と
し
て
、
順
当
に
長
男
に
家
督
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、
「
そ

る
お
浩
は
、

う
あ
る
べ
き
こ
と
」

で
あ
り
、
責
任
感
や
位
間
体
な
ど
も
常
に
彼
女

を
悩
ま
せ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、

母
こ

そ
最
も
「
家
」
制
度
の
正
常
化
を
望
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
〈
和
解
〉
が
成
っ
た
時
、
母
は
他
の
誰
よ
り
も
喜
び
を
露
わ
に
す

る

平日

そ
れ
を
見
る
と
母
は
急
に
起
上
が
っ
て
来
て
自
分
の
手
を
堅

く
握
り
〆
め
て
、
泣
き
な
が
ら

「
あ
り
が
た
う
。
順
吉
、

あ
り
が
た
う
」

と
云
っ
て
自
分
の
胸

の
所
で
幾
度
か
頭
を
下
げ
た
。
(
中
略
)

母
は
又
叔
父
の
所
へ
行
っ
て

「
ま
さ
さ
ん
あ
り
が
た
う
。
あ
り
が
た
う
」
と
心
か
ら
の
礼
を

云
っ
て
ゐ
た
。
(
十
三
)
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そ

息
子
に
幾
度
も
頭
を
下
げ
涙
す
る
様
子
か
ら
は
、

一
種
の
解
放
感

や
達
成
感
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
共
に
〈
和
解
〉

に
尽
力
し
た

叔
父
に
礼
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

同
様
に
妻
康
子
に
つ
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、
や
は
り

〈
和
解
〉

ノ、、

の
尽
力
の
根
底
に
は
、「
{
家
」
制
度
の
揺
ら
ぎ
に
対
す
る
不
安
が
見
て

取
れ
る
。
ゆ
く
ゆ
く
は
家
督
を
継
ぐ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

麻
布
の
家
か
ら
の
経
済
的
支
援
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。
順
吉
の
職
業

は
小
説
家
で
あ
り
、
安
定
し
た
収
入
が
常
に
あ
る
と
は
言
い
難
い
。



初
孫
の
出
産
費
用
を
す
べ
て
出
し
て
貰
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
(
囚
)

麻
布
の
家
か
ら
の
支
援
が
順
吉
と
妻
の
生
活
を
支
え
て
い
る
こ
と
は

容
易
に
想
像
で
き
る
。
父
子
の

〈
不
和
〉
が
原
因
で
麻
布
の
家
と
の

縁
が
切
れ
、
経
済
的
支
援
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
、

一
家
の
財
布
を
預

か
る
妻
と
し
て
最
も
避
け
た
い
事
態
だ

っ
た
に
違
い
な
い
。

叔
父
と
女
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
の
た
め
に
父
子
の

〈和
解
〉

働
き
か
け

そ
の
成
功
を
促
し
て
い
た
の
だ
。
〈
和
解
〉

の
成
功
は
、

父
子
の
聞
の
個
人
的
な
感
情
の
変
化
だ
け
で
は
起
こ
り
え
な
か
っ
た

そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
こ
の
物
語
は
叔
父
と
女
た

も
の
で
あ
る
。

ち
に
よ
る

〈
和
解
〉

へ
の
共
闘
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

〈
和
解
〉
を
終
え
て

父
子
の

〈
和
解
〉
を
終
え
た
と
き
、
女
た
ち

そ
し
て
叔
父
は
ど

う
変
化
す
る
の
か
。
本
章
で
は
、
本
文
の
分
析
を
も
と
に
女
た
ち
の

〈
ヰ
沈
欧
山
〉

へ
の
収
束
と
次
男
の
継
承
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

〈和
解
〉
後
の
女
た
ち
の
姿
と
し
て
最
も
象
徴
的
で
あ
る
の
は
祖

の
成
立
後
、

母
の

〈
沈
黙
〉
が
描
か
れ
る
場
面
で
あ
ろ
う
。
〈
和
解
〉

父
が
祖
母
の
部
屋
を
訪
れ
た
場
面
で
あ
る
。

叔
父
や
自
分
が
其
所
で
話
し
て
居
る
所
に
父
が
入
っ
て
来
た
。
父

lま

「
順
士
口
の
事
は
、
お
き
き
や
っ
た
ら
う
?
」
と
云
っ
た
。

「
聞
い
た
」
と
祖
母
は
首
肯
い
た
。

父
は
祖
母
が
も
っ
と
其
後
に
何
か
云
ふ
か
と
待
つ
風
だ
っ
た
。

自
分
は
祖
母
が
、
も
う
少
し
父
の
要
求
し
て
ゐ
る
気
持
に
応
じ
た

様
子
を
見
せ
れ
ば
い
い
の
に
と
思
っ
た
。
然
し
祖
母
に
は
気
持
は

あ
っ
て
も
或
る
感
情
は
露
は
せ
な
い
性
質
が
あ
っ
た

(
十
四
)
(
傍

線

執
筆
者
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さ
ら
に
そ
の
後
も
再
度
祖
母
の

〈沈
黙
〉
は
描
か
れ
る
。
父
と
の

〈
和
解
〉

九
月
二
日
に
順
吉
が
再
び
上
京
し
麻
布
の
家

の
三
日
後
、

を
訪
れ
た
場
面
で
あ
る
。

祖
母
は
又
父
が
我
孫
子
は
思
っ
た
よ
り
い
い
所
だ
と
讃
め
て
ゐ

た
事
、
家
や
庭
の
事
も
讃
め
て
ゐ
た
と
、
そ
ん
な
こ
と
を
い
っ
た
。

そ
の
内
祖
母
は
黙
っ
て
了
っ
た
。

自
分
は
何
気
な
く
他
の
語
な
ど
を
し
て
ゐ
た
σ

祖
母
は
下
を
向



い
て
返
事
を
し
な
い
。
(
中
略
)
祖
母
は
然
し
口
を
固
く
結
ん
で
ゐ

る
。女

中
が
来
て
何
か
い
っ
た
。
祖
母
は
直
ぐ
口
を
き
い
た
。
(
十
六
)

(
傍
線
及
び
波
線
一
執
筆
者

祖
母
は
決
し
て
口
が
き
け
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
証

拠
に
、
女
中
に
話
し
か
け
ら
れ
れ
ば
、
直
ぐ
に
返
事
を
し
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
波
線
部
に
示
し
た
よ
う
に
「
他
の
話
」

を
し
た
と
き
、
祖
母
が
返
事
を
し
な
く
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

ま
り
、
話
題
が

か
ら
逸
れ
る
と
、
祖
母
は

〈沈
献
じ
す
る

〈和
解
〉

の
だ
。

同
じ
よ
う
に
、
妻
も
ま
た

〈和
解
〉
が
成
る
と

〈沈
黙
〉
す
る
。

〈和
解
〉

の
成
功
を

S
K
に
話
す
と
「
大
変
に
喜
ん
で
呉
れ
」

る
と

同
時
に

「
康
子
さ
ん
に
電
報
を
打
た
な
い
か
。
喜
ば
れ
る
だ
ら
う
」

と
促
す
。
そ
れ
に
対
し
て
順
吉
は
、

「今
日
父
と
会
ふ
と
云
ふ
事
は
多

別
に
心
配
は
し
て
い
な
い
と
思
ふ
」
と
答
え
る

分
知
ら
な
い
か
ら
、

(
十
四
)
。
〈
和
解
〉

の
成
立
に
尽
力
し
て
き
た
妻
に
対
し
て

そ
の

〈和
解
〉
が
結
ぼ
れ
る
と
い
う
の
に
順
吉
の
態
度
は
冷
淡
な
も
の
で

あ
る
。
な
ぜ
父
と
会
う
こ
と
を
前
も
っ
て
知
ら
せ
て
く
れ
な
か
っ
た

の
か

ど
う
し
て

〈
和
解
〉
が
成
立
し
て
す
ぐ
に
連
絡
を
寄
越
さ
な

か
っ
た
の
か
。
妻
が

こ
う
し
た
不
満
を
持
つ
の
は
当
た
り
前
で
あ
ろ

ぅ
。
し
か
し
、
本
文
中
に
描
か
れ
る
の
は
、

そ
う
し
た
言
葉
を
す
べ

て
飲
み
込
み
、
祝
福
の
言
葉
と
共
に

〈沈
黙
〉
す
る
妻
の
姿
で
あ
る
。

麻
布
の
家
か
ら
の
電
報
で

〈和
解
〉

を
知
っ
た
妻
、
が
順
吉
を
出
迎
え

る
場
面
が
十
四
章
の
最
後
で
あ
る
。

自
分
は
自
家
の
坂
を
登
ら
う
と
す
る
と
其
所
に
妻
が
立
っ
て

Jコ

居
る
の
を
見
た
。
妻
は
黙
っ
て
近
よ
っ
て
来
て
自
分
の
手
を
両
手

で
竪
く
握
り
し
め
た
。

70 

そ
し
て
、

「
お
目
出
度
う
」

と
云
っ
た
。
(
十
四
)
(
傍
線
執
筆
者
)

妻
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、

〈和
解
〉

の
成
功
と
い
う
事
実
の
み

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

詳
細
を
聞
く
こ
と
は
な
く
、
祝
福
の
一

言
以

外
に
言
葉
は
な
い
。
女
た
ち
は
、
「
家
」
制
度
の
正
常
化
と
い
う
真
の

目
的
を
果
た
し

そ
の
事
実
を
内
面
化
し
た
上
で
自
ら

〈沈
黙
〉
し

た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
近
代
社
会
に
お
い
て
、
女
は
も
と
よ
り
能
動
的
な
言

葉
を
持
た
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
『
和
解
』
に
登
場
す
る
女
た
ち
も
同



様
で
あ
る
。
こ
の
『
和
解
』
に
お
い
て
は
、

父
子
の

〈不
和
〉

よ

る
「
家
」
制
度
の
揺
ら
ぎ
と
い
う
非
常
事
態
に
対
し
、

一
時
的
に

〈沈

黙
〉
を
脱
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
デ
ー
ル

・
ス
ペ
ン
タ
ー
は
、

雪
国
語
叩
の

性
差
別
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

女
は
、
文
化
の
諸
形
式
を
作
り
出
す
過
程
か
ら
歴
史
的
に
排
除
さ

れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
言
語
と
い
う
の
は
結
局

つ
の
文
化
的
形

式
ー
ー
し
か
も
最
も
重
要
な
形
式

l
ー
で
あ
る
か
ら
、
大
ざ
っ
ぱ

な
言
い
方
を
す
れ
ば
、

言
語
は
男
に
よ

っ
て
作
ら
れ
、
男
の
目
的

に
合
わ
せ
て
使
わ
れ
て
き
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

ス
ベ
ン

タ
l
の
言
う
男
の
目
的
に
合
わ
せ
て
与
え
ら
れ
た
言
語

を
用
い
て
、
女
た
ち
は

〈和
解
〉

に
尽
力
す
る
。
し
か
し
そ
の

一
方

で
、
女
た
ち
は
自
ら
の
目
的
を
も
果
た
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
役
割
を
終
え
再
び
言
語
を
奪
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る

女
た
ち
こ
そ
が
、
こ
の

〈
和
解
〉
劇
の
勝
者
な
の
だ
。

そ
し
て
、
女
た
ち
と
共
に
〈
和
解
〉

に
尽
力
し
た
叔
父
も
ま
た

そ
の
目
的
を
果
た
せ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
勝
者
で
あ
る
と
言
え
る
。

「
家
」
制
度
に
取
り
込
ま
れ
ず
自
由
な
立
場
を
守
っ
た
叔
父
は
、

の
次
男
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
こ
の
物
語
の
最
後
に
順
三

へ
と
引
き

継
ぐ
。
本
文
中
幾
度
も
そ
の
姿
を
現
す
叔
父
に
対
し
て
、
順
三
の
登

「
会
食
へ
の
遅
参
」
に
の
み
限
ら
れ
る
。
し
か
も

〈和
解
〉
の
仲
介
を
終
え
て
京
都
に
発
っ
た
直
後

場
は
物
語
終
盤
の

そ
れ
は
、
叔
父
が

の
こ
と
で
あ
り
、

入
れ
違
い
で
現
れ
た
よ
う
に
も
思
え
る
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
順
三
に
対
し
て
次
男
と
し
て
の
ふ
る
ま
い
を
一
ホ
す
こ
と
こ
そ

が
、
叔
父
の
も
う

つ
の
目
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

鹿
野
政
直
は
、
「
家
」
制
度
の
中
で
は
、
「
一
家
内
に
お
け
る
こ
の

「
序
列
」
意
識
は
、
国
家
公
認
の
家
族
関
係
と
し
て
規
範
化
」
さ
れ

た
上
で
、
「
序
列
」
意
識
は
、
ご
家
内
の
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
応
じ

た
人
格
の
鋳
型
を
準
備
し
た
」
の
だ
と
言
う
。
こ
れ
を
受
け
て
石
原

千
秋
は
、
「
次
男
に
は
次
男
の
人
格
上
の

「鋳
型
」
が
あ
る
」
と
述
べ
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て
い
る
。
『
和
解
』
の
中
で
叔
父
が
順
三
に
示
し
た
い
の
は
、
こ
う
し

「
次
男
の
鋳
型
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
な
の
だ
。

た

順
三
は
登
場
が
た
だ

一
度
に
限
ら
れ
て
お
り
、
度
々
登
場
す
る
姉

妹
た
ち
に
比
べ
圧
倒
的
に
存
在
感
が
薄
い
。
彼
が
こ
の
一
連
の
騒
動

に
ど
の
よ
う
な
感
想
を
持
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
語
ら
れ
て
い

為、、
O

J
J

一'ν

し
か
し
、
本
文
中
に
描
か
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
順

そ

三
が
父
子
の

〈
和
解
〉
劇
を
目
撃
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
む



し
ろ
、
「
弟
」
で
あ
る
上
に
後
妻
の
子
で
あ
る
順
三
は
、
父
子
の
仲
介

に
苦
心
す
る
母
を
誰
よ
り
傍
で
見
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て

そ
う
し
た
母
を
陰
な
が
ら
支
え
共
に
闘
い

〈和
解
〉
を
成
功
へ
導
い

た
叔
父
の
姿
も
ま
た
、
順
三
の
眼
に
は
映
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

順
三
が
物
諮
の
中
に
現
れ
る
土
台
を
作
っ
た
上
で
、
叔
父
は
京
都

へ
と
発
ち
そ
の
姿
を
消
す
。
「
山
王
台
の
料
理
屋
」
(
十
六

で
の
ム
一品

食
の
場
面
で
、
父
は

つ
い
て
言
及
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
、

「
ま
さ
の
居
な
い
の
は
残
念
だ
が
」

と
叔
父
に

な
か
な
か
現
れ
な
い
順
三
を

気
に
か
け
、
「
来
る
筈
の
も
の
が
集
ま
ら
ん
の
は
ど
う
も
気
に
な
っ
て

い
か
ん
」
と
も
発
言
し
て
い
る
。
順
三
は
、
叔
父
の
抜
け
た
場
所
を

ひ
い
て
は
『
和
解
』
と
い
う
物
語
自
体
に
受

埋
め
る
よ
う
に
父
に
、

け
入
れ
ら
れ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
次
男
の
継
承
を
果
た
し

た
と
き
、
叔
父
は

「
家
」
制
度
か
ら
完
全
に
解
き
放
た
れ
る
の
だ
。

父
子
の

〈
不
和
〉
が
解
消
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

制
度
が

「{車部」

再
び
正
し
く
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
そ
の

「
家
」
制
度
の

一
畏
で
は

何
に
も
捕
ら
わ
れ
な
い
次
男
に
可
能
性
が
蓄
積
し

「{家」

制
度
か
ら
の
脱
却
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
男

の
可
能
性
を
一
ホ
す
こ
と
は
、
「
家
」
制
度
に
お
け
る
男
と
女
、
長
男
と

次
男
の
権
力
構
造
の
反
転
を
示
唆
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
来
「
{
家
」

の
中
で
は
弱
者
と
見
な
さ
れ
て
き
た
存
在
が

そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を

果
た
し
そ
の
身
を
も
っ
て
長
男
を
「
家
」
に
縛
り
付
け
、
自
ら
は
自

由
と
な
る
。
そ
し
て
、
叔
父
か
ら
順
三

へ
の

「
次
男
の
継
承
」
を
行

う
こ
と
で
、
「
家
」
制
度
の
裏
側
に
お
け
る
権
力
を
普
遍
的
な
も
の
に

し
て
い
く
。
『
和
解
』
は
、
そ
う
し
た
次
男
の
権
力
を
示
し
「
家
」
制

度
の
裏
側
を
暴
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
物
語
だ
と
舌
守
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

『
和
解
』
は
、

〈
和
解
〉

に
尽
力
す
る
女
た
ち
の
活
躍
と

父
子
の
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〈
沈
黙
〉

へ
の
収
束
を
描
く
一
方
で
、
叔
父
か
ら
順
三
へ
の

「
次
男

の
継
承
」
の
物
語
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
「
家
」
制
度
の
中
で
は
抑
圧

さ
れ
て
き
た
女
と
次
男
の
共
闘
は
、
〈
和
解
〉
の
成
立
と
共
に
権
力
構

造
の
反
転
を
示
す
の
だ
。
長
男
の
ス
ペ
ア
に
過
ぎ
な
か
っ
た
次
男
は
、

そ
の
存
在
に
多
く
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
叔
父
の
働

き
に
よ
っ
て
〈
女
の
結
婚
〉
以
後
、
「
家
」
制
度
に
お
け
る
次
男
の
機

能
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
だ
。

「
次
男
の
継
承
」
を
終
え
た
順
三
は
、
今
後
順
吉
を
始
め
と
し
た

人
々
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
の
か
。
〈和
解
〉
が
成
っ
た
時
、



そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
の
は
父
、
順
吉
、
叔
父
の
三
人
で
あ
っ
た
。

〈
和
解
〉
の
結
末
は
、
順
吉
と
ま
だ
見
ぬ
順
吉
の
息
子
、
そ
し

て
順
三
と
い
う
三
者
の
新
た
な
物
語
を
予
感
さ
せ
る
。
そ
う
し
て
繰

こ
の

り
返
さ
れ
る
物
語
は
、
常
に
「
家
」
制
度
の
裏
側
を
苧
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
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