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1

織
田
作
之
助
『
人
情
噺
』
論

斎
藤　

理
生

キ
ー
ワ
ー
ド
：
美
談
／
不
死
身
／
影
絵
／
耳
袋
／
夕
刊
大
阪

一　

改
題
さ
れ
た
小
説

―
『
影
絵
』（『
不
死
身
』）
に
触
れ
つ
つ

本
論
で
は
、
織
田
作
之
助
の
『
人
情
噺
』
と
い
う
短
篇
を
、
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
作
品
を
踏
ま
え
て
分
析
す
る
。
分
析
を
通
じ
て
、
一

篇
の
新
た
な
読
み
を
提
示
す
る
と
共
に
、
作
之
助
の
創
作
方
法
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

『
人
情
噺
』
は
、
一
九
四
一
年
三
月
一
四
日
、「
夕
刊
大
阪
」
に
『
美
談
』
と
い
う
題
名
で
発
表
さ
れ
た
と
い
う
。
浦
西
和
彦
編
『
織
田

作
之
助
文
藝
事
典（
１
）』、

山
内
乾
史
「
織
田
作
之
助
著
述
一
覧
稿
（
Ⅰ
）
〜
（
Ⅳ
）（
２
）」、

関
根
和
行
『
増
補
版　

資
料
織
田
作
之
助（
３
）』

な
ど
、

先
学
に
よ
る
年
譜
や
著
作
目
録
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
未
確
認
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
二
〇
一
六

年
度
に
遺
族
か
ら
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
織
田
文
庫
に
寄
贈
さ
れ
た
作
之
助
の
一
九
四
一
年
の
日
記
に
も
「
三
月
六
日　

夕
刊
大
阪
小

説
十
四
枚
「
美
談
」
脱
稿
」
お
よ
び
「
三
月
一
四
日　

夕
刊
大
阪
に
「
美
談
」
の
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

「
夕
刊
大
阪
」
は
当
時
作
之
助
が
勤
め
て
い
た
夕
刊
大
阪
新
聞
社
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
た
新
聞
で
あ
る
。
大
谷
晃
一
に
よ
れ
ば
、
作
之

助
は
「
記
者
本
来
の
仕
事
は
さ
っ
ぱ
り
せ
ず
、
こ
う
い
う
も
の
を
文
芸
欄
に
と
き
た
ま
素
早
く
書
い
て
は
、
お
茶
を
に
ご
し
」
て
い
た
と
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い
う（
４
）。

前
述
し
た
一
九
四
一
年
の
日
記
の
近
い
時
期
に
は
、「
二
月
一
二
日　

夕
刊
大
阪
新
聞
四
面
小
説
「
昔
男
あ
り
け
り
」「
ネ
ゴ
ト
ス

キ
ー
が
訴
へ
ら
れ
た
話
」
掲
載
」
と
い
う
記
述
も
見
出
せ
る
。
そ
の
た
め
「
夕
刊
大
阪
」
に
は
、
他
に
も
今
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
作
之

助
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
調
査
の
限
り
、
当
時
の
「
夕
刊
大
阪
」
は
現
存
し
て
お
ら
ず
、
実
物
を
見
る
こ

と
は
か
な
わ
な
い
。
わ
か
る
の
は
、『
美
談
』
が
作
之
助
生
前
に
『
漂
流
』（
輝
文
館
、一
九
四
二
）
に
収
録
さ
れ
た
こ
と
。
ま
た
戦
後
『
人

情
噺
』（
ぐ
ら
す
ぷ
・
ら
い
ぶ
ら
り
、
一
九
四
六
）
に
収
録
さ
れ
た
際
に
『
人
情
噺
』
に
改
題
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
再
録

の
際
に
変
化
し
た
の
は
題
名
だ
け
で
、
本
文
に
大
き
な
異
同
は
な
い
。

作
之
助
に
は
他
に
も
、
戦
中
に
発
表
さ
れ
た
後
、
戦
後
に
改
題
さ
れ
て
収
録
さ
れ
た
作
品
が
あ
る
。
た
と
え
ば
従
来
、
初
出
不
明
と
さ

れ
て
き
た
『
影
絵
』
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
、
も
と
も
と
『
不
死
身
』
と
い
う
題
名
で
「
健
康
文
化
」（
一
九
四
三
・
一
）
に
発
表
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

「
健
康
文
化
」
は
、
一
九
二
三
年
か
ら
日
本
通
俗
医
学
社
に
よ
っ
て
、「
通
俗
医
学
」
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
た
雑
誌
が
、
一
九
四
二
年

九
月
に
改
題
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
作
之
助
は
同
年
一
二
月
号
に「
養
生
式
と
長
者
丸
」と
い
う
随
想
を
寄
稿
し
て
い
る
。
そ
の
号
の「
健

康
文
化
後
期
（
マ
マ
）」

に
は
「
織
田
作
之
助
先
生
に
も
忙
中
を
煩
は
し
て
し
ま
つ
た
。
正
月
号
に
も
力
作
を
戴
け
る
こ
と
に
な
つ
た
」
と
あ
る
。

こ
の
「
力
作
」
が
『
不
死
身
』
で
あ
っ
た
。「
健
康
文
化
」
一
九
四
三
年
一
月
号
に
は
表
紙
に
も
作
之
助
の
名
前
と
『
不
死
身
』
が
印
字

さ
れ
て
い
る
。「
健
康
文
化
後
記
」
に
は
、「
約
束
通
り
織
田
先
生
の
御
力
作
を
披
露
す
る
。「
小
説
な
ど
は
ど
の
雑
誌
に
で
も
…
…
」
と

云
は
れ
る
読
者
は
先
づ
作
品
を
玩
味
せ
ら
れ
た
い
。
そ
し
て
「
成
程
々
々
」
と
頷
か
れ
る
こ
と
だ
。「
健
康
文
化
な
ら
で
は
…
…
」
の
創

作

―
と
分
つ
た
ら
編
輯
子
の
意
図
に
讃
を
送
ら
れ
る
前
に
不
死
身
の
先
生
の
御
厚
意
に
感
謝
し
て
戴
き
た
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
肺

を
病
ん
で
い
る
鈴
木
と
い
う
青
年
が
、
鬱
屈
し
た
生
活
を
送
り
な
が
ら
も
、
小
さ
な
き
っ
か
け
か
ら
健
康
な
生
活
へ
と
歩
み
出
し
て
ゆ
く

と
い
う
『
不
死
身
』
の
内
容
が
、「
健
康
文
化
」
と
い
う
雑
誌
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る（
５
）。
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『
不
死
身
』
は
戦
後
に
な
っ
て
『
素
顔
』（
瑤
林
社
、
一
九
四
六
）
に
収
録
さ
れ
た
際
に
『
影
絵
』
と
改
題
さ
れ
た
。『
不
死
身
』
冒
頭

の
一
文
が
削
除
さ
れ
て
い
る
以
外
、
本
文
に
目
立
っ
た
異
同
は
な
い
。
冒
頭
の
一
文
と
は
、「
支
那
事
変
の
は
じ
ま
る
少
し
前
頃
、
肺
を

病
ん
で
ゐ
た
あ
る
青
年
の
話
で
あ
る
。」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
不
死
身
』
及
び
『
影
絵
』
の
主
人
公
で
あ
る
鈴

木
は
、
最
終
的
に
は
健
康
な
生
活
へ
立
ち
直
っ
て
ゆ
く
。
し
か
し
作
品
の
大
部
分
で
は
、
肺
を
病
ん
で
い
る
の
に
陰
気
な
下
宿
に
住
み
、

医
者
の
診
察
も
忌
避
し
て
い
る
な
ど
、
不
健
康
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
鈴
木
の
退
廃
的
な
ふ
る
ま
い
が
、
戦
時
下
に
お
い

て
時
局
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
、『
不
死
身
』
に
こ
の
よ
う
な
一
文
が
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

だ
か
ら
こ
そ
戦
後
の
『
影
絵
』
に
は
必
要
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
題
名
の
変
更
も
、
時
局
へ
の
配
慮
が
う
か
が
え
る
『
不
死
身
』

か
ら
、
光
と
影
と
の
対
比
が
作
品
世
界
を
形
作
っ
て
い
る
内
容
に
見
合
っ
た
『
影
絵
』
に
変
更
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

『
人
情
噺
』
の
場
合
、
た
だ
新
聞
紙
面
の
埋
め
合
わ
せ
と
し
て
書
か
れ
た
作
品
で
は
な
く
、
発
表
の
翌
年
と
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
と
、

二
度
に
わ
た
っ
て
短
篇
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
特
に
後
者
で
は
表
題
作
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
夕
刊
紙
に
載
せ
た
作
品
の
な

か
で
も
自
信
作
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
本
論
で
は
さ
し
あ
た
り
こ
の
作
品
を
『
人
情
噺
』
と
呼
び
、
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二　
『
人
情
噺
』
の
構
成
と
『
耳
袋
』

『
人
情
噺
』
の
同
時
代
評
と
し
て
は
、「
新
刊
紹
介　
「
人
情
噺
」
織
田
作
之
助
著（
６
）」

が
あ
る
。
著
者
の
「
吉
井
生
」
は
、
作
之
助
の
高

津
中
学
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
大
阪
日
日
新
聞
社
に
勤
め
て
い
た
吉
井
栄
治
と
見
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
吉
井
は

「
出
世
作
「
夫
婦
善
哉
」
直
後
の
「
子
守
唄
」
に
は
じ
ま
り
「
許
嫁
」「
人
情
噺
」「
家
風
」
と
四
つ
の
短
篇
、
大
阪
庶
民
の
風
俗
人
情
を

描
い
て
作
者
独
自
の
世
界
を
一
応
完
成
さ
せ
た
時
代
の
作
品
で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
青
山
光
二
は
「
漂
流

―
織
田
作
之
助（
７
）」
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と
い
う
『
漂
流
』
の
書
評
を
書
い
て
お
り
、
作
品
集
中
の
複
数
の
作
品
に
言
及
し
て
い
る
が
、『
美
談
』
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
た
だ
後

に
全
集
の
解
説
で
、『
人
情
噺
』
に
つ
い
て
「
永
い
時
間
を
か
け
た
、
夫
婦
ぐ
ら
し
と
い
う
い
と
な
み
の
あ
わ
れ
さ
、
め
で
た
さ
に
、
庶

民
の
作
家
の
暖
い
眼
が
そ
そ
が
れ
て
い
る
。
人
間
へ
の
省
察
の
深
ま
り
が
読
み
と
れ
る
好
短
編
」
と
評
価
し
て
い
る（
８
）。

ま
た
、
大
谷
晃
一

は
「
三
十
年
間
、
一
軒
の
風
呂
屋
の
釜
焚
き
を
し
て
い
る
実
直
な
男
の
、
ふ
と
お
こ
し
た
は
か
な
い
悪
心
と
、
永
年
の
妻
と
の
間
の
心
の

機
微
を
描
い
て
、
捨
て
が
た
い
」
と
評
価
し
て
い
る（
９
）。

近
年
は
、
北
村
薫
・
宮
部
み
ゆ
き
編
『
名
短
篇
ほ
り
だ
し
も
の
）
10
（

』
や
紅
野
謙
介
・

清
水
良
典
編
『
高
校
生
の
た
め
の
近
現
代
文
学
ベ
ー
シ
ッ
ク　

ち
く
ま
小
説
入
門
）
11
（

』
と
い
っ
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
も
採
り
あ
げ
ら
れ
、
北

村
が
「
気
持
ち
の
い
い
話
」
と
述
べ
る
な
ど
）
12
（

、
好
評
価
を
得
て
い
る
佳
品
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
本
格
的
に
考
察
さ
れ
た
こ
と
は
な

か
っ
た
。

『
人
情
噺
』
は
四
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
①
三
右
衛
門
は
一
八
歳
で
和
歌
山
か
ら
大
阪
に
出
て
来
た
。
風
呂
屋
に
雇
わ
れ
、

三
平
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
初
は
下
足
番
を
や
り
、
二
一
歳
か
ら
風
呂
の
釜
を
焚
く
仕
事
を
受
け
持
っ
た
。
②
律
儀
に
勤
め
、

一
三
年
経
ち
、
主
人
の
世
話
で
女
中
と
結
婚
し
た
。
し
か
し
生
活
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
三
平
が
朝
三
時
に
起
き
て
釜
を
焚
き
、

女
中
が
七
時
に
起
き
て
下
足
番
を
す
る
生
活
が
一
五
年
続
い
た
。
③
あ
る
日
、
三
平
は
主
人
の
使
い
で
大
金
を
預
か
っ
て
銀
行
に
行
っ
た

ま
ま
帰
っ
て
こ
な
い
。
い
よ
い
よ
逐
電
し
た
の
か
と
人
々
が
思
っ
た
翌
日
の
昼
に
三
平
は
戻
っ
て
き
て
、
主
人
に
金
を
渡
し
、
暇
を
く
れ

と
い
う
。
大
金
を
手
に
し
て
、
ふ
と
魔
が
差
し
て
逐
電
し
か
け
た
が
、
思
い
と
ど
ま
っ
て
帰
っ
て
来
た
の
だ
っ
た
。
主
人
は
そ
の
正
直
さ

に
感
心
し
、
暇
を
出
さ
な
か
っ
た
。
④
夫
婦
は
そ
の
後
も
勤
勉
に
働
き
続
け
た
。
と
こ
ろ
が
入
浴
時
間
が
改
正
さ
れ
、
早
起
き
し
て
働
く

必
要
が
な
く
な
っ
た
。
五
一
歳
と
四
三
歳
に
な
っ
た
夫
婦
は
、
二
人
で
睦
ま
じ
く
過
ご
す
時
間
を
得
た
。

こ
の
①
か
ら
④
は
、
い
わ
ゆ
る
起
承
転
結
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
①
で
発
端
と
な
る
物
語
の
主
人
公
と
舞
台
と
が
提
示
さ
れ
、
②
で
そ

の
内
容
が
継
続
・
展
開
し
、
③
で
意
外
な
出
来
事
が
起
こ
り
、
④
で
ま
と
ま
り
を
得
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
成
は
、
や
は
り
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『
漂
流
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
動
物
集
』（「
大
阪
文
学
」
一
九
四
二
・
一
）
の
一
つ
で
あ
る
「
馬
地
獄
」
に
似
て
い
る
）
13
（

。

「
馬
地
獄
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
す
べ
て
が
作
之
助
の
創
作
で
は
な
く
、〈
転
〉
に
当
た
る
部
分
に
典
拠
と
思
し
き
書
物
が
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
）
14
（

。
実
は
、『
人
情
噺
』
の
〈
転
〉
に
当
た
る
部
分
に
も
、
典
拠
と
思
し
き
も
の
が
あ
る
。
江
戸
時
代
中
期
か
ら

後
期
に
か
け
て
、
根
岸
守
信
（
鎮
衛
）
が
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
か
ら
聞
い
た
興
味
深
い
話
を
書
き
留
め
た
随
筆
集
『
耳
袋
』
巻
之
三
の
「
下

賤
の
者
は
心
あ
り
て
召
使
ふ
べ
き
事
」
と
い
う
話
で
あ
る
。

こ
の
話
は
「
或
人
年
久
し
く
召
使
ひ
け
る
中
間
あ
り
。
あ
く
ま
で
實
躰
に
て
心
も
ま
た
直
な
る
者
な
り
し
が
、
或
年
主
人
御
藏
前
取
に

て
御
切
米
玉
落
ち
け
る
故
、
金
子
請
取
り
に
右
札
差
の
元
へ
行
く
べ
き
處
し
つ
ら
ひ
有
り
て
行
か
ず
、
彼
者
に
手
紙
相
添
へ
て
金
請
取
り

に
遣
し
け
る
が
、
其
日
も
暮
れ
夜
に
入
り
て
も
歸
ら
ず
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
）
15
（

。
実
直
に
思
わ
れ
て
い
た
使
用
人
が
、
大
金
を
受

け
取
っ
た
あ
と
姿
を
消
し
て
、
次
の
日
ま
で
帰
っ
て
こ
な
い
と
い
う
部
分
が
『
人
情
噺
』
と
一
致
し
て
い
る
。

続
い
て
「
翌
朝
に
も
歸
ら
ざ
れ
ば
扨
は
金
子
請
取
り
出
奔
な
し
け
る
か
、
數
年
召
仕
ひ
て
彼
が
志
を
知
り
た
る
に
出
奔
な
ど
す
べ
き
者

に
あ
ら
ず
、
然
し
と
て
人
を
遣
し
み
け
れ
共
見
え
ざ
れ
ば
出
奔
致
せ
し
な
る
べ
し
、
人
は
知
れ
ざ
る
も
の
と
大
き
に
後
悔
な
し
け
る
に
」

と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
翌
朝
に
な
つ
て
も
三
平
が
帰
ら
な
い
と
わ
か
る
と
、
主
人
は
も
は
や
三
平
の
持
ち
逃
げ
を
半
分
信
じ
た
。
金
の
こ

と
も
あ
つ
た
が
、
し
か
し
あ
の
実
直
者
の
三
平
が
そ
ん
な
こ
と
を
し
で
か
し
た
の
か
と
思
ふ
の
が
、
一
層
情
け
な
か
つ
た
。 

人
は
油
断

の
な
ら
ぬ
者
だ
と
、
来
る
客
ご
と
に
、
番
台
で
愚
痴
り
、
愚
痴
つ
た
」
と
い
う
部
分
と
一
致
す
る
。

さ
ら
に
「
晝
過
に
も
成
り
て
彼
者
歸
り
て
懷
中
よ
り
金
子
并
に
札
差
の
書
附
と
も
取
揃
へ
主
人
へ
渡
し
け
る
故
、
如
何
致
し
遲
か
り
し

や
と
尋
け
れ
ば
か
の
下
人
申
し
け
る
は
、
私
に
は
暇
を
賜
る
べ
し
と
言
ひ
け
る
故
、
彌
々
驚
き
如
何
な
る
事
や
と
て
詳
し
く
尋
ね
け
れ
ば
」

と
い
う
展
開
も
、
両
作
品
は
一
致
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
作
品
の
山
場
で
あ
る
③
の
三
平
の
主
人
へ
の
告
白
を
改
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
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―
今
後
も
あ
る
こ
と
だ
が
、
ど
ん
な
正
直
者
で
も
、
わ
れ
わ
れ
の
や
う
な
身
分
の
も
の
に
千
円
の
金
を
持
た
せ
る
や
う
な
使
に

出
す
の
は
、
む
ご
い
話
だ
。

　

自
分
は
か
れ
こ
れ
三
十
年
こ
こ
で
使
う
て
も
ら
つ
て
、
い
ま
は
五
十
近
い
。
も
う
一
生
こ
こ
を
動
か
ぬ
覚
悟
で
あ
り
、
葬
式
も
こ

こ
か
ら
出
し
て
貰
ふ
つ
も
り
で
ゐ
た
が
、
昨
日
銀
行
か
ら
の
帰
り
に
、
ふ
と
魔
が
さ
し
ま
し
た
。

　

つ
く
〴
〵
考
へ
て
み
る
と
、
自
分
ら
は
一
生
貧
乏
で
、
千
円
と
い
ふ
や
う
な
大
金
を
手
に
し
た
こ
と
が
な
い
。
此
の
末
も
こ
ん
な

大
金
が
手
に
は
い
る
の
は
覚
つ
か
な
い
。
こ
の
金
と
、
銀
行
の
通
帳
を
も
つ
て
今
東
京
か
ど
こ
か
へ
逐
電
し
た
ら
一
生
気
楽
に
暮
せ

る
だ
ら
う
。

　

さ
う
思
ふ
と
、
え
ゝ
も
う
ど
う
で
も
な
れ
、
永
年
の
女
房
も
置
逃
げ
だ
と
思
ひ
、
直
ぐ
梅
田
の
駅
へ
駆
け
つ
け
ま
し
た
が
、
切
符

を
買
は
う
と
す
る
段
に
な
つ
て
、
ふ
と
、
主
人
も
自
分
を
実
直
者
だ
と
信
じ
て
下
す
つ
た
れ
ば
こ
そ
、
か
う
や
つ
て
大
事
な
使
ひ
に

も
出
し
て
く
れ
る
の
だ
。
そ
の
心
に
そ
む
い
て
は
天
罰
が
お
そ
ろ
し
い
。
女
房
も
悲
し
む
だ
ら
う
と
頭
に
来
て
、
ど
う
に
も
切
符
が

買
へ
ず
、
帰
る
な
ら
今
の
う
ち
だ
と
駅
を
出
て
、
そ
れ
で
も
電
車
に
乗
ら
ず
歩
い
て
一
時
間
も
掛
か
つ
て
心
斎
橋
ま
で
来
ま
し
た
。 

　

橋
の
上
か
ら
ぼ
ん
や
り
川
を
見
て
ゐ
る
と
、
と
に
か
く
こ
れ
だ
け
の
金
が
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
身
分
で
は
も
う
ほ
か
に
の
ぞ
む

こ
と
も
な
い
と
、
ま
た
悪
い
心
が
出
て
来
ま
し
た
。

　

そ
し
て
梅
田
の
駅
へ
歩
い
て
引
き
か
へ
し
、
切
符
を
買
は
う
か
、
買
ふ
ま
い
か
、
思
案
に
暮
て
、
た
ゝ
ず
む
内
に
夜
に
な
り
ま
し
た
。

　

結
局
、
思
ひ
ま
ど
ひ
な
が
ら
、
待
合
室
で
一
夜
を
明
し
、
朝
に
な
り
ま
し
た
。
が
、
心
は
決
し
か
ね
、
梅
田
の
あ
た
り
う
ろ
〳
〵

し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
お
正
午
の
サ
イ
レ
ン
が
き
こ
え
ま
し
た
。

　

腹
が
に
は
か
に
空
つ
て
、
し
よ
ん
ぼ
り
気
が
め
い
り
、
冥
加
お
そ
ろ
し
い
気
持
に
な
り
、
と
ぼ
〴
〵
帰
つ
て
来
ま
し
た
…
…
。
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こ
の
三
平
の
告
白
も
ま
た
、
次
に
あ
げ
る
『
耳
袋
』
巻
之
三
の
「
下
賤
の
者
は
心
あ
り
て
召
使
ふ
べ
き
事
」
と
い
う
話
と
、
ほ
ぼ
一
致

す
る
の
で
あ
る
。

　

此
後
も
あ
る
べ
き
事
な
り
、
如
何
程
律
儀
に
て
年
久
し
く
召
仕
ひ
給
ふ
と
も
、
中
間
な
ど
に
金
子
百
兩
な
ど
持
た
せ
べ
き
も
の
に

あ
ら
ず
。
我
等
事
數
年
御
懇
意
に
召
仕
ひ
給
ひ
て
我
等
も
奉
公
せ
ん
内
は
此
屋
敷
出
ず
と
存
じ
け
る
が
、
昨
日
札
差
に
て
金
子
百
兩

程
我
等
請
取
り
て
歸
る
道
す
が
ら
つ
く
〴
〵
存
じ
け
る
に
、
我
等
賤
し
く
生
れ
て
是
迄
か
程
の
金
子
懷
中
な
し
た
る
事
な
し
。
此
末

か
程
の
金
子
手
に
入
る
ゝ
事
あ
る
べ
き
や
計
り
難
し
。
今
盜
取
り
て
立
退
か
ば
生
涯
は
暮
し
方
成
る
べ
し
と
て
、
江
戸
表
を
立
退
き

候
心
に
て
千
住
筋
迄
至
り
大
橋
を
越
し
て
段
々
行
き
し
が
、
熟
々
考
ふ
れ
ば
主
人
も
我
身
實
躰
な
る
者
と
見
極
め
給
へ
ば
こ
そ
大
金

の
使
に
も
申
付
け
給
へ
り
。
然
る
を
是
迄
の
實
躰
に
背
き
盜
せ
ん
は
天
命
主
命
恐
る
べ
し
愼
む
べ
し
と
て
又
箕
輪
迄
立
歸
り
し
が
、

又
惡
心
出
て
、
兎
角
に
世
を
渡
る
事
百
金
あ
れ
ば
其
身
の
分
際
に
は
相
應
な
り
と
て
又
々
立
戻
り
、
或
は
思
ひ
直
し
て
た
ゝ
ず
み
な

ど
し
て
、
昨
夜
は
朝
迄
も
心
決
せ
ず
迷
ひ
し
が
、
幾
重
に
も
冥
理
の
恐
し
さ
に
善
心
に
決
定
し
て
今
立
歸
り
ぬ
。
か
ゝ
る
惡
心
の
一

旦
出
し
者
召
使
ひ
給
は
ん
も
由
な
け
れ
ば
暇
を
賜
る
べ
し
と
言
ひ
し
に
、
主
人
も
彌
々
感
心
し
て
厚
く
止
め
て
召
仕
ひ
け
る
と
也
。

な
る
ほ
ど
舞
台
は
近
世
の
江
戸
か
ら
昭
和
の
大
阪
に
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
地
名
の
ち
が
い
や
鉄
道
の
有
無
な
ど
、
細
部
に
は
差

異
が
あ
る
。
し
か
し
、
長
年
働
い
て
信
頼
を
得
て
き
た
実
直
な
使
用
人
が
、
主
人
の
使
い
で
思
わ
ぬ
大
金
を
手
に
し
て
、
貧
し
い
自
分
が

こ
れ
ほ
ど
の
大
金
を
得
る
こ
と
が
今
後
あ
ろ
う
か
と
思
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
ま
ま
逃
げ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
主
人
の
信
頼
に
気
づ
き
、

一
度
は
思
い
直
し
、
途
中
ま
で
引
き
返
す
も
の
の
、
再
び
悪
心
が
兆
し
、
翌
朝
ま
で
心
を
決
し
か
ね
た
が
、
最
終
的
に
帰
っ
て
来
る
。
男

は
そ
の
思
い
を
主
人
に
打
ち
明
け
、
暇
を
く
れ
と
い
う
が
、
主
人
は
か
え
っ
て
信
頼
す
る
、
と
い
う
主
な
筋
は
一
致
し
て
い
る
。
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ま
た
、作
之
助
の
蔵
書
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
の
織
田
文
庫
に
は
、右
に
引
用
し
た
巻
之
三
が
入
っ
て
い
る
『
耳

袋
』
の
岩
波
文
庫
の
上
巻
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
作
之
助
に
は
他
に
も
『
耳
袋
』
を
活
か
し
て
作
っ
た
と
思
し
き
作
品
が
あ
る
）
16
（

。

し
た
が
っ
て
、
作
之
助
は
『
耳
袋
』
の
一
話
を
活
か
し
て
短
篇
を
作
り
上
げ
た
と
見
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
一
篇
の
軸
と
な
る
主
人
公
の

事
件
と
心
の
動
き
は
、
作
之
助
の
着
想
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
先
行
す
る
作
品
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
『
人
情
噺
』
の
価
値
が
落
ち
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
両
作
品

を
比
較
す
る
こ
と
で
、
作
之
助
の
小
説
の
特
徴
が
浮
か
び
あ
が
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、『
人
情
噺
』
は
③
だ
け
で
構
成
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
事
実
に
改
め
て
立
ち
返
る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
。

三　
『
人
情
噺
』
の
仕
組
み

『
人
情
噺
』
で
は
、
ま
ず
①
と
②
に
お
い
て
、『
夫
婦
善
哉
』（「
海
風
」
一
九
四
〇
・
四
）
を
は
じ
め
と
す
る
、
作
之
助
が
前
年
ま
で
に

多
く
書
き
、
作
品
集
で
も
言
及
し
た
「
年
代
記
風
の
小
説
」
ま
た
は
系
譜
小
説
の
手
法
を
使
わ
れ
て
い
る
）
17
（

。
す
な
わ
ち
、
三
平
が
罪
を
犯

す
ま
で
の
実
直
な
男
と
し
て
の
背
景
が
、
足
早
に
読
者
に
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
年
中
夜
中
の
三
時
に
起
さ
れ
た
。
風
呂
の
釜
を
焚

く
の
だ
。
毎
日
毎
日
釜
を
焚
い
て
、
も
う
か
れ
こ
れ
三
十
年
に
な
る
」
と
い
う
『
人
情
噺
』
の
冒
頭
は
、『
夫
婦
善
哉
』
の
冒
頭
の
「
年

中
借
金
取
が
出
は
い
り
し
た
」
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
、『
夫
婦
善
哉
』
が
「
節
季
は
む
ろ
ん
ま
る
で
毎
日
の
こ
と
で
、
醤
油
屋
、
油
屋
、

八
百
屋
、
鰯
屋
、
乾
物
屋
、
炭
屋
、
米
屋
、
家
主
そ
の
他
、
い
づ
れ
も
厳
し
い
催
促
だ
つ
た
」
と
続
く
の
と
同
じ
よ
う
に
、『
人
情
噺
』

で
も
三
文
目
で
「
毎
日
毎
日
」
と
く
り
返
さ
れ
て
い
る
。
何
度
も
あ
っ
た
出
来
事
を
一
回
で
語
る
、
括
復
法
的
な
表
現
が
た
た
み
か
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
工
夫
は
、
や
は
り
織
田
文
庫
所
蔵
の
「
人
情
噺
」
の
草
稿
を
確
か
め
る
こ
と
で
、
よ
り
明
瞭
に
な
る
。『
人
情
噺
』
の
草
稿
は
一

二
枚
あ
る
。
そ
の
う
ち
冒
頭
の
部
分
を
書
い
て
い
る
原
稿
が
二
種
類
あ
る
。
時
間
的
な
順
序
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

今
そ
れ
ぞ
れ
の
草
稿
を
仮
に
Ａ
と
Ｂ
と
し
て
、
先
に
あ
げ
た
初
版
本
お
よ
び
再
録
本
の
本
文
（
完
成
形
）
と
比
較
し
た
い
。

夜
中
の
三
時
に
三
平
は
起
さ
れ
る
。
風
呂
の
釜
を
焚
く
の
だ
。
毎
日
毎
日
さ
う
し
て
、
か
れ
こ
れ
も
う
二
十
年
に
な
る
。（
Ａ
）

夜
中
夜
中
の
三
時
に
起
さ
れ
る
。
風
呂
の
釜
を
焚
く
の
だ
。
毎
日
毎
日
釜
を
焚
い
て
、
も
う
か
れ
こ
れ
三
十
年
に
な
る
。（
Ｂ
）

こ
こ
に
は
完
成
形
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
が
う
か
が
え
る
。
作
之
助
は
第
一
に
、
勤
労
年
数
を
十
年
延
ば
す
こ
と
で
、
三
平
の
積
み
重
ね
て

き
た
経
験
や
信
頼
を
増
や
し
て
い
る
。
第
二
に
、書
き
出
し
に
括
復
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、夜
中
の
三
時
に
起
こ
さ
れ
る
日
常
が
延
々

と
続
い
て
き
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
草
稿
Ａ
に
も
「
毎
日
毎
日
」
は
あ
っ
た
が
、
Ｂ
で
「
夜
中
夜
中
」
が
加
わ
り
、
完
成
形
で
「
年
中
」

と
書
き
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。「
釜
を
焚
く
」
と
書
い
た
直
後
に
「
さ
う
し
て
」
と
表
現
し
て
い
た
の
を
、あ
え
て
「
釜

を
焚
」
く
と
同
じ
言
葉
を
く
り
返
す
こ
と
に
し
た
の
も
、
具
体
的
な
行
動
を
介
し
て
、
同
じ
こ
と
を
絶
え
ず
続
け
て
い
る
印
象
を
強
め
る

こ
と
に
役
立
っ
て
い
る
。
第
三
に
、「
三
平
は
」
と
い
う
主
語
を
省
略
し
た
ま
ま
短
文
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
平
の
せ
わ
し

な
い
日
常
が
読
者
に
も
感
じ
ら
れ
や
す
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

一
般
に
、
系
譜
小
説
で
は
素
早
く
時
間
が
流
れ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
時
々
の
人
物
た
ち
の
内
面
が
く
わ
し
く
は
語
ら
れ
な
い
。
三
平

の
場
合
も
、
職
に
就
い
た
直
後
、
慣
れ
な
い
下
足
番
を
や
ら
さ
れ
て
「
悲
し
い
と
思
つ
た
」
こ
と
は
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
直
ぐ
馴

れ
て
、
客
の
な
い
時
の
欠
伸
の
し
か
た
な
ど
も
い
か
に
も
下
足
番
ら
し
く
板
に
つ
い
て
、
や
が
て
二
十
一
に
な
つ
た
」
と
足
早
に
語
ら
れ

る
。
三
平
が
「
悲
し
い
」
気
持
ち
を
克
服
し
て
い
っ
た
過
程
は
取
り
あ
げ
ら
れ
な
い
。
続
く
「
そ
の
年
の
春
か
ら
、
風
呂
の
釜
を
焚
か
さ



10

れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
夜
中
の
三
時
に
起
さ
れ
て
び
つ
く
り
し
た
眼
で
釜
の
下
を
覗
い
た
と
き
は
、
さ
す
が
に
随
分
情
け
な
い
気
持
に
な

つ
た
が
、
こ
れ
も
直
ぐ
馴
れ
た
」
と
い
う
部
分
も
同
様
で
あ
る
。
落
ち
こ
ん
で
、
馴
れ
て
と
い
う
経
緯
が
一
文
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
た

め
に
、
読
者
が
三
平
に
同
情
す
る
余
地
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
右
の
引
用
に
続
い
て
「
あ
ま
り
日
に
当
ら
ぬ
の
で
、
顔
色
が
無

気
力
に
蒼
ざ
め
て
、
し
よ
つ
ち
ゆ
う
赤
い
目
を
し
て
ゐ
た
が
、
鏡
を
見
て
も
、
べ
つ
に
な
ん
の
感
慨
も
な
か
つ
た
。
そ
し
て
十
年
経
つ
た
」

と
一
気
に
長
い
時
間
が
経
過
さ
せ
ら
れ
る
。「
な
ん
の
感
慨
も
な
」
い
こ
と
は
、
必
ず
し
も
何
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な

い
は
ず
だ
が
、
息
も
つ
か
せ
ず
語
ら
れ
る
た
め
に
、
三
平
の
内
面
は
顧
み
ら
れ
な
く
な
り
や
す
い
。
さ
ら
に
、「
ま
る
十
三
年
一
つ
風
呂

屋
に
勤
め
た
勘
定
だ
が
、
べ
つ
に
苦
労
し
て
辛
抱
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
根
気
が
よ
い
と
も
自
分
で
は
思
は
な
か
つ
た
。
う
か
う
か
と
十

三
年
経
つ
て
し
ま
つ
た
の
だ
」
と
も
語
ら
れ
る
た
め
に
、
三
平
は
細
か
い
こ
と
を
気
に
し
な
い
人
物
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
語
り
手
は
三
平
を
た
だ
実
直
な
男
だ
と
思
っ
て
読
ん
で
ゆ
く
よ
う
に
、
読
者
を
誘
導
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

主
人
夫
婦
は
三
平
に
対
し
て
「
よ
う
勤
め
て
く
れ
る
」
と
思
い
な
が
ら
「
目
立
つ
て
可
愛
が
つ
た
わ
け
で
も
な
い
」。「
い
ぢ
ら
し
く
」

思
い
、「
国
元
の
両
親
が
な
く
な
つ
た
い
ま
は
、
い
は
ば
自
分
た
ち
夫
婦
が
親
代
り
だ
」
と
思
う
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
に
と
っ
て

三
平
は
、
日
ご
ろ
か
ら
河
豚
の
毒
味
を
さ
せ
る
よ
う
な
扱
い
を
し
て
い
る
使
用
人
で
も
あ
る
。「
て
ん
で
誰
に
も
相
手
に
さ
れ
ぬ
女
中
」

を
結
婚
相
手
の
候
補
と
す
る
と
き
、
主
人
は
「
な
ん
ぼ
な
ん
で
も
…
」
と
思
い
な
が
ら
「
三
平
が
可
哀
相
だ
と
は
、
し
か
し
深
く
も
思
は

な
か
つ
た
」
と
さ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
、
主
人
公
と
し
て
三
平
に
着
目
さ
せ
な
が
ら
、
彼
の
内
側
の
葛
藤
に
思
い
を
馳
せ
さ
せ
に
く
い
語

り
の
構
造
は
、
読
者
を
こ
う
し
た
主
人
夫
婦
の
立
場
に
近
づ
け
て
ゆ
く
。

織
田
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
草
稿
に
、
主
人
に
「
せ
め
て
ど
こ
ぞ
近
所
で
二
階
借
り
し
イ
な
」
と
言
わ
れ
た
が
「
断
つ
た
」
と
い
う

逸
話
に
続
い
て
「
ひ
と
び
と
は
夫
婦
の
仲
を
あ
や
し
ん
だ
。
あ
る
ひ
は
夜
中
、
湯
殿
の
な
か
で
会
う
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
思
ふ
も

の
も
あ
つ
た
」
と
書
か
れ
た
後
に
、
二
重
線
で
消
さ
れ
て
い
る
一
枚
が
あ
る
。
三
平
と
女
中
と
の
夫
婦
仲
に
対
す
る
周
囲
の
憶
測
が
、
一
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度
書
か
れ
た
後
で
抹
消
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
邪
推
が
戦
時
下
に
、
ま
た
「
美
談
」
と
い
う
題
の
作
品
に
ふ
さ

わ
し
く
な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
だ
が
同
時
に
、
周
囲
は
あ
く
ま
で
三
平
を
裏
表
の
な
い
実
直
者
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
示

す
た
め
、
ま
た
三
平
に
人
々
の
知
ら
な
い
面
が
あ
る
可
能
性
を
読
者
に
考
え
さ
せ
な
い
た
め
の
措
置
で
も
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

た
だ
改
め
て
読
み
直
す
と
、
本
文
に
は
、
一
連
の
苛
酷
な
業
務
に
取
り
か
か
り
始
め
た
直
後
に
は
、
三
平
も
「
悲
し
い
と
思
つ
た
」
り

「
情
け
な
い
気
持
に
な
つ
た
」
り
し
て
い
た
こ
と
が
、
手
短
に
と
は
い
え
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
三
平
の
感
受
性
に
、
わ
ず
か
と

は
い
え
言
及
し
て
い
た
こ
と
が
、
後
に
伏
線
と
し
て
効
い
て
く
る
。

一
篇
に
お
い
て
は
、
③
で
大
金
を
持
っ
た
ま
ま
行
方
不
明
に
な
っ
た
三
平
が
翌
日
の
昼
に
帰
宅
し
、
主
人
に
魔
が
差
し
か
け
た
こ
と
を

打
ち
明
け
る
部
分
が
山
場
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
失
踪
し
て
帰
っ
て
来
た
と
き
の
告
白
で
、周
囲
に
「
あ
く
ま
で
正
直
一
途
の
実
直
者
だ
」

と
思
わ
れ
て
い
た
男
が
抱
え
た
葛
藤
が
浮
か
び
あ
が
る
。
主
人
や
妻
の
女
中
だ
け
で
な
く
、
読
者
も
三
平
を
見
誤
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
る
。
機
械
の
よ
う
に
働
い
て
い
た
三
平
に
も
複
雑
な
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
。
そ
れ
は
本
文
で
示
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

つ
い
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
い
あ
い
だ
接
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
平
へ
の
配
慮
を
怠
り

が
ち
で
あ
っ
た
物
語
世
界
の
人
々
と
読
者
と
が
同
じ
思
い
を
抱
く
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

青
山
光
二
は
前
掲
「
作
品
解
題
」
で
、「
三
十
年
間
、
お
な
じ
風
呂
屋
の
釜
を
焚
い
て
い
る
実
直
一
途
な
男
が
主
人
公
。
銀
行
へ
大
金

を
お
ろ
す
使
い
に
出
さ
れ
、
悪
心
を
起
す
が
、
け
っ
き
ょ
く
金
に
は
手
を
つ
け
ず
に
帰
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
、
主
人
公
の
実
直
さ
は
、

さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
事
件
の
前
後
で
三
平
の
〈
実
直
さ
〉
へ
の
信
頼
は
変
化
し
て
い
る
。
事
件
を
通
し
て
、

三
平
も
欲
を
持
た
ぬ
人
間
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
だ
同
時
に
、
そ
の
欲
を
抑
制
で
き
る
こ
と
、
欲
を
抱
い
た
こ
と
を
素
直
に
打

ち
明
け
る
性
質
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
「
主
人
は
す
つ
か
り
感
心
し
て
、
む
ろ
ん
暇
を
出
さ
な
か
つ
た
」
の
で
あ
る
。
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四　
『
人
情
噺
』
の
結
末

―
夫
婦
の
物
語

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、『
耳
袋
』
と
比
較
す
る
と
、
江
戸
か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
話
が
、『
人
情
噺
』
で
は
大
阪
か
ら
「
東
京
か
ど
こ

か
へ
逐
電
」
し
よ
う
と
す
る
話
に
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
作
之
助
が
大
阪
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
な
く
、
初
出
で

あ
る
「
夕
刊
大
阪
」
の
読
者
へ
の
配
慮
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
時
間
的
に
は
後
に
な
る
が
、
織
田
文
庫
に
は
、
戦
後
「
夕
刊
新
大
阪
」
に

勤
め
て
い
た
井
葉
野
篤
三
か
ら
の
「
大
阪
を
舞
台
に
し
た
も
の
特
に
結
構
で
す
」
と
書
か
れ
た
短
編
の
原
稿
依
頼
が
残
っ
て
い
る
）
18
（

。
大
阪

の
新
聞
に
載
せ
る
小
説
は
、
大
阪
を
舞
台
に
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
こ
と
は
、
夕
刊
大
阪
新
聞
社
の
社
員
で
あ
っ
た
作
之
助

に
は
よ
く
自
覚
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
三
平
が
行
く
先
に
迷
い
、
梅
田
と
心
斎
橋
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
の
も
、「
夕
刊
大
阪
」

の
読
者
に
と
っ
て
御
堂
筋
は
親
し
み
や
す
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

く
わ
え
て
、
登
場
人
物
の
そ
の
後
で
あ
る
④
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
、『
耳
袋
』
と
は
異
な
る
『
人
情
噺
』
の
特
徴
で
あ
る
。『
耳
袋
』

で
は
一
人
の
男
の
物
語
だ
っ
た
の
が
、
夫
婦
の
物
語
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
一
辺
倒
だ
っ
た
夫
婦
が
、
物
資
不
足
で
風
呂
屋

の
開
店
が
遅
く
な
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
二
人
だ
け
の
時
間
を
得
て
ゆ
く
話
が
加
わ
っ
て
い
る
。
始
業
前
の
時
間
が
長
く
な
り
、「
随

分
退
屈
し
た
二
人
は
、
と
き
ど
き
話
し
合
ふ
よ
う
に
な
」
り
、
や
が
て
「
い
つ
見
て
も
ひ
そ
〳
〵
と
語
り
合
つ
て
ゐ
」
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
意
味
で
『
人
情
噺
』
は
、
作
之
助
が
書
い
た
も
う
一
つ
の
〈
夫
婦
善
哉
〉
だ
と
言
え
る
。

夫
婦
が
睦
ま
じ
く
な
っ
て
ゆ
く
物
語
で
あ
る
た
め
に
、
最
初
の
段
階
に
お
い
て
は
、
二
人
の
間
に
は
隔
た
り
が
あ
る
。
②
に
お
い
て
、

三
平
が
女
中
と
の
結
婚
を
斡
旋
さ
れ
る
場
面
に
注
意
し
た
い
。

「
な
ん
ぼ
な
ん
で
も
…
…
」
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三
平
が
可
哀
相
だ
と
は
、
し
か
し
深
く
も
思
は
な
か
つ
た
か
ら
、
三
平
を
呼
び
寄
せ
て
、
こ
ん
ど
は
叱
り
つ
け
る
や
う
な
調
子
で
、

「
貰
つ
た
ら
ど
な
い
や
」

　

三
平
は
ち
よ
つ
と
赤
く
な
つ
た
が
、
直
ぐ
も
と
の
無
気
力
に
蒼
い
顔
色
に
な
り
、
ぺ
た
り
と
両
手
を
畳
の
上
に
つ
い
て
、

「
俺
の
体
は
旦
那
は
ん
に
委
せ
て
あ
る
ん
や
さ
け
、
旦
那
は
ん
の
い
ふ
通
り
に
し
ま
す
。
ど
な
え
な
女
子
で
も
わ
が
妻
に
し
ち
や
り

ま
す
」

　

と
、
ま
る
で
泣
き
出
さ
ん
ば
か
り
だ
つ
た
。

三
年
前
に
「
笑
ひ
な
が
ら
嫁
の
話
を
も
ち
掛
け
」
ら
れ
た
と
き
に
は
、
三
平
は
無
言
で
「
ぷ
つ
と
ふ
く
れ
た
顔
を
し
た
」
と
い
う
。
三

平
は
、「
女
嫌
ひ
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
笑
い
な
が
ら
持
ち
出
さ
れ
た
の
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
の
か
、
何
ら
か
の
理
由
で
縁
談
を
拒
ん

で
い
る
（
拒
否
の
反
応
を
示
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
）。
し
か
し
、
引
用
部
で
は
、
主
人
が
「
叱
り
つ
け
る
や
う
な
調
子
」
で
持
ち
出
し

て
い
る
た
め
、
三
平
は
反
対
で
き
な
い
。
主
人
の
命
令
に
逆
ら
わ
ぬ
三
平
の
実
直
さ
が
強
調
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
彼
の
内
面

が
押
し
殺
さ
れ
て
い
る
点
は
無
視
で
き
ま
い
。「
直
ぐ
も
と
の
無
気
力
に
蒼
い
顔
色
に
な
」
っ
て
答
え
る
前
に
は
、
別
の
感
情
が
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。
小
田
島
本
有
が
指
摘
す
る
と
お
り
「
決
し
て
三
平
自
身
が
望
ん
だ
結
婚
で
は
な
か
っ
た
）
19
（

」
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
「
ち
よ
つ
と
赤
く
な
つ
た
」
の
は
、
女
中
へ
の
好
意
や
結
婚
へ
の
恥
じ
ら
い
か
ら
だ
と
解
釈
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
。
が
、

結
婚
後
も
別
の
部
屋
で
寝
て
、
妻
の
「
活
動
へ
行
こ
ら
、
連
れ
も
て
行
こ
ら
」
と
い
う
誘
い
に
も
乗
ら
な
い
三
平
に
、
そ
の
よ
う
な
相
手

へ
の
強
い
思
い
は
う
か
が
い
に
く
い
。
縁
談
そ
の
も
の
へ
の
含
羞
で
も
あ
る
ま
い
。
前
回
の
縁
談
の
際
に
同
じ
反
応
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
三
平
が
「
赤
く
な
つ
た
」
の
は
、「
て
ん
で
誰
に
も
相
手
に
さ
れ
ぬ
女
中
」
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
へ
の
不
満

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
女
中
そ
の
人
に
対
す
る
嫌
悪
感
と
い
う
よ
り
、
彼
女
に
は
お
内
儀
さ
ん
が
「
三
平
を
見
る
眼
が
ど
こ
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か
違
ふ
」
と
気
遣
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
平
に
は
配
慮
を
欠
い
て
い
る
失
望
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
思
い
は
「
直
ぐ
も
と
の

無
気
力
に
蒼
い
顔
色
に
な
」
る
こ
と
で
抑
制
さ
れ
る
。
し
か
し
「
ど
な
え
な
女
子
で
も
」
と
い
う
投
げ
や
り
な
言
い
方
に
は
、
三
平
の
不

満
が
に
じ
み
出
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
①
②
の
段
階
で
三
平
の
内
面
は
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
人
第
一
の
実
直

さ
が
際
立
つ
ゆ
え
に
、
主
人
夫
婦
も
読
者
も
、
押
し
殺
さ
れ
た
三
平
の
内
面
に
気
づ
き
に
く
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
③
に
お
い
て
効
果
的
に
機
能
す
る
。
魔
が
差
し
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
っ
て
も
、
三
平
は
何
も
考
え
て
い
な
い
人
物
で
は
な
か
っ

た
。
そ
も
そ
も
「
一
戸
を
も
た
し
て
や
ろ
う
か
と
い
つ
た
が
、
三
平
は
き
か
な
か
つ
た
」。
ま
た
「
せ
め
て
ど
こ
ぞ
で
二
階
借
り
し
イ
な
」

と
言
わ
れ
て
も
「
断
つ
た
」。
三
平
は
、
い
つ
も
主
人
に
従
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
耳
袋
』
に
お
い
て
は
、
た
だ
実
直
と
思
わ
れ
て
い
た
男
に
も
人
並
み
の
欲
望
は
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
そ
の
欲
望
に
引
き
ず
ら
れ
な

い
点
で
や
は
り
実
直
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
点
が
面
白
み
に
な
っ
て
い
た
。『
人
情
噺
』
の
場
合
、
く
わ
え
て
、
結
に

あ
た
る
④
の
夫
婦
が
睦
ま
じ
く
な
っ
て
ゆ
く
部
分
が
重
要
で
あ
る
。

三
平
は
そ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
生
き
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
時
局
を
反
映
し
て
制
度
が
変
わ
り
、
制
度
の
変
化
に
伴
う
仕
事
の
変
化

が
夫
婦
に
時
間
を
与
え
、
夫
婦
の
関
係
を
も
変
え
て
ゆ
く
。
一
九
三
九
年
八
月
三
〇
日
付
「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
銭
湯
に

受
難
時
代
！
」
と
い
う
記
事
で
は
、「
事
変
以
来
燃
料
の
暴
騰
か
ら
経
営
難
に
陥
つ
た
銭
湯
は
去
る
六
月
以
来
警
視
監
保
安
部
の
要
望
で

一
斉
に
朝
風
呂
を
廃
止
、
其
後
石
炭
の
入
手
難
、
雇
人
不
足
等
に
拍
車
を
か
け
ら
れ
て
去
る
七
月
七
日
再
び
営
業
時
間
を
短
縮
―
午
後
二

時
開
場
夜
十
二
時
消
燈
の
申
合
せ
を
行
つ
た
」
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
風
呂
の
時
間
が
制
限
さ
れ
る
の
は
、
人
々
に
と
っ
て
不
便
で

あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
人
間
関
係
が
良
好
に
な
る
場
合
も
あ
る
。
三
平
の
実
直
さ
ば
か
り
で
な
く
、
自
由
が
制
限
さ

れ
る
中
で
、
そ
の
肯
定
的
な
面
を
捉
え
た
格
好
の
こ
の
小
説
の
末
尾
は
、
ま
さ
に
時
局
に
ふ
さ
わ
し
い
「
美
談
」
と
な
る
。
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単
行
本
『
漂
流
』
で
は
、
当
時
の
新
聞
に
ふ
さ
わ
し
い
時
局
に
関
わ
る
効
果
は
薄
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。『
美
談
』
と
い
う
題
名
で
は
な

く
な
っ
た
戦
後
の
『
人
情
噺
』
で
も
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
『
人
情
噺
』
と
い
う
題
名
に
ふ
さ
わ
し
い
要
素
は
一
篇
に
内
在
し
て
い
た
。

こ
の
作
品
の
④
が
重
要
な
の
は
、
①
か
ら
③
で
実
直
な
男
の
内
面
の
機
微
を
人
々
が
軽
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
こ
と
に
加
え
て
、

④
で
三
平
も
妻
の
心
情
を
軽
視
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
三
平
は
妻
に
映
画
を
一
緒
に

見
に
行
こ
う
と
誘
わ
れ
て
も
す
げ
な
く
断
る
。
魔
が
差
し
て
逐
電
し
よ
う
と
し
た
と
き
、「
女
房
も
悲
し
む
だ
ら
う
」
と
、
主
人
だ
け
で

な
く
女
房
へ
の
思
い
が
出
て
来
て
い
る
点
は
『
耳
袋
』
に
は
な
く
、
そ
こ
に
『
人
情
噺
』
の
特
徴
が
あ
る
と
見
る
小
田
島
本
有
前
掲
論
の

指
摘
は
首
肯
さ
れ
る
が
、こ
の
時
点
で
は
「
ま
た
悪
い
心
が
出
て
来
」
る
の
を
止
め
る
力
は
な
い
。
し
か
し
事
件
後
、制
度
の
変
化
が
き
っ

か
け
と
は
い
え
、
距
離
を
縮
め
て
ゆ
く
二
人
か
ら
は
、
共
に
人
生
を
歩
も
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

末
尾
で
女
房
は
「
三
平
の
白
髪
を
抜
い
て
や
つ
て
ゐ
る
」。
こ
れ
以
前
に
「
そ
し
て
十
五
年
経
つ
た
。
夫
婦
の
間
に
子
供
も
出
来
な
か

つ
た
が
、
三
平
は
少
し
白
髪
が
出
来
た
。
五
十
に
近
か
つ
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
白
髪
は
年
月
の
経
過
を

示
す
指
標
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
白
髪
を
抜
い
て
も
ら
う
こ
と
で
、
風
呂
屋
の
始
業
時
間
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
れ
は
三
平
が
忙
し
な

く
働
き
続
け
て
き
た
使
用
人
と
し
て
の
時
間
か
ら
、
個
人
と
し
て
の
慰
安
の
時
間
へ
と
移
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

﹇
注
﹈

（
1
） 

和
泉
書
院
、
一
九
九
二

（
2
） 「
近
代
」一
九
九
五
・
九
〜
一
九
九
七
・
三

（
3
） 

日
本
古
書
通
信
社
、
二
〇
一
六
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（
4
） 『
織
田
作
之
助

―
生
き
愛
し
書
い
た
』（
沖
積
舎
、
一
九
九
八
）一
九
五
頁

（
5
） 

た
だ
し
前
述
し
た
作
之
助
の
一
九
四
一
年
の
日
記
に
は
、「
三
月
二
〇
日　

小
説「
不
死
身
」」、「
四
月
四
日　
「
不
死
身
」（
四
十
四
枚
）脱
稿
」、

「
四
月
一
四
日　
「
文
學
界
」へ「
不
死
身
」送
る
」、「
九
月
三
〇
日　
「
不
死
身
」を
改
題「
道
」に
」と
い
っ
た
記
述
が
見
つ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
不
死
身
」は
元
「々
文
學
界
」の
原
稿
依
頼
に
応
え
て
執
筆
さ
れ
た
が
、
な
ん
ら
か
の
事
情
で
掲
載
さ
れ
ず
、
改
稿
さ
れ
た
も
の
が「
健
康
文

化
」に
掲
載
さ
れ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

（
6
） 「
大
阪
日
日
新
聞
」一
九
四
六
・
六
・
二
三

（
7
） 「
新
創
作
」一
九
四
二
・
一
一

（
8
） 「
作
品
解
題
」（『
定
本
織
田
作
之
助
全
集　

第
三
巻
』文
泉
堂
出
版
、
一
九
九
五
）

（
9
） 

大
谷
前
掲
書
、
一
九
五
頁

（
10
） 

筑
摩
書
房
、
二
〇
一
一

（
11
） 

筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二

（
12
） 「
解
説
対
談
」（『
名
短
篇
ほ
り
だ
し
も
の
』三
五
三
頁
）

（
13
） 

宮
川
康「
織
田
作
之
助「
馬
地
獄
」の
教
材
性

―
現
代
文
分
野
に
お
け
る「
大
阪
の
文
学
」の
教
材
と
し
て

―
」（「
大
阪
教
育
大
学
附
属
学

校
池
田
校
舎
研
究
紀
要
」一
九
九
五
・
三
）参
照
。

（
14
） 

拙
論「
織
田
作
之
助「
馬
地
獄
」の
方
法

―
北
尾
鐐
之
助『
近
代
大
阪
』を
手
が
か
り
に
」（「
國
語
國
文
」二
〇
一
一
・
一
二
）参
照
。

（
15
） 

引
用
は
、
織
田
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
根
岸
守
信
編（
柳
田
国
男
、
尾
崎
恒
雄
共
校
訂
）『
耳
袋
』上
巻（
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
）に
拠
っ

た（
織
田
文
庫
―
５
６
９
）。

（
16
） 

織
田
作
之
助
が『
耳
袋
』か
ら
創
作
の
ア
イ
デ
ア
を
借
り
て
い
た
こ
と
は
、
拙
論「【
資
料
紹
介
】織
田
作
之
助
新
資
料「
俄
法
師
」と
そ
の
周
辺
」

（「
昭
和
文
学
研
究
」二
〇
一
六
・
三
）で
も
指
摘
し
た
。
ま
た
、
紙
幅
の
都
合
上
こ
こ
で
詳
細
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
長
篇『
異
郷
』（
一
九

四
三
）に
も『
耳
袋
』が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
主
人
公
の
伝
兵
衛
が「
子
供
の
頃
か
ら
勇
気
の
あ
る
男
だ
つ
た
」こ
と
の
証
と
し
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
逸
話
が
、『
耳
袋
』の
巻
之
二「
浪
速
任
侠
の
事
」と
い
う
話
と
酷
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
織
田
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
岩
波

文
庫
の
上
巻
の
目
次
に
は
、
こ
の
話
の
上
に
丸
印
が
付
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
作
之
助
が
、
自
作
に
活
用
し
よ
う
と
備
忘
の
た
め
に
チ
ェ
ッ
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ク
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
17
） 

一
九
四
〇
年
ご
ろ
に
流
行
し
て
い
た
系
譜
小
説
と『
夫
婦
善
哉
』に
関
し
て
は
拙
稿「
織
田
作
之
助『
夫
婦
善
哉
』の「
形
式
」―「
系
譜
小
説
」

を
手
が
か
り
に

―
」（「
日
本
近
代
文
学
」二
〇
一
三
・
一
一
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
18
） 
一
九
四
六
年
二
月
二
一
日
付
。
こ
の
依
頼
に
応
え
た
の
が『
注
射
』（「
夕
刊
新
大
阪
」一
九
四
六
・
三
・
三
）で
あ
ろ
う
。

（
19
） 『
高
校
生
の
た
め
の
近
現
代
文
学
ベ
ー
シ
ッ
ク　

ち
く
ま
小
説
入
門
』解
答
編
、
四
六
頁

〈
付
記
〉　

本
研
究
はJSPS

科
研
費 17K

02450

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

 

（
文
学
研
究
科
准
教
授
）



18

SUMMARY

A Study of ODA Sakunosuke’s “Ninjōbanashi”

Masao Saito 

ODA Sakunosuke (1913-1947) was one of the most prominent novelists in 

Osaka during 1940s. This paper attempts to analyze ODA ’s short novel 

‘Ninjōbanashi (人情噺 )’. I would compare this novel with the work which is regarded 

as its source. The purpose of this study is to present a new interpretation of 

‘Ninjōbanashi’ and to clarify a part of ODA’s creative method through this analysis.

In this paper, I have first divided the ‘Ninjōbanashi’ into four parts. Further, I 

have argued that one of the essays of ‘Ear Bag (耳袋 )’, a zuihitsu (Collection of 

essays) by NEGISHI Morinobu (1737-1815), of the Edo period, was used for the 

climax part of the novel. By the order of his master, a servant who was entrusted 

with a large amount of money, tried to flee far away along with that money. But he 

turned back halfway. The man apologized to his master and asked for his own 

dismissal. The master, on the contrary, trusted the man’s honesty. This plot was 

used in both ‘Ninjōbanashi’ and ‘Ear Bag’. The fact that ODA read ‘Ear Bag’ can be 

seen from his collection of books in Osaka Prefectural Nakanoshima Library.

Then, how did ODA devise his own way in ‘Ear Bag’?
First of all, in the beginning of the novel, ODA intentionally made the inner 

feelings of the honest man difficult for readers to understand. This made the scene 

of the man confessing his inner feelings more shocking.

Secondly, ODA changed the story of Edo of the Edo period into Osaka of the 

Showa period. Accordingly, he made the contents of the novel familiar to the 

newspaper’s readers (This novel was published in a newspaper published from Osaka).

The original title of this novel was “Fine Story (美談 )”. The plots; protagonist 

working diligently for more than 30 years, the act of committing a crime but 

refraining from it and confessing the crime prove the sincerity of the man. These 

seemed suitable under the title “Fine Story” during the war.

In addition, ODA added an anecdote at the end of his novel that the man 

became much closer with his wife. According to this conclusion, the post war title 

of the novel was rightly called ‘Ninjōbanashi’.




