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大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
五
月
、
志
賀
直
哉
は
松
江
を
訪
れ
、
約
百
日
に
わ
た
っ

て
滞
在
し
た
。
住
ま
い
は
松
江
城
の
濠
に
の
ぞ
む
一
軒
家
で
、
現
在
の
亀
田
橋
の
か

か
る
あ
た
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
折
の
こ
と
を
、
後
年
、
志
賀
は
『
濠
端
の
住
ま
い
』

（
大
正
十
四
年
）
と
し
て
発
表
し
た
。

　

松
江
滞
在
の
あ
い
だ
、
志
賀
は
十
日
間
ほ
ど
大
山
で
過
ご
し
た
。
そ
の
時
の
体
験

が
『
暗
夜
行
路
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
大
山
滞
在
を
含
め
山
陰
地
方
で
過
ご
し
た
時
間
は
、
志
賀
の
文
学
に
少
な
か

ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。『
暗
夜
行
路
』
に
比
べ
れ
ば
、『
濠
端
の
住
ま
い
』
は

そ
の
小
さ
な
衛
星
ほ
ど
の
位
置
づ
け
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に

は
『
暗
夜
行
路
』
に
通
底
す
る
志
賀
の
自
然
観
を
如
実
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

小
論
で
は
、
同
じ
時
期
に
松
江
に
滞
在
し
た
里
見
弴
の
『
或
る
年
の
初
夏
に
』

（
大
正
六
年
）
と
の
比
較
を
行
い
、
さ
ら
に
は
小
泉
八
雲
や
宮
沢
賢
治
に
つ
い
て
も

触
れ
な
が
ら
、『
濠
端
の
住
ま
い
』
に
描
か
れ
た
〈
自
然
〉
の
諸
相
を
明
ら
か
に
し
、

松
江
と
い
う
空
間
が
志
賀
文
学
に
も
た
ら
し
た
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一
．『
濠
端
の
住
ま
い
』
と
実
際
の
松
江
滞
在

　

一
ト
夏
、
山
陰
松
江
に
暮
し
た
事
が
あ
る
。
町
は
ず
れ
の
濠
に
臨
ん
だ
さ
さ

や
か
な
家
で
、
独
り
住
ま
い
に
は
申
し
分
な
か
っ
た
。
庭
か
ら
石
段
で
直
ぐ
濠

に
な
っ
て
い
る
。
対
岸
は
城
の
裏
の
森
で
、
大
き
な
木
が
幹
を
傾
け
、
水
の
上

に
低
く
枝
を
延
ば
し
て
い
る
。
水
は
浅
く
、
真
菰
が
生
え
、
寂
び
た
工
合
、
濠

と
云
う
よ
り
古
い
池
の
趣
が
あ
っ
た
。
鳰
鳥
が
始
終
、
真
菰
の
間
を
啼
き
な
が

ら
往
き
来
し
た
。

　

私
は
此
処
で
出
来
る
だ
け
簡
素
な
暮
し
を
し
た
。
人
と
人
と
人
と
の
交
渉
で

疲
れ
切
っ
た
都
会
の
生
活
か
ら
来
る
と
、
大
変
心
が
安
ま
っ
た
。
虫
と
鳥
と
水

と
草
と
空
と
、
そ
れ
か
ら
最
後
に
人
間
と
の
交
渉
あ
る
暮
し
だ
っ
た
。

　

作
品
の
冒
頭
に
描
か
れ
る
の
は
、
題
名
に
記
さ
れ
た
濠
端
の
住
ま
い
の
周
囲
の
景

観
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
森
」
が
あ
り
「
水
」
が
あ
り
、「
鳥
」
の
姿
が
あ
る
。〈
私
〉
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は
、
そ
こ
で
の
生
活
を
、「
人
と
人
と
人
と
の
交
渉
で
疲
れ
切
っ
た
都
会
」
と
対
比

さ
せ
て
、「
虫
と
鳥
と
水
と
草
と
空
と
、
そ
れ
か
ら
最
後
に
人
間
と
の
交
渉
あ
る
暮

し
」
と
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
虫
と
鳥
と
水
と
草
と
空
」
と
い
う
ふ

う
に
言
い
表
さ
れ
た
も
の
を
〈
自
然
〉
と
い
う
一
語
で
ま
と
め
る
と
、
松
江
と
は
、

〈
私
〉
に
と
っ
て
〈
自
然
〉
に
あ
ふ
れ
た
空
間
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
だ
ら
け
の
都
会

と
の
対
比
で
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

冒
頭
に
続
け
て
描
か
れ
る
の
は
、
夜
に
電
燈
の
灯
り
を
求
め
て
家
に
集
ま
っ
て
く

る
「
家
守
」「
蛾
」「
甲
虫
」「
火
取
り
虫
」「
殿
様
蛙
」「
木
の
葉
蛙
」
た
ち
で
あ
り
、

ま
た
明
け
方
の
濠
に
泳
ぐ
「
鯉
や
鮒
」
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、〈
私
〉

以
外
の
人
間
は
一
人
も
登
場
し
な
い
。〈
私
〉
以
外
の
人
間
が
出
て
く
る
の
は
、
こ

の
あ
と
夜
が
明
け
て
、「
十
時
。
私
は
も
う
暑
く
て
寝
て
い
ら
れ
な
い
。
起
き
る
と

庭
つ
づ
き
の
隣
の
か
み
さ
ん
が
私
の
為
に
火
種
を
持
っ
て
来
る
。」
と
い
う
箇
所
が

最
初
で
あ
る
。
本
作
品
に
登
場
す
る
人
物
は
、
こ
の
「
隣
の
か
み
さ
ん
」
夫
婦
で
あ

る
「
若
い
大
工
の
夫
婦
」、
家
に
来
る
「
客
」、「
家
主
」、
素
人
下
宿
の
「
母
子
二

人
」
で
す
べ
て
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、「
客
」、「
家
主
」、「
母
子
二
人
」
に
つ
い
て

は
、
名
前
が
出
て
く
る
ば
か
り
で
人
物
形
象
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

に
比
べ
れ
ば
「
若
い
大
工
の
夫
婦
」
は
い
く
ら
か
〈
私
〉
と
の
会
話
も
描
か
れ
た
り

し
て
い
る
が
、〈
私
〉
と
「
若
い
大
工
の
夫
婦
」
の
あ
い
だ
で
心
が
動
く
よ
う
な
交

渉
め
い
た
こ
と
は
特
に
な
い
。〈
私
〉
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る

の
は
「
若
い
大
工
の
夫
婦
」
よ
り
は
、
彼
ら
の
飼
っ
て
い
た
鶏
の
ほ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
作
者
の
志
賀
直
哉
は
、
松
江
滞
在
に
つ
い
て
後
年
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

松
江
の
生
活
は
尾
ノ
道
の
時
と
は
ち
が
つ
て
淋
し
く
な
く
大
變
愉
快
だ
つ
た
。

里
見
が
ゐ
た
し
、
そ
の
他
、
九
里
四
郎
、
三
浦
直
介
、
園
池
公
致
、
山
脇
信
徳

な
ど
が
来
て
く
れ
た
か
ら
、
却
々
賑
か
だ
っ
た
。
土
地
の
人
気
が
よ
く
、
さ
う

い
ふ
點
で
も
氣
持
が
よ
か
つ
た
が
、
土
地
の
警
察
が
う
る
さ
く
、
こ
れ
は
一
寸

愉
快
で
な
か
つ
た
。（
注
１
）

　

こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
の
は
、
志
賀
が
松
江
に
滞
在
し
て
か
ら
三
〇
年
以
上
経
過

し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
印
象
も
そ
の
あ
い
だ
に
変
化
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
作
品
に
「
虫
と
鳥
と
水
と
草
と
空
と
、
そ
れ
か
ら
最
後
に
人
間
と
の
交
渉
あ
る

暮
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
わ
り
に
は
、
実
際
の
松
江
滞
在
は
人
と
の
交
渉
も
そ
れ
な

り
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

志
賀
直
哉
と
連
れ
立
っ
て
松
江
に
滞
在
し
た
里
見
弴
は
、
そ
の
折
の
こ
と
を
『
或

る
年
の
初
夏
に
』（
大
正
六
年
）
と
し
て
作
品
化
し
た
。
里
見
は
こ
の
作
品
に
つ
い

て
、「
本
篇
は
大
正
四
年
、
志
賀
直
哉
と
共
に
過
ご
し
た
雲
集
松
江
で
の
或
る
夜
の

出
来
事
を
そ
つ
く
り
そ
の
ま
ま
の
直
寫
で
」
書
い
た
も
の
と
し
て
い
る
（『
里
見
弴

全
集
』
あ
と
が
き
、
筑
摩
書
房
昭
和
五
二
年
一
二
月
刊
）。
そ
の
中
の
一
節
に
は
、

「
遊
び
労
れ
て
、
夕
方
湖
か
ら
帰
つ
て
来
る
と
、
晩
飯
は
、
私
の
下
宿
か
佐
竹
の
う

ち
か
で
、
大
抵
一
緒
に
食
べ
た
。
夜
も
散
歩
か
将
棋
か
花
か
で
一
緒
に
送
つ
た
。」

と
あ
る
。「
佐
竹
」
の
モ
デ
ル
は
言
う
ま
で
も
な
く
志
賀
直
哉
で
あ
る
。
し
か
し
、

同
じ
松
江
滞
在
を
描
い
た
『
濠
端
の
住
ま
い
』
か
ら
は
、
里
見
に
あ
た
る
友
人
の
影

を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
志
賀
の
実
際
の
松
江
滞
在
と
、『
濠
端
の
住
ま
い
』

に
描
か
れ
た
松
江
滞
在
に
は
距
離
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
の
松
江
滞
在
に
お

い
て
は
、
人
と
の
交
渉
も
か
な
り
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
濠
端
の
住
ま
い
』
の
〈
私
〉
は
、
そ
の
こ
と
を
極
力
捨
象
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
〈
自

然
〉
と
か
か
わ
る
自
己
を
強
調
し
て
い
る
。

二
．
母
鶏
殺
害
の
前
後
に
見
る
〈
自
然
〉

　
『
濠
端
の
住
ま
い
』
の
中
で
、〈
私
〉
が
最
も
詳
し
く
語
っ
て
い
る
の
が
隣
家
の
夫

婦
が
飼
っ
て
い
る
鶏
の
生
活
に
つ
い
て
で
あ
る
。
母
鶏
が
猫
に
殺
さ
れ
る
前
後
に
そ

れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
お
り
、
ま
ず
は
殺
害
前
の
鶏
の
描
写
を
引
用
す
る
。

鶏
の
生
活
を
叮
嚀
に
見
て
い
る
と
却
々
興
味
が
あ
っ
た
。
母
鶏
の
如
何
に
も
母

親
ら
し
い
様
子
、
雛
鶏
の
子
供
ら
し
い
無
邪
気
の
様
子
、
雄
鶏
の
家
長
ら
し

い
、
威
厳
を
持
っ
た
態
度
、
そ
れ
ら
が
、
何
れ
も
そ
れ
ら
し
く
、
し
っ
く
り
と

そ
の
所
に
嵌
っ
て
、
一
つ
の
生
活
を
形
作
っ
て
い
る
の
が
、
見
て
い
て
愉
快

だ
っ
た
。

　

こ
れ
に
続
け
て
、「
雄
鶏
の
家
長
ら
し
い
」
振
る
舞
い
や
、「
雛
鶏
の
子
供
ら
し
い

無
邪
気
の
様
子
」
が
具
体
的
に
書
か
れ
、
特
に
「
色
の
冴
え
た
小
さ
い
鳥
冠
と
鮮
か

な
黄
色
い
足
と
を
持
っ
た
百
日
雛
」
に
つ
い
て
は
、「
人
間
の
元
気
な
小
娘
を
見
る
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の
と
少
し
も
か
わ
り
が
な
か
っ
た
。」
と
あ
る
。「
見
て
い
て
愉
快
だ
っ
た
」
と
い
う

言
葉
そ
の
ま
ま
に
、
鶏
の
家
族
の
円
満
な
生
活
ぶ
り
が
活
写
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て

よ
い
。

　

し
か
し
、
母
鶏
殺
害
後
は
、
鶏
の
家
族
の
様
相
は
次
の
通
り
一
変
す
る
。

　

実
際
、
孤
児
等
に
対
し
他
の
母
鶏
は
決
し
て
親
切
で
は
な
か
っ
た
。
孤
児
等

は
見
境
な
く
、
自
分
達
よ
り
、
少
し
前
に
孵
っ
た
雛
と
一
緒
に
な
っ
て
、
そ
の

母
鶏
の
羽
根
の
下
に
も
ぐ
り
込
も
う
と
し
た
。
母
鶏
は
そ
の
度
神
経
質
に
そ
の

頭
や
尻
を
つ
つ
い
て
追
い
や
っ
た
。
孤
児
等
は
何
か
に
頼
り
た
い
風
で
、
一
団

と
な
り
、
不
安
そ
う
に
そ
の
辺
を
見
廻
し
て
い
た
。

　

殺
さ
れ
た
母
鶏
の
肉
は
大
工
夫
婦
の
そ
の
日
の
采
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

ぶ
つ
ぎ
り
に
さ
れ
た
頬
の
赤
い
首
は
、
そ
れ
だ
け
で
庭
に
ほ
う
り
出
さ
れ
て

あ
っ
た
。
半
開
き
の
眼
を
し
、
軽
く
嘴
を
開
い
た
首
は
恨
み
を
呑
ん
で
い
る
よ

う
に
見
え
た
。
雛
等
は
恐
る
恐
る
そ
れ
に
集
ま
る
が
、
そ
れ
を
自
分
達
の
母
鶏

の
首
と
思
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
か
っ
た
。
あ
る
雛
は
断
り
口
の
柘
榴
の

よ
う
に
開
い
た
肉
を
啄
ん
だ
。
首
は
啄
ま
れ
る
度
、
砂
の
上
で
向
き
を
変
え

た
。

　

母
鶏
不
在
と
な
っ
て
、
雛
鶏
は
「
孤
児
」
と
な
り
、
他
の
母
鶏
か
ら
邪
険
に
さ

れ
、
雄
鶏
に
つ
い
て
は
そ
の
姿
も
な
く
、
一
家
離
散
に
近
い
様
子
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
鶏
の
家
族
は
母
鶏
の
死
を
は
さ
ん
で
明
か
ら
暗
へ
と
様
変
わ
り
す
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
と
は
別
に
、
も
う
ひ
と
つ
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
変
化
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
右
引
用
の
末
尾
、「
あ
る
雛
は
断
り
口
の
柘
榴
の
よ
う
に
開
い
た
肉

を
啄
ん
だ
。
首
は
啄
ま
れ
る
度
、
砂
の
上
で
向
き
を
変
え
た
。」
に
お
い
て
、
そ
れ

ま
で
と
は
明
ら
か
に
違
う
〈
自
然
〉
の
実
相
に
踏
み
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

母
鶏
の
死
の
前
も
後
も
、
明
暗
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
鶏
の
家
族
を
あ
た
か
も

人
間
の
家
族
の
よ
う
に
擬
人
化
し
て
表
現
し
て
い
る
点
で
は
一
致
し
て
い
た
。「
半

開
き
の
眼
を
し
、
軽
く
嘴
を
開
い
た
首
は
恨
み
を
呑
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
雛

等
は
恐
る
恐
る
そ
れ
に
集
ま
る
が
、
そ
れ
を
自
分
達
の
母
鶏
の
首
と
思
っ
て
い
る
よ

う
に
は
見
え
な
か
っ
た
。」
の
部
分
に
つ
い
て
も
、「
恨
み
を
呑
ん
で
い
る
よ
う
に
」

「
恐
る
恐
る
そ
れ
に
集
ま
る
」
と
い
っ
た
表
現
に
、
ま
だ
〈
私
〉
の
主
観
が
入
り
込

ん
で
い
る
。
し
か
し
、「
あ
る
雛
は
断
り
口
の
…
…
」
で
は
、
視
点
と
な
っ
て
い
る

〈
私
〉
の
主
観
は
ほ
ぼ
消
去
さ
れ
て
、〈
私
〉
の
眼
前
で
起
き
て
い
る
出
来
事
が
あ
り

の
ま
ま
読
者
に
差
し
出
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
家
族
と
同
様
に
見
え
た
鶏
（
自
然
）

と
は
明
ら
か
に
異
な
る
鶏
（
自
然
）
の
姿
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

三
．
雨
風
の
中
の
〈
私
〉

　
『
濠
端
の
住
ま
い
』
で
は
、
隣
の
夫
婦
の
飼
う
鶏
が
猫
に
殺
さ
れ
、
そ
の
猫
を
夫

婦
が
殺
し
と
い
う
出
来
事
に
対
し
て
、
そ
れ
を
見
聞
す
る
〈
私
〉
の
思
い
が
話
題
の

中
心
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
は
直
接
つ
な
が
ら
な
い
が
、
し
か
し
〈
私
〉
と
〈
自

然
〉
の
関
係
を
考
え
る
上
で
看
過
で
き
な
い
出
来
事
が
次
の
通
り
挿
入
さ
れ
て
い

る
。　

或
雨
風
の
烈
し
い
日
だ
っ
た
。
私
は
戸
を
た
て
き
っ
た
薄
暗
い
家
の
中
で
退

屈
し
切
っ
て
い
た
。
蒸
々
と
し
て
気
分
も
悪
く
な
る
。
午
後
到
頭
思
い
き
っ

て
、
靴
を
穿
き
、
ゴ
ム
マ
ン
ト
を
着
、
的
も
な
く
吹
き
降
り
の
戸
外
へ
出
て

行
っ
た
。
帰
り
同
じ
道
を
歩
く
の
は
厭
だ
っ
た
か
ら
、
私
は
汽
車
み
ち
に
添
う

て
、
次
の
湯
町
と
云
う
駅
ま
で
顔
を
雨
に
打
た
し
、
我
武
者
羅
に
歩
い
た
。
雨

は
骨
ま
で
透
り
、
マ
ン
ト
の
間
か
ら
湯
気
が
た
っ
た
。
そ
し
て
私
の
停
滞
し
た

気
分
は
血
の
循
環
と
共
に
す
っ
か
り
直
っ
た
。

　

途
々
見
た
貯
水
池
の
睡
蓮
が
非
常
に
美
し
か
っ
た
。
森
に
か
こ
ま
れ
た
濡
灰

色
の
水
面
に
烟
っ
て
ぼ
ん
や
り
と
白
い
花
が
ぽ
つ
ぽ
つ
浮
ん
で
い
る
。
吹
き
降

り
に
見
る
花
と
し
て
は
こ
の
上
な
い
も
の
に
思
わ
れ
た
。

　

雨
風
に
身
体
を
さ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
気
分
が
浄
化
さ
れ
て
い
く
さ
ま
が
簡
潔
に

記
さ
れ
た
場
面
で
あ
る
。
実
は
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
里
見
弴
の
『
或
る

年
の
初
夏
に
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
も
次
の
通
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

大
阪
で
私
は
佐
竹
の
手
紙
を
受
け
取
つ
た
。
私
の
た
つ
た
日
の
午
後
は
、
夕
立

の
や
う
な
大
雨
に
な
つ
た
の
だ
さ
う
だ
。
そ
の
な
か
を
彼
は
外
套
も
着
ず
に
メ

チ
ヤ
ク
チ
ヤ
に
歩
い
た
。
或
る
興
奮
を
感
じ
て
ゐ
た
。
濡
れ
鼠
で
、
彼
は
そ
こ

か
ら
汽
車
で
帰
つ
て
来
た
。
愉
快
だ
つ
た
。
―
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
書
い
て

あ
つ
た
。

　
『
或
る
年
の
初
夏
に
』
で
は
、
佐
竹
が
大
雨
の
中
を
濡
れ
鼠
に
な
っ
て
歩
い
た
の

は
、〈
私
〉
が
松
江
を
離
れ
た
日
の
午
後
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
佐
竹
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の
そ
の
よ
う
な
行
為
と
〈
私
〉
と
の
別
離
と
の
あ
い
だ
に
な
ん
ら
か
の
因
果
関
係
が

存
す
る
の
で
は
な
い
か
と
読
者
を
自
然
に
誘
う
よ
う
な
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、『
濠
端
の
住
ま
い
』
で
は
、
同
じ
濡
れ
鼠
の
件
を
扱
う
に
し
て
も
、
そ

こ
に
は
人
と
の
関
係
は
な
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
部
屋
の
中
が
蒸
し
て
気

分
が
悪
く
、
思
い
切
っ
て
戸
外
に
出
た
と
い
う
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、〈
私
〉

と
人
と
の
交
渉
に
つ
い
て
は
排
除
し
、〈
自
然
〉
と
の
関
係
に
焦
点
化
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
『
或
る
年
の
初
夏
に
』
に
も
う
少
し
こ
だ
わ
る
と
、
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
は
、

佐
竹
の
「
興
奮
」「
愉
快
」
と
共
に
、〈
私
〉
の
「
興
奮
」「
愉
快
」
が
描
か
れ
て
い

る
。〈
私
〉
の
「
興
奮
」「
愉
快
」
の
事
情
は
簡
単
に
言
う
と
こ
う
で
あ
る
。
家
に
来

る
よ
う
に
誘
う
佐
竹
と
そ
れ
を
拒
む
〈
私
〉
の
あ
い
だ
で
じ
ゃ
れ
あ
っ
て
引
っ
張
り

合
い
に
な
り
、
そ
れ
が
次
第
に
本
気
に
な
っ
て
き
て
、
い
つ
も
は
断
り
き
れ
な
い

〈
私
〉
が
こ
の
日
は
佐
竹
に
背
を
向
け
歩
き
出
し
、
す
る
と
〈
私
〉
は
「
非
常
に
愉

快
に
な
っ
て
」「
興
奮
し
て
な
か
な
か
寝
つ
か
れ
な
か
つ
た
」
の
で
あ
る
。

　

い
ま
、〈
私
〉
の
心
境
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
が
、〈
私
〉
と
佐
竹
の

「
興
奮
」「
愉
快
」
に
は
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
ず
れ
も
肉
体
の
運
動
か
ら
精

神
の
高
揚
へ
と
至
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、『
濠
端
の
住
ま
い
』
の
〈
私
〉

の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、『
或
る
年
の
初
夏
に
』
の
〈
私
〉
と
佐
竹
と
、

『
濠
端
の
住
ま
い
』
の
〈
私
〉
の
決
定
的
な
違
い
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
人
間

と
の
関
わ
り
重
視
か
、
そ
れ
と
も
〈
自
然
〉
と
の
関
わ
り
重
視
か
と
い
う
点
に
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
違
い
は
、
里
見
弴
の
『
或
る
年
の
初
夏
に
』
と
志
賀
直
哉
の

『
濠
端
の
住
ま
い
』
の
性
格
の
違
い
に
直
結
し
て
い
る
。（
注
２
）

　

も
う
ひ
と
つ
、
こ
の
場
面
に
か
か
わ
っ
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
、『
暗
夜
行
路
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ー
ン
で
あ
る
。

　

時
任
謙
作
が
直
子
に
宛
て
た
書
簡
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

私
は
旅
へ
出
て
大
変
元
気
に
な
り
、
落
ち
つ
い
て
い
る
。
此
所
へ
来
た
事
は

色
々
な
意
味
で
、
大
変
よ
か
っ
た
。
毎
日
読
ん
だ
り
、
何
か
し
ら
書
い
た
り
し

て
い
る
。
雨
さ
へ
降
ら
ね
ば
、
よ
く
近
く
の
山
や
森
や
河
原
な
ど
へ
散
歩
に
出

か
け
る
。
私
は
こ
の
山
に
来
て
小
鳥
や
虫
や
木
や
草
や
水
や
石
や
、
色
々
な
も

の
を
観
て
い
る
。
一
人
で
叮
嚀
に
見
る
と
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
等
に
就
い
て
気
が

つ
か
ず
、
考
え
な
か
っ
た
事
ま
で
考
え
る
。
そ
し
て
今
ま
で
な
か
っ
た
世
界
が

自
分
に
展
け
た
喜
び
を
感
じ
て
い
る
。

　
「
小
鳥
や
虫
や
木
や
草
や
水
や
石
」
と
い
う
表
現
は
、『
濠
端
の
住
ま
い
』
の
「
虫

と
鳥
と
水
と
草
と
空
」
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
や
は
り
こ
こ
で
も
「
散

歩
」
と
い
う
身
体
の
運
動
を
伴
い
な
が
ら
〈
自
然
〉
と
向
き
合
い
、
気
分
が
快
方
に

向
か
っ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
大
山
山
頂
で
主
人
公
を
領
し
た
カ
タ
ル
シ

ス
も
、
そ
の
延
長
線
上
に
用
意
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四
．〈
自
然
〉
と
宮
沢
賢
治

　

作
品
の
冒
頭
、
夜
中
に
家
に
集
ま
っ
て
き
た
虫
た
ち
に
囲
ま
れ
た
〈
私
〉
は
、

「
実
際
私
は
虫
の
棲
家
を
驚
か
し
た
闖
入
者
に
違
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
思
い
を
抱

い
て
い
る
。
人
間
（
私
）
を
中
心
に
置
か
な
い
で
、
虫
の
視
点
か
ら
世
界
を
見
て
、

む
し
ろ
人
間
（
私
）
こ
そ
が
濠
端
の
世
界
の
闖
入
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
認
識

は
、
こ
の
作
品
の
結
末
に
お
い
て
〈
私
〉
の
抱
い
た
「
不
可
抗
な
運
命
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
と
通
底
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

一
方
で
、
志
賀
文
学
の
特
色
と
し
て
自
我
へ
の
執
着
が
よ
く
言
わ
れ
る
わ
け
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
濠
端
の
住
ま
い
で
〈
私
〉
の
抱
い
た
思
い
は
、
き
わ

め
て
大
き
な
認
識
の
転
換
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
志
賀
の
属
す
る
白
樺
派
を
代

表
と
し
て
、
自
己
肯
定
が
高
ら
か
に
な
さ
れ
た
大
正
時
代
に
あ
っ
て
、
こ
の
『
濠
端

の
住
ま
い
』
や
『
暗
夜
行
路
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
描
か
れ
た
事
柄
は
、
自
己
肯

定
か
ら
さ
ら
に
一
歩
抜
き
出
た
境
地
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
家
に
集
ま
っ
て
く
る
虫
に
つ
い
て
は
、
里
見
弴
の
『
或
る
年
の
初
夏

に
』
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
夜
に
な
る
と
た
く
さ
ん
の
「
宮
守
（
や
も

り
）」
が
座
敷
に
や
っ
て
き
て
閉
口
し
た
こ
と
、
枕
元
に
落
ち
て
き
た
「
蜈
蜊
（
む

か
で
）」
を
殺
し
た
こ
と
な
ど
が
描
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
主
人
公
に
と
っ
て
「
い

や
な
こ
と
」
で
あ
り
、
ま
た
「
凶
暴
な
愉
悦
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
あ
る
。
同

じ
虫
を
扱
う
に
し
て
も
、『
或
る
年
の
初
夏
に
』
に
は
『
濠
端
の
住
ま
い
』
に
見
ら

れ
た
よ
う
な
発
想
の
転
換
は
見
ら
れ
な
い
。

　

そ
れ
か
ら
、『
或
る
年
の
初
夏
に
』
に
は
、〈
私
〉
と
佐
竹
（
志
賀
直
哉
が
モ
デ

ル
）
の
あ
い
だ
の
こ
ん
な
や
り
と
り
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
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「
松
江
も
い
い
が
、
か
う
宮
守
が
多
く
つ
ち
や
ア
と
て
も
や
り
切
れ
な
い
。
寿

命
が
縮
ま
つ
ち
ま
ふ
か
ら
帰
ら
う
か
と
思
ふ
よ
」
佐
竹
に
か
う
言
つ
た
の
は
、

満
更
の
冗
談
で
も
な
か
つ
た
。

「
ど
ん
ど
ん
殺
し
て
や
れ
よ
」

「
い
や
ア
、
ご
め
ん
だ
」

「
な
ん
だ
、
た
か
が
虫
け
ら
ぢ
ゃ
ア
な
い
か
」

　

実
際
に
、
里
見
弴
と
志
賀
直
哉
の
あ
い
だ
で
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
会
話
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
、
そ
の
真
偽
の
ほ
ど
は
知
り
よ
う
も
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
事
実

を
も
と
に
し
た
作
品
で
あ
っ
て
も
、
作
者
と
作
中
の
〈
私
〉
と
を
同
一
視
す
る
こ
と

は
よ
く
よ
く
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
前
提
は
も
ち
ろ
ん
承
知
し

な
が
ら
、
し
か
し
次
の
点
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な

状
況
下
に
あ
っ
て
、「
実
際
私
は
虫
の
棲
家
を
驚
か
し
た
闖
入
者
に
違
い
な
か
っ
た
」

と
い
う
認
識
を
持
つ
人
物
と
、「
ど
ん
ど
ん
殺
し
て
や
れ
よ
」「
た
か
が
虫
け
ら
ぢ
ゃ

ア
な
い
か
」
と
発
言
す
る
人
物
と
が
、
同
一
人
物
で
あ
る
と
想
像
し
て
み
る
こ
と
は

自
然
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
否
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
、
実
際
に
は

人
と
の
接
触
が
た
と
え
あ
っ
た
に
せ
よ
そ
の
こ
と
を
極
力
作
品
か
ら
は
排
除
し
て
自

然
と
の
か
か
わ
り
に
焦
点
化
し
た
の
と
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
、
こ
こ
で
ひ
と
り
、
同
じ
く
大
正
期
に
生
き
た
宮
沢
賢
治
を
比
較
の
た
め

に
取
り
上
げ
た
い
。

　

賢
治
は
、
童
話
集
『
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話　

注
文
の
多
い
料
理
店
』（
注
３
）
の
序

文
に
、
童
話
の
創
作
に
つ
い
て
次
の
通
り
端
的
に
書
き
し
る
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
わ
た
く
し
の
お
は
な
し
は
、
み
ん
な
林
や
野
は
ら
や
鉄
道
線
路
や

ら
で
、
虹
や
月
あ
か
り
か
ら
も
ら
つ
て
き
た
の
で
す
。

　

ほ
ん
た
う
に
、
か
し
は
ば
や
し
の
青
い
夕
方
を
、
ひ
と
り
で
通
り
か
か
つ
た

り
、
十
一
月
の
山
の
風
の
な
か
に
、
ふ
る
え
な
が
ら
立
つ
た
り
し
ま
す
と
、
も

う
ど
う
し
て
も
こ
ん
な
気
が
し
て
し
か
た
な
い
の
で
す
。
ほ
ん
た
う
に
も
う
、

ど
う
し
て
も
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
や
う
で
し
か
た
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
わ
た

く
し
は
そ
の
と
ほ
り
書
い
た
ま
で
で
す
。

　

作
者
が
い
て
作
品
が
あ
る
。
作
品
を
読
む
こ
と
で
作
者
の
思
想
に
た
ど
り
着
く
。

一
般
に
こ
の
よ
う
な
作
者
と
作
品
の
二
項
を
軸
と
し
た
理
解
の
仕
方
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
賢
治
の
場
合
は
そ
の
理
解
に
収
ま
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
賢
治
に
と
っ
て
お
は

な
し
と
は
、「
虹
や
月
あ
か
り
か
ら
も
ら
つ
て
き
た
」
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
賢
治

の
作
品
を
読
む
場
合
、
賢
治
と
い
う
ひ
と
り
の
人
間
の
思
惟
に
帰
着
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
背
後
に
あ
る
虹
や
月
あ
か
り
、
い
わ
ば
自
然
の
存
在
を
忘
れ
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。「
か
し
は
ば
や
し
の
青
い
夕
方
」
や
「
十
一
月
の
山
の
風
の
な
か
」
に

い
て
、
そ
こ
で
「
ど
う
し
て
も
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
や
う
で
し
か
た
な
い
と
い
ふ
こ

と
を
、
わ
た
く
し
は
そ
の
と
ほ
り
書
い
た
ま
で
」
だ
と
言
う
。
賢
治
の
ス
タ
ン
ス

は
、
作
者
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
然
の
言
葉
を
人
間
の
言
葉
に
変
換
す
る
通
訳

者
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
主
役
は
あ
く
ま
で
自
然
の
ほ
う
で
あ

る
。
賢
治
の
童
話
に
見
ら
れ
る
他
者
へ
の
想
像
力
の
問
題
は
、
こ
の
こ
と
と
も
深
く

か
か
わ
っ
て
い
よ
う
。

　

日
本
近
代
文
学
の
黎
明
期
、
坪
内
逍
遥
は
『
小
説
神
髄
』
の
中
で
、「
小
説
の
主

脳
は
人
情
な
り
、
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
。
人
情
と
は
い
か
な
る
も
の
を
い
ふ
や
。

曰
く
、
人
情
と
は
人
間
の
情
慾
（
パ
ッ
シ
ョ
ン
）
に
て
、
所
謂
百
八
煩
悩
是
れ
な

り
。」
と
説
い
た
。
以
来
、
様
々
な
主
義
・
手
法
の
小
説
が
日
本
に
お
い
て
も
試
み

ら
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
小
説
と
は
人
の
心
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う
考

え
方
は
、
小
説
の
も
っ
と
も
簡
潔
素
朴
な
定
義
と
し
て
、
今
日
に
お
い
て
も
変
わ
ら

な
い
よ
う
に
思
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
人
間
中
心
の
近
代
文
学
の
流
れ
の
中
で
、
自
然
の
声
に
耳
を
傾
け
よ

う
と
し
た
賢
治
の
童
話
が
い
か
に
独
自
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
賢
治
が
童
話
を
書
い

た
の
が
、
人
間
の
個
性
の
主
張
が
高
ら
か
に
な
さ
れ
た
大
正
期
に
重
な
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
さ
ら
に
そ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
明
瞭
に
な
る
。
文

学
に
限
ら
ず
、
世
界
の
中
心
に
人
間
を
置
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
近
代
文
明
そ
の
も

の
に
対
す
る
批
判
力
も
、
賢
治
の
童
話
は
内
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

言
っ
て
み
れ
ば
、『
濠
端
の
住
ま
い
』
や
『
暗
夜
行
路
』
で
志
賀
直
哉
が
よ
う
や

く
た
ど
り
つ
い
た
境
地
に
、
宮
沢
賢
治
は
最
初
か
ら
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
志
賀
と
賢
治
を
比
べ
て
、
賢
治
の
優
位
性
を
言
お
う
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
。
賢
治
と
の
比
較
に
お
い
て
見
え
て
く
る
こ
と
は
、
近
代
化
以
降
、
自

己
に
と
ら
わ
れ
続
け
て
き
た
日
本
人
が
い
か
に
そ
こ
か
ら
脱
却
し
う
る
か
、
そ
の
過

程
を
文
学
を
通
し
て
具
現
化
し
た
と
こ
ろ
に
、
志
賀
文
学
の
実
質
が
あ
る
と
い
う
こ
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と
で
あ
る
。

五
．
虫
と
小
泉
八
雲
と

　

松
江
と
ゆ
か
り
の
深
い
小
泉
八
雲
の
名
は
、
里
見
弴
の
『
或
る
年
の
初
夏
に
』
に

も
出
て
く
る
。
一
つ
に
は
、
作
品
冒
頭
、「
小
泉
八
雲
の
気
に
入
っ
た
、
景
色
の
い

い
町
」
と
書
か
れ
て
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
作
品
の
終
盤
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

私
た
ち
は
、
美
保
関
や
、
加
賀
浦
や
、
玉
造
の
温
泉
な
ど
に
小
旅
行
を
し
た
。

小
泉
八
雲
の
綺
麗
な
温
和
な
心
に
映
り
、
驚
嘆
す
べ
き
紀
行
文
の
う
ち
に
書
き

綴
ら
れ
て
ゐ
る
こ
れ
等
の
、
旧
い
神
話
の
舞
台
で
あ
る
土
地
は
、
私
た
ち
に
も

忘
れ
ら
れ
な
い
美
し
い
印
象
を
残
し
た
。

　

小
泉
八
雲
に
触
れ
て
、「
綺
麗
な
温
和
な
心
」
と
あ
る
。
そ
の
心
を
よ
り
具
体
的

に
知
る
こ
と
は
、
作
中
か
ら
は
難
し
い
。
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
〈
私
〉
が
八
雲

に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
だ
け
で
も
興
味

深
い
。
な
ぜ
な
ら
、
八
雲
に
対
す
る
〈
私
〉
の
思
い
は
、
そ
の
ま
ま
松
江
に
対
す
る

〈
私
〉
の
思
い
に
重
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

話
は
や
や
そ
れ
る
が
、
小
泉
八
雲
に
関
わ
る
こ
と
で
、
小
論
で
ぜ
ひ
取
り
上
げ
た

い
事
柄
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
松
江
で
志
賀
や
里
見
を
夜
な
夜
な
悩
ま
し
た
虫
に
ま
つ

わ
る
八
雲
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

　

小
泉
八
雲
の
曾
孫
で
あ
る
小
泉
凡
氏
に
よ
れ
ば
、
八
雲
が
他
界
す
る
直
前
の
話
と

し
て
、
次
の
よ
う
に
虫
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。（
注
４
）

　

さ
て
、
桜
が
返
り
咲
き
を
し
た
時
、
ハ
ー
ン
は
虫
籠
に
入
れ
て
座
右
で
そ
の

音
を
楽
し
ん
で
い
た
松
虫
に
つ
い
て
、
セ
ツ
に
こ
う
語
っ
た
。

　
「
あ
の
小
さ
い
虫
、
よ
き
音
し
て
鳴
い
て
く
れ
ま
し
た
。
私
な
ん
ぼ
喜
び
ま

し
た
。
し
か
し
だ
ん
だ
ん
寒
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
知
っ
て
い
ま
す
か
、
知
っ

て
い
ま
せ
ん
か
、
す
ぐ
に
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
。
気
の
毒
で
す

ね
、
可
哀
相
な
虫
」

　

そ
し
て
、「
こ
の
頃
の
暖
か
い
日
に
、
草
む
ら
の
中
に
そ
っ
と
放
し
て
や
り

ま
し
ょ
う
」
と
ふ
た
り
で
約
束
し
た
。

　

八
雲
の
妻
セ
ツ
は
、
こ
の
松
虫
の
死
を
、
八
雲
の
死
の
予
兆
と
し
て
捉
え
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
筆
者
が
興
味
深
く
思
う
の
は
、
八
雲
の
松
虫
に
対

す
る
ま
な
ざ
し
の
や
さ
し
さ
で
あ
る
。
里
見
弴
が
作
中
で
用
い
た
「
綺
麗
な
温
和
な

心
」
と
い
う
表
現
が
、
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
う
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
志
賀
や
里
見
が
松
江
の
夜
に
体
験
し
た
虫
だ
ら
け
の

状
況
に
近
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
次
の
通
り
語
ら
れ
て
い
る
。

　

熊
本
時
代
に
ハ
ー
ン
と
セ
ツ
は
隠
岐
へ
旅
し
た
帰
り
、
境
港
か
ら
下
関
へ
行

く
船
が
来
な
い
の
で
陸
路
中
国
山
地
を
人
力
車
で
越
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
夜

十
時
頃
に
岡
山
・
鳥
取
県
堺
あ
た
り
の
裏
さ
び
た
村
の
宿
に
旅
装
を
解
い
た
。

玄
関
に
は
怪
し
げ
な
男
た
ち
が
た
む
ろ
し
、
通
さ
れ
た
２
階
の
部
屋
は
小
さ
な

ラ
ン
プ
が
ひ
と
つ
あ
る
だ
け
。
部
屋
の
中
を
蛍
が
ス
イ
ス
イ
と
飛
び
回
り
顔
や

手
に
は
ピ
ョ
イ
ピ
ョ
イ
虫
が
投
げ
つ
け
る
よ
う
に
飛
ん
で
来
て
当
た
り
、
膝
の

と
こ
ろ
で
松
虫
が
鳴
く
。
梯
子
段
は
ギ
イ
ギ
イ
と
音
を
た
て
る
。
時
折
、
あ
の

男
た
ち
の
声
が
す
る
。
老
婆
に
虫
の
こ
と
を
尋
ね
る
と
「
へ
い
、
夏
虫
で
ご
ざ

い
ま
す
」
と
答
え
る
だ
け
だ
っ
た
。

　

ハ
ー
ン
は
「
面
白
い
、
も
う
一
晩
泊
ま
り
た
い
」
と
い
う
の
だ
っ
た
。

　

部
屋
に
虫
だ
ら
け
の
状
況
下
に
あ
っ
て
、
志
賀
、
里
見
、
そ
し
て
小
泉
八
雲
の
捉

え
方
は
三
者
三
様
で
あ
る
。
志
賀
の
『
濠
端
の
住
ま
い
』
で
は
、〈
私
〉
は
比
較
的

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
そ
の
状
況
を
語
っ
て
い
た
。
里
見
の
『
或
る
年
の
初
夏
に
』
で

は
、〈
私
〉
は
閉
口
し
て
虫
を
殺
す
こ
と
に
懸
命
だ
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
八
雲

は
そ
の
虫
だ
ら
け
の
状
況
を
楽
し
ん
で
さ
え
い
る
よ
う
だ
。
こ
こ
に
う
か
が
う
こ
と

の
で
き
る
八
雲
と
虫
と
の
距
離
の
近
さ
は
、
八
雲
が
死
の
直
前
に
見
せ
た
松
虫
へ
の

い
た
わ
り
と
も
や
は
り
重
な
る
も
の
だ
。

　
『
濠
端
の
住
ま
い
』
に
お
い
て
、〈
私
〉
が
「
虫
と
鳥
と
水
と
草
と
空
」
と
交
わ
り

な
が
ら
癒
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。
松
江
を
愛
し
た
小
泉
八
雲
が
、
自
然
と
の
共
生
を

尊
ぶ
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
が
ら
か
ら
、
松
江
と
い
う
空
間

が
両
者
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
帯
び
て
い
た
の
か
、
そ
の
接
点
が
見
え
て
く
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

六
．
結
末
に
つ
い
て

　
『
濠
端
の
住
ま
い
』
の
結
末
に
は
、
母
鶏
を
殺
し
た
猫
が
穽
に
か
か
り
、
翌
朝
に

は
大
工
夫
婦
の
手
に
よ
っ
て
猫
が
濠
に
沈
め
ら
れ
る
と
い
う
そ
の
夜
の
、〈
私
〉
の
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感
想
が
語
ら
れ
る
。

雛
も
可
哀
想
だ
し
母
鶏
も
可
哀
そ
う
だ
。
そ
し
て
そ
う
云
う
不
幸
を
作
り
出
し

た
猫
も
こ
う
捕
え
ら
れ
て
見
る
と
可
哀
そ
う
で
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
も
隣
の

夫
婦
に
す
れ
ば
、
こ
の
猫
を
生
か
し
て
置
け
な
い
の
は
余
り
に
当
然
な
事
な
の

で
、
私
の
猫
に
対
す
る
気
持
が
実
際
、
事
に
働
き
か
け
て
行
く
べ
く
は
、
其
処

に
些
の
余
地
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
私
は
黙
っ
て
そ
れ
を
観
て
い
る
よ
り

仕
方
が
な
い
。

　

そ
の
後
、「
神
の
無
慈
悲
」
や
「
不
可
抗
な
運
命
」
と
い
っ
た
、
き
わ
め
て
観
念

的
な
語
に
よ
っ
て
〈
私
〉
の
内
面
が
綴
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
鶏
や
猫
と
一
緒
に
隣

の
夫
婦
も
同
列
に
語
ら
れ
て
い
て
、
い
わ
ゆ
る
〈
自
然
〉
だ
け
を
対
象
に
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
人
為
も
含
め
て
〈
私
〉
は
出
来
事
を
対
象
化
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の

〈
私
〉
の
感
想
に
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
、〈
自
然
〉
を
中
心
に
見
る
視
点

や
、〈
自
然
〉
と
向
き
合
い
な
が
ら
自
己
が
浄
化
さ
れ
て
い
く
姿
が
総
合
的
に
含
ま

れ
て
い
る
。〈
自
然
〉
も
含
め
た
目
の
前
に
生
起
す
る
現
実
に
対
し
、
自
己
の
無
力

を
悟
っ
た
姿
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
無
力
感
は
敗
北
と
は
異
な
る
も
の

だ
。

　
『
濠
端
の
住
ま
い
』
が
、
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
の
も
象
徴
的
で
あ

る
。

　

翌
日
、
私
が
目
覚
め
た
時
に
は
猫
は
既
に
殺
さ
れ
て
い
た
。
死
骸
は
埋
め
ら
れ
、

穽
に
使
っ
た
箱
は
陽
な
た
で
、
も
う
大
概
乾
か
さ
れ
て
あ
っ
た
。

　

長
々
と
続
い
た
そ
れ
ま
で
の
〈
私
〉
の
感
想
と
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
こ
こ
に
は
出

来
事
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
猫
は
殺
さ
れ
、
猫
の
捕
え
ら
れ
て
い
た
箱
も
水
か
ら

上
げ
ら
れ
、
陽
光
に
あ
た
っ
て
大
概
乾
き
、
あ
と
に
は
な
に
ご
と
も
な
か
っ
た
か
の

よ
う
な
静
か
な
映
像
が
読
者
に
届
け
ら
れ
る
。

　

雛
鶏
が
自
分
の
母
親
と
も
知
ら
ず
そ
の
首
の
肉
を
啄
ん
で
い
た
光
景
と
同
じ
く
、

残
酷
な
ま
で
の
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
を
差
し
出
し
て
、『
濠
端
の
住
ま
い
』
は
閉
じ

ら
れ
る
。
そ
の
直
前
の
抽
象
的
な
言
葉
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
際
立
っ
て
い
て
、
こ

の
構
成
そ
の
も
の
が
人
間
の
思
念
な
ど
及
ば
ぬ
世
界
を
明
瞭
に
描
き
出
し
て
い
る
で

あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

志
賀
直
哉
が
松
江
に
滞
在
し
た
大
正
三
年
の
前
年
に
は
、
志
賀
は
山
手
線
の
電

車
に
は
ね
ら
れ
、
そ
の
「
後
養
生
」
と
し
て
兵
庫
の
城
崎
に
三
週
間
ば
か
り
逗
留

し
た
。『
城
の
崎
に
て
』
の
発
表
は
そ
れ
か
ら
四
年
後
の
大
正
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。

城
崎
と
松
江
は
、
と
も
に
西
日
本
の
日
本
海
に
面
し
た
位
置
に
あ
っ
て
、
た
と
え
ば

東
京
を
基
点
に
考
え
れ
ば
同
じ
方
角
の
か
な
り
近
い
と
こ
ろ
に
存
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
志
賀
直
哉
の
八
十
八
年
の
生
涯
の
中
で
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
比
較

的
近
い
と
こ
ろ
で
経
験
さ
れ
た
こ
と
が
ら
が
、『
城
の
崎
に
て
』
と
『
濠
端
の
住
ま

い
』
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
『
城
の
崎
に
て
』
は
、「
山
の
手
線
の
電
車
に
跳
飛
ば
さ
れ
て
怪
我
を
し
た
、
そ
の

後
養
生
に
、
一
人
で
但
馬
の
城
崎
温
泉
へ
出
掛
け
た
。」
の
一
文
で
始
ま
る
。『
城
の

崎
に
て
』
も
『
濠
端
の
住
ま
い
』
も
、
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
、
都
会
と
地
方
の
対
比

が
明
瞭
に
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
が
日
本
近
代
化
の
象
徴
た
る
「
山
の
手
線
」
に

よ
っ
て
傷
つ
き
、
そ
の
癒
し
を
求
め
た
先
に
地
方
（
城
崎
）
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

も
う
一
方
も
、「
人
と
人
と
人
と
の
交
渉
で
疲
れ
切
っ
た
都
会
の
生
活
」
か
ら
の
避

難
先
と
し
て
地
方
（
松
江
）
が
措
定
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
『
松
江
発
見　

私
が
見
た
松
江
』（
注
４
）
に
は
、
松
江
を
訪
れ
た
現
代
の
作
家
ら

五
十
人
の
松
江
に
対
す
る
印
象
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
松
江
を
ひ
と
こ
と
で
表
現

す
る
と
し
た
ら
？
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
最
も
多
か
っ
た
答
え
が
「
水
」（
７

名
）、
次
い
で
「
湖
」（
５
名
）、「
神
様
」「
緑
」（
３
名
）
と
続
く
。
松
江
と
い
え

ば
、
水
や
宍
道
湖
の
印
象
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。

　
『
濠
端
の
住
ま
い
』
も
、す
で
に
そ
の
題
名
が
濠
の
〈
水
〉
を
含
ん
で
い
る
。〈
水
〉

の
傍
ら
の
住
ま
い
に
お
い
て
、
そ
の
水
を
は
じ
め
、
豊
か
な
〈
自
然
〉
を
享
受
し
、

そ
の
〈
自
然
〉
の
力
に
よ
っ
て
内
面
が
浄
化
さ
れ
て
い
く
姿
が
描
か
れ
て
い
た
。

し
か
し
一
方
で
、〈
自
然
〉
の
容
赦
の
な
い
実
相
も
明
瞭
に
描
か
れ
て
い
た
。
そ
れ

は
母
鶏
の
死
で
あ
り
、
猫
の
死
で
あ
っ
た
。
特
に
猫
の
場
合
は
濠
に
沈
め
ら
れ
て

水
死
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
大
工
夫
婦
の
人
為
に
よ
る
も
の
と
は
言
い
な
が
ら
、

〈
水
〉
と
い
う
〈
自
然
〉
の
あ
る
側
面
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。



岩田英作：志賀直哉『濠端の住まい』に見る〈自然〉 － 18 －

　

現
在
、
志
賀
直
哉
が
滞
在
し
た
住
居
は
跡
形
も
な
い
。
し
か
し
、
松
江
城
の
濠
は

今
も
変
わ
ら
ず
水
を
た
た
え
、
魚
や
鳥
の
姿
が
見
ら
れ
る
。

注
１　
「
稲
村
雑
談
」（
一
九
四
八
年
、『
作
品
』
第
三
号
）

注
２　

里
見
弴
の
『
或
る
年
の
初
夏
に
』
と
志
賀
直
哉
の
『
濠
端
の
住
ま
い
』
に
つ

い
て
は
、
寺
本
喜
徳
「
志
賀
直
哉
『
濠
端
の
住
ま
い
』
の
虚
と
実
」（『
山
陰

文
芸
襍
記
』
所
収
、
一
九
九
九
年
、
島
根
県
立
島
根
女
子
短
期
大
学
国
語
国

文
会
）
に
、
史
実
に
基
づ
い
た
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。

注
３　

宮
沢
賢
治
『
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話　

注
文
の
多
い
料
理
店
』（
一
九
二
四
年
）

注
４　

小
泉
凡
『
怪
談
四
代
記　

八
雲
の
い
た
ず
ら
』（
二
〇
一
四
年
、
講
談
社
）

注
５　

高
橋
一
清
『
松
江
発
見　

私
が
見
た
松
江
』（
二
〇
一
六
年
、
松
江
観
光
協

会
）（

受
稿 

平
成
二
八
年
五
月
一
二
日
、
受
理 

平
成
二
八
年
六
月
二
三
日
）


