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志
賀
直
哉
『
網
走
ま
で
』
を
読
む

「網
走
」
と
い
う
場
所
を
め
ぐ
っ
て

冨

　
澤
成
　
實

は
じ
め
に

　
志
賀
直
哉
の
『
網
走
ま
で
』
に
お
い
て
、
登
場
人
物
の
「
女
の
人
」
た
ち
が
向
か
お
う
と
し
て
い
る
「
網
走
」
と
い
う
土
地
は
、
ど
の

よ
う
な
場
所
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
か

つ
て

稿
者
は
、
主
人
公
た
ち
の
エ
ロ
ス
的
な
関
係
性
を
中
軸
に
作
品
を
読
解
し
よ
う
と
す
る
試
論
の
な
か
で
、
「
『
網
走
ま
で
』
は
、

こ
う
し
て
網
走
1
1
黄
泉
へ
と
向
か
う
「
女
の
人
」
を
、
彼
女
の
湛
え
る
母
と
し
て
の
エ
ロ
ス
性
を
い
っ
た
ん
は
享
受
し
た
「
自
分
」
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
エ
ザ

そ
れ
で
も
あ
え
て
葬
送
す
る
物
語
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
委
細
は
避
け
る
が
、
「
網
走
」
を
、
彼
ら
の
生
活
空
間
か
ら
は
大
き
く
隔
絶
し

た
最
果
て
の
地
、
さ
ら
に
は
死
者
た
ち
の
暮
ら
す
黄
泉
の
よ
う
な
別
世
界
と
し
て
、
物
語
の
内
側
か
ら
捉
え
た
の
だ
っ
た
。

　
本
稿
で
は

改
め

て
、
「
網
走
」
と
い
う
場
所
に
つ
い
て
、
物
語
の
舞
台
や
当
時
の
読
者
層
に
即
し
た
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

幻
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『
網
走
ま
で
』
は
明
治
四
三
（
一
九
1
O
）
年
四
月
、
『
白
樺
』
創
刊
号
に
発
表
さ
れ
た
志
賀
直
哉
の
短
編
小
説
で
あ
る
。
「
三
つ
の
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

女
作
」
（
「
細
川
書
店
版
『
網
走
ま
で
』
あ
と
が
き
」
、
昭
2
2
・
7
）
の
ひ
と
つ
に
作
者
自
身
が
数
え
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
小
説
は
志
賀
直

哉
文
学
の
原
型
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の
な
か
で
も
注
目
を
集
め
て
き
た
作
品
で
も
あ
っ
た
。

　
タ
イ
ト
ル
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
「
網
走
」
と
い
う
言
葉
は
、
作
品
本
文
中
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
る
。

rど
ち
ら
迄
お
い
で
で
す
か
」
と
訊
い
た
。

r北
海
道
で
御
座
い
ま
す
。
網
走
と
か
申
す
と
こ
ろ
だ
さ
う
で
、
大
変
遠
く
て
不
便
な
所
だ
さ
う
で
す
」

r何
の
国
に
な
つ
て
ま
す
か
し
ら
？
」

r北
見
だ

と
か
申
し
ま
し
た
」

rそ
り
や
あ
大
変
だ
。
五
日
は
ど
う
し
て
も
、
か
か
り
ま
せ
う
」

「通
し
て
参
り
ま
し
て
も
、
一
週
間
は
か
か
る
さ
う
で
御
座
い
ま
す
」
（
傍
点
稿
者
）

　
r
網
走
」
と
い
う
土
地
は
両
者
に
と
っ
て
、
不
案
内
な
未
知
の
場
所
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
「
自
分
」

は
、
日
光
へ
の
旅
の
同
行
者
で
あ
る
宇
都
宮
の
友
人
と
合
流
す
る
た
め
に
、
他
方
ヒ
ロ
イ
ン
の
「
1
　
1
十
－
〈
七
の
色
の
白
い
、
髪
の
毛
の
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
か

い
女
の
人
」
は
、
彼
女
に
よ
っ
て
「
滝
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
「
七
つ
許
り
の
男
の
子
」
と
「
赤
児
」
の
、
合
わ
せ
て
二
人
の
子
ど
も
を
連

れ
て
最
終
的
な
目
的
地
で
あ
る
網
走
に
向
か
う
た
め
に
、
上
野
駅
を
「
午
後
四
時
二
十
分
」
に
発
車
す
る
「
青
森
行
」
の
汽
車
に
、
そ
れ
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そ
れ
乗
車
す

る
。
こ
の
よ
う
に
『
網
走
ま
で
』
は
、
「
自
分
」
と
「
女
の
人
」
が
上
野
駅
で
待
機
す
る
客
車
の
な
か
で
た
ま
た
ま
出
会

い
、
そ
し
て
宇
都
宮
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
別
れ
る
ま
で
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
。

　
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
「
網
走
」
は
主
人
公
た
ち
に
と
っ
て
、
直
接
訪
れ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
間
接
的
な
情
報
さ
え
ほ
と
ん
ど

も
た
な
い
、
未
知
の
土
地
で
あ
る
。
目
的
地
を
尋
ね
た
「
自
分
」
は
、
「
女
の
人
」
に
「
網
走
」
だ
と
返
答
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
ど
こ
か

よ
く
わ
か
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
し
、
「
網
走
」
を
目
指
す
「
女
の
人
」
自
身
も
、
「
網
走
と
か
申
す
と
こ
ろ
だ
さ
う
で
」
と
答
え
た
よ
う

に
、
他
者
を
介
し
て
伝
え
聞
い
た
土
地
の
名
前
以
上
の
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
何
も
知
ら
な
い
ら
し
い
o
彼
女
が
知
っ
て
い
る
こ
と
と
い
え

ば
、
同
じ
く
伝
聞
の
か
た
ち
で
得
た
、
「
大
変
遠
く
て
不
便
な
所
」
だ
と
い
う
情
報
だ
け
で
あ
る
。
語
り
手
と
し
て
の
r
自
分
」
も
、

r網
走
」
に
つ
い
て
、
超
越
釣
な
地
点
か
ら
具
体
的
な
解
説
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
も
、
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
逆
説
的
な
言
い
方
に
な

る
が
、
明
ら
か
な
こ
と
は
、
「
網
走
」
が
ひ
ど
く
遠
い
地
点
に
あ
る
土
地
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
遠
方
ま
で
「
女
の
人
」
は
行
く
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
「
自
分
」
は
む
ろ
ん
、
「
女
の
人
」
自
身
が
、
「
網
走
」
に
至
る
ま
で
の
所
要
時
間
も
行
き
方
も
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま

ま
向
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
な
お
さ
ら
、
彼
女
に
と
っ
て
そ
こ
が
ひ
ど
く
遠
い
場
所
で
あ
る
こ
と
を
、
読
者
に
強
く
印
象
づ
け
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
「
網
走
」
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
が
「
北
海
道
」
「
北
見
」
の
国
の
な
か
に
位
置
す
る
、
あ
る
遠
い
場
所
だ
、
と
い
う
こ
と

以
上
の
こ

と
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
、
物
語
は
進
行
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
こ
の
場
所
に
つ
い
て

具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
よ
う
と
想
像
を
膨
ら
ま
せ
た
り
、
さ
ら
に
は
、
こ
の
よ
う
に
「
大
変
遠
く
て
不
便
な
所
」
に
、
な
ぜ
二
人
の
幼
い

子
ど
も
を
連
れ
て
ま
で
「
女
の
人
」
は
訪
ね
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
頭
を
も
た
げ
た
り
す
る
の
は
、
多
く
の
読
者
に

と
っ
て
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
そ
こ

で
、
ま
ず
は
、
タ
イ
ト
ル
そ
の
も
の
で
あ
る
「
網
走
ま
で
」
の
所
要
時
間
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
先
に
引
用
し
た
と
お
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り
、
　
r
通
し
て
参
り
ま
し
て
も
、
一
週
間
は
か
か
る
さ
う
で
御
座
い
ま
す
」
と
「
女
の
人
」
自
身
は
述
べ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
、
上
野

発

「午
後
四

時
二
十
分
」
の
「
青
森
行
」
の
汽
車
に
乗
っ
た
彼
女
と
二
人
の
子
ど
も
は
、
一
週
間
ほ
ど
後
に
は
網
走
に
到
着
す
る
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ

の
こ

と
に
関
し
て
は
、
す
で
に
詳
細
な
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
志
賀
直
哉
と
親
交
が

あ
っ
た
、
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
北
海
道
岩
見
沢
生
ま
れ
の
詩
人
・
桜
井
勝
美
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
r
網
走
ま
で
」
が
書
か
れ
た
時
代
、
上
野
・
青
森
間
の
汽
車
の
所
要
時
間
は
二
十
五
時
間
半
（
「
交
通
博
物
館
」
資
料
）
で
あ
っ
た
。

（中
略
）
連
絡
船
で
北
海
道
へ
渡
る
わ
け
だ
が
’
当
時
、
青
森
発
（
函
館
経
由
）
室
蘭
行
の
連
絡
船
は
、
昼
夜
一
便
だ
け
し
か
な
か
っ

た
。
だ
か
ら
上
野
を
午
後
発
っ
た
あ
の
親
子
は
、
そ
れ
か
ら
二
日
目
の
夕
刻
、
青
森
に
着
き
、
そ
の
夜
は
青
森
で
宿
屋
泊
り
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
翌
日
の
便
で
函
館
経
由
室
蘭
へ
行
き
、
室
蘭
で
下
船
す
る
。
そ
し
て
室
蘭
で
は
、
月
に
三
回
だ
け
出
航
す
る

網
走
行
の
小
さ
な
汽
船
の
出
航
を
待
つ
こ
と
に
な
る
（
ま
だ
網
走
へ
の
鉄
道
は
未
開
通
。
陸
路
網
走
へ
行
く
こ
と
は
不
可
能
）
。
何

日
か
船
待
ち
し
て
、
い
よ
い
よ
出
航
し
た
小
さ
な
汽
船
は
襟
裳
岬
の
沖
を
通
り
、
釧
路
、
厚
岸
、
根
室
、
羅
臼
、
斜
里
に
寄
港
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ザ

〈網
走
〉
に
行
く
の
で
あ
る
。

　
上
野
駅
を
出
発
し
た
汽
車
は
二
四
時
間
以
上
を
か
け
て
翌
日
に
青
森
駅
に
到
着
し
、
そ
こ
で
一
泊
し
た
後
、
つ
ぎ
の
日
に
出
港
す
る
船

便
に
乗
り
換
え
て
室
蘭
で
い
っ
た
ん
下
船
し
、
さ
ら
に
、
お
そ
ら
く
一
週
間
以
上
後
に
出
港
す
る
網
走
行
き
の
便
に
再
び
乗
船
し
て
、
い

く
つ
か
の
港
に
寄
港
し
た
の
ち
、
よ
う
や
く
目
的
地
の
網
走
に
到
着
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「
女
の
人
」
自
身
が

r通
し
て
参
り
ま
し
て
も
、
一
週
間
は
か
か
る
」
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
は
到
底
い
か
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
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ま
た
物
語
の
時
代
設
定
に
つ
い
て
は
、
桜
井
氏
が
「
「
網
走
ま
で
」
が
書
か
れ
た
時
代
」
と
書
い
た
よ
う
に
、
た
と
え
ば
作
者
が
作
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
ザ

を
執
筆
し
た
時
期
、
す
な
わ
ち
「
明
治
四
十
一
年
八
月
」
と
い
う
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
他
方
で
、
作
品
本
文
の
な
か
に
、
具
体
的
な
時
間
を
示
す
記
述
が
あ
る
の
で
、
あ
る
程
度
は
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
「
自

分
」
は
「
女
の
人
」
の
夫
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
を
想
像
す
る
が
、
そ
の
際
に
連
想
し
た
の
が
曲
木
と
い
う
、
「
自
分
」
の
学
生

時
代
の
知
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
知
人
に
触
れ
た
一
節
の
な
か
に
、
「
二
三
度
続
け
て
落
第
し
て
、
た
う
と
う
自
分
で
退
学
し
て
了
つ
た

　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

が
、
日
露
戦
争
後
、
上
州
製
麻
株
式
会
社
と
か
い
う
の
の
社
長
と
し
て
、
何
か
の
新
聞
で
其
名
を
見
た
ぎ
り
、
今
は
ど
う
し
て
居
る
か
更

に
消
息
を
聞
か
な
い
」
（
傍
点
稿
者
）
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
そ
こ
で
物
語
の
な
か
の
現
在
の
時
間
に
つ
い
て
、
「
日
露
戦
争
後
」
か
ら
し

ば

ら
く
時
間
が
経
過
し
た
「
今
」
、
す
な
わ
ち
明
治
三
九
年
か
ら
、
作
品
の
執
筆
時
で
あ
る
四
l
年
く
ら
い
ま
で
、
と
い
う
よ
う
に
推
測

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
物
語
の
時
代
設
定
に
つ
い
て
さ
ら
に
細
か
く
言
え
ば
、
発
表
の
直
前
に
も
再
度
原
稿
を
見
直
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

最
終
的
に
は
そ
れ
を
、
〈
明
治
四
〇
年
前
後
〉
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
上
野

駅
か

ら
網
走
に
至
る
ま
で
の
道
の
り
は
当
時
、
た
い
へ
ん
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
は
疑
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
旅
路
の
厳
し
さ
は
、
単
に
所
要
時
間
に
つ
い
て
の
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
先
に
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
は
そ
の

道
の
り
で
、
船
便
で
青
森
か
ら
北
海
道
に
渡
る
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
こ
の
船
が
青
函
連
絡
船
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
に
乗
り
込
む

こ
と
が
ま
た
、
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
桜
井
勝
美
は
同
書
の
な
か
で
、
「
明
治
四
十
一
年
七
月
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
製
の
青
函

連
絡
船
、
比
羅
夫
丸
と
田
村
丸
が
初
就
航
し
、
所
要
時
間
が
今
ま
で
の
六
時
問
が
四
時
間
に
短
縮
さ
れ
た
と
い
う
が
、
「
連
絡
船
は
今
日

の

よ
う
に
直
接
桟
橋
に
着
く
の
で
は
な
く
、
遙
か
沖
に
停
泊
、
一
、
二
等
客
は
小
蒸
気
船
で
、
ま
た
三
等
客
と
も
な
る
と
、
小
蒸
気
船
に

　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

ひ

か
れ
た

は

し
け
で
沖
ま
で
」
曳
航
、
「
し
か
も
三
等
客
は
船
の
横
の
ロ
か
ら
ま
る
で
荷
物
扱
い
の
よ
う
に
気
合
を
か
け
あ
い
な
が
ら
乗
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船

し
て
た
」
（
阪
田
貞
之
著
『
連
絡
船
物
語
』
）
。
そ
の
「
三
等
客
」
の
な
か
に
子
供
つ
れ
の
あ
の
「
女
の
人
」
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ザ

と
、
胸
が
い
た
v
な
る
」
（
傍
点
原
文
）
と
書
い
て
い
る
。
『
連
絡
船
物
語
』
u
昭
和
四
五
　
（
1
九
七
O
）
年
一
月
に
日
本
海
事
広
報
協
会

よ
り
刊
行
さ
れ
た
著
書
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
文
献
を
参
照
し
な
が
ら
桜
井
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
所
要
時
間
が
短
く
な
っ
て
も
な
お
、

乗
船
す
る

こ

と
そ
れ
自
体
の
厳
し
さ
は
、
少
し
も
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
女
た
ち
の
旅
路
は
多
大
な
時

間
を
要
し
、
か
つ
た
い
へ
ん
な
困
難
を
と
も
な
う
も
の
だ
っ
た
’
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
1
　
R
、
　
〈
明
治
四
〇
年
前
後
〉
の
終
わ
り
の
方
を
採
っ
て
、
『
網
走
ま
で
』
が
発
表
さ
れ
た
明
治
四
三
（
一
九
1
O
）
年
を
物
語
中
の
現

在
の
時
間
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
あ
る
程
度
は
陸
路
を
利
用
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
よ
う
だ
。
菊
地
慶
一
は
、
網
走
ま
で
鉄
道
が

延
び

た
の
は
明
治
四
五
（
I
九
I
二
）
年
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
『
網
走
ま
で
』
が
発
表
さ
れ
た
「
明
治
四
十
三
年
で
は
、
札
幌
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

ら
帯
広
、
池
田
を
経
て
北
見
ま
で
鉄
路
を
利
用
し
、
北
見
か
ら
い
わ
ゆ
る
囚
人
道
路
を
歩
い
て
、
網
走
へ
到
着
す
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て

い

る
。
こ
の
よ
う
に
陸
路
を
最
大
限
に
利
用
し
た
と
し
て
も
、
最
終
段
階
で
は
長
い
距
離
を
徒
歩
で
、
し
か
も
赤
ん
坊
と
幼
児
を
連
れ
て

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
結
局
は
彼
女
の
抱
え
る
困
難
さ
が
多
大
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
む
し
ろ
、
上
野
駅
に
停
車
中
の
汽
車
に
乗
り
込
む
場
面
か
ら
始
ま
る
彼
女
の
長
い
旅
路
は
、
こ
う
し
て
み
る
と
、
困
難
で
過
酷
で

あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
達
成
を
期
待
で
き
な
い
よ
う
な
無
謀
な
試
み
の
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
触

れ
な
い
が
、
は
じ
め
に
少
し
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
彼
女
ら
の
網
走
行
き
と
は
黄
泉
へ
の
旅
路
に
ほ
か
な
ら
な
い
よ

う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。



H

「網走」という場所をめぐって29　志賀直哉「網走まで』を読む

　

こ
れ
ま
で
、
『
網
走
ま
で
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
「
女
の
人
」
の
旅
路
が
困
難
で
過
酷
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
以
上
に
、
目
的
地
で
あ

る
網
走
へ
の
到
達
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
さ
え
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
最
果
て
の
地
・
網
走
に
、
「
女
の
人
」
た
ち
は
何
の
た
め
に
赴
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
た
と
え
ば
、
篠
沢
秀
夫
は
、
「
実
は
、
私
は
長
年
、
こ
の
女
性
が
網
走
刑
務
所
に
入
っ
て
い
る
夫
に
面
会
に
行
く
の
だ
と
思
い
込
ん
で

　
ハ
ァ
ザ

い

た
」
と
述
べ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
「
思
い
込
ん
で
い
た
」
と
断
り
、
「
刑
務
所
と
の
連
想
は
、
注
意
深
く
読
め
ば
避
け
ら
れ
た
誤
読
で

　
　
　
お
ザ

あ
っ
た
」
と
明
確
に
記
し
て
い
る
と
お
り
、
篠
沢
氏
の
指
摘
の
本
質
は
、
「
こ
の
作
品
の
テ
ク
ス
ト
内
で
は
、
網
走
は
単
に
、
見
知
ら
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
ザ

遠
い
所
と
い
う
価
値
し
か
持
た
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
先
に
稿
者
も
述
べ
た
と
お
り
、
「
自
分
」
や

r女
の
人
」
に
と
っ
て
「
網
走
」
と
い
う
土
地
は
、
最
果
て
に
あ
る
未
知
の
場
所
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
だ

が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
網
走
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
て
い
る
夫
に
「
女
の
人
」
は
会
い
に
行
く
、
と
い
う
よ
う
に
篠
沢
氏
が
「
誤
読
」

し
た
の
は
、
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
網
走
と
刑
務
所
を
結
び
つ
け
な
が
ら
『
網
走
ま
で
』
を
読
む
読
者
は
、
何
も
篠

沢
氏
ひ

と
り
に
限
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
点
に
関
し
て
興
味
深
い
こ
と
が
、
作
者
・
志
賀
直
哉
自
身
の
発
言
を
含
め
て
、
先
に
引
い
た
桜
井
勝
美
『
志
賀
直
哉
の
原

像
』
の
な
か
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
少
し
長
く
な
る
が
引
い
て
み
よ
う
。

　
r
網
走
ま
で
」
の
〈
網
走
〉
を
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
く
ら
い
〈
刑
務
所
〉
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
け
て
こ
れ
を
解
説
し
て
い
る

本
が
多
い
。
こ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
極
端
な
の
に
な
る
と
、
網
走
の
刑
務
所
に
は
、
そ
の
「
女
の
人
」
の
夫
が
服
役
中
で
、
い
ま
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子
供

を
連
れ
て
は
る
ば
る
面
会
に
行
く
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
な
ど
と
、
も
っ
と
も
ら
し
い
解
説
を
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
（
中
略
）

先
生
ご
自
身
、
作
品
が
間
違
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
、

　
　
　
r
あ
れ
は
だ
い
ぶ
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
ね
。
」
と
、
そ
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
ら
れ
、
「
あ
の
こ
ろ
網
走
に
刑
務
所
は
あ
っ

　
　
た

の
か
ね
o
」

　
と
お
聞
き
に
な
っ
た
。
わ
た
し
は
、
先
生
が
「
網
走
ま
で
」
を
執
筆
さ
れ
た
こ
ろ
、
す
で
に
網
走
に
は
監
獄
が
あ
っ
た
こ
と
、
囚

人
た
ち
の
多
く
は
道
路
開
サ
ク
、
築
堤
、
架
橋
、
そ
れ
に
自
給
自
足
用
の
た
め
の
開
墾
、
耕
作
、
伐
採
、
炭
焼
な
ど
、
厳
し
い
監
視

付
き
で
の
重
労
働
の
日
日
で
、
凡
そ
今
日
の
刑
務
所
の
よ
う
な
所
内
服
役
と
は
様
相
が
ち
が
っ
て
い
た
こ
と
。
ま
し
て
面
会
な
ど
と

い
う
な
ま
や
さ
し
い
環
境
で
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
申
し
あ
げ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
r
そ
う
か
ね
。
ぼ
く
は
監
獄
の
あ
る
こ
と
な
ど
、
全
然
知
ら
な
か
っ
た
。
ど
う
も
あ
れ
は
当
世
風
な
読
み
方
で
誤
解
さ
れ
て

　
　
い
る
ね
。
」

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
リ

　
先
生
は

重
ね
て
誤
解
と
い
う
こ
と
ば
を
い
わ
れ
た
。
（
傍
点
原
文
）

　
こ

こ

で
桜
井
勝
美
は
、
網
走
と
刑
務
所
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
作
品
の
読
解
の
仕
方
が
　
r
間
違
い
」
だ
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
改
め
て
注
意
を
向
け
た
い
の
は
、
む
し
ろ
志
賀
直
哉
自
身
の
発
言
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
『
網
走
ま
で
』
は
網
走
と
刑
務
所
を
結
び
つ
け
る
「
当
世
風
な
読
み
方
で
誤
解
さ
れ
て
い
る
」
と
困
惑
気
味
に
述
べ
た
志
賀
直
哉
は
さ
ら

に
、
作
品
の
創
作
当
時
、
そ
も
そ
も
網
走
に
刑
務
所
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
’
と
発
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
桜
井
氏
が
説
明
し

た
と
お
り
、
実
際
に
は
そ
れ
は
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
四
月
に
「
釧
路
監
獄
署
網
走
囚
徒
外
役
所
」
と
し
て
開

設
さ
れ
た
刑
務
所
は
、
そ
の
後
「
網
走
囚
徒
宿
泊
所
」
、
「
釧
路
集
治
監
網
走
分
監
」
、
r
北
海
道
集
治
監
網
走
分
監
」
、
r
網
走
監
獄
」
と
い



「網走」という場所をめぐって志賀直哉『網走まで』を読む叙

う
よ
う
に
改
称
さ
れ
な
が
ら
、
現
在
は
「
網
走
刑
務
所
」
と
い
う
名
称
で
網
走
の
地
に
置
か
れ
て
い
る
。
「
網
走
監
獄
」
の
名
称
は
明
治

111－〈
　
（
1
九
O
三
）
年
四
月
か
ら
、
「
網
走
刑
務
所
」
の
名
称
は
大
正
＝
（
一
九
二
二
）
年
l
o
月
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
開
始
す
る
の
で
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ロ

で
に

述
べ
た
よ
う
に
物
語
の
時
代
設
定
と
推
定
さ
れ
る
明
治
四
〇
年
前
後
に
は
、
「
網
走
監
獄
」
と
し
て
実
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し

た

が
っ

て
、
た
と
え
ば
『
白
樺
』
創
刊
号
を
手
に
取
っ
た
当
時
の
読
者
が
、
む
ろ
ん
全
員
で
は
な
い
に
せ
よ
、
作
者
の
意
図
な
ど
と
は
無

関
係
に
、
網
走
監
獄
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
『
網
走
ま
で
』
を
鑑
賞
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
少
し
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ

る
。　

一
方
で
、
時
代
は
下
り
、
志
賀
直
哉
が
こ
の
よ
う
に
発
言
し
た
時
点
の
同
時
代
の
読
者
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
か
。

　
網
走
に
監
獄
が
あ
る
こ
と
な
ど
知
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
志
賀
直
哉
自
身
の
発
言
は
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
桜
井
氏
が
直
接
、
志

賀
と
面
談
す
る
な
か
で
出
て
き
た
言
葉
で
あ
る
。
東
京
都
渋
谷
区
常
盤
松
に
居
を
構
え
た
志
賀
直
哉
を
し
ば
し
ば
訪
ね
た
と
い
う
桜
井
氏

は
「
あ
と
が
き
」
の
な
か
で
、
「
本
書
は
、
志
賀
先
生
晩
年
の
十
年
ほ
ど
の
間
、
格
別
の
お
近
づ
き
を
い
た
だ
き
、
折
に
ふ
れ
て
お
教
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ザ

い

た
だ
い
た
こ
と
を
も
と
に
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
志
賀
の
発
言
は
、
志
賀
が
昭
和
四
六

（1
九

七
1
）
年
に
八
八
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
の
約
一
〇
年
間
、
す
な
わ
ち
昭
和
三
〇
年
代
半
ば
以
降
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
す
れ
ば
、
先
の
「
当
世
風
の
読
み
方
」
と
は
、
昭
和
三
〇
年
代
後
半
期
か
ら
四
〇
年
代
前
半
期
の
こ
ろ
の
読
み
方
を
指
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
ろ
人
気
を
博
し
た
映
画
に
、
網
走
刑
務
所
を
舞
台
に
し
た
一
連
の
作
品
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
「
博
物
館
網
走
監
獄
」
公
式
サ
イ
ト
に
、
r
監
獄
秘
話
　
第
1
0
話
　
監
獄
・
網
走
に
関
す
る
映
画
」
と
し
て
、
昭

和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
公
開
の
「
愛
と
悲
し
み
の
彼
方
へ
」
　
（
監
督
‥
谷
口
千
吉
）
か
ら
e
r
e
s
l
l
l
l
l
　
（
1
1
0
1
　
1
）
年
公
開
の
「
大
地
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ハ
ロ
ね

の

詩
」
（
監
督
‥
山
田
火
砂
子
）
ま
で
、
合
わ
せ
て
二
四
編
の
映
画
作
品
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
な
が

ら
、
改
め
て
、
そ
の
な
か
で
も
大
ヒ
ッ
ト
し
た
高
倉
健
主
演
の
作
品
に
限
定
し
て
簡
単
に
見
て
み
よ
う
。

　
網
走
刑
務
所

に
関
わ
る
高
倉
健
主
演
の
映
画
作
品
は
、
合
わ
せ
て
一
八
作
品
に
及
び
、
そ
れ
ら
は
「
網
走
番
外
地
」
シ
リ
ー
ズ
と

「新
網
走
番
外
地
」
’
N
’
　
リ
’
－
’
ズ
の
1
1
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
す
べ
て
石
井
輝
男
の
監
督
作
品
で
、
第
一
作
目
の
「
網
走
番

外
地
」
（
昭
和
四
〇
二
九
六
五
年
公
開
）
か
ら
第
一
〇
作
目
の
r
網
走
番
外
地
　
吹
雪
の
斗
争
」
（
昭
和
四
二
・
一
九
六
七
年
公
開
）
ま
で

の
l
o
作
品
で
あ
り
、
後
者
は
そ
れ
ぞ
れ
、
マ
キ
ノ
雅
弘
・
降
旗
康
男
・
佐
伯
清
の
監
督
作
品
で
、
第
一
作
目
の
「
新
　
網
走
番
外
地
」

（昭
和
四
三
・
一
九
六
八
年
公
開
）
か
ら
第
八
作
目
の
「
薪
網
走
番
外
地
　
嵐
呼
ぶ
ダ
ン
プ
仁
義
」
（
昭
和
四
七
・
一
九
七
二
年
公
開
）
ま
で

の

八
作
品
で
あ
る
。
こ
う
し
て
網
走
と
刑
務
所
は
昭
和
四
〇
年
代
に
、
高
倉
健
の
姿
と
と
も
に
大
衆
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
昭
和
三
〇
年
代
後
半
期
か
ら
四
〇
年
代
前
半
期
の
こ
ろ
の
『
網
走
ま
で
』
に
つ
い
て
の
r
当
世
風
の
読
み
方
」
が
網

走
と
刑
務
所
を
結
び
つ
け
な
が
ら
の
も
の
だ
っ
た
の
は
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
篠
沢
秀
夫
の
「
誤
読
」
も
、

こ
の
よ
う
な
時
代
的
な
土
壌
か
ら
、
い
わ
ば
必
然
的
に
生
じ
た
結
果
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
、
『
網
走
ま
で
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
向
か
う
「
網
走
」
と
い
う
場
所
に
つ
い
て
、
物
語
の
舞
台
や
読
者
層
に
即
し
た
観
点
か
ら

考
察
し
て
き
た
。
舞
台
で
あ
る
明
治
四
〇
年
前
後
の
網
走
は
、
物
語
の
始
点
で
あ
る
上
野
駅
か
ら
は
あ
ま
り
に
遠
く
、
そ
の
た
め
幼
い
子

ど
も
二
人
を
連
れ
て
そ
こ
を
目
指
す
彼
女
の
旅
路
は
過
酷
で
困
難
で
あ
る
以
上
に
、
現
実
的
に
は
実
現
不
能
と
も
い
え
る
、
無
謀
な
試
み

で

さ
え
あ
っ
た
。
一
方
、
作
者
の
認
識
と
は
別
に
、
こ
の
当
時
の
網
走
に
は
確
か
に
「
網
走
監
獄
」
が
実
在
し
て
い
た
o
後
年
、
作
者
の

意
図
を
越
え
て
、
昭
和
三
〇
年
代
後
半
か
ら
四
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
の
読
者
が
、
刑
務
所
と
結
び
付
け
な
が
ら
作
品
を
読
解
し
た
の

は
、
網
走
刑
務
所
を
舞
台
と
し
た
映
画
作
品
の
流
行
を
考
慮
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
は
納
得
の
い
く
こ
と
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。



33　志賀直哉『網走まで』を読む一「網走」という場所をめぐって一

注（
1
）
　
拙
稿
「
志
賀
直
哉
『
網
走
ま
で
』
の
深
層
1
「
女
の
人
」
を
め
ぐ
る
エ
ロ
ス
と
葬
u
a
－
」
　
（
　
r
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
」
第
5
5
冊
、

　
　
二
〇
〇
四
・
三
）
、
一
四
ぺ
ー
ジ
。

（
2
）
他
の
1
1
つ
に
つ
い
て
、
作
者
は
同
書
の
な
か
で
『
菜
の
花
と
小
娘
』
と
『
或
る
朝
』
を
挙
げ
て
い
る
。

（3
）
　
桜
井
勝
美
『
志
賀
直
哉
の
原
像
」
（
宝
文
館
出
版
、
一
九
七
六
・
＝
1
）
、
二
二
六
～
二
二
七
ペ
ー
ジ
。

（
4
）
　
「
白
樺
」
同
人
の
作
品
集
『
白
樺
の
e
c
l
　
（
新
潮
社
、
大
七
・
三
）
に
『
網
走
ま
で
」
を
収
録
す
る
際
に
、
こ
の
よ
う
に
執
筆
年
月
が
明

　
　

記
さ
れ
た
。

（5
）
　
（
o
o
）
に
同
じ
。
ニ
ニ
七
～
二
二
八
ペ
ー
ジ
。

（6
）
　
r
網
走
歴
史
の
会
」
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
「
網
走
文
学
散
歩
　
4
．
終
着
網
走
駅
の
p
t
m
a
　
J
　
（
o
k
h
o
t
s
k
．
v
i
s
．
n
e
．
j
p
＼
r
e
k
i
s
h
V
s
a
n
p
o
＼

　
　
s
a
n
p
o
4
．
h
t
i
m
）
、
二
〇
1
1
1
・
六
に
閲
覧
。

（7
）
　
篠
沢
秀
夫
『
志
賀
直
哉
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
（
集
英
社
、
一
九
九
四
・
四
）
、
四
九
ペ
ー
ジ
。

（oo
）　
（
7
）
に
同
じ
o
五
l
ペ
ー
ジ
。

（9
）
　
（
7
）
に
同
じ
。
四
九
ペ
ー
ジ
。

（9
）
　
（
c
o
）
に
同
じ
。
二
三
二
～
二
三
三
ぺ
ー
ジ
。

（
1
）
　
重
松
一
義
『
博
物
館
網
走
監
獄
」
（
網
走
監
獄
保
存
財
団
’
r
c
、
　
1
1
0
0
二
・
一
）
、
1
四
～
三
九
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（1
2
）
　
（
c
n
）
に
同
じ
。
三
五
五
ペ
ー
ジ
。

（3
1
）
　
r
博
物
館
網
走
監
獄
」
公
式
サ
イ
ト
、
r
監
獄
秘
話
　
第
1
0
話
　
監
獄
・
網
走
に
関
す
る
映
画
」
（
宮
百
ω
‥
＼
＼
乏
≦
華
書
ロ
σ
q
o
民
ε
O
＼
訂
目
－

　
　
g
o
k
u
＿
h
i
w
a
l
l
h
t
m
l
）
を
参
照
’
　
1
1
0
1
1
1
・
六
に
閲
覧
。
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※

　
志
賀
直
哉
作
品
か
ら
の
引
用
は
、
全
一
五
巻
か
ら
な
る
『
志
賀
直
哉
全
集
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
・
四
～
一
九
八
四
・
七
）
と
全
二
二
巻
・

補
巻
六
か
ら
な
る
『
志
賀
直
哉
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
・

ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

一
二
～
一

10
0
1＝
二
）
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、

　
　
　
（
と
み
ざ
わ
・
し
げ
み
　
政
治
経
済
学
部
教
授
）


