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志
賀
直
哉
の
京
都
・
奈
良
東
山
粟
田
口
三
条
（
大

正
―
ニ
・
三

i
―
ニ
・
一

0
）
、
山
科
村
竹
鼻
字
立
原
（
大
正

二
―
．
一
〇

i
-
四
・
四
）
、
奈
良
幸
町
（
大
正
一
四
・
四

i
昭
和
四
・

四
）
奈
良
高
畑
町
（
昭
和
四
•
四S

一
三
・
四
）
。

さ
だ
こ

・
志
賀
康
子
（
勘
解
由
小
路
康
子
）
…
…
阿
川
弘
之
の
『
志
賀

直
哉
』
（
岩
波
書
店
）
に
勘
解
由
小
路
家
の
人
々
の
詳
細
な
紹
介

す
け
こ
と

が
あ
る
。
父
は
子
爵
勘
解
由
小
路
資
承
。
康
子
は
そ
の
妾
腹
。
明

゜テ
キ
ス
ト
の
前
提

【
研
究
ノ
ー
ト
】

治
二
二
年
生
ま
れ
。
華
族
女
学
校
中
退
。
同
級
生
に
東
山
千
栄
子

が
い
た
。
川
口
男
爵
家
の
四
男
と
結
婚
し
た
が
、
そ
の
死
に
よ
っ

す
け
よ
り

て
寡
婦
と
な
っ
て
い
た
。
祖
父
は
資
生
。
武
者
小
路
に
と
っ
て
も

祖
父
。
つ
ま
り
、
康
子
は
武
者
小
路
と
い
と
こ
。

・
「
続
創
作
余
談
」

「
山
科
の
記
憶
」
「
痴
情
」
「
晩
秋
」
「
瑣
事
」
此
一
連
の
材
料
は

①

R
 

私
に
は
稀
有
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
ま
と
も
に
扱
ふ
興
味
は

な
く
、
此
事
が
如
何
に
家
庭
に
反
映
し
た
か
と
い
ふ
方
に
本
気
な

R
 

も
の
が
あ
り
、
そ
の
方
に
心
を
惹
か
れ
て
書
い
た
。
「
山
科
の
記

憶
」
と
「
痴
情
」
に
は
今
も
あ
る
愛
着
を
持
っ
て
い
る
。

志
賀
直
哉
〈
山
科
も
の
〉
を
読
む

「
浮
気
」

の
小
説
化

佐

藤

義

雄
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①
私
に
は
稀
有
な
も
の
で
あ
る
が
…
…
浮
気
、
嘘
、
そ
し
て
何

よ
り
も
「
自
己
絶
対
性
」
を
貰
け
な
か
っ
た
こ
と
。

②
こ
れ
を
ま
と
も
に
扱
ふ
興
味
は
な
く
、
此
事
が
如
何
に
家
庭

に
反
映
し
た
か
と
い
ふ
方
に
本
気
な
も
の
が
あ
り
…
…
出

来
事
は
ひ
た
す
ら
官
能
の
「
執
着
」
と
し
て
の
み
描
か
れ
る
。

「
恋
愛
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
「
彼
」
の
姿
勢
は

一
貫
し
て
い
る
。

③
「
山
科
の
記
憶
」
と
「
痴
情
」
に
は
今
も
あ
る
愛
着
を
持
っ

て
い
る
…
…
こ
の
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
と
「
瑣
事
」
「
晩
秋
」

と
は
明
ら
か
な
差
異
が
あ
る
。
「
瑣
事
」
に
は
肝
心
の
「
妻
」

が
不
在
。
描
か
れ
る
の
は
「
彼
」
の
〈
痴
情
〉
。
と
て
も
、
「
此

事
が
如
何
に
家
庭
に
反
映
し
た
か
と
い
ふ
方
に
本
気
な
も

の
が
あ
り
」
と
は
言
え
な
い
。
「
晩
秋
」
は
す
で
に
山
場
は

越
え
た
、
つ
ま
り
、
「
執
着
」
が
消
え
た
の
ち
の
「
後
日
談
」

的
な
性
格
の
も
の
。
「
執
着
」
は
い
つ
消
え
た
か
わ
か
ら
な

い
。
「
妻
」
の
手
紙
に
よ
っ
て
と
い
う
の
が
〈
定
説
〉
（
中
村

光
夫
、
阿
川
弘
之
）
だ
が
、
林
廣
親
の
異
見
も
あ
る
（
「
成

験
国
文
」

49

ニ
0
一
六
）
。
（
後
述
）

大
正
一
四
年
九
月

・
京
都
に
用
件
が
あ
る
と
妻
に
偽
っ
て
、
「
東
山
の
宿
」
に
赴

き
、
「
女
」
（
の
ち
に
「
お
清
」
と
い
う
名
が
宿
の
女
将
か
ら
明
か

さ
れ
る
）
と
会
お
う
と
す
る
が
、
あ
い
に
く
「
女
」
は
奈
良
に
客

と
出
向
い
て
い
て
会
え
ず
、
結
局
奈
良
に
帰
っ
た
。
奈
良
で
「
一

寸
で
も
あ
の
人
間
に
会
へ
れ
ば
自
分
は
満
足
で
き
る
気
持
に
な
っ

て
ゐ
た
。
彼
は
自
身
が
案
外
そ
の
女
を
愛
し
て
ゐ
る
こ
と
を
感

じ
、
愉
快
に
思
っ
た
」
。
帰
途
、
「
一
の
鳥
居
」
周
辺
で
、
お
清
一

行
と
す
れ
違
う
が
、
「
醜
い
顔
だ
っ
た
」
お
清
は
、
「
彼
」
に
は
気

づ
か
ず
、
そ
の
こ
と
を
「
彼
」
は
、

彼
は
女
が
奈
良
に
来
た
事
に
何
か
し
ら
自
分
の
ゐ
る
土
地
故
と

い
う
気
で
も
あ
り
さ
う
な
気
が
し
て
ゐ
た
が
、
お
清
の
そ
の
顔

を
見
る
と
、
そ
れ
が
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
だ
と
い
ふ
こ
と
を
思
は

さ
れ
た
。
お
清
に
多
少
で
も
彼
の
ゐ
る
土
地
と
い
ふ
気
が
あ
れ

ば
、
彼
と
の
僅
か
二
三
間
の
へ
だ
た
り
の
此
擦
違
ひ
を
見
逃
す

①
T
由
凶
瑣
事

0

「
山
科
も
の
」
を
読
む

来
事
順
口

「
改
造
」 発

表
順

0
、
出
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筈
は
な
い
と
思
は
れ
た
。
お
清
に
は
さ
う
い
ふ
気
が
な
か
っ
た

の
だ
と
彼
は
思
ひ
、
腹
で
苦
笑
し
た
。
が
、
そ
れ
は
お
清
の
冷

淡
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
彼
女
の
気
持
に
デ
リ
カ
シ
ー
が
な
い
為

め
か
、
何
れ
か
と
思
っ
た
。
両
方
だ
ら
う
。
少
く
と
も
冷
淡
ば

か
り
で
は
な
い
だ
ら
う
と
考
へ
、
彼
は
ひ
と
り
苦
笑
し
た
。

と
分
析
す
る
が
、
そ
れ
で
も
「
彼
は
彼
女
に
会
っ
た
と
い
ふ
こ
と

だ
け
で
至
極
満
足
し
て
い
た
」
。

・
つ
ま
り
、
こ
れ
こ
そ
「
痴
情
」
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
こ
の

テ
キ
ス
ト
の
執
筆
事
情
に
つ
い
て
は
「
晩
秋
」
（
二
）
に
描
か
れ

て
い
る
。

そ
こ
で
一
瑣
事
」

1
1
T己
l
e
s
of life

と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
つ

い
て
説
明
す
る
と
い
う
形
で
、
「
彼
」
の
心
情
が
書
か
れ
る
。
感

情
の
絶
対
性
、
し
か
し
、
そ
の
感
情
が
一
過
性
の
も
の
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
と
い
う
成
熟
し
た
「
知
恵
」
。
「
瑣
事
」
執
筆
の
時
点
で
、

「
浮
気
」
の
行
方
は
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
。
「
危
機
」
は
も
う
過

ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
時
点
か
ら
「
山
科
も
の
」
は
出

発
し
て
い
る
。
「
浮
気
」
の
さ
な
か
を
描
い
て
も
、
着
陸
点
は
は
っ

き
り
見
え
て
い
る
。
全
体
的
に
み
れ
ば
、
「
私
小
説
」
な
ら
ぬ
、
「
心

境
小
説
」
と
い
う
こ
と
。
「
浮
気
」
を
描
き
つ
つ
、
結
局
描
き
た

か
っ
た
の
は
、
あ
る
落
ち
着
い
た
心
境
そ
の
も
の
。

＿
改
造
」

友
人
知
己
を
巻
き
込
ん
で
女
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
中
年
の

男
。
し
か
し
事
態
は
こ
と
ご
と
く
す
れ
違
っ
て
し
ま
う
。
夢
中
に

な
っ
て
い
る
女
も
実
際
は
「
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
」
。
帰
途
奈
良
線

で
見
た
老
人
と
若
い
女
の
「
い
た
は
り
」
と
一
い
ぢ
ら
し
さ
」
へ

の
感
心
。
そ
う
い
う
「
彼
」
の
「
痴
人
」
ぶ
り
は
そ
れ
な
り
に
客

観
化
さ
れ
て
描
け
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
が
、
結
局
は

「
情
痴
小
説
」
に
過
ぎ
な
い
。

．
で
は
な
ぜ
こ
う
い
う
小
説
を
企
図
し
た
か
？
こ
の
事
件
は
、

ま
さ
し
く
「
私
小
説
」
作
家
の
「
原
理
」
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。

↓
平
野
謙
の
展
開
す
る
「
私
小
説
の
二
律
背
反
」
の
原
理
。
↓
R

②
丁
①
山
科
の
記
憶

大
正
一
五
年
一
月

出
来
事
と
し
て
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
最
初
に
来
る
。
浮
気
の

発
覚
。
山
科
の
家
周
辺
の
描
写
の
中
で
、
こ
の
浮
気
の
意
図
が
描

か
れ
る
。

彼
は
妻
を
愛
し
た
。
他
の
女
を
愛
し
始
め
て
も
、
妻
に
対
す
る

愛
情
は
変
ら
な
か
っ
た
。
然
し
妻
以
外
の
女
を
愛
す
る
と
い
ふ

事
は
彼
で
は
甚
だ
稀
有
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
稀
有

だ
と
い
ふ
こ
と
が
強
い
魅
力
と
な
っ
て
、
彼
を
惹
き
つ
け
た
。
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そ
の
事
が
自
身
の
停
滞
し
た
生
活
気
分
に
何
か
溌
瀬
と
し
た

生
気
を
与
へ
て
呉
れ
る
だ
ろ
う
と
い
ふ
よ
う
な
こ
と
が
思
は

れ
る
の
だ
。
功
利
的
な
考
え
で
は
あ
る
が
、
一
途
に
悪
く
は
解

さ
れ
な
い
気
が
し
た
。

・
志
賀
直
哉
の
「
自
己
絶
対
性
」
は
こ
こ
で
も
貰
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
彼
」
は
同
時
に
、
「
自
分
の
怯
け
た
心
」
に
恐
れ
を
抱

い
て
も
い
る
。
「
自
己
絶
対
性
」
と
い
っ
て
も
、
妻
を
欺
い
て
い

る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
「
自
己
絶
対
性
」
と
な
ら
ぶ
も
う
一
っ

の
志
賀
文
学
の
原
理
、
「
正
直
」
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

・
「
自
己
絶
対
性
」
と
「
正
直
」
を
「
彼
」
は
あ
く
ま
で
も
貫

こ
う
と
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
「
原
理
」
な
の
だ
か
ら
崩
し

よ
う
が
な
い
。

「
さ
う
い
ふ
者
が
あ
っ
た
か
ら
っ
て
、
お
前
に
対
す
る
気
持
ち

は
少
し
も
変
り
は
し
な
い
」
。
彼
は
自
分
の
い
ふ
事
が
勝
手
で

あ
る
こ
と
は
分
か
つ
て
ゐ
た
。
然
し
す
で
に
そ
の
女
を
愛
し
て

い
る
自
分
と
し
て
は
妻
に
対
す
る
愛
情
に
変
化
の
な
い
事
を

喜
ぶ
よ
り
仕
方
が
な
か
っ
た
。

「
彼
に
は
女
に
対
す
る
自
分
の
気
持
が
本
気
だ
と
い
ふ
所
に
弁

解
が
あ
っ
た
。
が
、
妻
に
は
本
気
な
ら
本
気
程
い
け
な
か
っ
た
。
」

「
彼
」
の
理
屈
は
こ
う
だ
。
自
分
は
「
女
」
を
愛
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
生
活
」
に
「
溌
瀬
」
と
し
た
張
り
が
出
て
、

と
も
に
喜
ぶ
べ
き
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
「
妻
」
を
愛
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
と
は
お
の
ず
か
ら
次
元
の
違
う
話
で
、
「
妻
」
が
苦
し

む
べ
き
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
。

・
妻
の
描
写
。
一
般
に
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
題
材
の
物
珍
し
さ
を

云
々
さ
れ
て
も
そ
の
評
価
は
高
く
は
な
い
が
、
「
志
賀
リ
ア
リ
ズ

ム
」
の
高
峰
の
位
置
に
あ
る
と
思
う
。
例
え
ば
、
近
松
秋
江
な
ど

の
〈
情
痴
〉
文
学
に
も
、
葛
西
善
蔵
な
ど
の
〈
破
滅
型
〉
私
小
説

に
も
決
し
て
描
か
れ
な
い
鮮
や
か
さ
。
…
…
自
己
を
絶
対
化
し
つ

つ
、
同
時
に
本
多
秋
五
の
言
う
「
無
私
の
目
」
が
働
い
て
い
る
。

あ
る
い
は
「
見
え
て
し
ま
う
目
」
と
言
っ
て
も
い
い
。
徹
底
し
た

自
己
の
絶
対
性
が
、
高
度
な
客
観
性
を
生
み
出
す
志
賀
リ
ア
リ
ズ

ム
の
秘
鍮
゜

・
思
い
が
け
な
い
妻
の
告
白
。
入
院
の
際
の
妻
の
担
当
医
II

「
先
生
」
へ
の
感
情
（
中
村
光
夫
『
志
賀
直
哉
論
』
に
考
証
が
あ
る
。

「
八
か
月
前
の
妻
の
入
院
」
は
武
者
小
路
宛
書
簡
に
よ
る
と
大
正

一
三
年
四
月
）
。

妻
は
「
お
父
様
の
お
気
持
な
ん
か
と
は
全
然
別
な
も
の
よ
」
と

言
う
が
、
夫
は
「
俺
の
気
持
と
別
な
も
の
と
は
思
は
な
い
。
然
し

お
前
に
い
た
ず
ら
な
気
持
が
あ
っ
た
と
は
、
そ
れ
は
決
し
て
思
わ
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口
痴
情

な
い
」
と
答
え
る
。

•
と
り
あ
え
ず
、
「
彼
」
は
「
妻
」
を
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
に

成
功
し
た
。
つ
ま
り
、
「
彼
」
の
し
て
い
る
こ
と
は
「
妻
」
の
「
先

生
」
に
対
す
る
感
情
と
同
じ
だ
と
言
っ
て
。
明
ら
か
な
詐
術
だ

が
、
「
彼
」
と
し
て
は
嘘
の
な
い
「
正
直
」
11

「
純
粋
」
に
よ
っ
て
、

す
べ
て
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
。

•
し
か
し
当
然
「
妻
」
は
事
態
を
容
認
で
き
な
い
。
「
彼
」
は
「
一

時
的
に
も
」
女
と
別
れ
る
こ
と
を
「
承
知
す
る
よ
り
仕
方
が
な
か

っ
た
」
。
…
…
あ
く
ま
で
「
自
己
絶
対
性
」
を
保
持
し
た
い
「
彼
」
。

し
か
し
、
そ
れ
は
「
妻
」
と
い
う
最
も
密
接
な
「
他
者
」
に
よ
っ

て
、
貫
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
最
強
の
「
他
者
」
に
お
び
え
る
「
自

己
絶
対
性
」
。
志
賀
文
学
に
と
っ
て
こ
う
い
う
構
図
こ
そ
「
稀
有
」

な
こ
と
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
「
父
」
と
い
う
「
他
者
」
か
ら
「
妻
」

と
い
う
他
者
へ
。

大
正
一
五
年
四
月

状
況
と
し
て
は
「
山
科
の
記
憶
」
に
接
続
す
る
。
女
に
手
切

れ
金
を
渡
し
て
別
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
「
妻
」
と
そ
れ
に
し
ぶ

し
ぶ
従
う
し
か
な
い
「
彼
」
の
姿
を
描
く
。

問
題
は
一
方
的
な
「
自
分
の
執
着
」
だ
け
（
こ
の
こ
と
は
「
晩

「
改
造
」

秋
」
で
繰
り
返
さ
れ
る
）
。

執
着
は
彼
の
方
か
ら
だ
け
で
お
清
に
そ
の
気
持
は
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
物
足
ら
な
く
も
あ
り
、
気
楽
で
も
あ
っ
た
。
物
足

ら
ぬ
が
故
に
焦
る
と
い
ふ
気
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
自

身
の
執
着
も
風
邪
の
や
う
に
一
卜
通
り
の
経
過
を
と
れ
ば
自

然
、
元
の
状
態
に
還
る
と
い
ふ
風
に
考
へ
る
の
で
あ
っ
た
。
彼

に
と
つ
て
真
実
な
も
の
は
現
在
の
自
分
の
執
着
し
て
ゐ
る
心

持
だ
け
だ
っ
た
。
（
「
晩
秋
」
二
）

（
一
）
で
は
、
山
が
ち
な
山
科
の
「
庭
ぢ
ゆ
う
池
に
な
っ
て

ゐ
る
」
家
の
描
写
に
続
い
て
、
女
が
「
祇
園
」
（
花
見
小
路
）
の

茶
屋
の
仲
居
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
、
続
い
て
、
「
彼
」
の
「
女
」

へ
の
感
情
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

「
女
」
は
二
十
く
ら
い
の
「
大
柄
な
女
で
、
精
神
的
な
何
物
を

も
持
た
ぬ
、
男
の
や
う
な
女
だ
っ
た
」
。
「
精
神
的
な
何
物
を
も
持

た
ぬ
」
と
は
、
「
大
津
順
吉
」
（
あ
る
い
は
「
過
去
」
）
の
「
千
代
」

の
姿
で
も
あ
っ
た
。

女
に
は
彼
の
妻
で
は
疾
の
昔
失
は
れ
た
新
鮮
な
果
物
の
味
が
あ

っ
た
。
そ
れ
か
ら
子
供
の
息
吹
と
同
じ
匂
ひ
の
す
る
息
吹
が
あ
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っ
た
。
北
国
の
海
で
捕
れ
る
蟹
の
鋏
の
中
の
肉
が
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
が
す
べ
て
官
能
的
な
魅
力
だ
け
だ
と
い
ふ
点
、
下
等
な
感

じ
も
す
る
が
、
所
謂
放
蕩
を
超
え
、
絶
え
ず
惹
か
れ
て
い
る
以

上
、
彼
は
な
お
か
つ
恋
愛
と
思
ふ
よ
り
仕
方
な
か
っ
た
。
そ
し

て
彼
は
そ
の
内
に
美
し
さ
を
感
じ
、
醜
い
こ
と
を
醸
い
と
は
感

じ
な
か
っ
た
。

問
題
は
、
す
べ
て
「
彼
」
の
執
着
に
あ
り
、
「
女
」
の
す
べ
て
は

徹
底
的
に
否
定
さ
れ
る
。
「
放
蕩
」
で
は
な
い
が
、
「
恋
愛
」
で
も

な
い
。
結
局
、
求
め
る
も
の
は
自
分
で
も
思
い
が
け
な
い
よ
う
な
、

感
性
的
な
「
溌
瀬
さ
」
だ
け
で
、
「
彼
」
と
の
関
係
は
、
「
女
に
は

―
つ
の
商
売
に
過
ぎ
な
い
事
」
と
思
っ
て
い
る
。
（
「
醜
い
こ
と
を

醜
い
と
は
感
じ
な
か
っ
た
」
と
い
う
記
述
の
〈
破
格
〉
を
林
前
記

論
文
が
指
摘
し
て
い
る
。
「
女
」
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
か
つ
て

の
「
彼
」
の
視
点
と
、
そ
の
こ
と
を
自
省
的
に
み
る
現
在
の
「
語

り
手
」
の
視
点
の
混
在
。
明
ら
か
な
ミ
ス
だ
ろ
う
が
、
こ
の
「
ミ

ス
」
こ
そ
、
テ
キ
ス
ト
の
位
相
を
物
語
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
）

・
（
二
）
で
「
女
」
に
手
切
れ
金
を
渡
し
別
れ
る
こ
と
を
強

要
す
る
「
妻
」
と
、
「
本
統
を
云
つ
て
よ
け
れ
ば
何
時
で
も
い
う
。

嘘
を
云
ふ
の
は
嫌
な
ん
だ
。
お
前
が
そ
れ
に
耐
へ
ら
れ
る
な
ら
、

何
時
で
も
本
統
を
云
つ
て
や
る
。
」
と
い
う
〈
正
直
病
〉
を
病
む

「
彼
」
の
対
話
が
描
か
れ
、
（
三
）
で
、
東
山
一

1

一
条
の
宿
で
の
「
女
」

と
の
か
り
そ
め
の
手
切
れ
が
描
か
れ
る
。

・
「
自
己
絶
対
性
」
と
「
正
直
」
の
狭
間
で
「
彼
」
は
「
彼
」

ら
し
か
ら
ぬ
措
置
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

彼
は
女
の
大
き
な
重
い
体
を
膝
の
上
に
抱
き
上
げ
て
や
っ
た
。

女
の
口
は
涙
で
塩
か
ら
か
っ
た
。
彼
は
前
夜
や
は
り
妻
の
口
の

塩
か
ら
か
っ
た
こ
と
を
憶
ひ
、
二
人
の
さ
う
い
ふ
人
間
を
持
つ

事
が
如
何
に
も
自
分
ら
し
く
な
い
と
思
っ
た
。

「
女
」
へ
の
執
着
は
変
え
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
「
彼
に
は
家
庭

の
調
子
を
全
く
破
壊
し
て
ま
で
正
面
か
ら
此
事
に
当
ら
う
と
い
う

気
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
価
す
る
事
柄
と
は
思
は
な
か
っ
た
」
。

・
「
妻
」
と
「
お
清
」
、
ま
た
、
「
正
直
」
（
本
統
）
と
「
嘘
」
、
「
自

己
絶
対
性
」
と
「
他
者
」
、
こ
う
い
う
二
重
の
拘
束
の
中
で
、
「
彼
」

の
取
っ
た
方
策
は
「
逃
亡
」
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
多
く
の
情
痴

文
学
の
主
人
公
た
ち
と
大
差
は
な
い
。
近
松
秋
江
も
、
岩
野
泡
鳴

も
、
葛
西
善
蔵
も
…
…
。
差
異
は
〈
妻
の
叡
智
〉
だ
ろ
う
。
あ
る

い
は
、
「
妻
」
と
い
う
他
者
を
ど
の
よ
う
に
自
己
の
中
に
受
け
入

れ
う
る
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
の
晩
か
ら
妻
は
衰
弱
し
、
病
気
に
倒
れ
た
。
そ
う
い
う
状
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況
で
＼
「
兎
に
角
、
彼
は
早
く
何
処
か
へ
行
き
度
」
く
、
用
を
待
っ

て
上
京
し
た
。
妻
の
心
の
こ
も
っ
た
稚
拙
な
手
紙
。
そ
れ
に
よ
っ

て
「
彼
」
は
「
妻
が
い
よ
い
よ
堪
え
き
れ
な
く
な
っ
た
気
持
ち
」

は
っ
き
り

が
「
明
瞭
う
か
」
び
、
急
い
で
山
科
に
帰
っ
た
。

•
林
前
記
論
文
に
手
紙
の
分
析
に
よ
る
異
見
が
あ
る
|
_
手
紙

は
「
彼
」
に
対
す
る
「
脅
迫
」
で
あ
り
、
「
こ
れ
で
「
彼
」
の
心

が
変
わ
る
わ
け
が
な
」
＜
、
「
彼
」
は
「
お
清
」
の
元
へ
と
急
い

だ
と
い
う
。
箱
根
で
「
ご
養
生
」
せ
よ
と
い
う
文
面
も
、
と
も
か

く
京
都
へ
は
行
く
な
と
い
う
指
示
、
京
都
へ
行
っ
た
ら
、
「
約
束
」

が
破
ら
れ
る
こ
と
を
見
通
し
て
の
指
示
だ
と
い
う
。
随
分
穿
っ
た

読
み
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
林
は
「
痴
情
」
の
「
妻
」
に
つ

い
て
、
「
〈
脅
迫
〉
し
〈
使
役
〉
し
よ
う
と
す
る
「
妻
」
」
と
い
う
。

つ
ま
り
ほ
か
な
ら
ぬ
妻
の
「
自
己
中
心
性
」
を
言
う
の
だ
が
、
こ

う
い
う
局
面
で
「
自
己
中
心
性
」
が
現
れ
な
い
と
し
た
ら
、
「
商
売
」

の
女
、
あ
る
い
は
「
妾
」
と
変
わ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ

し
、
こ
の
浮
気
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
が
「
自
己
絶
対
性
」
の
中
に

あ
っ
た
彼
に
、
「
妻
」
の
「
他
者
性
」
が
見
え
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
、
と
い
う
点
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
自
己
絶
対

性
」
を
生
き
る
男
の
「
他
者
の
発
見
」
の
テ
キ
ス
ト
。

・
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
山
科
も
の
」
は
愛
妻
小
説
と
呼
ぶ
べ
き

も
の
だ
。
私
小
説
は
そ
の
出
自
で
あ
る
自
然
主
義
の
「
無
理
想
無

解
決
」
を
受
け
継
い
で
、
ひ
た
す
ら
「
破
滅
」
へ
と
向
か
い
、
そ

の
「
破
滅
」
を
種
に
し
て
さ
ら
に
徹
底
し
た
破
滅
へ
と
向
か
う
、

特
殊
な
「
芸
術
至
上
主
義
」
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
。
「
家
族
の

幸
福
は
諸
悪
の
根
源
」
と
語
っ
た
太
宰
治
の
言
葉
（
「
家
庭
の
幸

福
」
）
は
、
こ
う
い
う
文
学
「
伝
統
」
に
支
え
ら
れ
、
さ
ら
に
は

戦
後
作
家
の
「
崩
壊
す
る
家
族
」
像
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ

れ
に
反
し
て
、
「
痴
情
」
は
「
事
件
」
に
よ
る
夫
婦
の
危
機
を
描

き
つ
つ
、
結
局
「
危
機
」
は
回
避
さ
れ
る
。

・
「
山
科
も
の
」
の
周
辺
に
は
二
つ
の
〈
夫
婦
〉
の
テ
キ
ス
ト

が
あ
る
。
「
雨
蛙
」
と
「
転
生
」
。
一
方
は
シ
リ
ア
ス
な
、
一
方
は

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
も
の
だ
が
、
「
知
恵
」
あ
る
い
は
「
他
者
」
の
容

認
に
よ
っ
て
危
機
を
回
避
す
る
夫
婦
と
い
う
テ
ー
マ
の
共
通
性
が

あ
る
。
わ
が
ま
ま
な
「
自
己
絶
対
性
」
を
「
妻
」
と
い
う
他
者
を

受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
飼
い
な
ら
し
て
い
く
、
中
年
作
家

の
「
成
熟
」
の
テ
キ
ス
ト
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
だ
。

大
正
一
五
年
九
月

「
文
藝
春
秋
」

「
山
科
も
の
」
は
、
「
事
実
」
と
テ
キ
ス
ト
が
相
当
入
り
組
ん

で
い
る
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
て
い
る
か
は
、
「
心
境
小
説
」
の
性
格

や
構
造
に
関
係
し
て
面
白
い
問
題
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

④
丁
④
晩
秋
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前
作
か
ら
五
か
月
後
、
「
妻
」
も
「
郁
子
」
と
命
名
さ
れ
て

い
る
。
発
表
誌
も
変
え
ら
れ
た
。
お
清
だ
け
は
変
更
さ
れ
て
い
な

い
も
の
の
、
不
在
で
あ
っ
た
子
ど
も
た
ち
も
登
場
し
て
い
る
。
（
私

⑤
 

④
 

③
 

②
 

ま
ず
こ
こ
で
、
小
説
上
の
〈
事
実
〉
を
年
譜
と
し
て
確
認
し
て
お

こ
う
。①

 
浮
気
が
発
覚
し
た

(11
大
正
一
四
年
一
月
一

0
ー
阿
川
の

推
定
に
よ
る
。
「
山
科
の
記
憶
」
）
。

妻
の
手
前
、
お
清
と
い
う
女
と
一
応
手
を
切
っ
た
。
上
京

中
、
妻
の
手
紙
で
彼
女
（
妻
）
の
窮
状
を
思
い
知
り
そ
の

も
と
へ
急
い
だ

(11
大
正
一
四
年
一
月
「
痴
情
」
）
。

小
説
で
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
後
大
正
一
四
年
四

月
、
奈
良
へ
移
転
し
た
。
移
転
の
事
情
は
不
明
だ
が
、
理

由
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
と
い
う
こ
と
か
？

移
転
後
も
妻
を
欺
い
て
お
清
と
会
い
続
け
た
。
そ
し
て
と

う
と
う
大
正
一
四
年
九
月
「
瑣
事
」
を
発
表
し
て
し
ま
っ

た

(11
大
正
一
四
年
五
月
頃
「
瑣
事
」
）
。

そ
の
後
、
大
正
一
五
年
に
な
っ
て
、
「
山
科
の
記
憶
」
（
一
月
）

「
痴
情
」
（
四
月
）
「
晩
秋
」
（
九
月
）
を
発
表
し
た
。
こ
れ

ら
は
す
べ
て
「
事
件
後
」
、
「
浮
気
」
が
清
算
さ
れ
て
後
に

執
筆
、
発
表
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
群
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

小
説
と
言
っ
て
も
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
事
実
の
選
択
は
な
さ
れ
る
）
。

・
テ
キ
ス
ト
は
家
族
連
れ
で
上
京
す
る
た
め
の
「
七
条
の
停
車

場
」
の
描
写
か
ら
始
ま
る
。
友
人
の
画
家
鳥
山
か
ら
の
誘
い
で
、

「
花
見
小
路
」
で
お
清
を
含
め
て
の
昼
食
を
と
り
、
そ
の
際
「
瑣
事
」

の
こ
と
が
話
題
に
な
っ
た
。
お
清
に
対
し
て
は
、
「
幾
ら
か
ぎ
こ

ち
な
」
＜
、
「
郁
子
の
心
が
動
揺
し
て
ゐ
」
る
こ
と
も
気
に
は
な

る
が
、
も
う
事
は
終
わ
っ
て
い
る
(
-
)
。

も
う
執
着
は
な
い
。
此
ま
ま
続
け
て
行
っ
た
所
で
、
新
し
く
生

ま
れ
る
気
持
は
な
く
、
不
快
な
事
だ
け
が
積
み
残
さ
れ
て
行
く

関
係
で
は
も
う
一
度
郁
子
を
欺
き
、
そ
れ
を
続
け
る
気
は
な
か

っ
た
。
勿
論
今
日
お
清
に
会
お
う
な
ど
と
は
少
し
も
考
え
な
か

っ
た
（
傍
線
付
加
）
。

鳥
山
と
の
会
話
か
ら
、
「
瑣
事
」
発
表
前
後
の
経
緯
が
思
い

出
さ
れ
る
。
「
三
月
ほ
ど
前
」
奈
良
に
や
っ
て
き
た
父
（
志
賀
直
温
）

を
前
に
、
雑
誌
社
と
の
約
束
の
原
稿
が
な
か
な
か
書
け
ず
、
結
局
、

「
五
月
頃
（
大
正
一
四
年
注
付
加
）
書
い
て
、
材
料
の
都
合
か
ら
、

本
の
間
に
挿
み
、
本
函
の
奥
に
投
げ
込
ん
で
お
い
た
原
稿
」
を

渡
し
た
。
「
二
時
間
ほ
ど
で
走
り
書
き
に
し
た
至
極
無
造
作
な
も

の
で
は
あ
る
が
、
作
品
と
し
て
出
来
栄
え
は
嫌
ひ
で
な
か
っ
た
」
。
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「
瑣
事
」
と
し
た
の
は
、
こ
と
が
ら
が
瑣
事
な
の
で
は
な
く
、
「
遅

か
れ
早
か
れ
埒
の
あ
く
問
題
」
で
あ
り
、
郁
子
と
物
議
を
起
こ
し

た
と
し
て
T
己
les
of life
だ
と
思
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
「
彼
」
の

執
着
は
「
風
邪
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
一
過
性
の
も
の
に

過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
誰
も
干
渉
し
な
い
で
ほ
し
い
。
一
彼
が
彼
自

身
を
処
理
す
る
上
に
は
そ
れ
が
一
番
近
路
な
方
法
で
あ
っ
た
」
と

も。

雑
誌
発
表
は
妻
に
隠
し
て
の
事
だ
っ
た
が
、
「
或
劇
団
の
下

端
の
女
優
」
で
あ
り
、
作
家
志
望
の
は
ず
が
何
を
し
に
来
た
の
か

わ
か
ら
な
い
よ
う
な
ま
ま
、
か
つ
て
「
彼
」
の
家
の
家
事
を
手
伝
っ

て
い
た
一
千
代
子
」
の
、
妻
あ
て
の
不
注
意
な
書
簡
で
暴
露
さ
れ

て
し
ま
う
（
二
）
。

・
「
痴
情
」
の
時
点
で
、
こ
と
が
ら
は
一
応
の
決
着
を
見
せ
て

い
た
。
こ
と
が
ら
は
余
儘
で
あ
る
。
暴
露
後
も
「
彼
」
は
花
見
小

路
に
出
か
け
て
い
る
。
そ
こ
で
の
感
想
や
会
話
も
志
賀
リ
ア
リ
ズ

ム
の
名
場
面
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
「
如
何
に
も
か
う
云
ふ
事
を

商
売
に
暮
し
て
ゐ
る
人
間
た
ち
」
、
花
街
に
生
き
る
女
の
独
特
の

感
想
、
「
執
着
」
で
あ
り
、
決
し
て
恋
愛
で
は
な
い
「
彼
l

の
エ

ゴ
イ
ズ
ム
、
そ
う
い
う
局
面
を
描
き
出
し
て
志
賀
リ
ア
リ
ズ
ム
の

み
ご
と
な
成
熟
を
見
せ
て
い
る
（
三
）
。

あ
と
は
エ
ピ
ロ
ー
グ
だ
け
で
あ
る
。
一
千
枚
漬
l

を
め
ぐ
っ

て
の
会
話
（
わ
か
り
に
く
い
が
、
内
容
自
体
が
問
題
で
は
な
い
）
、

に
ぎ
や
か
な
子
供
た
ち
の
風
景
、
周
囲
の
人
々
へ
の
感
想
、
す
べ

て
落
ち
着
く
と
こ
ろ
へ
桔
ち
着
い
て
い
る
。
「
心
境
小
説
」
の
定

理
通
り
の
結
末
で
あ
る

C

高
田
瑞
穂
が
「
出
来
事
は
か
え
っ
て

「
彼
」
と
そ
の
妻
と
の
結
び
つ
き
を
深
く
し
た
。
対
立
は
全
体
と

し
て
静
か
で
あ
っ
た
e
」
（
新
潮
文
庫
解
説
）
と
評
す
る
通
り
で
あ

る。

志
賀
直
哉
の
思
考
の
特
徴
の
一
っ
だ
が
、
そ
の
「
逆
」
の
場

合
、
つ
ま
り
＿
妻
の
叡
智
」
あ
る
い
は
「
妻
の
忍
耐
」
が
耐
え
難

か
っ
た
場
合
を
想
定
し
て
一
邦
子
」
が
翌
昭
和
二
年
に
書
か
れ
た
。

「
前
の
材
料
で
の
心
的
経
験
を
素
に
、
存
分
に
作
っ
た
小
説
」
（
「
続

創
作
余
談
」
）
で
あ
る
。
「
浮
気
小
説
」
な
の
だ
が
、
「
男
に
と
つ

て
は
第
一
に
為
事
。
そ
れ
か
ら
女
を
愛
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
本
能

だ
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
一
私
」
の
言
説
を
中
心
に
し
た
テ
キ

スト。私
は
前
に
も
或
時
期
少
し
も
書
け
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
の

時
に
は
そ
れ
を
真
正
面
に
理
解
し
、
煩
悶
し
た
が
、
或
時
、
又

書
け
る
や
う
に
な
っ
た
経
験
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
、
今
回
も
大

体
同
じ
に
た
か
を
く
く
つ
て
ゐ
た
。
（
略
）
前
の
場
合
に
は
一

身
上
多
少
真
剣
に
な
る
や
う
な
出
来
事
で
、
本
統
に
気
持
が
動

45 



き
出
し
た
。
今
度
も
何
か
し
ら
さ
う
い
ふ
事
が
起
る
か
も
知
れ

な
い
。
私
は
そ
れ
が
家
庭
内
に
起
る
事
は
恐
れ
て
ゐ
た
が
、
何

か
の
意
味
で
の
嵐
、
さ
う
い
ふ
も
の
が
私
の
身
に
吹
き
つ
け
て

来
れ
ば
、
厭
で
も
起
ち
上
が
る
気
に
な
る
だ
ら
う
と
思
っ
て
ゐ

こ。t
 

劇
作
家
の
私
は
、
か
く
し
て
「
邦
子
」
と
い
う
妻
が
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
私
と
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
名
を
上
げ
、
つ
い
で
に

金
銭
問
題
と
男
女
問
題
に
け
り
を
つ
け
よ
う
と
い
う
劇
団
の
女

優
（
浅
間
雪
子
）
と
関
係
を
持
ち
、
そ
れ
が
暴
露
さ
れ
る
に
及
ん

だ
。
し
か
し
、
こ
の
出
来
事
に
よ
っ
て
、
「
か
う
い
ふ
事
を
書
く

の
は
憚
ら
れ
る
事
で
あ
り
、
且
私
自
身
と
し
て
は
恥
づ
べ
き
事
だ

が
、
兎
に
角
私
は
一
種
の
生
気
が
感
ぜ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
」
。

「
私
」
は
「
「
兎
に
角
為
事
を
し
た
」
と
思
へ
る
為
事
」
に
没
頭

で
き
た
。
「
雪
子
」
は
「
過
去
の
女
」
と
な
っ
た
。
没
頭
す
る
に

し
た
が
っ
て
、
「
邦
子
」
も
家
庭
も
邪
魔
な
存
在
に
な
り
、
つ
い

に
「
邦
子
」
の
自
死
に
及
ぶ
。

「
邦
子
」
は
、
論
は
別
途
だ
が
、
自
然
主
義
以
来
の
「
芸
術
と

実
生
活
」
の
主
題
を
継
続
し
て
い
る
。
ま
た
、
虚
構
で
あ
る
だ
け

に
む
し
ろ
問
題
が
「
原
理
化
」
さ
れ
て
い
る
。

①
「
晩
秋
」
に
書
か
れ
た
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
、
「
瑣
事
」
を

発
表
し
て
し
ま
っ
た
が
、

②
結
果
的
に
〈
情
痴
小
説
〉
に
な
っ
て
し
ま
い
、
「
此
事
が
如

何
に
家
庭
に
反
映
し
た
か
と
い
ふ
方
に
本
気
な
も
の
が
あ
り
」
と

い
う
本
来
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
実
現
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
山
科
の
記

憶
」
と
「
痴
情
」
で
そ
の
主
題
に
沿
っ
て
、
浮
気
を
小
説
化
し
た
。

③
こ
の
二
作
で
ほ
ぽ
王
題
は
実
現
し
た
が
、
な
し
く
ず
し
に
消

失
し
て
い
っ
た
そ
の
浮
気
の
顛
末
を
つ
け
な
け
れ
ば
と
い
う
こ
と

で
「
晩
秋
」
が
書
か
れ
、
完
結
さ
せ
た
。

④
こ
の
体
験
を
さ
ら
に
「
芸
術
と
実
生
活
」
と
い
う
自
然
主
義

以
来
の
テ
ー
マ
に
普
遍
化
し
よ
う
と
し
て
「
邦
子
」
を
書
い
た
。

（
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
「
破
戒
」
完
成
の
た
め
に
子
供
を
死
な
せ

た
藤
村
の
話
題
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
l
~

つ
い
で
に
高
名
な
広

津
和
郎
の
批
評
（
「
志
賀
直
哉
論
」
）
も
。
相
当
「
文
壇
」
状
況

を
意
識
し
た
小
説
。
劇
作
家
と
い
う
設
定
も
必
要
条
件
。
）

a
)
「
浮
気
」
の
小
説
化
…
…
テ
キ
ス
ト
の
成
立
と
「
構
成
」

R
 テ
キ
ス
ト
の
焦
点
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①
関
東
大
震
災
前
後
は
「
文
学
」
概
念
が
相
当
に
揺
ら
い
だ
時

期
だ
っ
た
。
そ
の
揺
ら
ぎ
の
大
き
な
―
つ
が
「
心
境
小
説
論
争
」

で
あ
っ
た
。
久
米
正
雄
の
主
張
が
大
き
な
話
題
を
呼
ん
だ
。
こ
の

言
説
の
源
流
は
島
村
抱
月
に
領
導
さ
れ
た
自
然
主
義
の
「
観
照
的

態
度
」
に
あ
っ
た
。
藤
村
も
花
袋
も
こ
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
っ

た
。
現
実
を
、
そ
こ
か
ら
距
離
を
置
い
て
、
ま
た
、
主
義
主
張
か

ら
離
れ
て
「
あ
り
の
ま
ま
」
に
描
く
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
深

ぃ
「
人
生
の
味
わ
い
」
を
感
じ
さ
せ
て
い
く
。
深
い
「
観
照
」
に

お
い
て
。
い
か
に
も
日
本
的
な
自
然
主
義
。
し
た
が
っ
て
現
実
は

「
深
く
眺
め
る
」
も
の
で
あ
り
、
直
接
こ
れ
に
か
か
わ
る
べ
き
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
↓
調
和
的
「
心
境
小
説
」
へ
）
。

（
つ
い
で
に
、
こ
う
い
う
「
日
本
的
な
自
然
主
義
」
を
〈
社
会

化
さ
れ
た
私
〉
と
い
う
批
評
タ
ー
ム
に
よ
っ
て
批
判
し
た
の
が
小

林
秀
雄
の
「
私
小
説
論
」
）
。

た
だ
し
、
こ
う
い
う
方
向
は
自
然
主
義
内
部
に
強
硬
な
反
対
意

見
を
抱
え
て
い
た
。
岩
野
泡
鳴
。
作
家
が
自
身
の
実
生
活
を
通
し

て
現
実
を
活
性
化
し
、
そ
の
生
々
し
さ
に
お
い
て
文
学
的
リ
ア
リ

テ
ィ
を
実
現
す
る
。
（
↓
破
滅
的
「
私
小
説
」
へ
）
。

こ
う
い
う
流
れ
に
お
い
て
「
山
科
も
の
」
を
と
ら
え
る
と
ど
う

b
)
私
小
説
の
二
律
背
反
ま
た
は
実
生
活
演
技
説

い
う
こ
と
に
な
る
か
。
実
生
活
の
活
性
化
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
は

繰
り
返
し
繰
り
返
し
提
示
さ
れ
る
。
し
か
し
「
破
滅
」
か
ら
「
破

滅
」
へ
と
い
う
サ
イ
ク
ル
で
は
な
く
、
危
機
は
基
本
的
に
は
不
在
。

危
機
と
見
え
る
も
の
は
最
初
か
ら
回
避
さ
れ
て
い
る
。
作
家
が
ど

う
説
明
し
よ
う
が
、
事
態
は
「
浮
気
」
で
あ
る
し
か
な
く
、
「
女
」

は
精
神
的
に
は
何
ら
男
を
魅
き
つ
け
る
対
象
で
は
な
い
。
男
は
何

か
し
ら
の
「
事
件
」
を
待
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
単
な
る
一
方

的
な
「
執
着
」
。
「
恋
愛
」
で
は
な
い
こ
と
は
む
ろ
ん
、
「
道
楽
」
で

す
ら
な
い
。

「
危
機
」
は
訪
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
作
り
出
し
た
も
の

で
あ
り
、
最
初
か
ら
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
安
直
な
も
の
。

②
な
ら
ば
な
ぜ
こ
う
い
う
テ
キ
ス
ト
を
志
賀
は
書
き
続
け
た

か
。
テ
キ
ス
ト
の
基
層
に
「
小
説
の
書
け
な
い
小
説
家
」
の
悩
み

が
あ
り
、
小
説
家
と
し
て
の
「
生
気
」
を
取
り
戻
そ
う
と
い
う
焦

り
が
あ
る
。
実
生
活
に
沿
っ
た
「
山
科
も
の
」
の
お
清
へ
の
「
執

着
」
、
そ
れ
に
よ
っ
て
溌
溺
と
し
た
精
神
を
取
り
戻
し
た
い
と
い

う
事
情
は
、
虚
構
の
「
邦
子
」
で
さ
ら
に
明
示
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

「
邦
子
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
小
説
家
の
そ
う
い
う
あ
り
か
た
が
何

を
も
た
ら
す
か
を
描
い
て
い
る
。
一
男
に
と
っ
て
は
第
一
に
為
事
。

そ
れ
か
ら
女
を
愛
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
本
能
だ
」
と
い
う
よ
く
知

ら
れ
た
「
私
」
の
言
説
は
、
し
ば
し
ば
志
賀
直
哉
の
「
原
理
」
と
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し
て
引
か
れ
る
が
、
「
邦
子
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
少
な
く
と
も

小
説
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
「
原
理
」
へ
の
否
定
と
読
ま
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

③
「
山
科
も
の
」
を
書
く
志
賀
直
哉
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
見
事
に

解
明
し
て
み
せ
た
の
が
、
平
野
謙
の
「
私
小
説
の
二
律
背
反
」
。

芸
術
家
の
場
合
、
わ
け
て
日
本
の
私
小
説
家
の
よ
う
な
場
合
、

そ
の
芸
術
家
生
活
の
持
続
と
家
庭
生
活
の
平
穏
と
は
し
ば
し

ば
一
致
し
な
い
。
家
庭
の
和
楽
は
芸
術
家
の
情
熱
を
な
し
く
ず

し
に
沈
滞
さ
せ
、
家
庭
の
危
機
と
い
う
餌
食
に
よ
っ
て
、
は

じ
め
て
そ
の
芸
術
衝
動
は
切
迫
感
を
獲
得
す
る
。
（
略
）
家
庭

か
芸
術
か
と
い
う
二
者
択
一
に
お
ち
い
り
や
す
い
芸
術
家
生

活
の
矛
盾
は
、
（
虚
構
と
は
い
え
「
山
科
の
記
憶
」
の
全
く
の

引
き
写
し
の
注
付
加
）
「
邦
子
」
一
編
に
お
い
て
や
は
り

最
も
精
細
を
き
わ
め
て
い
る
（
略
）
。
芸
術
と
実
生
活
の
平
衡

が
、
次
第
に
芸
術
家
の
犠
牲
に
お
い
て
の
み
よ
く
保
持
さ
れ
る

傾
斜
は
志
賀
直
哉
の
場
合
も
否
定
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
（
略
）

「
邦
子
」
を
最
後
と
し
て
、
志
賀
直
哉
は
も
は
や
小
説
く
さ
い

小
説
を
書
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。

「
現
世
放
棄
者
」
で
あ
り
、
否
定
す
べ
き
「
現
世
」
を
持
た

ぬ
「
無
頼
」
の
私
小
説
家
と
違
っ
て
、
志
賀
は
（
藤
村
も
「
半
8
」

を
書
い
た
鵬
外
も
）
「
否
定
す
べ
き
「
現
世
」
を
は
じ
め
か
ら
な

に
ほ
ど
も
所
有
し
な
か
っ
」
た
。
太
宰
治
は
志
賀
直
哉
に
似
た
境

遇
だ
っ
た
が
、
「
志
賀
直
哉
と
反
対
に
、
現
世
放
棄
者
、
現
世
否

定
者
の
道
を
た
ど
る
べ
く
宿
命
づ
け
ら
れ
た
」
。

文
学
的
危
機
の
克
服
と
い
う
私
小
説
本
来
の
モ
テ
ィ
ー
フ
、
つ

ま
り
停
滞
し
た
生
活
気
分
に
生
気
を
与
え
て
く
れ
る
恋
愛
・
情

事
、
そ
れ
に
よ
る
家
庭
の
崩
壊
、
崩
壊
に
耐
え
る
自
己
の
文
学
的

表
現
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
に
〈
山
科
も
の
〉
は
多
分
に
な
ぞ
ら
え
得

る
の
だ
が
、
精
神
と
欲
情
と
を
厳
密
に
区
分
し
て
い
る
以
上
、
私

小
説
的
〈
芸
術
〉
は
実
現
し
得
な
か
っ
た
。

C
)

自
己
絶
対
性
と
他
者

と
は
い
え
、
志
賀
の
「
自
己
絶
対
性
」
は
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト

で
も
健
在
で
あ
る
。
「
本
気
」
だ
か
ら
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い

う
、
驚
く
べ
き
「
恋
愛
」
観
。
す
べ
て
は
「
私
」
の
「
執
着
」
で

あ
っ
て
「
妻
」
に
対
す
る
感
情
（
愛
情
）
は
不
変
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
に
「
私
」
も
喜
ぶ
と
い
う
破
格
な
感
想
。
こ
れ
ら
は
「
自
己

絶
対
性
」
の
原
理
（
単
な
る
わ
が
ま
ま
と
は
違
っ
て
、
そ
れ
が
倫

理
的
に
も
正
し
い
と
い
う
確
信
に
裏
打
ち
さ
れ
た
）
を
前
提
と
す
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れ
ば
、
別
に
不
可
解
な
も
の
で
は
な
い
。
「
白
樺
」
の
交
友
は
こ

れ
を
認
め
合
う
こ
と
か
ら
成
立
し
て
い
た
。
時
に
不
協
和
音
と
な

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
彼
ら
が
「
芸
術
家
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
根
本
的
な
違
和
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
精
神
的
貴
族
の
交
友

で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
桑
原
武
夫
に
よ
っ
て
「
日
本
三

名
夫
人
」
と
さ
れ
た
康
子
（
阿
川
『
志
賀
直
哉
』
）
も
、
そ
れ
を

前
提
と
し
て
家
庭
を
切
り
盛
り
し
て
い
た
。

し
か
し
「
妻
」
は
、
さ
す
が
に
他
の
女
性
を
容
認
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
康
子
は
妾
腹
で
あ
り
、
実
母
の
行
方
は
よ
く
わ
か
ら

ず
（
阿
川
）
、
そ
も
そ
も

8
本
の
指
導
者
層
は
蓄
妾
が
当
り
前
で

あ
っ
た
と
は
い
っ
て
も
。
ま
た
夫
の
浮
気
の
相
手
が
「
お
う
ち
の

奥
さ
ん
は
人
並
は
づ
れ
て
格
気
深
う
お
す
な
」
と
お
清
が
言
う

よ
う
な
、
「
如
何
に
も
か
う
云
ふ
事
を
商
売
に
し
て
ゐ
る
人
間
達
」

だ
と
し
て
も
。

「
彼
」
は
浮
気
の
相
手
が
「
商
売
」
だ
か
ら
と
い
う
余
裕
が
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
こ
と
が
ら
自
体
も
あ
り
ふ
れ
た
〈
瑣
事
〉
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
批
評
も
多
い
。
「
商
売
」
だ
ろ
う
が
あ
り
ふ
れ
た
〈
瑣

事
〉
で
あ
ろ
う
が
、
「
妻
」
は
絶
対
に
こ
れ
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。

実
際
は
「
彼
」
の
心
的
状
態
は
「
執
着
」
で
あ
っ
て
、
相
手
の
、

あ
る
い
は
相
互
の
愛
情
を
前
提
に
し
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て
も
何

ら
了
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

志
賀
文
学
の
魅
力
は
そ
の
内
容
と
い
う
よ
り
は
場
面
の
鮮
や
か

さ
に
あ
る
。
場
面
を
引
い
て
み
よ
う
。
「
山
科
の
記
憶
」
の
冒
頭
部
、

浮
気
が
発
覚
し
た
時
の
妻
の
描
写
。

ぽ

ろ

ぎ

れ

部
屋
の
隅
に
恰
も
投
り
出
さ
れ
た
檻
襖
布
の
や
う
に
不
規
則
な

形
を
し
て
、
妻
が
掻
巻
に
剋
ま
り
、
小
さ
く
な
っ
て
転
が
つ
て

ゐ
た
。
彼
は
妻
の
こ
ん
な
様
子
を
見
た
事
が
な
か
っ
た
。
そ
の

d
)
志
賀
リ
ア
リ
ズ
ム
あ
る
い
は
物
語
切
片
の
鮮
や
か
さ

志
賀
直
哉
は
最
も
身
近
な
所
で
こ
う
い
う
「
他
者
」
に
出
会
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
は
四
十
を
過
ぎ
て
。
し
か

し
、
志
賀
文
学
に
あ
っ
て
こ
の
「
他
者
」
は
こ
れ
以
上
発
展
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
山
科
も
の
」
は
、
「
妻
」
の
手
紙
と
「
彼
」

の
「
執
着
」
が
消
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
し
く
ず
し
に

決
着
を
つ
け
た
。
「
邦
子
」
は
彼
女
の
自
死
と
い
う
形
で
決
着
を

つ
け
た
。
「
手
紙
」
か
ら
、
ま
た
、
自
死
か
ら
「
彼
」
は
「
他
者
」

の
存
在
を
感
受
し
た
は
ず
だ
が
、
内
実
は
と
も
に
不
明
で
あ
る
。

「
自
己
絶
対
性
」
が
脅
か
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
だ
が
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
「
他
者
」
の
意
味
が
深
く
問
わ
れ
た
テ
キ
ス
ト
な
ど
で

は
全
く
な
い
。
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変
に
惨
め
な
感
じ
が
、
胸
を
打
っ
た
。
妻
を
自
分
は
こ
ん
な
に

扱
っ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。
妻
が
こ
ん
な
に
扱
は
れ
て
ゐ
る
と

感
じ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。
そ
の
感
じ
が
胸
を
打
っ
た
。
妻
は

頭
か
ら
被
っ
た
掻
巻
の
襟
か
ら
、
泣
い
た
あ
と
の
片
目
だ
け
を

出
し
、
彼
を
説
ん
で
ゐ
た
。
そ
れ
は
口
惜
し
い
笑
ひ
を
含
ん
だ

眼
だ
っ
た
。

な
に
も
「
山
科
も
の
」
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
最
高
度

の
「
描
写
」
で
あ
る
。
例
え
ば
先
行
す
る
藤
村
や
花
袋
、
あ
る
い

は
鵬
外
・
漱
石
、
さ
ら
に
同
時
代
の
芥
川
や
谷
崎
の
描
写
を
こ
こ

に
並
べ
れ
ば
歴
然
と
す
る
は
ず
だ
が
、
彼
ら
の
よ
う
な
「
技
法
」

へ
の
こ
だ
わ
り
が
ほ
と
ん
ど
な
い
文
章
。
あ
え
て
言
っ
て
み
れ

ば
、
「
技
巧
」
な
ど
何
も
な
い
素
人
の
文
章
な
の
だ
が
、
そ
れ
で

い
て
、
場
面
が
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
見
事
な
の
は
、
「
彼
」

11
志
賀
直
哉
の
「
無
私
の
目
」
（
本
多
秋
五
）
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

小
林
秀
雄
は
「
見
え
て
し
ま
う
目
」
（
「
志
賀
直
哉
」
）
と
言
っ
た
。

説
明
や
分
析
を
一
切
省
い
て
、
場
面
そ
の
も
の
に
語
り
手
11
志
賀

直
哉
が
参
入
す
る
。
そ
こ
に
意
図
的
な
「
技
巧
」
な
ど
働
く
余
地

も
な
い
。
こ
う
い
う
描
写
の
淵
源
が
、
個
性
を
絶
対
と
す
る
「
白

樺
」
の
「
イ
ズ
ム
」
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
極
端
な

「
自
己
中
心
主
義
」
が
、
か
え
っ
て
「
無
私
の
目
」
を
生
み
出
す
「
文

章
」
の
機
微
゜

自
分
の
「
悪
」
を
棚
に
上
げ
て
、
敵
対
す
る
「
妻
」
へ
の
怒
り

も
、
「
商
売
」
女
へ
の
蔑
視
も
語
り
手
は
隠
そ
う
と
し
な
い
。

そ
れ
が
自
分
の
「
自
然
」
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
う
い
う
「
自
己

中
心
主
義
」
は
読
者
へ
の
配
慮
も
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
い
。
「
文
章

は
他
者
が
読
む
も
の
」
な
ど
と
い
う
〈
国
語
教
育
〉
な
ど
は
完
全

に
放
棄
さ
れ
て
い
る
（
だ
か
ら
時
々
、
意
味
不
明
な
文
章
に
な
る

ー
「
「
城
の
崎
に
て
」
な
ど
」
）
。

以
下
に
志
賀
の
文
体
を
論
じ
た
二
つ
の
文
章
を
引
い
て
お
こ

う
。
ひ
と
つ
は
「
文
体
」
に
よ
っ
て
近
代
文
学
史
を
略
史
な
が
ら

描
い
て
見
せ
た
磯
貝
英
夫
「
描
写
の
い
ろ
い
ろ
」
（
「
文
学
論
と

文
体
論
」
一
九
八

0

明
治
書
院
所
収
）
。

最
小
限
の
こ
と
ば
を
も
っ
て
、
も
の
の
形
や
動
き
を
的
確

に
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
心
理
の
よ
う
な
目
に
見
え
ぬ
も
の

も
、
極
力
、
そ
う
い
う
具
象
的
な
形
に
よ
っ
て
語
ら
せ
る
。

ー
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
志
賀
リ
ア
リ
ズ
ム
の
基
本
技
法

で
あ
る
。
さ
ら
に
根
本
的
な
心
構
え
と
し
て
、
か
れ
は
、
生

活
に
な
じ
ま
な
い
抽
象
語
や
、
西
洋
風
の
文
章
構
造
を
峻
拒

し
、
つ
ね
に
、
最
も
手
慣
れ
た
日
常
語
に
よ
っ
て
、
で
き
る

だ
け
H
本
の
文
章
の
自
然
に
即
し
て
語
っ
た
。
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動
作
や
身
体
を
そ
れ
と
し
て
正
確
に
捉
え
、
「
も
の
」
の
正

確
な
描
写
に
よ
っ
て
、
ま
た
極
端
に
短
縮
さ
れ
た
会
話
に
よ
っ

て
、
場
面
も
心
理
も
人
間
も
描
き
切
る
。
こ
う
い
う
あ
り
か
た

が
、
志
賀
リ
ア
リ
ズ
ム
こ
そ
近
代
散
文
の
極
点
と
評
さ
れ
る
ゆ

え
ん
。
こ
こ
に
至
る
文
体
の
歴
史
を
磯
貝
は
み
ご
と
に
描
き

切
っ
て
い
る
。

も
う
一
っ
は
教
科
書
会
社
の

P
R
誌
に
教
材
論
と
し
て
書

か
れ
た
、
三
好
行
雄
の
「
ジ
ー
ド
と
水
戸
黄
門
」
（
著
作
集

第
4
巻
筑
摩
書
房
所
収
）
。

読
者
は
私
小
説
の
不
可
避
の
手
続
き
を
拒
否
す
る
自
由
を

む
ろ
ん
持
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
作
者
の
実
生
活
な
ど
に

は
無
関
心
な
読
者
の
存
在
も
想
定
で
き
る
わ
け
で
、
そ
の

時
、
心
境
小
説
の
魅
力
を
探
る
試
み
は
純
粋
に
表
現
の
問
題

に
な
る
。
（
略
）
（
「
心
境
小
説
」
は
注
付
加
）
作
者
に
も

と
も
と
、
主
題
と
い
う
概
念
に
ふ
さ
わ
し
い
い
い
た
い
こ
と

が
あ
っ
て
書
か
れ
た
小
説
で
は
な
い
。
か
れ
を
動
か
し
て
い

る
の
は
、
棒
の
よ
う
に
伸
び
る
実
生
活
の
時
間
を
切
り
取
っ

て
タ
ブ
ロ
ー
化
す
る
と
い
う
、
純
粋
に
表
現
の
領
域
に
属
す

る
衝
動
で
あ
る
。

「
山
科
も
の
」
は
「
私
小
説
的
心
境
小
説
」
だ
か
ら
、
必
ず
し
も

す
べ
て
が
三
好
の
言
う
通
り
で
は
な
い
が
、
「
純
粋
に
表
現
の
領

域
に
属
す
る
衝
動
」
が
「
山
科
も
の
」
に
も
働
い
て
い
る
。

本
稿
は
平
安
女
学
院
大
学
平
居
謙
教
授
の
主
宰
す
る
京
都
大
学

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
に
お
け
る
京
都
学
の
講
座
で
の
第
四
回
講

演
（
二

0
一
七
年
八
月
一
九
日
）
草
稿
で
あ
る
。
第
一
回
は

「
「
暗
夜
行
路
」
（
第
三
）
を
読
む
」
、
第
二
回
は
「
川
端
康
成
「
古

都
」
を
読
む
」
、
第
三
回
は
「
梶
井
基
次
郎
京
都
の
テ
キ
ス
ト

を
読
む
」
。
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