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語文121（2023・12　大阪大学国語国文学会）

志
賀
直
哉
「
邦
子
」
の
方
法

―
初
出
誌
『
文
藝
春
秋
』
を
通
し
て

―

尹　
　
　
　
　

美　
　

羅

一
．
先
行
研
究
及
び
問
題
の
所
在

「
邦
子
」
は
『
文
藝
春
秋
』
昭
和
二
年
一
〇
月
号
と
一
一
月
号
の
二
回
に
分

け
て
発
表
さ
れ
た
小
説
作
品
で
あ
る
。

本
作
品
は
作
家
志
賀
直
哉
の
転
換
期
に
お
け
る
作
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

多
く
の
先
行
論
に
お
い
て
志
賀
文
学
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
作
品
と

し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
中
村
光
夫
は
「
邦
子
」
を
執
筆
し
た
前

後
の
志
賀
が
「『
邦
子
』
を
昭
和
二
年
に
書
き
あ
げ
、
翌
年
に
は
さ
ら
に
そ
の

副
作
物
で
あ
る
『
豊
年
虫
』
を
発
表
し
た
の
ち
、
昭
和
八
年
の
『
萬
暦
赤
絵
』

ま
で
ほ
ぼ
四
五
年
の
沈
黙
期
に
入
」
る
こ
と
を
指
摘
し
、「『
萬
暦
赤
絵
』
以

後
の
志
賀
直
哉
の
作
品
は
、
そ
れ
ま
で
の
彼
の
制
作
に
く
ら
べ
れ
ば
、
隠
居

仕
事
に
す
ぎ
」
な
い
と
し
た
（
１
）。

ま
た
、
平
野
謙
も
「
事
実
、『
邦
子
』
を
書
き

あ
げ
る
こ
と
で
、
作
者
は
、『
山
科
の
記
憶
』
一
連
の
材
料
を
完
全
に
卒
業
し
、

爾
後
ふ
た
た
び
こ
の
作
者
に
生
活
的
危
機
は
お
と
ず
れ
る
こ
と
も
な
く
、

『
家
内
安
全
』
の
表
札
は
か
た
く
ま
も
ら
れ
た
が
、
同
時
に
、『
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
く

な
っ
た
」
と
指
摘
し
た
（
２
）。

高
田
瑞
穂
は
「
瑣
事
」（『
改
造
』、
大
正
一
四
年
九

月
）、「
山
科
の
記
憶
」（『
改
造
』
大
正
一
五
年
一
月
）、「
痴
情
」（『
改
造
』、

大
正
一
五
年
四
月
）、「
晩
秋
」（『
文
藝
春
秋
』、
大
正
一
五
年
九
月
）
の
四
作

品
を
「『
山
科
の
記
憶
』
一
系
の
作
品
」
と
称
し
、「
邦
子
」
を
こ
れ
ら
の
作

品
と「
同
じ
素
材
をマ
マ

存
分
に
作
っ
た
」作
品
と
し
て
位
置
づ
け
た
上
で
、「『
邦

子
』
の
書
き
終
え
ら
れ
た
昭
和
二
年
の
夏
の
こ
ろ
ま
で
で
、
直
哉
の
第
二
期

に
相
当
す
る
作
家
活
動
は
ほ
ぼ
終
る
」
と
述
べ
た
（
３
）。

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
に

挙
げ
た
論
考
を
含
む
多
く
の
先
行
論
に
お
い
て
、「
邦
子
」
が
志
賀
文
学
に
お

け
る
一
つ
の
転
換
期
を
締
め
く
く
る
重
要
な
作
品
と
見
な
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。

一
方
、
志
賀
が
『
続
創
作
余
談
』（『
改
造
』、
昭
和
一
三
年
六
月
）
の
中
で
、

「『
山
科
の
記
憶
』『
痴
情
』『
晩
秋
』『
瑣
事
』
此
一
連
の
材
料
は
私
に
は
稀

有
の
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
も
の
が
あ
り
、
そ
の
方
に
心
を

惹
か
れ
て
書
い
た
。（
中
略
）『
邦
子
』
は
そ
の
材
料
で
の
心
的
経
験
を
素
に
、

存
分
に
作
っ
た
小
説
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、「
邦
子
」
は
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「『
山
科
の
記
憶
』
一
系
の
作
品
（
４
）」

を
継
ぐ
も
の
と
し
て
、
主
人
公
の
浮
気
の

た
め
に
起
る
家
庭
の
危
機
を
物
語
の
素
材
と
し
て
い
る
点
に
焦
点
が
当
て
ら

れ
、
先
行
論
で
は
主
人
公
の
「
私
」
と
志
賀
を
重
ね
る
読
み
が
な
さ
れ
て
き

た
。
中
村
は
前
掲
論
の
中
で
「
私
」
に
つ
い
て
、「
職
業
を
小
説
家
で
な
く
劇

作
家
に
し
た
り
、
恋
愛
の
相
手
を
架
空
の
新
劇
の
女
優
に
し
た
り
し
て
、
外

面
的
な
条
件
は
い
ろ
い
ろ
に
変
え
て
あ
り
、
性
格
も
、
作
者
自
身
に
く
ら
べ

れ
ば
よ
ほ
ど
個
性
が
弱
い
好
人
物
で
、
し
た
が
つ
て
才
能
も
乏
し
い
よ
う
に

描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
多
く
の
作
家
が
自
画
像
を
つ
く
る
場
合
に
、

―
こ
と
に
そ
れ
を
自
己
の
過
失
の
告
白
と
い
う
形
で
す
る
場
合
に
―
芸
術
的

な
要
求
か
ら
ほ
ど
こ
す
軽
い
戯
画
化
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
主
人
公
は

多
く
の
点
で
作
者
と
同
じ
に
考
え
、
同
じ
に
感
ず
る
人
物
で
、『
暗
夜
行
路
』

の
謙
作
と
同
様
、『
ど
こ
ま
で
が
作
者
自
身
で
、
ど
こ
か
ら
が
そ
れ
を
出
た
人

物
か
』
彼
自
身
に
も
分
ら
な
い
存
在
な
の
で
す
」
と
述
べ
て
お
り
、「
私
」
と

作
者
志
賀
と
の
そ
れ
ぞ
れ
違
う
面
を
羅
列
し
な
が
ら
も「
私
」を
志
賀
の「
自

画
像
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
千
葉
俊
二
も
「
主
人
公
の
『
私
』
が
劇
作
家

と
な
り
、
妻
の
邦
子
は
『
幼
時
は
乞
食
こ
そ
し
な
か
つ
た
が
、
殆
ど
乞
食
に

等
し
い
貧
し
さ
の
中
に
育
』
ち
、
子
守
、
食
堂
の
給
仕
女
、
人
の
妾
な
ど
を

し
て
い
た
と
、
そ
の
設
定
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
」
こ
と
を
認
知
し
な
が

ら
も
、
本
作
品
を
「
志
賀
自
身
の
情
事
と
そ
れ
が
引
き
起
こ
し
た
家
庭
の
危

機
が
作
者
に
与
え
た
と
こ
ろ
の
『
心
的
経
験
』
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
描
き
出
さ

れ
た
も
の
」
と
し
て
理
解
し
、「
邦
子
」
が
「
妻
に
自
殺
さ
れ
た
夫
の
悔
恨
の

手
記
と
い
う
か
た
ち
で
書
か
れ
る
」
の
は
「『
痴
情
』
の
な
か
で
、
妻
が
死
を

ほ
の
め
か
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
な
夫
婦
間
の
危
機

に
お
い
て
あ
り
得
た
か
も
知
れ
な
い
ひ
と
つ
の
状
況
設
定
の
う
え
に
仮
構
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
論
じ
た
（
５
）。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
先
行
論
で
は
「『
山
科
の
記
憶
』
一
系
の
作
品
」
と

の
結
び
つ
き
や
作
者
志
賀
の
「
浮
気
」
と
い
う
実
状
に
集
中
し
た
あ
ま
り
、

「
邦
子
」
に
お
け
る
「
私
」
が
劇
作
家
（
戯
曲
家
）
で
あ
る
こ
と
や
、
邦
子
が

自
殺
と
い
う
結
末
を
迎
え
る
こ
と
の
必
然
性
な
ど
、
本
作
品
内
に
施
さ
れ
た

詳
細
な
設
定
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
邦
子
」を
論
じ
る
上
で
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
本
作
品
が
初
出

『
文
藝
春
秋
』
誌
面
に
掲
載
さ
れ
る
直
前
に
あ
っ
た
芥
川
龍
之
介
の
自
殺
と

彼
の
遺
作
「
或
旧
友
へ
送
る
手
記
」
と
の
関
わ
り
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を

指
摘
し
た
先
行
論
に
竹
内
清
己
と
古
川
裕
佳
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
、
竹
内
は
「『
邦
子
』
論　

覚
え
書
（
６
）」

に
お
い
て
、「
だ
が
ま
た
私
は
、

こ
れ
ら
の
言
葉
に
隠
メ
タ
フ
ァ
ー

喩
と
し
て
、
芥
川
龍
之
介
の
自
殺
の
衝
撃
が
表
出
さ
れ

て
よ
り
切
迫
感
を
強
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。（
中

略
）、
そ
の
描
出
の
異
様
な
リ
ア
リ
テ
ィ
に
は
、『
友
人
の
細
君
が
こ
う
い
ふ

事
を
し
た
時
の
話
を
そ
の
友
人
か
ら
聴
い
た
』
体
験
の
う
ら
う
ち
が
あ
り
、

志
賀
文
学
の
創
造
の
即
物
性
の
特
質
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
、
芥

川
龍
之
介
の
自
殺
へ
の
同
化
・
か
ら
の
異
化
の
『
脅
迫
観
念
』
に
対
す
る
剥

離
衝
動
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
」
と

述
べ
、「
邦
子
」
の
成
立
に
は
芥
川
の
自
殺
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。

一
方
、
古
川
は
「
文
壇
小
説
と
し
て
の
『
邦
子
（
７
）』」

の
中
で
、
昭
和
二
年
当

時
の
文
壇
の
状
況
に
つ
い
て
、「
七
月
に
自
殺
し
た
芥
川
龍
之
介
の
遺
書
に
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あ
る
『
ぼ
ん
や
り
し
た
不
安
』
の
中
に
、
菊
池
寛
が
社
会
的
政
治
的
な
『
不

安
』
を
読
む
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
」
と
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て

志
賀
は
「
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
に
関
わ
っ
て
い
な
い
」
イ
メ
ー
ジ
を
有
し
て
お
り
、

そ
れ
は
志
賀
直
哉
研
究
史
で
も
維
持
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
の
限
界

を
指
摘
し
た
上
で
、「
邦
子
」
の
中
で
「
志
賀
が
『
芸
術
至
上
主
義
』
の
問
題

に
触
れ
な
が
ら
、
積
極
的
に
同
時
代
の
文
壇
か
ら
の
志
賀
直
哉
批
判
に
応
答

し
て
い
る
」
点
に
注
目
し
、
本
作
品
の
「
文
壇
小
説
」
と
し
て
の
新
し
い
可

能
性
を
提
示
し
た
。
ま
た
「『
挑
発
す
る
遺
書
』
―
『
或
旧
友
へ
送
る
手
記
』

『
邦
子
』『
あ
る
自
殺
者
の
手
記
』
―
（
８
）」

の
中
で
は
、「『
或
旧
友
へ
送
る
手
記
』

は
や
は
り
特
別
な
遺
書
な
の
で
あ
り
、『
邦
子
』
は
芥
川
の
挑
発
に
対
し
て
自

殺
者
遺
族
の
側
か
ら
書
く
こ
と
で
応
え
よ
う
と
し
た
小
説
な
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
遺
書
の
書
き
手
が
遺
し
た
謎
を
遺
族
が
回
避
し
て
別
な
物
語
で
応

じ
よ
う
と
す
る
様
が
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
お
り
、
小
説
の
形
で
応
じ
た
こ
と

の
意
味
は
そ
こ
に
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、「
邦
子
」
が
「『
あ
る
自
殺
者
』

の
遺
書
の
挑
発
性
を
受
け
止
め
」
る
形
で
書
か
れ
た
こ
と
の
意
義
を
論
じ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
邦
子
」
で
は
作
品
冒
頭
に
お
い
て
主
人
公
の
「
私
」
が
「
或

旧
友
へ
送
る
手
記
」
に
つ
い
て
直
接
言
及
し
て
お
り
、
芥
川
の
自
殺
か
ら
は

じ
ま
る
両
作
品
の
関
わ
り
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し

か
し
、
両
者
は
「
邦
子
」
作
品
成
立
に
お
け
る
芥
川
の
自
殺
の
影
響
、
あ
る

い
は
「
挑
発
性
」
に
注
目
し
て
い
る
も
の
の
、
よ
り
細
部
の
作
品
読
解
に
関

わ
る
部
分
に
つ
い
て
は
考
察
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
竹
内
と
古
川
の
指
摘
す
る
芥
川
の
自
殺
と
「
邦
子
」
と
の
関

わ
り
を
認
め
た
上
で
、
本
作
品
の
中
に
、
芥
川
の
自
殺
の
影
が
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
形
で
描
か
れ
て
お
り
、
芥
川
の
自
殺
と
い
う
同
時
代
的
事
実
を
取

り
入
れ
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
新
し
い
読
み
が
可
能
と
な
る
の
か
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
の
読
み
で
見
落
と
さ
れ
て
い
た「
邦
子
」の
初
出
と
な
る『
文

藝
春
秋
』
誌
面
と
い
う
同
時
代
背
景
を
視
野
に
入
れ
て
、
本
作
品
の
詳
細
な

設
定
や
構
造
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
。

二
．「
邦
子
」
に
お
け
る
芥
川
龍
之
介
の
影

「
邦
子
」
は
戯
曲
家
で
あ
る
「
私
」
が
他
の
女
性
と
不
適
切
な
関
係
を
持
っ

た
こ
と
を
妻
の
邦
子
に
知
ら
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
彼
女
を
自
殺
ま
で

追
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
自
責
の
念
を
書
き
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。

本
作
品
は
現
在
の
「
私
」
が
過
去
を
回
想
す
る
い
わ
ゆ
る
額
縁
小
説
の
形
式
（
９
）

を
取
っ
て
お
り
、
構
成
は
大
き
く
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、
芥

川
龍
之
介
の
「
或
旧
友
へ
送
る
手
記
」
が
引
用
さ
れ
る
作
品
冒
頭
は
「
邦
子

が
自
殺
し
た
事
は
何
と
い
つ
て
も
私
の
責
任
だ
」
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
る
。

こ
こ
で
、
現
在
の
「
私
」
は
「
文
筆
を
業
と
す
る
戯
曲
家
」
と
し
て
、「
こ
の

書
」
を
書
く
ま
で
に
至
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
冒
頭
に
続

い
て
、「
夏
だ
け
営
業
し
て
ゐ
る
或
山
の
ホ
テ
ル
」
で
働
い
て
い
た
邦
子
と
の

出
会
い
か
ら
、
女
優
浅
間
雪
子
と
の
不
適
切
な
関
係
を
経
て
、
邦
子
の
自
殺

に
至
る
ま
で
の
過
去
の
経
緯
が
、「
私
」
の
回
想
形
式
で
、
概
ね
時
系
列
に

沿
っ
た
形
で
描
か
れ
る
。
最
後
に
作
品
末
尾
で
は
、
再
び
現
在
に
お
け
る

「
私
」
が
邦
子
の
遺
書
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、「
私
は
早
く
此
記
憶
か
ら

遠
退
き
た
い
。
実
際
邦
子
の
や
う
な
純
粋
な
気
持
を
持
つ
た
女
の
良
人
と
な

る
資
格
は
私
に
は
な
か
つ
た
の
だ
」
と
い
う
文
章
で
作
品
は
閉
じ
ら
れ
て
い
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る
。
本
作
品
の
読
者
は
基
本
的
に
語
り
手
で
あ
り
書
き
手
で
あ
る
「
私
」
と

い
う
バ
イ
ア
ス
を
通
し
て
邦
子
の
物
語
を
聞
か
さ
れ
る
あ
る
い
は
目
に
す
る

立
場
と
な
る
。

「
邦
子
」
の
作
品
構
成
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
作
品
末
尾
で
あ
る
。

私
は
邦
子
が
何
故
そ
ん
な
事
を
し
た
か
最
初
分
ら
な
か
つ
た
。
邦
子
の

遺
書
で
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
な
か
つ
た
。
恐
ら
く
自
分
で
も
よ
く
分

ら
な
か
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
邦
子
は
遺
書
で
、
自
分
が
さ
う
云
ふ
事
を

決
行
す
る
不
埒
を
詫
び
、
後
に
子
供
達
に
も
申
訳
な
い
と
書
い
て
ゐ
た
。

（
中
略
）
邦
子
は
段
々
大
き
く
な
つ
て
行
く
不
安
を
負
ひ
き
れ
な
く
な

つ
た
。（
中
略
）
邦
子
は
遺
書
で
、
私
に
対
す
る
非
難
は
勿
論
、
不
服
を

も
全
く
書
い
て
ゐ
な
い
。（
中
略
）
私
は
早
く
此
記
憶
か
ら
遠
退
き
た

い
。
実
際
邦
子
の
や
う
な
純
粋
な
気
持
を
持
つ
た
女
の
良
人
と
な
る
資

格
は
私
に
は
な
か
つ
た
の
だ

こ
こ
に
引
用
し
た
初
出
に
お
け
る
作
品
末
尾
は
、
の
ち
に
作
者
本
人
に

よ
っ
て
、『
志
賀
直
哉
全
集
・
第
五
巻）
（1
（

』
に
収
め
る
際
に
削
除
さ
れ
、
以
降
も

踏
襲
さ
れ
た
。
削
除
の
経
緯
に
つ
い
て
、
志
賀
は
「
続
創
作
余
談
」
の
中
で

「
終
り
の
説
明
は
蛇
足
で
あ
ら
う
と
い
ふ
長
與
の
忠
告
で
、
此
全
集
で
は
仕

舞
ひ
を
十
数
行
去
つ
て
み
た
が
、
そ
の
為
め
少
し
は
よ
く
な
つ
た
か
も
知
れ

ぬ
」
と
回
想
し
て
い
る
。
こ
の
削
除
に
つ
い
て
は
、
中
村
智
の
先
行
論
で
も

「
志
賀
自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
先
の
削
除
さ
れ
た
言
説
は
『
説
明
』
に
過

ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
長
與
善
郎
の
忠
告
、
な
ら
び
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
て

改
稿
し
た
志
賀
の
判
断
は
正
し
か
っ
た
と
い
え
る
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

本
作
品
の
読
み
を
大
き
く
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
本
稿
で
は
後
か
ら
「
蛇
足
」
と
さ
れ
る
こ
の
「
十
数
行
」
を
初
出

の
形
に
戻
し
た
と
き
に
、
額
縁
小
説
と
い
う
本
作
品
の
構
造
が
完
成
さ
れ
る

こ
と
に
注
目
し
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
読
み
に
つ
な
が
る
か
に
つ
い
て
考
察

を
試
み
る
。

こ
こ
で
、
本
作
品
の
掲
載
誌
面
と
な
る
昭
和
二
年
の
『
文
藝
春
秋
』
を
見

て
お
き
た
い
。
昭
和
二
年
七
月
二
四
日
の
芥
川
の
死
後
、『
改
造
』『
中
央
公

論
』『
新
潮
』
を
は
じ
め
多
く
の
文
芸
雑
誌
の
同
年
九
月
号
の
誌
面
は
芥
川

の
遺
稿
や
追
悼
文
な
ど
で
埋
め
ら
れ
た
。
な
か
で
も
菊
池
寛
が
編
集
を
担
当

す
る
『
文
藝
春
秋
』
は
特
別
号
と
し
て
「
芥
川
龍
之
介
追
悼
号
」
が
組
ま
れ
、

他
の
ど
の
文
芸
雑
誌
よ
り
も
追
悼
号
と
し
て
充
実
し
て
い
た
。
本
号
に
は
南

部
修
太
郎
が
撮
影
し
た
芥
川
の
口
絵
が
載
っ
て
お
り
、
合
計
二
八
人
に
よ
る

追
悼
文）
（（
（

が
掲
載
さ
れ
た
。
巻
頭
の
「
遺
稿
欄
」
を
見
る
と
「
邦
子
」
の
中
で

言
及
さ
れ
る
「
或
旧
友
へ
送
る
手
記
」
と
「
十
本
の
針
」、
芥
川
の
書
簡
が
掲

載
さ
れ
、
巻
末
も
遺
稿
「
闇
中
問
答
」
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

『
文
藝
春
秋
』
昭
和
二
年
一
〇
月
号
も
前
月
号
に
続
き
巻
頭
に
遺
稿
「
侏
儒

の
言
葉）
（1
（

」
を
、
巻
末
に
「
歯
車
」
を
掲
載
し
て
い
る
他
、「
六
号
記
事
」
欄
や

広
告
欄
な
ど
随
所
に
芥
川
へ
の
追
悼
意
識
が
窺
え
る
号
と
な
っ
て
い
る
。

「
邦
子
」
は
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
中
、
同
誌
に
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
「
邦
子
」
の
冒
頭
に
は
、「
或
旧
友
へ
送
る
手
記
」
に
つ

い
て
「
私
」
が
直
接
言
及
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
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邦
子
が
自
殺
し
た
事
は
何
と
い
つ
て
も
私
の
責
任
だ
。（
中
略
）
そ
の
邦

子
が
ど
う
し
て
三
人
の
子
を
残
し
、
自
殺
し
た
か
、
こ
れ
は
恐
ら
く
他

人
に
は
解
ら
な
い
事
だ
。（
中
略
）「
誰
も
ま
だ
自
殺
者
自
身
の
心
理
を

あ
り
の
ま
ま
に
書
い
た
も
の
は
な
い
」
あ
る
自
殺
者
の
手
記
に
も
か
う

あ
る
が
、
ま
し
て
当
事
者
な
ら
ぬ
私
に
そ
れ
が
掴
め
な
い
の
は
当
然
だ
。

こ
こ
で
は
「
あ
る
自
殺
者
の
手
記
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
前
月
号

の
『
文
藝
春
秋
』
を
目
に
し
た
当
時
の
読
者
で
あ
れ
ば
、
こ
の
文
章
が
芥
川

の
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
推
測
可
能
で
あ
る
。「
三
人
の
子
を
残
し
、
自
殺
し

た
」
と
い
う
設
定
も
、
実
際
三
人
の
子
供
を
残
し
た
芥
川
の
こ
と
を
思
い
出

さ
せ
る
。
志
賀
は
当
時
康
子
と
の
間
に
二
男
四
女
を
授
か
っ
て
お
り
、
そ
の

う
ち
二
人
は
小
さ
い
う
ち
に
亡
く
な
っ
て
い
る
が
、
四
人
の
子
供
が
い
た
。

こ
れ
に
比
べ
て
芥
川
は
三
人
の
息
子
を
残
し
て
い
る
。
子
供
が
三
人
と
い
う

詳
細
な
設
定
が
「
邦
子
」
を
読
む
上
で
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、「
或
旧
友
へ
送
る
手
記
」
を
言
及
す
る
前
後
の
文
脈
か
ら

見
て
、
芥
川
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
邦
子
」
と
芥
川
の
関
わ
り
を
考
え
る
た
め
に
、『
文
藝
春

秋
』
同
年
九
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
闇
中
問
答
」
を
参
照
し
た
い
。「
闇
中
問

答
」
は
、
菊
池
寛
が
芥
川
の
遺
稿
の
中
で
「
一
番
遺
書
的
な
も
の）
（1
（

」
で
あ
る

と
し
た
作
品
で
、「
芥
川
龍
之
介
」
と
い
う
名
前
の
「
僕
」
と
「
或
声
」
と
の

問
答
の
み
で
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
本
作
品
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
な
文
章
で

始
ま
る
。

或
声　

お
前
は
俺
の
思
惑
と
は
全
然
違
っ
た
人
間
だ
っ
た
。

僕　
　

そ
れ
は
僕
の
責
任
で
は
な
い
。

（
中
略
）

或
声　

�

お
前
の
言
う
こ
と
は
自
己
弁
護
だ
。
自
己
弁
護
く
ら
い
手
易
い

も
の
は
な
い
。

僕　
　

�

自
己
弁
護
は
容
易
で
は
な
い
。
も
し
手
易
い
も
の
と
す
れ
ば
、

弁
護
士
と
云
う
職
長
は
成
り
立
た
な
い
は
ず
だ
。

こ
の
よ
う
な
本
作
品
の
冒
頭
の
内
容
は
、「
邦
子
」
の
冒
頭
で
「
私
」
が
「
邦

子
が
自
殺
し
た
事
は
何
と
い
つ
て
も
私
の
責
任
だ
。（
中
略
）
私
は
こ
の
書
で

自
己
弁
護
を
す
る
つ
も
り
は
少
し
も
な
い
。
寧
ろ
私
は
こ
れ
で
自
分
を
本
統

に
非
難
出
来
れ
ば
却
っ
て
心
が
定
ま
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
文
章
に
、

「
或
旧
友
へ
送
る
手
記
」
と
は
形
を
変
え
て
直
接
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、「
闇
中
問
答
」
に
お
け
る
「
僕
」
が
「
僕
は
偉
大
さ
な
ど
を
求
め

て
ゐ
な
い
。
欲
し
い
の
は
唯
平
和
だ
け
だ
。
ワ
グ
ネ
ル
の
手
紙
を
読
ん
で
見

ろ
。
愛
す
る
妻
と
二
三
人
の
子
供
と
暮
ら
し
に
困
ら
な
い
金
さ
へ
あ
れ
ば
、

偉
大
な
芸
術
な
ど
は
作
ら
ず
と
も
満
足
す
る
と
書
い
て
ゐ
る
。
ワ
グ
ネ
ル
で

さ
へ
こ
の
通
り
だ
。
あ
の
我
の
強
い
ワ
グ
ネ
ル
で
さ
へ
」
と
話
す
箇
所
は
、

「
邦
子
」
の
中
で
、「
私
」
の
作
品
が
「『
好
人
物
の
平
和
』
で
終
つ
て
は
困
る

と
い
ふ
や
う
な
事
を
書
い
た
」「
或
批
評
家
」
の
言
葉
に
対
し
て
、「
好
人
物

の
平
和
だ
ら
う
が
、
何
の
平
和
だ
ら
う
が
、
余
計
な
お
世
話
ぢ
や
あ
り
ま
せ

ん
か
。
家
庭
の
平
和
が
困
る
と
い
ふ
理
屈
は
私
に
は
分
ら
な
い
」
と
話
す
邦

子
の
姿
に
重
な
る
。
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一
方
、「
私
」
は
「
こ
の
書
」
の
冒
頭
で
芥
川
の
遺
稿
を
引
用
し
た
こ
と
に

対
し
、
末
尾
で
は
「
邦
子
の
遺
書
で
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
な
か
つ
た
。
恐

ら
く
自
分
で
も
よ
く
分
ら
な
か
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
邦
子
は
遺
書
で
、
自
分

が
さ
う
云
ふ
事
を
決
行
す
る
不
埒
を
詫
び
、
後
に
子
供
達
に
も
申
訳
な
い
と

書
い
て
ゐ
た
」
と
邦
子
の
遺
書
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ

れ
の
「
自
殺
者
」
の
言
葉
の
取
り
上
げ
方
に
は
違
い
が
見
ら
れ
る
。
芥
川
の

遺
稿
は
一
部
で
は
あ
る
が
、
本
人
の
言
葉
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
反

面
、
邦
子
の
遺
書
は
実
体
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
な
く
、
そ
の
内
容
の
み
が

「
私
」の
言
葉
で
要
約
さ
れ
、
紹
介
さ
れ
る
形
が
取
ら
れ
た
。
古
川
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、「
邦
子
の
遺
書
は
『
あ
る
自
殺
者
』
の
そ
れ
以
上
に
挑
発
性

に
欠
け
て
い
た
」
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
上
、
内
容
に
お
い
て
も
次
に
引

用
す
る
「
或
旧
友
へ
送
る
手
記
」
に
お
け
る
芥
川
の
言
葉
を
思
い
出
さ
せ
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

自
殺
者
は
大
抵
レ
ニ
エ
の
描
い
た
や
う
に
何
の
為
に
自
殺
す
る
か
を
知

ら
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
我
々
の
行
為
す
る
や
う
に
複
雑
な
動
機
を

含
ん
で
ゐ
る
。
が
、
少
く
と
も
僕
の
場
合
は
唯
ぼ
ん
や
り
し
た
不
安
で

あ
る
。
何
か
僕
の
将
来
に
対
す
る
唯
ぼ
ん
や
り
し
た
不
安
で
あ
る
。（
中

略
）
僕
は
何
ご
と
も
正
直
に
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
義
務
を
持
つ
て
ゐ

る
。（
僕
は
僕
の
将
来
に
対
す
る
ぼ
ん
や
り
し
た
不
安
も
解
剖
し
た
。
そ

れ
は
僕
の
「
阿
呆
の
一
生
」
の
中
に
大
体
は
尽
し
て
ゐ
る
つ
も
り
で
あ

る
。（
芥
川
龍
之
介
「
或
旧
友
へ
送
る
手
記
」、『
文
藝
春
秋
』、
昭
和
二

年
九
月
）

芥
川
の
遺
稿
に
「
ぼ
ん
や
り
し
た
不
安
」
が
繰
り
返
し
見
ら
れ
る
こ
と
は
周

知
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
邦
子
」
で
も
「
そ
し
て
こ
の
事
が
邦
子
に
は
大
き
な

不
安
と
な
つ
た
の
で
は
な
か
つ
た
か
。（
中
略
）
邦
子
は
段
々
大
き
く
な
つ
て

行
く
不
安
を
負
ひ
き
れ
な
く
な
つ
た
」と
い
う
風
に
、
短
い
段
落
の
中
に「
不

安
」
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
類
似
点
か
ら
『
文
藝
春

秋
』
の
「
芥
川
龍
之
介
追
悼
号
」
を
目
に
し
た
読
者
は
、「
邦
子
」
を
読
み
な

が
ら
芥
川
の
遺
稿
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
容
易
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
志
賀
は『
文
藝
春
秋
』の
読
者
に
対
し
て
、
邦
子
に
も
う
一
人
の「
自

殺
者
」
芥
川
の
姿
を
重
ね
る
と
い
う
複
層
的
読
み
を
積
極
的
に
誘
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
何
故
「
邦
子
」
に
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
芥
川
の
自
殺
及
び
彼
の
遺

稿
が
影
を
引
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
志
賀
は
、
芥
川
の
死
を
「
七
月
二
十

五
日
の
朝
、
信
州
篠
の
井
か
ら
沓
掛
へ
来
る
途
中
で
知
つ
た）
（1
（

」
が
、
そ
の
後

の
七
月
三
〇
日
の
書
簡
を
見
て
み
る
と
「
芥
川
君
の
事
少
し
頭
に
つ
い
て
ゐ

て
よ
く
な
い
」
と
綴
っ
て
お
り）
（1
（

、
芥
川
の
死
の
衝
撃
か
ら
な
か
な
か
抜
け
出

せ
な
い
ま
ま
、
作
中
背
景
に
も
な
っ
て
い
る
「
信
州
沓
掛
の
千
ヶ
瀧
の
ホ
テ

ル
で）
（1
（

」「
邦
子
」
の
執
筆
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

「
邦
子
」に
は
原
稿
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
の
原
稿
に
は「
脅
迫
観
念
」「
邦

子
の
自
殺
」
と
い
う
二
つ
の
表
題
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
表
題
か
ら
も
志
賀

が
自
殺
と
い
う
モ
チ
ー
フ
、
そ
の
こ
と
へ
拘
泥
す
る
心
情
を
物
語
の
中
心
に

置
い
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
こ
と
は
作
品
冒
頭
に
「
自
殺
」
と
い
う

語
が
八
回
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
表
わ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
作
品
末
尾
に
お
け
る
「
早
く
此
記
憶
か
ら
遠
退
き
た
い
」
と
い
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う
「
私
」
の
言
葉
は
、
執
筆
時
の
志
賀
の
「
頭
に
つ
い
て
ゐ
」
た
「
芥
川
君

の
事
」
か
ら
「
遠
退
き
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
と
も
重
な
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
額
縁
小
説
の
外
部
に
当
た
る
部
分
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
一

方
、
額
縁
小
説
の
内
部
に
当
た
る
「
私
」
の
回
想
で
は
、
邦
子
と
の
出
会
い

か
ら
自
殺
ま
で
至
る
経
緯
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
私
」
の
女
中
と
の

過
去
、
浅
間
雪
子
と
の
不
倫
な
ど
、
邦
子
に
と
っ
て
最
優
先
視
さ
れ
る
「
家

庭
の
平
和
」に「
罅
」が
入
る
よ
う
な
出
来
事
が
起
き
、
そ
れ
を
邦
子
が
知
っ

た
際
、
邦
子
は
「
私
」
と
対
話
を
通
し
て
問
題
を
打
開
し
よ
う
と
す
る
。
ま

ず
、
邦
子
が
「
最
初
の
産
を
し
て
、
入
院
し
て
ゐ
る
間
」
に
「
私
」
と
女
中

が
「
不
埒
を
働
い
た
」
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
際
、
二
人
は
対
話
を
重
ね
る
こ

と
で
「
笑
へ
る
迄
に
漕
ぎ
つ
」
く
こ
と
が
で
き
、
そ
の
後
「
無
事
な
三
四
年

が
過
ぎ
」
た
。
ま
た
、「
或
批
評
家
」
が
「
私
」
の
作
家
生
活
が
「『
好
人
物

の
平
和
』
で
終
つ
て
は
困
る
と
い
ふ
や
う
な
事
を
書
い
た
」
こ
と
で
口
論
と

な
っ
た
際
は
、「
私
」
の
語
気
が
荒
く
な
り
、
邦
子
が
「
静
か
に
な
り
、
急
に

ぼ
ん
や
り
し
た
顔
つ
き
を
し
て
黙
」
る
と
こ
ろ
で
対
話
は
終
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
続
く
翌
朝
の
対
話
は
、「
私
」
の
「
云
ひ
が
か
り
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
笑
談
に
終
」
り
、「
更
に
無
事
平
穏
な
月
日
が
過
ぎ
た
」。
こ
の
よ
う
な
二
人

の
対
話
に
つ
い
て
、「
私
」
は
「
一
寸
こ
じ
れ
る
と
自
分
で
も
時
々
法
が
つ
か

な
く
な
る
事
が
よ
く
あ
つ
た
」
と
話
し
て
お
り
、
対
話
が
う
ま
く
い
か
ず
終

わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
他
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
仄
め
か
し
て
い
る
。
一
方
、

浅
間
雪
子
と
の
関
係
が
邦
子
に
知
ら
れ
た
際
の
対
話
と
邦
子
が
自
殺
す
る
四

五
日
前
の
対
話
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
も
「
私
」
の
仕
事
と
他
の
女
性
と
の

不
適
切
な
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
点
で
前
述
し
た
対
話
と
同
様
で
あ

る
。
ま
た
対
話
に
お
け
る
「
私
」
と
邦
子
の
態
度
も
以
前
と
変
わ
り
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
対
話
は
邦
子
の
自
殺
と
い
う

結
果
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
本
作
品
に
お
い
て
、「
私
」
の
言
葉
以
外
で

邦
子
の
自
殺
の
原
因
を
推
し
測
る
材
料
と
し
て
提
示
さ
れ
る
も
の
は
、
対
話

の
場
面
し
か
な
い
。
そ
の
上
、
邦
子
の
遺
書
は「
私
」の
代
読
で
行
わ
れ
、
そ

の
遺
書
で
さ
え
自
殺
の
原
因
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
。「
邦
子
の
自
殺
」

と
い
う
結
論
を
先
に
設
け
た
作
品
と
し
て
、
描
か
れ
る
べ
き
そ
の
原
因
の
不

在
と
い
う
問
題
は
、
芥
川
の
自
殺
が
重
な
る
対
象
と
し
て
の
意
味
を
有
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

竹
内
と
古
川
は
先
行
論
に
お
い
て
「
邦
子
」
が
芥
川
の
自
殺
や
「
或
旧
友

へ
送
る
手
記
」
に
「
挑
発
」
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

こ
こ
で
見
て
き
た
よ
う
に
本
作
品
は
そ
の
創
作
動
機
に
留
ま
ら
ず
、
よ
り
作

品
細
部
に
お
い
て
積
極
的
に
邦
子
に
芥
川
を
重
ね
る
複
層
的
読
み
を
誘
っ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
複
層
的
読
み
は
初
出
誌
で
あ
る

『
文
藝
春
秋
』
を
介
さ
な
く
て
は
成
り
立
た
な
い
と
こ
ろ
に
、「
邦
子
」
を
発

表
当
時
の
文
脈
の
中
で
読
み
直
す
意
味
が
見
出
せ
る
。

「
邦
子
」
と
芥
川
の
関
わ
り
を
論
じ
る
上
で
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い

の
が
、『
中
央
公
論
』
昭
和
二
年
九
月
号）
（1
（

に
掲
載
さ
れ
た
「
沓
掛
に
て
―
芥
川

君
の
事
―
）
（1
（

」
で
あ
る
。
本
作
品
の
末
尾
に
は
、「（
昭
和
二
年
七
月
三
十
日
）」

と
執
筆
年
月
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
邦
子
」
と
も
執
筆
時
期
が
重

な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
志
賀
自
身
が
「
芥
川
君
に
対
す
る
私
の
貧
弱

な
る
憶
ひ
出
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）
（1
（

よ
う
に
、
本
作
品
は
芥
川
と
出
会
っ

て
か
ら
七
年
間
の
こ
と
を
綴
っ
た
、
小
説
と
い
う
よ
り
随
筆
に
近
い
作
品
で
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あ
る
。
ま
た
、「
書
く
気
持
が
も
う
少
し
む
き
だ
つ
た
や
う
な
気
も
し
て
ゐ

る
」
と
回
想
し
て
い
る
志
賀
の
言
葉
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
当
時
、
志
賀

が
芥
川
の
死
に
大
き
く
拘
泥
し
て
い
た
と
考
え
ら
え
る
。

本
作
品
に
お
い
て
「
私
」
は
芥
川
と
の
様
々
な
思
い
出
を
振
り
返
っ
て
い

る
。
な
か
で
も
芥
川
と
の
会
話
の
場
面
で
、「
子
供
に
病
気
を
さ
れ
る
と
、
仕

事
が
出
来
な
い
話
」
を
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
邦
子
」
に
お
け
る
「
私
」

が
「
子
供
が
一
寸
風
邪
を
ひ
い
て
も
直
ぐ
為
事
に
身
が
入
ら
な
い
」
人
物
で

あ
る
こ
と
が
邦
子
と
の
対
話
の
中
で
描
か
れ
る
こ
と
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、「
私
」
が
芥
川
の
作
品
に
お
け
る
「
技
巧
上
の
欠
点
」
を
評
し
た
際
に
、

「
芥
川
君
の
『
奉
教
人
の
死
』
の
主
人
公
が
死
ん
で
見
た
ら
実
は
女
だ
つ
た
と

い
ふ
事
を
何
故
最
初
か
ら
読
者
に
知
ら
せ
て
置
か
な
か
つ
た
か
、
と
云
ふ
事

だ
つ
た
。（
中
略
）
筋
と
し
て
は
面
白
く
、
筋
と
し
て
は
い
い
と
思
ふ
が
、
作

中
の
他
の
人
物
同
様
、
読
者
ま
で
一
緒
に
知
ら
さ
ず
に
置
い
て
、
仕
舞
ひ
で

背
負
投
げ
を
食
は
す
や
り
方
は
、
読
者
の
鑑
賞
が
そ
の
方
へ
引
張
ら
れ
る
為

め
、
其
所
ま
で
持
つ
て
行
く
筋
道
の
骨
折
り
が
無
駄
に
な
り
、
損
だ
と
思
ふ

と
私
は
云
つ
た
。
読
者
を
作
者
と
同
じ
場
所
で
見
物
さ
せ
て
置
く
方
が
私
は

好
き
だ
。（
中
略
）
私
は
無
遠
慮
に
只
、
自
分
の
好
み
を
云
つ
て
ゐ
た
か
も
知

れ
な
い
が
、
芥
川
君
は
そ
れ
ら
を
素
直
に
う
け
入
れ
て
く
れ
た
」
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
「
邦
子
」
に
お
け
る
「
自
殺
」
と
い
う
物
語
の
結
末
を
作
品
冒
頭
で

「
邦
子
が
自
殺
し
た
事
は
何
と
い
つ
て
も
私
の
責
任
だ
」
と
い
う
一
文
で
読

者
に
い
き
な
り
な
げ
つ
け
る
よ
う
に
知
ら
せ
、
読
者
が
「
作
者
と
同
じ
場
所

で
見
物
」
で
き
る
よ
う
な
形
に
し
た
こ
と
で
、
芥
川
に
伝
え
た
こ
と
を
志
賀

自
身
で
実
践
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
沓
掛
に
て
―
芥
川
君
の
事
―
」
は
志
賀
が
芥
川
と
の
思
い
出
を
随
筆
の

形
で
振
り
返
る
作
品
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
邦
子
」
は
『
文
藝
春
秋
』
と
い
う

誌
面
を
取
り
込
ん
で
、
芥
川
と
の
思
い
出
、
ひ
い
て
は
芥
川
の
自
殺
か
ら
受

け
た
衝
撃
や
心
情
の
拘
泥
を
小
説
の
題
材
や
方
法
な
ど
に
溶
け
込
ま
せ
る
形

で
描
い
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

三
．『
文
藝
春
秋
』
の
「
戯
曲
号
」
と
志
賀
作
品
と
の
関
わ
り

大
正
一
二
年
に
菊
池
寛
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
『
文
藝
春
秋
』
と
志
賀
直

哉
と
の
縁
は
、
創
刊
翌
年
の
大
正
一
三
年
に
始
ま
る）
11
（

。
同
年
三
月
号
に
志
賀

の
「
転
生
」
と
い
う
小
説
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
以
来
、
大
正
一
四
年
九
月
号

に
「
石
榴）
1（
（

」、
大
正
一
五
年
一
月
号
に
随
筆
「
皮
文
函）
11
（

」、
同
年
九
月
号
に

「『
山
科
の
記
憶
』
一
系
の
作
品
」
に
数
え
ら
れ
る
「
晩
秋
」、
昭
和
二
年
の

「
邦
子
」
ま
で
五
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
が
、「
邦
子
」
を
最
後
に
、
昭
和
九
年

に
「
颱
風
」
が
発
表
さ
れ
る
ま
で
志
賀
の
作
品
が
『
文
藝
春
秋
』
に
掲
載
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
菊
池
寛
が
「
寡
作
の
志
賀
氏）
11
（

」
と
称
し
て
い
る
よ

う
に
、
当
時
作
品
発
表
の
数
が
少
な
か
っ
た
志
賀
が
、
こ
れ
ほ
ど
継
続
的
に

『
文
藝
春
秋
』
に
作
品
を
掲
載
し
て
い
た
こ
と
や
、「
邦
子
」
と
い
う
「
雄
篇）
11
（

」

を
本
誌
面
に
掲
載
し
た
の
ち
「
小
説
ら
し
い
小
説）
11
（

」
を
書
か
な
く
な
っ
た
こ

と
は
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
志
賀
の
作
品
が
載
っ
た
『
文
藝
春

秋
』
の
誌
面
を
見
て
み
る
と
、「
転
生
」
は
の
ち
に
「
戯
曲
号
」
と
題
を
改
め

る
「
一
幕
物
附
録
号
」
に
、「
石
榴
」
と
「
晩
秋
」
は
『
文
藝
春
秋
』
が
当
時

九
月
号
に
設
け
て
い
た
「
特
別
号
」
に
、「
皮
文
函
」
は
「
新
年
特
別
号
」、
最

後
に
「
邦
子
」
の
後
半
が
「
戯
曲
号
」
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
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こ
で
は
、「
転
生
」
と
「
邦
子
」
を
中
心
に
、
志
賀
作
品
と
『
文
藝
春
秋
』
誌

面
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
す
る
。

『
文
藝
春
秋
』
大
正
一
三
年
三
月
号
は
同
誌
で
は
初
め
て
「
一
幕
物
附
録

号
」
と
い
う
戯
曲
を
主
に
扱
う
号
と
な
っ
た
。
こ
の
戯
曲
を
扱
う
特
集
号
は
、

編
集
者
を
務
め
て
い
た
菊
池
寛
が
「
例
年
通
り）
11
（

」
と
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、

以
降
、
大
正
一
三
年
一
一
月
「
一
幕
物
附
録
号
」、
大
正
一
四
年
一
一
月
「
一

幕
物
号
」、
大
正
一
五
年
三
月
以
降
は
「
戯
曲
号
」
と
題
し
、
大
正
一
五
年
一

一
月
、
昭
和
二
年
三
月
号
と
定
期
的
に
刊
行
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
「
転
生
」
は
大
正
一
三
年
三
月
の
「
一

幕
物
付
録
号
」
に
収
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
転
生
」
は
物
語
空
間
の
面
に
お
い
て
前
後
作
品
と
そ
の
質
を
異
に
し
て

い
る
。
本
作
品
は
大
き
く
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
が
、
夫
婦
の
対
話
が

中
心
と
な
る
前
半
、
夫
婦
が
転
生
し
て
か
ら
の
話
が
「
お
伽
噺
」
と
し
て
描

か
れ
る
後
半
、
作
者
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
内
容
の
作
品
末
尾
で
あ
る
。
作

品
前
半
が
「『
山
科
の
記
憶
』
一
系
の
作
品
」
と
代
表
さ
れ
る
前
後
作
品
同
様
、

夫
婦
関
係
の
一
面
を
描
い
て
い
る
の
に
対
し
、
作
品
後
半
に
な
る
と
そ
れ
ぞ

れ
鴛
鴦
と
女
狐
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
夫
婦
の
話
を
描
く
と
い
う
方
法
も
変

わ
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
作
品
末
尾
で
あ
る
。

「
こ
れ
は
貴
方
の
御
家
庭
が
モ
デ
ル
な
の
で
せ
う
」

「
飛
ん
で
も
な
い
事
で
す
。
私
の
家
内
は
珍
し
い
気
の
利
い
た
女
で
す
。

私
と
て
も
至
つ
て
温
厚
な
良
人
で
す
。
私
の
家
庭
で
は
叱
言
の
声
な
ど

聞
く
事
は
出
来
ま
せ
ん
。
文
藝
春
秋
と
云
ふ
雑
誌
に
私
の
名
で
家
内
安

全
の
秘
法
を
授
く
、
と
広
告
が
出
て
居
た
位
で
す
」

「
私
」
が
い
う
「
広
告
」
は
実
際
大
正
一
二
年
一
一
月
号
の
『
文
藝
春
秋
』
の

「
文
藝
春
秋
よ
ろ
ず
案
内
欄
」
と
い
う
記
事
の
一
部
に
「
家
内
安
全　

の
秘
伝

あ
り
希
望
者
に
伝
授
す　

志　

賀　

直　

哉
」
と
あ
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
志
賀
が
「
創
作
余
談）
11
（

」
に
お
い
て
、「
気
軽

な
戯
作
。
そ
の
頃
の
ゴ
シ
ッ
プ
雑
誌
『
文
藝
春
秋
』
に
夫
婦
和
合
の
妙
薬
を

私
の
と
こ
ろ
で
売
る
と
い
ふ
冗
談
が
出
て
ゐ
た
の
で
、
此
雑
誌
か
ら
原
稿
を

頼
ま
れ
た
時
、
こ
ん
な
も
の
を
書
い
た
が
、
自
分
で
も
あ
る
程
度
の
愛
着
は

持
つ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
志
賀
が
執
筆

時
に
誌
面
が
「
一
幕
物
付
録
号
」
と
い
う
特
集
号
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て

い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、『
文
藝
春
秋
』
誌
面
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
作

品
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
作
者
の
掲

載
誌
に
対
す
る
意
識
が
「
邦
子
」
で
も
働
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い

う
考
え
か
ら
考
察
を
続
け
て
い
き
た
い
。

『
文
藝
春
秋
』昭
和
二
年
一
一
月
号
も
前
月
号
に
続
き
、
芥
川
へ
の
追
悼
意

識
の
見
ら
れ
る
号
と
な
っ
て
い
る
。
九
月
号
と
一
〇
月
号
で
は
最
初
と
最
後

を
芥
川
の
遺
稿
が
飾
っ
て
い
た
が
、
一
一
月
号
の
巻
頭
は
島
崎
藤
村
の
「
芥

川
竜
之
介
君
の
こ
と
（
飯
倉
だ
よ
り
）」
が
、
巻
末
は
「
邦
子
」
が
埋
め
る
形

と
な
っ
た
。
こ
の
他
に
本
号
に
は
西
村
貞
吉
の
「
芥
川
龍
之
介
よ
り
無
名
の

友
へ
の
手
紙
」
が
載
っ
て
お
り
、
前
号
に
続
き
、
広
告
欄
も
芥
川
龍
之
介
に

関
す
る
も
の
で
埋
め
ら
れ
た
。

一
方
、
本
号
は
「
戯
曲
号
」
と
し
て
、「
創
作
」
欄
に
は
金
子
洋
文
の
「
天
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井
の
罠
」、
村
山
知
義
の
「
カ
イ
ゼ
リ
ン
と
歯
医
者
」、
北
村
小
松
の
「
活
動

狂
時
代
」、
水
木
京
太
の
「
三
十
日
の
月
」、
関
口
次
郎
の
「
稲
妻
」、
岸
田
国

士
の
「
ガ
ン
バ
ハ
ル
氏
の
実
験
」、
長
田
秀
雄
の
「
幸
福
な
父
」
の
七
作
品
の

戯
曲
と
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
を
収
録
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
続
い
て
「
邦
子
」

が
載
っ
て
い
る
。
本
号
に
つ
い
て
、
菊
池
寛
が
前
月
号
の
「
編
輯
後
記
」
に

お
い
て
「
来
月
号
は　

例
年
通
り
『
戯
曲
号
』
と
し
て
、
少
く
と
も
六
七
篇

は
掲
載
し
、
本
号
創
作
の
埋
合
せ
を
す
る
。
然
し
志
賀
氏
の
『
邦
子
』
の
続

篇
は
勿
論
来
月
号
に
続
載
す
る
。
寡
作
の
志
賀
氏
か
ら
か
か
る
雄
篇
の
戴
け

た
事
は
感
謝
に
堪
え
な
い
」
と
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
今
月
号
が
「
戯
曲

号
」
に
な
る
こ
と
や
こ
の
号
に
志
賀
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
は
周
知
の

こ
と
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
で
掲
載
さ
れ
た「
邦
子
」

の
後
編
に
つ
い
て
は
前
編
と
の
違
い
に
重
点
を
お
い
て
考
察
を
行
い
た
い
。

「
邦
子
」
で
は
、
戯
曲
家
（
劇
作
家
）
と
し
て
「
私
」
が
描
か
れ
る
。
前
編

で
は
冒
頭
に
お
い
て
「
私
」
は
自
分
が
「
文
筆
を
業
と
す
る
戯
曲
家
で
あ
る
」

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
「
一
ト
幕
物
」「
劇
団
」
と
い
う

語
が
二
三
個
所
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
の
み
で
、
前
編
全
体
に
わ
た
っ
て
「
戯

曲
家
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、「
戯
曲
号
」
に
掲

載
さ
れ
る
後
篇
に
な
る
と
、
最
初
の
見
開
き
二
ペ
ー
ジ
に「
劇
作
家
」「
戯
曲

家
」
な
ど
戯
曲
に
関
わ
る
語
が
九
回
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
で
は
何
故
こ
の
よ
う
な
違
い
が
表
わ
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。

中
村
光
夫
が
、「
私
」
が
小
説
家
で
は
な
く
「
劇
作
家
」
と
し
て
設
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
志
賀
の
「
自
画
像
」

と
し
て「
私
」を
捉
え
て
い
る）
11
（

よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、「
私
」

が
作
家
で
あ
る
こ
と
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、「
私
」
は
作
者
志
賀
を
代
弁
す
る

人
物
と
し
て
想
定
し
た
論
考
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
何
故
小
説
家
で
は
な
く

戯
曲
家
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
作

品
内
容
が
前
作
の
「『
山
科
の
記
憶
』
一
系
の
作
品
」
同
様
、
家
庭
の
危
機
を

扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
私
」
が
「
文
筆
を
業
と
し
て
い
る
」
作
家
で
あ
る

こ
と
だ
け
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
作
品
内

に
登
場
す
る
広
津
和
郎
の
同
時
代
評
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
「
好
人
物

の
平
和
」
や
「
島
崎
藤
村
」「
破
戒
」「
芸
術
至
上
主
義
」
な
ど
と
い
う
文
脈

か
ら
見
て
も
論
を
進
め
る
上
で
「
私
」
が
「
戯
曲
家
」
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ

わ
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
で
は
、
志
賀
は
何
故
小
説
家
で
も

差
支
え
の
な
い
文
脈
を
作
り
上
げ
た
上
で
、「
私
」
を
敢
え
て
戯
曲
家
に
設
定

す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
前
編
と
後
編
の
違
い
と
『
文
藝
春
秋
』
誌

面
が
「
戯
曲
号
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
掲
載
誌
面
を
意
識

し
た
人
物
設
定
で
あ
っ
た
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
る
。

一
方
、
会
話
文
と
地
の
文
の
割
合
も
前
編
と
後
編
と
で
は
大
き
な
差
を
見

せ
る
。
前
編
で
は
、
邦
子
の
「
自
殺
」「
幸
福
」「
家
庭
の
平
和
」
―
「
幸
福
」

は
一
一
回
に
か
け
て
用
い
ら
れ
て
い
る
―
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
繰
り
返
し
使

用
さ
れ
、
主
に
邦
子
の
過
去
や
「
無
事
平
穏
」
な
家
庭
環
境
の
中
の
「
私
」

と
邦
子
が
地
の
文
を
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
前
篇
の
末
尾
か
ら

後
篇
に
か
け
て
は
、
浅
間
雪
子
と
の
不
倫
や
「
家
庭
の
幸
福
」
に
入
っ
た

「
罅
」が
段
々
広
が
っ
て
い
く
模
様
が
会
話
文
を
中
心
に
描
か
れ
て
い
く
。
浅

間
雪
子
と
「
私
」
の
会
話
文
、
邦
子
と
「
私
」
の
会
話
文
は
そ
れ
ぞ
れ
見
開

24



き
三
ペ
ー
ジ
分
以
上
続
い
て
お
り
、
前
篇
と
比
べ
て
、
会
話
文
の
割
合
が
大

き
く
増
え
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
会
話
文
が
続
く
の
は
、
前

述
し
た
「『
山
科
の
記
憶
』
一
系
の
作
品
」
を
含
む
前
後
作
品
に
は
見
ら
れ
な

い
「
邦
子
」
だ
け
に
見
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
よ
っ
て
「
邦
子
」

後
編
に
お
け
る
会
話
文
の
多
さ
は
戯
曲
と
い
う
体
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
よ
う）
11
（

。

四
．「
邦
子
」
の
新
し
い
読
み
の
可
能
性

本
稿
で
は
「
邦
子
」
の
新
し
い
読
解
の
可
能
性
を
芥
川
龍
之
介
の
自
殺
や

初
出
誌
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察
し
た
。

「
邦
子
」は
い
わ
ゆ
る
額
縁
小
説
の
形
式
を
取
っ
た
作
品
で
あ
る
が
、
志
賀

直
哉
本
人
に
よ
る
言
葉
や
前
作
「『
山
科
の
記
憶
』
一
系
の
作
品
」
と
の
関
わ

り
か
ら
、
先
行
論
で
は
専
ら
額
縁
の
内
側
の
内
容
と
な
る
「
私
」
と
他
の
女

性
と
の
不
適
切
な
関
係
の
た
め
に
起
る
家
庭
の
危
機
と
い
う
物
語
の
素
材
に

焦
点
が
当
て
ら
れ
、「
私
」
と
志
賀
を
重
ね
る
読
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ

に
対
し
、
本
稿
で
見
て
き
た
同
時
代
に
密
着
し
た
読
み
を
可
能
と
し
て
い
る

の
は
主
に
額
縁
の
外
側
の
物
語
と
な
る
。
つ
ま
り
、
作
者
本
人
に
よ
っ
て
作

品
末
尾
が
削
除
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
に
あ
ま
り
論
点
に
上
が
ら
な
か
っ
た
初
出

に
お
け
る
額
縁
小
説
と
い
う
構
造
や
作
品
発
表
当
時
の
掲
載
誌
面
、
芥
川
の

自
殺
な
ど
の
同
時
代
言
説
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
単
な
る
家
庭
の
危
機

を
描
い
た
作
品
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
芥
川
の
自
殺
を
見
る
と
い
う
複
層
的

読
み
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
『
文
藝
春
秋
』
に
掲
載
さ

れ
、
作
品
内
容
に
掲
載
誌
面
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
「
転
生
」
の
存
在
を

踏
ま
え
る
こ
と
で
、「
邦
子
」
の
人
物
設
定
や
作
品
構
成
が
掲
載
誌
面
を
念
頭

に
置
い
た
施
し
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

片
岡
鐵
兵
は
「
邦
子
」
に
つ
い
て
「
弾
力
あ
る
生
活
意
力
が
溢
れ
て
ゐ
る

点
で
、
力
作
で
あ
る
。
然
し
、
こ
の
弾
力
あ
る
意
力
も
、
矢
張
り
個
人
主
義

的
精
進
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
精
進
が
信
用
す
べ
き
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
多
く
の
亜
流
と
ち
が
つ
て
、
一
朝
一
夕
の
努
力
に
よ
つ
て
到
達
さ

れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
斯
る
精
進
が
個
人
を
如
何

に
成
長
さ
せ
よ
う
と
も
、
現
代
の
切
実
な
る
問
題
と
は
な
り
得
な
い）
11
（

」
と
し
、

志
賀
の
個
人
の
問
題
に
局
限
さ
れ
る
執
筆
態
度
に
つ
い
て
批
評
し
て
い
る
。

ま
た
、
永
井
善
久
は
先
行
論
「
ナ
オ
ミ
と
邦
子
―
女
性
・
文
学
・
商
品
―）
1（
（

」

に
お
い
て
、「
か
つ
て
志
賀
直
哉
に
は
、『
暗
夜
行
路
』
を
『
大
阪
毎
日
』
に

連
載
す
る
予
定
だ
っ
た
の
に
、
読
者
に
迎
合
す
る
の
が
不
満
で
取
り
や
め
、

高
級
な
総
合
雑
誌
『
改
造
』
に
発
表
の
舞
台
を
変
更
す
る
と
い
う
経
緯
が

あ
っ
た
。
し
か
も
軌
を
逸
し
た
休
載
を
度
々
挿
む
と
い
う
態
度
で
あ
っ
た
。

（
中
略
）『
文
学
』
作
品
も
所
詮
は
読
者
が
購
入
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
、

そ
の
意
味
で
は
ほ
か
の
商
品
と
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。
志
賀
は
『
文
学
』
の

商
品
と
し
て
の
性
格
に
目
を
つ
ぶ
り
、『
純
粋
さ
』
の
保
持
を
は
か
っ
た
。」

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
志
賀
は
、
古
川
の
指
摘
す
る
、
作
中
に
お
い
て

「『
芸
術
至
上
主
義
』
の
問
題
に
触
れ
な
が
ら
、
積
極
的
に
同
時
代
の
文
壇
か

ら
の
志
賀
直
哉
批
判
に
応
答
」
す
る
と
い
う
方
法
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
掲

載
誌
面
を
目
に
す
る
読
者
や
文
壇
を
想
定
に
入
れ
、
同
時
代
言
説
を
作
品
の

随
所
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
小
説
の
方
法
を
以
っ
て
文
壇
と
の
関
わ
り
を
絶

た
ず
に
創
作
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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註（1
）　

中
村
光
夫
「
山
科
の
記
憶
」、『
志
賀
直
哉
論
』、
文
藝
春
秋
新
社
、
一
九
五

四
年
一
月

（
2
）　

平
野
謙
「
現
代
日
本
小
説
」、『
文
藝
読
本　

理
論
篇
』、
一
九
五
一
年
一
〇

月
。
の
ち
に
「
私
小
説
の
二
律
背
反
」
と
改
題
さ
れ
る
。

（
3
）　

高
田
瑞
穂
「『
山
科
の
記
憶
』
一
系
の
作
品
に
つ
い
て
」、『
国
語
と
国
文
学
』、

一
九
七
一
年
六
月

（
4
）　

こ
の
四
作
品
に
関
し
て
は
、
中
村
智
も
「
志
賀
直
哉
『
邦
子
』
論
」（『
山
口

大
学
文
学
会
誌　

第
四
六
号
』、
一
九
九
五
年
一
二
月
）
に
お
い
て
、「
山
科
も

の
」
と
称
し
て
お
り
、「
志
賀
が
自
身
の
浮
気
の
体
験
と
そ
の
余
波
の
出
来
事

に
基
づ
い
て
書
い
た
作
品
群
」
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。

（
5
）　

千
葉
俊
二
「
中
年
の
危
機
『
邦
子
』（
志
賀
直
哉
）」、『
国
文
学
：
解
釈
と
教

材
の
研
究　

第
四
二
巻
第
一
二
号
』、
一
九
九
七
年
一
〇
月

（
6
）　
『
国
文
学
：
解
釈
と
鑑
賞　

第
五
二
巻
第
一
号
』、
一
九
八
七
年
一
月

（
7
）　
『
志
賀
直
哉
の
〈
家
庭
〉
―
女
中
・
不
良
・
主
婦
―
』、
森
話
社
、
二
〇
一
一

年
二
月

（
8
）　
『
都
留
文
科
大
学
国
文
学
論
考　

第
五
〇
巻
』、
二
〇
一
四
年
三
月

（
9
）　

志
賀
直
哉
の
作
品
の
う
ち
、い
わ
ゆ
る
額
縁
小
説
の
体
を
取
っ
て
い
る
も
の

と
し
て
は
、
初
期
作
品
の
「
襖
」（『
白
樺
』
明
治
四
四
年
一
〇
月
）、
中
期
作

品
の
「
佐
々
木
の
場
合
」（『
黒
潮
』
大
正
六
年
六
月
）、「
冬
の
往
来
」（『
改

造
』
大
正
一
四
年
一
月
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
方
で
、
邦
子
の
自
殺
と
い

う
「
終
わ
り
か
ら
始
ま
る
物
語
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
初
期
作
品
の
「
孤
児
」

（『
白
樺
』
明
治
四
三
年
七
月
）
と
の
類
似
性
が
篠
沢
秀
夫
の
『
志
賀
直
哉
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
』（
一
九
九
四
年
九
月
、
集
英
社
）や
中
村
智
の「
志
賀
直
哉『
邦

子
』
論
」（『
山
口
大
学
文
学
会
志　

第
四
六
巻
』、
一
九
九
五
年
一
二
月
）
に

お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　

一
九
三
八
年
四
月
、
改
造
社

（
11
）　
「
追
憶
篇
」
欄
に
二
五
人
の
追
悼
文
が
掲
載
さ
れ
、「
特
別
読
物
」
欄
に
恒
藤

恭
、
広
津
和
郎
、
片
岡
鐵
兵
三
人
の
追
悼
文
が
掲
載
さ
れ
た
。

（
12
）　

本
作
品
は
、
大
正
一
二
年
一
月
号
か
ら
大
正
一
四
年
一
一
月
号
に
か
け
て

『
文
藝
春
秋
』
の
巻
頭
に
連
載
さ
れ
た
経
緯
を
持
つ
。

（
13
）　

菊
池
寛
「
文
藝
春
秋
」
一
九
二
七
年
一
〇
月

（
14
）　

志
賀
直
哉
「
沓
掛
に
て
―
芥
川
君
の
事
―
」、『
中
央
公
論
』、
一
九
二
七
年

九
月

（
15
）　

志
賀
直
哉
「
書
簡
：
四
九
四
（
一
九
二
七
年
七
月
三
〇
日
）」、『
志
賀
直
哉

全
集
・
第
十
二
巻
』、
一
九
七
四
年
、
岩
波
書
店

（
16
）　

志
賀
は
「
邦
子
」
に
つ
い
て
「
信
州
沓
掛
の
千
ヶ
瀧
の
ホ
テ
ル
で
前
半
を
書

き
、
戸
倉
と
い
ふ
温
泉
に
移
つ
て
後
半
を
書
い
た
」（「
続
創
作
余
談
」）
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
17
）　

同
号
も
「
芥
川
龍
之
介
の
死
と
そ
の
芸
術
」
に
つ
い
て
の
特
集
が
組
ま
れ
て

お
り
、
志
賀
の
他
に
生
田
長
江
、
有
島
生
馬
、
武
者
小
路
実
篤
な
ど
が
寄
稿
し

て
い
る
。
し
か
し
、「
沓
掛
に
て
―
芥
川
君
の
事
―
」
は
特
集
記
事
の
な
か
に

は
含
ま
れ
ず
、
ま
た
創
作
欄
に
も
入
っ
て
お
ら
ず
、
独
立
し
た
扱
い
と
な
っ
て

い
る
。

（
18
）　

原
題
の
表
記
は
「
沓
掛
に
て
―
芥
川
君
の
事
―
」
で
あ
る
が
、
の
ち
に
一
九

三
八
年
六
月
刊
行
の
改
造
社
版
九
巻
本
全
集
第
五
巻
に
収
録
の
際
に
、「
沓
掛

に
て
―
芥
川
君
の
こ
と
―
」
と
な
る
。

（
19
）　

志
賀
直
哉
「
続
創
作
余
談
」

（
20
）　
「
転
生
」
発
表
前
の
同
年
二
月
号
に
は
豊
島
与
志
雄
の
「
志
賀
直
哉
氏
へ
の

苦
言
」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
、
志
賀
が
「
未
定
稿
166
」
に
感
想

を
残
し
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
る
。

（
21
）　

掲
載
当
時
は
「
創
作
欄
」
に
掲
載
さ
れ
る
が
、
岩
波
書
店
版
全
集
収
録
の
際

に
「
随
筆
」
と
分
類
さ
れ
る
。

（
22
）　

改
造
社
版
の
九
巻
本
全
集
に
収
録
の
際
に
「
革
文
函
」
と
改
題
さ
れ
る
。

（
23
）　
「
編
輯
後
記
」、『
文
藝
春
秋
』、
一
九
二
七
年
一
〇
月

（
24
）　

菊
池
寛
「
編
輯
後
記
」、『
文
藝
春
秋
』、
一
九
二
七
年
一
〇
月

26



（
25
）　

平
野
謙
、
同
前

（
26
）　

菊
池
寛
、
同
前

（
27
）　
『
改
造
』、
一
九
二
八
年

（
28
）　

中
村
光
夫
、
同
前

（
29
）　

志
賀
は
の
ち
に
「
秋
風
」（『
改
造
文
藝
』、
一
九
四
九
年
八
月
）
と
い
う
戯

曲
作
品
を
残
し
て
い
る
が
、
本
作
品
は
「
邦
子
」
が
発
表
さ
れ
て
二
〇
年
以
上

経
っ
て
か
ら
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
た
め
、「
邦
子
」
を
読
む
上
で
補
助
線
と

し
て
は
捉
え
が
た
い
が
、
志
賀
が
「
戯
曲
」
を
ど
の
よ
う
に
実
践
し
て
い
た
か

は
推
測
で
き
る
。「
秋
風
」
は
主
に
父
と
娘
の
二
人
の
会
話
文
が
作
品
の
ほ
と

ん
ど
を
占
め
て
い
る
と
い
う
点
を
除
い
て
は
、作
品
展
開
や
登
場
人
物
の
口
調

な
ど
に
お
い
て
他
の
志
賀
の
小
説
作
品
と
比
べ
て
大
き
な
差
異
は
見
当
た
ら

な
い
。

（
30
）　
「
昭
和
二
年
の
小
説
壇
を
顧
る
」、『
新
潮
』、
一
九
二
七
年
一
二
月
一
日

（
31
）　
『
明
治
大
学
日
本
文
学　

第
二
四
号
』、
明
治
大
学
日
本
文
学
会
、
一
九
九
六

年
六
月

付
記

　

本
論
文
は
二
〇
二
一
年
国
文
学
研
究
資
料
館
・
第
44
回
国
際
日
本
文
学
研
究
集

会
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。

（
ゆ
ん
・
み
ら　

大
阪
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

27


