
志
賀
直
哉
「
城
の
崎
に
て
」
の
鑑
賞

中

野

恵

海

一、

?
i
の
成
立

小
説
「
城
の
崎
に
て
」
の
書
き
出
し
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
と
や
う
じ
や
う

一
山
の
手
線
の
電
車
に
跳
飛
ば
さ
れ
て
下
面
を
し
た
、
其
後
養
生
に
、
一
人

　
　
た
じ
ま
　
　
　
き
の
さ
き

　
で
但
馬
の
城
崎
温
泉
へ
出
掛
け
た
。
背
中
の
傷
が
脊
椎
カ
リ
エ
ス
に
な
れ
ば
致

　
命
傷
に
な
り
か
ね
な
い
が
、
そ
ん
な
事
は
あ
る
ま
い
と
医
者
に
云
は
れ
た
。
二

　
三
年
で
出
な
け
れ
ば
後
は
心
配
は
い
ら
な
い
、
兎
に
角
要
心
は
肝
心
だ
か
ら
と

　
い
は
れ
て
、
そ
れ
で
来
た
。
三
週
間
以
上
－
我
慢
出
来
た
ら
五
週
間
位
居
た

　
い
も
の
だ
と
考
へ
て
来
た
。

　
右
の
文
中
の
電
車
に
よ
る
稀
禍
の
こ
と
は
志
賀
の
「
日
記
」
の
「
大
正
二
年
」

の
項
に
次
の
如
く
あ
る
。

　
1
八
月
十
五
日
　
金

　
病
院
。
か
へ
っ
て
、
「
出
来
事
」
の
了
ひ
を
書
き
直
し
て
出
来
上
っ
て
ひ
る
ね
、

　
伊
吾
来
る
。
起
き
て
そ
れ
を
読
む
。
将
棋
を
す
る
、
晩
、
散
歩
に
出
る
、
芝
浦

　
の
埋
立
地
へ
行
く
　
水
泳
を
見
、
素
人
相
撲
を
見
物
し
て
、
帰
り
山
の
手
線
の

　
　
　
　
　
志
賀
直
哉
「
城
の
崎
に
て
」
の
鑑
賞

　
電
車
に
後
ろ
か
ら
衝
突
さ
れ
、
頭
を
き
り
背
を
打
つ
た
。
伊
吾
が
、
ど
う
か
か

　
う
か
東
京
病
院
へ
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
た
。
十
一
時
だ
つ
た
。

　
　
伊
吾
も
一
緒
に
泊
っ
て
く
れ
た
の
だ
さ
う
だ
、
母
と
ろ
く
子
が
来
た
さ
う

　
だ
。

　
文
中
、
「
病
院
」
と
あ
る
の
は
、
日
記
の
六
月
十
二
日
の
項
に

　
i
前
晩
よ
く
眠
れ
な
か
っ
た
。
思
ひ
き
っ
て
、
順
天
堂
に
行
っ
て
見
た
。

　
そ
し
て
、
翌
十
三
日
の
項
に

　
1
午
后
順
天
堂
。
バ
イ
キ
ン
は
沢
山
み
た
と
い
ふ
。
百
日
程
は
少
な
く
見
て

　
も
毎
日
通
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
二
百
日
通
は
ね
ば
な
ら
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
。
今
度
は

　
全
快
す
る
ま
で
通
は
う
と
思
ふ
。

　
と
あ
っ
て
、
順
天
堂
へ
の
通
院
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
、
次
に
「
出
来
事
」

と
は
勿
論
、
大
正
二
年
九
月
「
白
樺
」
第
四
巻
第
九
号
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
、

そ
の
も
と
に
な
っ
た
事
実
は
「
日
記
」
に
よ
れ
ば
大
正
二
年
七
月
二
十
六
日
に
は

　
1
子
供
が
電
車
に
ヒ
カ
レ
か
、
つ
た
。
（
出
来
事
）

　
と
あ
り
、
つ
づ
い
て
、
七
月
二
十
八
日
に
、

　
i
帰
っ
て
「
出
来
事
」
を
少
し
書
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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志
賀
直
哉
「
城
の
崎
に
て
」
の
鑑
賞

　
と
、
あ
る
。
「
伊
吾
」
と
云
う
の
は
勿
論
、
白
樺
同
人
で
友
人
の
里
見
弾
の
こ

と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
が

　
「
城
の
崎
に
て
」
に
扱
か
わ
れ
た
事
実
の
電
車
の
怪
我
に
つ
い
て
の
こ
と
は
右

の
通
り
で
あ
る
が
、
志
賀
は
八
月
十
五
日
号
夜
東
京
病
院
に
入
院
し
、
二
十
七
日

に
退
院
し
た
。
こ
の
後
志
賀
は
こ
の
経
験
を
三
年
半
の
の
ち
大
正
六
年
に
作
品
化

し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
に
「
い
の
ち
」
と
題
す
る
草
稿
が
残
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
判
明
し
て
い
る
。
執
筆
年
月
日
の
明
示
は
な
い
が
「
昨
年
の
八
月
十
五
日
の

夜
、
一
人
の
友
と
芝
浦
の
涼
み
に
い
っ
た
帰
り
」
と
い
う
冒
頭
の
こ
と
ば
な
ど
よ

り
、
大
正
三
年
の
も
の
と
推
定
で
き
る
。
表
題
は
「
い
の
ち
（
城
の
崎
に
て
）
」

と
な
っ
て
お
り
、
内
容
は
勿
論
自
身
の
怪
我
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
作
品
の
中
で

彼
は
温
泉
へ
行
く
前
に
も
う
二
つ
程
書
き
た
い
事
が
あ
っ
た
と
云
い
。
　
一
つ
は

「
自
分
が
怪
我
を
す
る
二
週
間
程
前
自
分
の
乗
っ
て
み
た
電
車
が
芝
の
広
町
で
三

つ
ば
か
り
に
な
る
男
の
児
を
も
う
少
し
で
ひ
き
か
け
た
出
来
事
」
と
も
う
一
つ
は

八
十
何
才
か
の
祝
を
し
て
貰
っ
た
老
人
が
、
そ
の
直
後
電
車
の
事
故
で
死
ん
だ
と

い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
の
事
を
か
ら
ま
せ
て
「
何
か
生
命
に
対
す
る
執
着
の
力
と
い

ふ
や
う
な
も
の
を
考
へ
ず
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
所
感
を
述
べ
て
い

る
。
小
動
物
の
死
に
つ
い
て
は
蜂
の
ほ
う
だ
け
が
描
か
れ
、
い
も
り
は
終
り
の
と

こ
ろ
に
生
き
た
姿
で
出
て
来
る
だ
け
で
あ
り
、
鼠
の
方
は
全
く
出
て
来
な
い
。
テ

ー
マ
の
纏
り
具
合
と
そ
し
て
全
体
的
な
描
写
を
通
し
て
の
そ
の
文
芸
的
価
値
の
面

か
ら
、
こ
の
「
い
の
ち
」
が
「
城
の
崎
に
て
」
に
ま
で
昇
華
さ
れ
て
行
っ
た
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
だ

過
程
に
、
筆
者
は
深
い
関
心
を
懐
い
て
い
る
。

　
こ
の
後
志
賀
は
、
十
月
十
八
日
よ
り
十
一
月
七
日
ま
で
約
三
週
間
、
城
の
崎
の

温
泉
旅
館
三
木
屋
に
逗
留
し
、
「
暗
夜
行
路
」
前
篇
の
草
稿
を
書
き
つ
い
だ
り
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

た
が
、
帰
京
後
、
十
二
月
漱
石
か
ら
武
者
小
路
を
介
し
て
「
東
京
朝
日
新
聞
」
に

連
載
小
説
の
執
筆
を
す
す
め
ら
れ
て
こ
れ
を
承
諾
し
た
。
と
こ
ろ
が
翌
大
正
三
年

七
月
に
な
っ
て
こ
の
新
聞
小
説
の
執
筆
が
意
の
如
く
進
捗
せ
ず
、
中
旬
に
上
京

し
、
漱
石
を
訪
ね
て
執
筆
を
辞
退
し
た
。

　
そ
の
事
情
に
つ
い
て
は
後
日
書
か
れ
た
「
続
創
作
余
談
」
（
昭
・
1
3
・
改
造
）

に
は
次
の
如
く
あ
る
。

　
1
私
は
作
品
に
よ
っ
て
、
楽
に
出
来
る
事
も
あ
る
が
、
時
々
随
分
手
古
摺
る

　
事
が
あ
る
。
「
暗
夜
行
路
」
は
中
で
も
手
古
摺
っ
た
物
と
云
へ
る
が
、
本
統
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き
た
ふ
け
ん
さ
く

　
手
古
摺
っ
た
の
は
「
暗
夜
行
路
」
の
前
身
で
あ
る
「
時
任
謙
作
」
と
い
ふ
所
謂

わ
た
く
し
せ
う
せ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
み
ち

　
私
小
説
の
時
だ
つ
た
。
大
正
元
年
の
秋
、
尾
の
道
に
み
た
頃
か
ら
書
き
出
し
、

　
三
年
の
夏
ま
で
か
か
っ
て
、
ど
う
し
て
も
物
に
な
ら
な
か
っ
た
。

　
「
夏
目
さ
ん
に
は
敬
意
を
持
っ
て
る
た
し
、
自
分
の
仕
事
を
認
め
て
呉
れ
た
事

で
は
あ
り
」
随
分
頑
張
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
遂
に
謝
絶
の
止
む
な
き
に
到
っ
た

の
だ
っ
た
。

　
一
層
目
さ
ん
は
考
へ
直
す
や
う
、
そ
し
て
若
し
そ
の
小
説
が
書
け
な
い
な

　
ら
、
書
け
な
い
気
持
を
小
説
に
書
け
な
い
も
の
か
と
云
は
れ
た
。
私
は
其
時
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
く
じ
つ

　
へ
て
み
ま
せ
う
と
は
答
へ
た
が
、
書
け
さ
う
な
気
は
し
な
か
っ
た
。
翌
日
早
速

　
断
り
の
手
紙
を
出
し
た
。
さ
う
し
た
ら
夏
目
さ
ん
か
ら
、
書
け
た
時
に
は
必
ず

　
朝
日
新
聞
に
出
す
や
う
に
と
い
ふ
大
変
懇
篤
な
る
手
紙
が
来
た
。
あ
り
が
た
く

　
思
っ
た
。

　
と
つ
づ
け
て
述
べ
た
志
賀
は
又
、

　
i
義
理
堅
い
夏
目
さ
ん
に
そ
ん
な
事
で
迷
惑
を
か
け
た
の
は
大
変
済
ま
な
い

　
事
に
感
じ
、
何
時
か
い
い
物
を
書
い
て
、
朝
日
新
聞
に
出
さ
う
と
思
っ
た
の
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ほ
か

　
が
、
他
に
も
理
由
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
四
年
程
何
も
作
品
を
発
表
出
来
な

　
か
っ
た
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
　
　
あ
し

　
と
、
足
掛
け
四
年
、
実
質
的
に
は
約
三
年
六
ケ
月
の
間
創
作
の
筆
を
断
っ
た
理

由
を
自
ら
述
べ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
に
漱
石
が
死
亡
し
て
著
る
種
の
気
持
の
解
放

は
あ
っ
た
も
の
の
、

　
1
そ
の
後
初
め
て
発
表
し
た
「
佐
々
木
の
場
合
」
と
い
ふ
小
説
を
亡
き
夏
目

　
先
生
に
デ
デ
ィ
ケ
ー
ト
し
て
僅
か
に
自
分
の
止
む
を
得
な
か
っ
た
不
義
理
を
謝

　
し
た
。

　
と
あ
っ
て
、
漱
石
に
劣
ら
ぬ
義
理
堅
さ
を
見
せ
て
い
る
。
元
来
、
志
賀
と
い
う

作
家
は
、
思
う
よ
う
に
書
け
な
い
と
き
に
は
無
理
に
書
こ
う
と
し
な
い
で
、
じ
っ

と
機
の
熟
す
る
の
を
待
つ
タ
イ
プ
の
、
自
身
の
気
分
や
気
持
を
重
ん
じ
る
気
質
の

作
家
で
あ
り
、
こ
の
手
古
塁
っ
て
い
る
作
品
「
時
任
謙
作
」
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て

彼
は

　
ー
モ
デ
ル
に
就
い
て
。
主
人
公
謙
作
は
大
体
作
者
自
身
。
自
分
が
さ
う
い
ふ

　
場
合
に
は
さ
う
行
動
す
る
だ
ら
う
、
或
ひ
は
さ
う
行
動
し
た
い
と
思
ふ
だ
ら

　
う
。
或
ひ
は
実
際
さ
う
行
動
し
た
、
と
い
ふ
や
う
な
事
の
集
成
と
云
っ
て
い

　
い
。

と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
「
謙
作
」
の
描
写
に
行
き
づ
ま
っ
た
と
い
う
の
が
漱
石
の

依
頼
を
一
旦
は
引
き
受
け
な
が
ら
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
事
情
で
あ
る
の

だ
が
、
何
故
ゆ
き
詰
っ
た
の
か
筆
者
は
そ
の
原
因
は
こ
の
奇
禍
に
起
因
す
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
詳
細
は
次
の
章
で
述
べ
る
。

志
賀
直
哉
「
城
の
崎
に
て
」
の
鑑
賞

二
、
い
い
気
持

　
こ
の
作
品
の
前
述
の
引
用
の
文
に
ひ
き
つ
づ
い
て
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
っ
き
り

　
1
頭
は
未
だ
何
だ
か
明
瞭
し
な
い
。
物
忘
れ
が
烈
し
く
な
っ
た
。
然
し
気
分

　
は
近
年
に
な
く
静
ま
っ
て
、
落
ち
つ
い
た
い
い
気
持
が
し
て
み
た
。
稲
の
穫
入

　
れ
の
始
ま
る
頃
で
、
気
候
も
よ
か
っ
た
の
だ
。

　
そ
し
て
も
う
少
し
読
み
進
ん
で
夕
方
の
散
歩
の
こ
と
を
述
べ
た
と
こ
ろ
に
、

　
　
　
ひ
え
び
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
け
ふ

　
1
冷
々
と
し
た
夕
方
、
淋
し
い
秋
の
山
峡
を
小
さ
い
清
い
流
れ
に
つ
い
て
行

　
く
時
無
へ
る
事
は
矢
張
り
沈
ん
だ
事
が
多
か
っ
た
。
淋
し
い
考
だ
つ
た
。
然
し

　
そ
れ
に
は
静
か
な
い
い
気
持
が
あ
る
。

　
と
あ
る
。
前
の
引
用
の
と
こ
ろ
に
「
落
ち
つ
い
た
い
い
気
持
」
と
あ
り
、
今

「
静
か
な
い
い
気
持
」
と
あ
る
。
自
己
の
「
気
分
」
「
気
持
」
を
極
度
に
尊
重
す
る

志
賀
と
い
う
作
家
に
於
て
矢
張
り
、
つ
づ
い
て
出
て
来
る
こ
の
表
現
は
重
要
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
あ
と
自
分
の
怪
我
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
、
そ
れ
程
に
自
分

を
恐
怖
さ
せ
な
い
と
述
べ
、

　
1
然
し
妙
に
自
分
の
心
は
静
ま
っ
て
了
つ
た
。
自
分
の
心
に
は
、
何
か
し
ら

　
死
に
対
す
る
親
し
み
が
起
っ
て
る
た
。

　
と
あ
る
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
極
端
な
言
い
方
に
な
る
が
、
筆
者
に
は
、
「
落
ち

つ
い
た
い
い
気
持
」
も
「
静
か
な
い
い
気
持
」
も
共
に
そ
の
根
の
と
こ
ろ
に
こ
の

「
死
に
対
す
る
親
し
み
」
が
あ
る
か
ら
だ
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
死
に

対
す
る
親
し
み
の
心
に
立
脚
す
る
、
静
か
な
い
い
気
持
」
に
よ
っ
て
こ
の
作
品
が

染
め
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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志
賀
直
哉
「
城
の
崎
に
て
」
の
鑑
賞

　
こ
の
あ
と
作
品
に
は
蜂
の
死
骸
が
描
か
れ
て
、

　
1
そ
れ
は
見
て
み
て
、
如
何
に
も
静
か
な
感
じ
を
与
へ
た
。
淋
し
か
っ
た
。

　
ほ
か
　
　
　
　
　
み
ん
な

　
他
の
蜂
が
皆
巣
へ
入
っ
て
仕
舞
つ
た
日
暮
、
冷
た
い
瓦
の
上
に
一
つ
残
っ
た
死

　
骸
を
見
る
事
は
淋
し
か
っ
た
。
然
し
、
そ
れ
は
如
何
に
も
静
か
だ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
つ

　
と
あ
る
。
蜂
の
死
を
見
受
め
て
、
淋
し
さ
と
土
崩
に
静
け
さ
を
重
ね
て
述
べ
て
い

る
。
こ
の
静
け
さ
も
む
ろ
ん
前
述
の
、
い
い
気
持
と
は
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ん

う
。
そ
し
て
志
賀
は
つ
づ
い
て
こ
の
怪
我
の
前
に
書
か
れ
た
短
篇
「
萢
の
犯
罪
」

に
言
及
し
、
現
在
は
妻
を
殺
す
話
で
な
く
「
萢
の
妻
の
気
持
を
主
に
、
仕
舞
に
殺

さ
れ
て
墓
の
下
に
み
る
、
そ
の
静
か
さ
を
自
分
は
書
き
た
い
と
思
っ
た
。
」
と
述

べ
る
。

　
1
「
殺
さ
れ
た
る
萢
の
妻
」
を
書
か
う
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
た
う
と
う
書
か

　
な
か
っ
た
が
、
自
分
に
は
そ
ん
な
要
求
が
起
っ
て
る
た
。
其
前
か
ら
か
か
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
が

　
み
る
長
篇
の
主
人
公
の
考
と
は
、
そ
れ
は
大
変
異
っ
て
了
つ
た
気
持
だ
つ
た
の

　
で
弱
っ
た
。

　
右
の
文
中
、
「
長
篇
の
主
人
公
」
と
は
前
述
の
、
志
賀
自
身
を
モ
デ
ル
に
し
た
、

題
名
と
同
じ
時
任
謙
作
の
こ
と
で
あ
る
。
奇
禍
の
あ
と
、
死
に
対
す
る
親
し
み
が

起
り
、
殺
さ
れ
て
墓
の
下
に
い
る
そ
の
静
か
さ
を
書
き
た
い
と
い
う
要
求
の
起
っ

て
来
た
作
者
は
そ
の
ま
ま
「
謙
作
」
を
書
き
つ
づ
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
が

執
筆
断
念
の
直
接
的
真
因
で
あ
る
。
そ
し
て
漱
石
へ
の
「
済
ま
な
さ
」
の
気
持
が

そ
の
「
慎
重
さ
」
に
拍
車
を
か
け
た
の
で
あ
る
。

三
、
小
動
物
の
死

四

　
本
作
品
に
は
周
知
の
如
く
、
蜂
・
鼠
・
い
も
り
の
死
が
描
か
れ
て
い
る
。
芥
川

竜
之
介
は
こ
の
作
品
を
志
賀
の
作
品
の
中
の
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
の
一
つ
に
数
え

て
い
た
と
い
う
事
で
あ
る
が
、
そ
の
大
き
な
賞
賛
の
要
素
の
ひ
と
つ
は
こ
れ
等
小

動
物
の
姿
の
描
写
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
下
そ
の
描
写
に
つ
い
て
述
べ

て
み
た
い
。

　
最
初
の
蜂
の
描
写
に
於
て
、
谷
崎
潤
一
郎
が
そ
の
名
著
「
文
章
読
本
」
の
中
で

こ
こ
の
部
分
を
引
用
し
て
賞
賛
し
た
事
は
有
名
で
あ
る
。
今
彼
が
傍
点
を
打
っ
た

部
分
の
み
を
あ
げ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
り
ぬ

　
一
己
は
羽
目
の
あ
は
ひ
か
ら
駆
抜
け
て
出
る
と
一
ト
先
づ
玄
関
の
屋
根
に
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
と
の

　
り
た
。
其
処
で
羽
根
や
触
角
を
前
足
や
後
足
で
丁
寧
に
調
へ
る
と
、
少
し
歩
き

　
ま
は
る
奴
も
あ
る
が
、
直
ぐ
細
長
い
羽
根
を
両
方
へ
し
っ
か
り
と
張
っ
て
ぷ
一

　
ん
と
飛
び
立
つ
。
飛
び
立
つ
と
急
に
早
く
な
っ
て
飛
ん
で
行
く
。

　
谷
崎
は
こ
れ
に
つ
い
て

　
一
私
が
点
を
打
つ
た
部
分
を
読
む
と
、
一
匹
の
蜂
の
動
作
を
仔
細
に
観
察
し

　
て
、
ほ
ん
た
う
に
見
た
通
り
を
書
い
て
み
る
こ
と
が
分
る

　
と
述
べ
、
更
に

　
一
簡
に
し
て
要
を
得
て
み
る

　
と
賞
賛
し
て
い
る
。

　
次
に
は
鼠
が
描
か
れ
る
。
川
に
投
げ
込
ま
れ
て
泳
い
で
い
る
の
で
あ
る
が
首
の

　
　
　
　
　
　
　
さ
か
な
ぐ
し

所
に
七
寸
ば
か
り
の
魚
串
が
刺
し
貫
し
て
あ
っ
た
。
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－
鼠
は
ど
う
か
し
て
助
か
ら
う
と
し
て
る
る
。
顔
の
表
情
は
人
間
に
わ
か
ら

　
な
か
っ
た
が
動
作
の
表
情
に
、
そ
れ
が
一
生
懸
命
で
あ
る
事
が
よ
く
わ
か
つ

　
た
。

　
極
限
に
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
て
切
羽
つ
ま
っ
た
必
死
の
鼠
の
姿
が
、
こ
れ
又
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
な

確
に
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
死
ぬ
に
極
っ
た
運
命
を
担
ひ
な
が

ら
、
全
力
を
尽
し
て
逃
げ
廻
っ
て
み
る
様
子
が
妙
に
頭
に
つ
」
き
、
そ
の
姿
に
作

者
は
あ
の
怪
我
を
し
た
自
分
の
姿
を
重
ね
て
、
あ
れ
が
生
物
の
本
来
の
姿
な
の
だ

　
　
　
　
　
　
ね
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
う

と
思
い
、
自
分
の
希
っ
て
い
る
静
か
な
死
の
世
界
に
到
り
着
く
前
の
あ
あ
い
う
動

そ
う騒

は
恐
し
い
と
感
じ
た
り
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
い
も
り
の
死
が
描
か
れ

る
。
そ
れ
は

　
一
そ
ん
な
事
が
あ
っ
て
、
又
暫
く
し
て
、
或
夕
方
、

　
と
い
う
ふ
う
に
散
歩
の
途
上
で
の
こ
と
と
し
て
叙
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
描
写

に
移
る
前
に
、
桑
の
葉
の
描
写
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
ば
た
　
　
　
　
　
　
　
む
か
う

　
1
大
き
な
桑
の
木
が
路
傍
に
あ
る
。
彼
方
の
、
路
へ
差
し
出
し
た
桑
の
枝

　
で
、
或
一
つ
の
葉
だ
け
が
ヒ
う
く
ヒ
う
く
、
同
じ
リ
ズ
ム
で
動
い
て
ゐ

　
る
。
風
も
な
く
流
れ
の
他
は
総
て
静
寂
の
中
に
そ
の
葉
だ
け
が
い
つ
ま
で
も
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
せ
は

　
う
く
ヒ
う
く
と
忙
し
く
動
く
の
が
見
え
た
。

　
不
思
議
に
思
っ
て
見
て
い
る
と
、
風
が
吹
い
て
来
て
、
か
え
っ
て
そ
の
葉
が
動

か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
何
故
志
賀
は
い
も
り
の
死
の
描
写

の
前
に
こ
の
ピ
ラ
ー
＼
動
く
桑
の
葉
を
書
い
た
の
か
。
こ
の
事
の
前
に
筆
者
は
、

あ
の
鼠
の
死
の
描
写
の
と
き
、
傍
の
洗
場
で
餌
を
漁
る
、
頓
狂
な
顔
を
し
た
あ
ひ

　
　
あ
わ

る
を
併
せ
て
書
い
て
い
る
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
あ
ひ
る
の
あ
わ

て
た
動
作
の
な
か
に
、
し
か
し
ど
こ
か
問
の
抜
け
た
そ
の
姿
は
あ
ひ
る
の
特
徴
を

　
　
　
　
　
志
賀
直
哉
「
城
の
崎
に
て
」
の
鑑
賞

あ
ら
わ
す
と
共
に
、
鼠
の
必
死
の
姿
を
く
っ
き
り
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
対
照
的
な

印
象
の
効
果
を
計
算
に
入
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
今
、
い
も

り
の
場
面
の
こ
の
桑
の
葉
の
描
写
は
、
い
も
り
の
死
に
寄
せ
る
作
者
の
「
生
き
物

の
淋
し
さ
を
一
緒
に
感
じ
る
」
心
情
を
強
調
す
る
、
そ
の
雰
囲
気
づ
く
り
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
雰
囲
気
づ
く
り
と
い
う
事
に
関
し
て
で
は
あ
る
が

特
に
こ
の
い
も
り
の
場
合
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
の
は
時
間
の
経
過
に
つ
い
て
の

描
写
に
細
か
い
心
遺
い
の
見
ら
れ
る
事
で
あ
る
。
桑
の
葉
の
直
前
、

　
1
物
が
総
て
青
白
く
、
空
気
の
肌
ざ
わ
り
も
冷
々
と
し
て
、

　
と
あ
り
、
そ
の
直
後
に

　
一
段
々
と
薄
暗
く
な
っ
て
来
た
。

　
と
あ
る
。
そ
し
て
い
も
り
の
死
が
描
か
れ
る
が
、
そ
の
あ
と
、
そ
の
場
所
に
し

ゃ
が
み
こ
ん
で
「
い
も
り
と
自
分
だ
け
に
な
っ
た
」
よ
う
な
淋
し
い
気
持
に
な
っ

て
、　

i
漸
く
足
元
の
見
え
る
路
を
温
泉
宿
の
方
に
帰
っ
て
来
た
。
遠
く
町
端
れ
の

　
灯
が
見
え
出
し
た
。

　
と
い
う
風
な
暗
さ
に
、
あ
た
り
は
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
蜂
、
鼠
の
死
の
姿
と

自
分
の
死
な
ず
に
済
ん
だ
姿
を
重
ね
て

　
1
自
分
は
そ
れ
に
対
し
、
感
謝
し
な
け
れ
ば
済
ま
ぬ
や
う
な
気
も
し
た
。
然

　
し
実
際
喜
び
の
感
じ
は
湧
き
上
っ
て
は
来
な
か
っ
た
。
生
き
て
居
る
事
と
死
ん

　
で
了
っ
て
い
る
事
と
、
そ
れ
は
両
極
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
程
に
差
は
な
い
や

　
う
な
気
が
し
た
。

　
こ
の
感
懐
は
、
前
述
（
二
章
）
の
「
死
に
対
す
る
親
し
み
の
心
」
を
小
動
物
の

死
を
内
容
と
す
る
こ
の
作
品
の
最
后
に
そ
の
し
め
く
く
り
と
し
て
述
べ
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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志
賀
直
哉
「
城
の
崎
に
て
」
の
鑑
賞

あ
る
。
そ
し
て
こ
う
結
ば
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
一
も
う
か
な
り
暗
か
っ
た
。
視
覚
は
遠
い
灯
を
感
ず
る
だ
け
だ
っ
た
。
足
の

　
踏
む
感
覚
も
視
覚
を
離
れ
て
、
如
何
に
も
不
確
だ
つ
た
。
ロ
バ
頭
だ
け
が
勝
手
に

　
働
く
。
そ
れ
が
一
層
そ
う
い
ふ
気
分
に
自
分
を
誘
っ
て
行
っ
た
。

　
仲
間
の
も
の
か
ら
全
く
関
心
を
払
わ
れ
な
か
っ
た
蜂
の
死
の
孤
独
な
姿
、
死
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
が

に
決
っ
た
運
命
を
脊
負
い
な
が
ら
怪
く
鼠
、
そ
し
て
又
い
も
り
の
余
り
に
も
偶
然

に
支
配
さ
れ
た
死
、
そ
こ
に
通
じ
る
も
の
は
人
間
を
も
含
め
て
の
「
生
き
物
の
も

つ
淋
し
さ
」
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
ど
う
や
ら
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
は
こ
こ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
す

辺
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
前
述
の
「
ヒ
う
く
動
く
桑
の
葉
」
は
薄
暗
が

り
の
中
で
の
「
種
神
秘
的
な
雰
囲
気
づ
く
り
の
為
の
も
の
と
思
え
る
。
こ
の
薄
暗

が
り
が
、
も
う
か
な
り
暗
か
っ
た
と
い
う
風
に
な
り
、
「
足
の
踏
む
感
覚
も
視
覚

を
離
れ
て
、
如
何
に
も
不
確
だ
つ
た
」
は
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
こ

れ
は
生
物
の
総
じ
て
持
つ
、
そ
の
淋
し
さ
や
そ
の
生
の
不
確
か
さ
に
通
じ
る
も
の

で
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

四
、
小
動
物
の
描
写

「
創
作
余
談
」
（
昭
・
三
）
に
は
、

一
「
城
の
崎
に
て
」
こ
れ
も
事
実
あ
り
の
ま
ま
の
小
説
で
あ
る
。
鼠
の
死
、

蜂
の
死
、
ゐ
も
り
の
死
、
皆
そ
の
時
数
塁
間
に
実
際
目
撃
し
た
事
だ
つ
た
。
そ

し
て
そ
れ
か
ら
受
け
た
感
じ
は
素
直
に
且
つ
正
直
に
書
け
た
つ
も
り
で
あ
る
。

所
謂
心
境
小
説
と
い
ふ
も
の
で
も
余
裕
か
ら
生
れ
た
心
境
で
は
な
か
っ
た
。

と
あ
る
。
蜂
と
鼠
の
描
写
の
こ
と
は
多
少
前
述
し
た
の
で
、
い
も
り
の
描
写
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

言
及
し
た
い
。
例
の
「
志
賀
日
記
」
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
1
（
大
正
二
年
）
十
月
三
十
日
　
木

　
蜂
の
死
と
鼠
の
竹
ク
シ
を
さ
、
れ
て
川
へ
な
げ
込
ま
れ
た
話
を
書
き
か
け
て
や

　
め
た
。

　
こ
れ
は
長
篇
の
尾
道
に
入
れ
る
つ
も
り
に
し
た

　
右
の
「
長
篇
の
尾
道
」
と
は
勿
論
「
時
任
謙
作
」
を
意
味
し
て
い
る
が
、
翌
日

の
十
月
三
十
一
日
の
項
に
は
「
こ
れ
は
次
の
日
の
夕
方
の
事
だ
つ
た
」
と
し
て
次

の
記
事
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
一
つ
つ
と
上
の
方
ま
で
歩
い
て
い
っ
た
。
岩
の
上
の
や
も
り
に
石
を
投
げ
た

　
ら
丁
度
頭
に
当
っ
て
「
寸
尻
尾
を
逆
立
て
＼
横
へ
這
っ
た
ぎ
り
で
死
ん
で
了
つ

　
た
、
（
夕
方
の
山
道
の
流
れ
の
ワ
キ
で
）

　
右
は
日
記
の
文
章
で
あ
る
が
同
じ
志
賀
の
手
に
成
る
「
城
の
崎
に
て
」
と
い
う

文
学
作
品
の
こ
こ
の
箇
所
の
文
章
を
引
い
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
も
り

　
一
石
は
こ
ツ
と
い
っ
て
か
ら
流
れ
に
落
ち
た
。
石
の
音
と
同
時
に
面
罵
は
四

　
寸
程
横
へ
跳
ん
だ
や
う
に
見
え
た
。
蝶
源
は
尻
尾
を
反
ら
し
、
高
く
上
げ
た
。

　
自
分
は
ど
う
し
た
の
か
し
ら
、
と
思
っ
て
見
て
み
た
。
最
初
石
が
当
っ
た
と
は

　
思
は
な
か
っ
た
。
蝶
鯨
の
反
ら
し
た
尾
が
自
然
に
静
か
に
下
り
て
来
た
。
す
る

　
と
肘
を
張
っ
た
や
う
に
し
て
傾
斜
に
堪
へ
て
、
前
へ
つ
い
て
み
た
両
の
前
足
の

　
指
が
内
へ
ま
く
れ
込
む
と
、
蝶
蠣
は
露
な
く
前
へ
の
め
っ
て
了
つ
た
。

　
何
と
い
う
違
い
で
あ
る
か
、
と
筆
者
は
思
っ
て
し
ま
う
。
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
引
用
の
日
記
の
文
は
単
な
る
事
実
の
メ
モ
で
あ
り
、
右
の
文
は
芸
術
作
品
た

る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
価
値
と
魅
力
の
一
半
は
こ
れ
等
小
動
物
の

リ
ア
ル
な
描
写
に
あ
る
こ
と
を
山
々
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
志
賀
は
周
知
の
如
く
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日
本
近
代
文
学
独
特
の
ジ
ャ
ン
ル
と
い
わ
れ
て
い
る
「
私
小
説
」
の
完
成
者
で
あ

　
　
か

り
、
且
つ
又
大
正
リ
ア
リ
ズ
ム
と
云
わ
れ
た
文
章
に
於
て
そ
の
最
高
の
模
範
、
そ

の
極
北
を
示
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
今
一
度

写
生
、
写
実
と
い
う
事
の
意
味
と
価
値
に
つ
い
て
一
考
し
た
い
。
蜂
や
鼠
や
い
も

り
の
姿
を
如
実
に
描
い
て
、
そ
こ
に
ど
の
様
な
価
値
が
存
す
る
の
か
。
難
し
い
問

題
で
あ
る
。
こ
こ
で
筆
者
は
絵
画
を
例
に
出
し
て
み
た
い
。
竹
内
栖
鳳
は
す
ず
め

の
絵
が
得
意
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
紙
の
上
に
絵
筆
を
落
と
し
た

ら
雀
に
な
っ
た
と
い
う
逸
話
も
あ
る
。
栖
鳳
描
く
と
こ
ろ
の
雀
の
絵
と
カ
ラ
ー
写

真
の
雀
と
何
処
が
違
う
の
で
あ
る
か
。
幼
稚
な
質
問
で
は
あ
ろ
う
が
詮
ず
る
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
い
た
い

う
そ
の
芸
術
的
価
値
の
相
違
と
い
う
事
に
な
る
だ
ろ
う
。
姿
、
形
態
を
た
だ
克
明

に
表
わ
し
た
丈
で
は
駄
目
な
の
で
、
作
者
の
主
観
を
通
し
て
そ
の
も
の
の
本
質
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち

迫
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
雀
の
姿
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
生
命
を
描
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
、
と
い
う
事
に
な
る
だ
ろ
う
。
蜂
を
描
い
て
、
鼠
を
描
い
て
、
そ
し

て
い
も
り
を
描
い
て
、
こ
の
「
城
の
崎
に
て
」
は
ど
こ
ま
で
そ
の
表
現
が
到
り
得

て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
近
代
文
学
中
の
白
眉
な
り
と
云
い
得
る
も
の
で
あ
ろ

う
と
筆
者
は
確
信
し
て
い
る
。

る
親
し
み
」
を
覚
え
、
「
死
の
静
か
さ
」
を
書
き
た
い
要
求
が
起
っ
て
、
そ
の
為

に
執
筆
中
の
「
時
任
謙
作
」
の
主
人
公
の
考
え
と
違
い
が
生
じ
て
書
き
す
す
め
ら

れ
な
く
な
り
、
夏
目
漱
石
の
朝
日
新
聞
へ
の
執
筆
要
請
を
遂
に
断
念
謝
絶
の
や
む

な
き
に
至
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
も
と
で
志
賀
は
実
際
、
三
年
半
の
間
作
品
発
表
を

止
め
た
。
そ
う
し
た
沈
黙
を
破
っ
て
発
表
さ
れ
た
こ
の
作
品
に
は
そ
の
経
過
が
語

ら
れ
「
謙
作
」
を
脱
却
、
生
長
し
た
主
人
公
の
心
境
が
述
べ
ら
れ
る
。
内
容
的
に

は
温
泉
宿
で
見
聞
き
し
た
小
簾
の
姿
が
特
に
そ
の
死
に
焦
点
を
当
て
ら
れ
て
描
か

れ
る
。
蜂
の
孤
独
な
死
、
鼠
の
必
死
の
動
騒
、
そ
し
て
い
も
り
の
余
り
も
偶
然
的

　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
が

な
死
が
志
賀
自
身
の
怪
我
の
体
験
を
通
し
そ
の
主
観
に
裏
打
ち
さ
れ
て
「
生
物
の

持
つ
淋
し
さ
と
生
存
の
不
確
か
さ
」
と
い
う
テ
ー
マ
ー
が
う
ち
出
さ
れ
た
。
こ
の

と
き
の
小
岩
物
だ
ち
の
姿
の
描
写
が
そ
の
面
で
の
最
高
の
模
範
を
示
す
程
の
水
準

に
達
し
そ
の
芸
術
性
を
発
揮
し
た
。
右
の
こ
と
が
渾
然
と
し
て
簡
潔
を
き
わ
め
た

作
品
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
の
作
品
の
意
義
と
価
値
と
が
存

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
た

し
、
漱
石
の
好
意
に
応
え
る
に
足
る
芸
術
家
と
し
て
の
真
の
回
答
が
あ
る
こ
と
を

重
ね
て
述
べ
て
置
き
た
い
。
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五
、
む
　
す
　
び

　
「
城
の
崎
に
て
」
と
い
う
作
品
は
、
大
正
二
年
八
月
十
五
日
に
作
者
が
山
の
手

　
　
　
　
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
と

線
の
電
車
に
跳
ね
ら
れ
る
と
い
う
稀
禍
に
会
い
、
そ
の
後
養
生
の
た
め
一
人
で
城

の
崎
温
泉
に
出
掛
け
た
体
験
を
そ
の
ま
ま
作
品
の
材
料
に
採
り
上
げ
て
成
っ
た
も

の
で
あ
る
。
九
死
に
一
生
を
得
た
体
験
か
ら
作
者
は
今
ま
で
に
な
い
「
死
に
対
す

　
　
　
　
　
志
賀
直
哉
「
城
の
崎
に
て
」
の
鑑
賞

七


