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自
分
は
現
代
の
作
家
の
中
で
、
一
番
志
賀
氏
を
尊
敬
し
て
い
る
。
尊
敬
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
氏

の
作
品
が
、
一
番
好
き
で
あ
る
。
自
分
の
信
念
の
通
り
に
言
え
ば
、
志
賀
氏
は
現
在
の
日
本
の
文
壇
で
は
、

最
も
傑
出
し
た
作
家
の
一
人
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　
自
分
は
、
「
白
樺
」
の
創
刊
時
代
か
ら
志
賀
氏
の
作
品
を
愛
し
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
六
、
七
年
に
な
る
。

そ
の
間
に
自
分
は
か
つ
て
愛
読
し
て
い
た
他
の
多
く
の
作
家
（
日
本
と
外
国
と
を
合
せ
て
）
に
、
幻
滅
を

感
じ
た
り
愛
想
を
尽
か
し
た
り
し
た
。
が
、
志
賀
氏
の
作
品
に
対
す
る
自
分
の
心
持
だ
け
は
変
っ
て
い
な

い
。
こ
れ
か
ら
も
変
る
ま
い
と
思
う
。

　
自
分
が
志
賀
氏
に
対
す
る
尊
敬
や
、
好
愛
は
殆
ど
絶
対
的
な
も
の
で
従
っ
て
自
分
は
こ
の
文
章
に
お
い

て
も
志
賀
氏
の
作
品
を
批
評
す
る
積つも
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
志
賀
氏
の
作
品
に
就
い
て
自
分
の
感
じ
て
い

る
事
を
、
述
べ
て
見
た
い
だ
け
で
あ
る
。

　
志
賀
氏
は
、
そ
の
小
説
の
手
法
に
お
い
て
も
、
そ
の
人
生
の
見
方
に
お
い
て
も
、
根
柢
に
お
い
て
リ
ア

リ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
充
分
確
信
を
以
て
言
っ
て
も
い
い
と
思
う
。
が
、
氏
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、

文
壇
に
お
け
る
自
然
派
系
統
の
老
少
幾
多
の
作
家
の
持
っ
て
い
る
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、
似
て
も
似
つ
か
ぬ
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よ
う
に
自
分
に
思
わ
れ
る
。
先
ず
手
法
の
点
か
ら
言
っ
て
見
よ
う
。
リ
ア
リ
ズ
ム
を  

標    

榜  

ひ
ょ
う
ぼ
う

す
る
多
く

の
作
家
が
、
描
か
ん
と
す
る
人
生
の
凡すべ
て
の
些
末
事
を
、
ゴ
テ
ゴ
テ
と
何
ら
の
撰
択
も
な
く
並
べ
立
て
る

に
比
し
て
、
志
賀
氏
の
表
現
に
は
厳
粛
な
手
堅
い
撰
択
が
行
わ
れ
て
い
る
。
志
賀
氏
は
惜
し
み
過
ぎ
る
と

思
わ
れ
る
く
ら
い
、
そ
の
筆
を
惜
し
む
。
一
措
も
忽
ゆ
る
が
せに
し
な
い
よ
う
な
表
現
の
厳
粛
さ
が
あ
る
。
氏
は
描

か
ん
と
す
る
事
象
の
中
、
真
に
描
か
ね
ば
な
ら
ぬ
事
し
か
描
い
て
い
な
い
。
或
事
象
の
急
所
を
グ
イ
グ
イ

と
書
く
だ
け
で
あ
る
。
本
当
に
描
か
ね
ば
な
ら
ぬ
事
し
か
描
い
て
い
な
い
と
い
う
事
は
、
氏
の
表
現
を
飽

く
ま
で
も
、
力
強
い
も
の
に
し
て
い
る
。
氏
の
表
現
に
現
わ
れ
て
い
る
力
強
さ
は
簡
素
の
力
で
あ
る
。
厳

粛
な
表
現
の
撰
択
か
ら
く
る
正
確
の
力
強
さ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
氏
の
表
現
は
、
氏
の
作
品
の
随
所
に
見

ら
れ
る
が
、
試
み
に
「
好
人
物
の
夫
婦
」
の
書
出
し
の
数
行
を
抜
い
て
見
よ
う
。

　
「
深
い
秋
の
静
か
な
晩
だ
つ
た
。
沼
の
上
を
雁
が
啼な
い
て
通
る
。
細
君
は
食
卓
の
上
の
洋
燈
を
端
の
方

　
に
引
き
寄
せ
て
其そ
の
下
で
針
仕
事
を
し
て
居
る
。
良
人
は
其
傍
に
長
々
と
仰
向
け
に
寝
こ
ろ
ん
で
ぼ
ん

　
や
り
と
天
井
を
眺
め
て
居
た
。
二
人
は
長
い
間
黙
つ
て
居
た
。
」

　
何
と
い
う
冴
え
た
表
現
で
あ
ろ
う
と
、
自
分
は
こ
の
数
行
を
読
む
度
に
感
嘆
す
る
。
普
通
の
作
家
な
れ

ば
、
数
十
行
乃
至
数
百
行
を
費
し
て
も
、
こ
う
し
た
情
景
は
浮
ば
な
い
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
リ
ア
リ
ズ
ム

の
作
家
に
こ
う
し
た
洗
練
さ
れ
た
立
派
な
表
現
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
志
賀
氏
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
、
氏
独
特
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の
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
は
、
こ
う
し
た
点
か
ら
で
も
言
い
得
る
と
思
う
。
氏
は
、
こ
の
数
行
に
お
い
て
、

多
く
を
描
い
て
い
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
数
行
に
お
い
て
、
淋
し
い
湖
畔
に
お
け
る
夫
婦
者
の
静
寂
な
生

活
が
、
如い
何か
に
も
溌
剌
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
何
と
い
う
簡
潔
な
力
強
い
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ
う

し
た
立
派
な
表
現
は
、
氏
の
作
品
を
探
せ
ば
何
処
に
で
も
あ
る
が
、
も
う
一
つ
「
城
の
崎
に
て
」
か
ら
例

を
引
い
て
見
よ
う
。

　
「
自
分
は
別
に
い
も
り
を
狙
は
な
か
つ
た
。
ね
ら
つ
て
も
迚とて
も
当
ら
な
い
程
、
ね
ら
つ
て
投
げ
る
事
の

　
下
手
な
自
分
は
そ
れ
が
当
る
事
な
ど
は
全
く
考
へ
な
か
つ
た
。
石
は
コ
ツ
と
い
つ
て
か
ら
流
れ
に
落
ち

　
た
。
石
の
音
と
共
に
同
時
に
い
も
り
は
四
寸
程
横
へ
飛
ん
だ
や
う
に
見
え
た
。
い
も
り
は
尻
尾
を
反そ
ら

　
し
て
高
く
上
げ
た
。
自
分
は
ど
う
し
た
の
か
し
ら
、
と
思
つ
て
居
た
。
最
初
石
が
当
つ
た
と
は
思
は
な

　
か
つ
た
。
い
も
り
の
反
ら
し
た
尾
が
自
然
に
静
か
に
下
り
て
来
た
。
す
る
と
ひ
ぢ
を
張
つ
た
や
う
に
、

　
傾
斜
に
た
へ
て
前
へ
つ
い
て
ゐ
た
両
の
前
足
の
指
が
内
へ
ま
く
れ
込
む
と
、
い
も
り
は
力
な
く
前
へ
の

　
め
つ
て
し
ま
つ
た
。
尾
は
全
く
石
へ
つ
い
た
。
も
う
動
か
な
い
。
い
も
り
は
死
ん
で
了しま
つ
た
。
自
分
は

　
飛
ん
だ
事
を
し
た
と
思
つ
た
。
虫
を
殺
す
事
を
よ
く
す
る
自
分
で
あ
る
が
、
そ
の
気
が
全
く
な
い
の
に

　
殺
し
て
了
つ
た
の
は
自
分
に
妙
な
い
や
な
気
を
さ
し
た
。
」

　
殺
さ
れ
た
い
も
り
と
、
い
も
り
を
殺
し
た
心
持
と
が
、
完
璧
と
言
っ
て
も
偽
で
は
な
い
程
本
当
に
表
現
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さ
れ
て
い
る
。
客
観
と
主
観
と
が
、
少
し
も
混
乱
し
な
い
で
、
両
方
と
も
、
何
処
ま
で
も
本
当
に
表
現
さ

れ
て
い
る
。
何
の
文
句
一
つ
も
抜
い
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
如
何
な
る
文
句
を
加
え
て
も
蛇
足
に
な
る
よ

う
な
完
全
し
た
表
現
で
あ
る
。
こ
の
表
現
を
見
て
も
分
る
事
だ
が
、
志
賀
氏
の
物
の
観
照
は
、
如
何
に
も

正
確
で
、
澄
み
切
っ
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
澄
み
切
っ
た
観
照
は
志
賀
氏
が
真
の
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
一

つ
の
有
力
な
証
拠
だ
が
、
氏
は
こ
の
観
照
を
如
何
な
る
悲
し
み
の
時
に
も
、
欣
よ
ろ
こび
の
時
に
も
、
必
死
の
場

合
に
も
、
眩くら
ま
さ
れ
は
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
誰
か
が
言
っ
た
よ
う
に
記
憶
す
る
が
、
「
和
解
」

の
中
、
和
解
の
場
面
で
、

「
『
え
ゝ
』
と
自
分
は
首
肯
う
な
づ
い
た
。
そ
れ
を
見
る
と
母
は
急
に
起
上
つ
て
来
て
自
分
の
手
を
堅
く
握
り
し

め
て
、
泣
き
な
が
ら
『
あ
り
が
た
う
。
順
吉
、
あ
り
が
た
う
』
と
云
つ
て
自
分
の
胸
の
所
で
幾
度
か
頭
を

下
げ
た
。
自
分
は
仕
方
が
な
か
つ
た
か
ら
其
頭
の
上
で
お
辞
儀
を
す
る
と
丁
度
頭
を
上
げ
た
母
の
束
髪
へ

口
を
ぶ
つ
け
た
。
」
と
描
い
て
あ
る
所
な
ど
、
氏
が
如
何
な
る
場
合
に
も
、
そ
の
リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
の

観
照
を
曇
ら
せ
な
い
事
を
充
分
に
語
っ
て
い
る
。

　
志
賀
氏
の
観
照
は
飽
く
ま
で
も
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
で
あ
り
、
そ
の
手
法
も
根
柢
に
お
い
て
リ
ア
リ
ズ
ム

で
あ
る
事
は
、
前
述
し
た
通
り
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
全
然
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
家
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
は
決

し
て
そ
う
は
思
わ
な
い
。
普
通
の
リ
ア
リ
ス
ト
と
烈
し
く
相
違
し
て
い
る
点
は
、
氏
が
人
生
に
対
す
る
態
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度
で
あ
り
、
氏
が
人
間
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。
普
通
の
リ
ア
リ
ス
ト
の
人
生
に
対
す
る
態
度
人
間
に
対

す
る
態
度
が
冷
静
で
過
酷
で
、
無
関
心
で
あ
る
に
反
し
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
チ
ッ
ク
な
温
味
を
持
っ
て
い

る
。
氏
の
作
品
が
常
に
自
分
に
、
清
純
な
快
さ
を
与
え
る
の
は
、
実
に
こ
の
温
味
の
た
め
で
あ
る
。
氏
の

表
現
も
観
照
も
飽
く
ま
で
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
で
あ
る
。
が
そ
の
二
つ
を
総
括
し
て
い
る
氏
の
奥
底
の
心
は
、

飽
く
ま
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
チ
ッ
ク
で
あ
る
。
氏
の
作
品
の
表
面
に
は
人
道
主
義
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
お

く
び
に
も
出
て
い
な
い
。
が
、
本
当
に
氏
の
作
品
を
味
読
み
ど
く
す
る
者
に
と
っ
て
、
氏
の
作
品
の
奥
深
く
鼓
動

す
る
人
道
主
義
的
な
温
味
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
世
の
中
に
は
、
作
品
の
表
面
に
は
、
人

道
主
義
の
合
言
葉
や
旗
印
が
山
の
如
く
積
ま
れ
て
あ
り
な
が
ら
、
少
し
く
奥
を
探
る
と
、
醜
い
エ
ゴ
イ
ズ

ム
が  

蠢    

動  

し
ゅ
ん
ど
う

し
て
い
る
よ
う
な
作
品
も
決
し
て
少
く
は
な
い
。
が
、
志
賀
氏
は
、
そ
の
創
作
の
上
に
お

い
て
決
し
て
愛
を
説
か
な
い
が
氏
は
愛
を
説
か
ず
し
て
た
だ
黙
々
と
愛
を
描
い
て
い
る
。
自
分
は
志
賀
氏

の
作
品
を
読
ん
だ
時
程
、
人
間
の
愛
す
べ
き
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
は
な
い
。

　
氏
の
作
品
が
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
普
通
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
違
っ
て
い
る
点
を
説

く
の
に
は
氏
の
短
篇
な
る
「
老
人
」
を
考
え
て
見
る
と
い
い
。

　
こ
れ
は
、
も
う
七
十
に
近
い
老
人
が
、
老
後
の
淋
し
さ
を
紛まぎ
ら
す
た
め
に
芸
者
を
受
け
出
し
て
妾
に
置

く
。
芸
者
は
、
若
い
者
に
受
け
出
さ
れ
る
よ
り
も
老
先
の
短
い
七
十
の
老
人
に
受
け
出
さ
れ
る
方
が
、
自
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由
に
な
る
期
が
早
い
と
い
っ
た
よ
う
な
心
持
で
、
老
人
の
妾
に
な
る
。
最
初
の
三
年
の
契
約
が
切
れ
て
も

老
人
は
そ
の
妾
と
離
れ
ら
れ
な
い
。
女
も
情
夫
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
老
人
と
約
束
通
り
に
別
れ
る
事
が
残

酷
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
、
一
年
延
ば
す
事
を
承
諾
す
る
。
一
年
が
経
つ
。
そ
の
う
ち
に
女
は
情
夫
の
子
を

産
む
。
今
度
は
女
の
方
か
ら
一
年
の
延
期
を
言
い
出
す
。
そ
し
て
又
一
年
経
つ
裡うち
に
女
は
情
夫
の
第
二
の

子
を
産
む
。
そ
し
て
今
度
は
老
人
の
方
か
ら
延
期
を
申
出
す
。
そ
し
て
そ
の
一
年
の
終
に
老
人
は
病
死
し

て
妾
に
少
か
ら
ぬ
遺
産
を
残
す
。
そ
し
て
作
品
は
次
の
よ
う
な
文
句
で
終
る
。

　
「
四
月
の
後
、
嘗か
つ
て
老
人
の
坐
つ
た
座
蒲
団
に
は
公
然
と
子
供
等
の
父
な
る
若
者
が
坐
る
や
う
に
な

　
つ
た
。
其
背
後
の
半
間
の
間
に
は
羽
織
袴
で
キ
チ
ン
と
坐
つ
た
老
人
の
四
つ
切
り
の
写
真
が
額
に
入
つ

　
て
立
つ
て
居
る
…
…
」

　
こ
の
題
材
は
、
も
し
自
然
派
系
の
作
家
が
扱
っ
た
な
ら
ば
、
ど
ん
な
に
皮
肉
に
描
き
出
し
た
だ
ろ
う
。

老
人
が
ど
ん
な
に
い
た
ま
し
く
嘲
笑
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
が
、
志
賀
氏
は
か
か
る
皮
肉
な
題
材
を
描
き
な
が

ら
、
老
人
に
対
し
て
も
妾
に
対
し
て
も
充
分
な
愛
撫
を
与
え
て
い
る
。
「
老
人
」
を
読
ん
だ
人
は
老
人
に

も
同
情
し
、
妾
を
も
尤
も
っ
とも
だ
と
思
い
、
そ
の
中
の
何
人
に
も
人
間
ら
し
い
親
し
み
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
。
情
夫
の
子
を
、
老
人
の
子
と
し
て
、
老
人
の
遺
産
で
養
っ
て
行
こ
う
と
す
る
妾
に
も
、
我

等
は
何
ら
の
不
快
も
感
じ
な
い
。
も
し
、
自
然
派
系
の
作
家
が
扱
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
題
材
は
む
し
ろ
読
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者
に
必
ず
あ
る
不
快
な
人
生
の
一
角
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
。
が
、
志
賀
氏
の
「
老
人
」
の
世
界
は
、
何
処

ま
で
も
人
間
的
な
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
々
は
老
後
の
淋
し
さ
に
も
、
妾
の
心
持
に
も
限
り
な
く
引

付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
氏
の
作
品
の
根
柢
に
横
た
わ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
チ
ッ
ク
な
温
味
は
「
和
解
」
に

も
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
に
も
「
出
来
事
」
に
も
「
大
津
順
吉
」
な
ど
に
も
あ
る
。
他
の
心
理
を
描
い
た
作

品
に
も
充
分
見
出
さ
れ
る
と
思
う
。

　
氏
の
作
品
が
、
普
通
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
品
と
違
っ
て
一
種
の
温
か
み
を
有
し
て
い
る
事
は
、
前
に
述

べ
た
が
、
氏
の
作
品
の
背
景
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
は
、
そ
れ
だ
け
と
は
思
わ
な
い
。
氏

の
作
品
の
頼
も
し
さ
力
強
さ
は
、
氏
の
作
品
を
裏
付
け
て
い
る
志
賀
直
哉
氏
の
道
徳
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
自
分
は
耽
美
主
義
の
作
品
、
或
は
心
理
小
説
、
単
な
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
品
に
あ
る
種
の
物
足
ら
な
さ

を
感
ず
る
の
は
、
そ
の
作
品
に
道
徳
性
の
欠
乏
し
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
と
思
う
。
あ
る
通
俗
小
説
を

書
く
人
が
「
通
俗
小
説
に
は
道
徳
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
っ
た
と
い
う
事
を
耳
に
し
た
が
、
凡すべ
て

の
小
説
は
あ
る
種
の
道
徳
を
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
志
賀
氏
の
作
品
の
力
強
さ
は
志
賀
氏
の
作

品
の
底
に
流
れ
て
い
る
氏
の
道
徳
の
た
め
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
氏
の
懐
い
て
い
る
道
徳
は
「  

人  

間  

性  

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ

の
道
徳
」
だ
と
自
分
は
解
し
て
い
る
。
が
、
そ
の
内
で
氏
の

9



作
品
の
中
で
、
最
も
目
に
着
く
も
の
は
正
義
に
対
す
る
愛
（Love of justice

）
で
は
な
い
か
と
思
う
。
義
た
だ

し
さ
で
あ
る
。
人
間
的
な
「
義
し
さ
」
で
あ
る
。
「
大
津
順
吉
」
や
「
和
解
」
の
場
合
に
は
そ
れ
が
最
も

著いち
じ
る
し
い
と
思
う
。
「
和
解
」
は
或
る
意
味
に
お
い
て
「
義
し
さ
」
を
愛
す
る
事
と
、
子
と
し
て
の
愛
と
の

恐
る
べ
き
争
闘
と
そ
の
融
合
で
あ
る
。
が
、
「
和
解
」
を
除
い
た
他
の
作
品
の
場
合
に
も
、
人
間
的
な
義

し
さ
を
愛
す
る
心
が
、
随
所
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
が
、
前
に
言
っ
た
人
道
主
義
的
な
温
味
が
あ
る
と
い
う
の
も
、
今
言
っ
た
「
義
し
さ
」
に
対
す
る
愛
が

あ
る
と
い
う
事
も
も
っ
と
端
的
に
言
え
ば
、
志
賀
氏
の
作
品
の
背
後
に
は
、
志
賀
氏
の
人
格
が
あ
る
と
言

っ
た
方
が
一
番
よ
く
判
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
作
品
に
在
る
温
味
も
力
強
さ
も
、
こ
の
人
格
の
所
産

で
あ
る
と
言
っ
た
方
が
一
番
よ
く
判
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
。

　
志
賀
氏
の
作
品
は
、
大
体
に
お
い
て
、
二
つ
に
別わか
つ
事
が
出
来
る
。
そ
れ
は
氏
が
特
種
な
心
理
や
感
覚

を
扱
っ
た
「
剃
刀
」
「
児
を
盗
む
話
」
「
范
の
犯
罪
」
「
正
義
派
」
な
ど
と
、
氏
自
身
の
実
生
活
に
よ
り

多
く
交
渉
を
持
つ
ら
し
い
「
母
の
死
と
新
し
い
母
」
「
憶
ひ
出
し
た
事
」
「
好
人
物
の
夫
婦
」
「
和
解
」

な
ど
と
の
二
種
で
あ
る
。
志
賀
氏
の
人
格
的
背
景
は
後
者
に
お
い
て
濃
厚
で
あ
る
。
が
前
者
も
、
そ
の
芸

術
的
価
値
に
お
い
て
は
決
し
て
、
後
者
に
劣
ら
な
い
と
思
う
。
氏
は
、
そ
の
手
法
と
観
照
に
お
い
て
、
今

の
文
壇
の
如
何
な
る
リ
ア
リ
ス
ト
よ
り
も
、
も
っ
と
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
で
あ
り
、
そ
の
本
当
の
心
に
お
い

10志賀直哉氏の作品



て
、
今
の
文
壇
の
如
何
な
る
人
道
主
義
者
よ
り
も
、
も
っ
と
人
道
主
義
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

れ
は
少
く
と
も
自
分
の
信
念
で
あ
る
。

　
志
賀
氏
は
、
実
に
う
ま
い
短
篇
を
書
く
と
思
う
。
仏
蘭
西
の
メ
リ
メ
あ
た
り
の
短
篇
、
露
国
の
チ
ェ
ホ

フ
や
独
逸
の
リ
ル
ケ
や
ウ
ィ
ー
ド
な
ど
に
劣
ら
な
い
程
の
短
篇
を
描
く
と
思
う
。
こ
れ
は
決
し
て
自
分
の

 

過  

賞 

か
し
ょ
う

で
は
な
い
。
自
分
は
鴎
外
博
士
の
訳
し
た
外
国
の
短
篇
集
の
『
十
人
十
話
』
な
ど
を
読
ん
で
も
、

志
賀
氏
の
も
の
よ
り
拙
い
も
の
は
沢
山
あ
る
よ
う
に
思
う
。
日
本
の
文
壇
は
外
国
の
物
だ
と
無
条
件
で
い

い
物
と
し
て
い
る
が
、
そ
ん
な
馬
鹿
な
話
は
な
い
と
思
う
。
志
賀
氏
の
短
篇
な
ど
は
、
充
分
世
界
的
な
レ

ヴ
ェ
ル
ま
で
行
っ
て
い
る
と
思
う
。
志
賀
氏
の
作
品
か
ら
受
く
る
く
ら
い
の
感
銘
は
、
そ
う
横
文
字
の
作

家
か
ら
で
も
容
易
に
は
得
ら
れ
な
い
よ
う
に
自
分
は
思
う
。
短
篇
の
中
で
も
「
老
人
」
は
原
稿
紙
な
ら
七

八
枚
の
も
の
ら
し
い
が
、
実
に
い
い
。
説
明
ば
か
り
だ
が
実
に
い
い
（
説
明
は
ダ
メ
飽
く
ま
で
描
写
で
行

か
ね
ば
な
ら
ぬ
な
ど
と
言
う
人
は
一
度
是
非
読
む
必
要
が
あ
る
）
。
「
出
来
事
」
も
い
い
。
何
で
も
な
い

事
を
描
い
て
い
る
の
だ
が
い
い
。
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
も
い
い
と
思
う
。

　
志
賀
氏
の
作
品
の
中
で
は
「
赤
西
蠣
太
」
と
か
「
正
義
派
」
な
ど
が
少
し
落
ち
は
し
な
い
か
と
思
う
。

　
色
々
ま
だ
言
い
た
い
事
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
止
め
て
お
こ
う
。
と
も
か
く
、
自
分
の
同
時
代
の
人
と
し
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て
志
賀
氏
が
い
る
と
い
う
事
は
、
如
何
に
も
頼
も
し
く
か
つ
欣
よ
ろ
こば
し
い
事
だ
と
自
分
は
思
う
。

　
最
後
に
ち
ょ
っ
と
言
っ
て
お
く
が
、
自
分
は
こ
の
文
章
を
、
志
賀
氏
の
作
品
に
対
す
る
敬
愛
の
意
を
表

す
る
た
め
に
の
み
書
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
一
八
年
十
一
月
）
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