
(1)

志
賀
直
哉
の
初
期
作
品
に
見
る
ロ
ー
カ
ル
受
容
の
様
相

―
―
「あ
る

一
頁
」
「清
兵
衛
と
瓢
箪
」
習
ルを
盗
む
話
」
を
中
心
に
し
て
―
―

は

じ

め

に

志
賀
直
哉
の
生
涯
に
お
い
て
、
頻
繁
に
引
越
し
が
行
わ
れ
た
と
い
う
伝
記
的
事
実
は
あ
ま
り
に

も
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
転
居
歴
は
晩
年
の
談
話
記
録

「転
居
二
十
三
回
」
翁
心
』
第
十

一
巻
七

号

［満
十
周
年
記
念
特
輯
］
、
昭
和
三
十
三

・
七
）
に
も
詳
し
い
。
年
少
期
は
父
の
仕
事
や
都
合

に
伴

っ
て
、
壮
年
期
か
ら
は
独
立
し
て
自
ら
の
家
族
を
伴
う
も
の
で
主
体
的
な
転
住
だ
っ
た
と
い

え
る
。

と
こ
ろ
で
、
転
居
は
字
義
的
に
言
う
と
、
居
を
変
え
る
、
住
ま

い
を
変
え
る
と

い
う
こ
と
だ

が
、
志
賀
は
若
い
時
分
よ
り
旅

へ
の
嗜
好
も
強
く
、　
一
時
的
に
居
を
変
え
る
と
い
う
な
ら
ば
、
旅

行
の
体
験
も
入

っ
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
先
の

「転
居
二
十
三
回
」
に
は
、
旅
と
も
転
居
と

も

つ
か
な
い
よ
う
な
、
志
賀
の
若
い
頃
に
頻
繁
に
遂
行
さ
れ
た

″
地
方
行
き
″
の
経
験
も
入
れ
ら

れ
て
お
り
、
晩
年
の
志
賀
の
意
識
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
は
確
固
た
る

″
転
居
″
と
認
識
し
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
そ
の
志
賀
の
青
年
期
―
明
治
四
十
年
代
か
ら
大
正
初
期
に
か
け

て
―
に
お
け
る
地
方
行
き
で
あ
る
。
明
治
期
以
降
、
日
本
は
東
京
に
政
治
を
置
き
、
東
京
を
中
心

と
し
て
国
が
整
備
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
だ
が
、
中
心
化
さ
れ
て
い
く
東
京
と
そ
れ
以
外
と
の

地
域
と
の
差
は
当
然
生
じ
て
き
て
い
た
事
は
容
易
に
予
想
で
き
る
。

よ

っ
て
現
在
よ
り
も
都
心
と
地
方
の
生
活
格
差
が
激
し
い
だ
ろ
う
当
時
に
、
東
京
在
住
の
青
年

が

一
時
的
で
も
地
方

へ
住
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
で
何
か
し
ら
の
認
識
摩
擦
が
生
ま
れ
る
こ

明

と
が
想
像
で
き
は
し
ま
い
か
。
そ
し
て
地
方
経
験
の
元
に
書
か
れ
た
作
品
に
は
、
い
か
に
書
き
手

と
し
て
地
方
を
汲
み
取
り
受
容
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
拒
否
し
た
の
か
な
ど
と
い
っ
た
見
方
も
出

来
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
志
賀
に
は
京
都
行
き
、
尾
道
行
き
と
い
う
比
較
的
短
時
間
で
終
わ

っ
た

地
方

へ
の
転
居
経
験
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
い
く
つ
か
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は

「あ

る

一
頁
」
（明
治
４４

・
６

『白
樺
Ｌ

「清
兵
衛
と
瓢
箪
」
（大
正
２

・
１

・
１

『読
売
新
聞
Ｌ

「児

を
盗
む
話
」
（大
正
３

・
４

『白
樺
Ｌ

と
い
っ
た
、
い
ず
れ
も
伝
記
的
事
実
と
結
び
付
け
ら
れ
る

形
で
読
ま
れ
て
き
た
作
品
ば
か
り
で
、
「あ
る

一
頁
」
は
志
賀
の
京
都
行
き
の
体
験
を
下
敷
き
に

さ
れ
た
も
の
で
、
後
の
二
作
品
は
尾
道

へ
行

っ
た
際
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
従
来

の
読
み
に
反
し
て
、
地
方
体
験
と
い
う
視
点
か
ら
、
作
品
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
い
く
こ
と
と
す

る
。
志
賀
の
作
品
に
表
れ
る
地
方
の
姿
は
如
何
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

１

「
あ

る

一
頁
」

に
お
け

る
擬
似
的
京
都

「あ
る

一
頁
」
は
草
稿
の
段
階
で
は
、
コ

日
ニ
タ
晩
の
記
」
と
題
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ

か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
作
品
内
容
と
し
て
は
非
常
に
短
い
時
間
内
の
出
来
事
を
描
い
た
も
の
で
あ

る
。
家
族
、
友
人
た
ち
に
仰
々
し
く
見
送
ら
れ

「
一
週
間
位
で
は
帰
れ
な
い
ネ
」
と
笑
う

「彼
」

だ

っ
た
が
、
実
際
は
直
ぐ
に
戻

っ
て
く
る
、
と
い
っ
た
話
の
顛
末
と
な
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
、

行

っ
た
先
の
京
都

へ

「彼
」
が
感
じ
る
違
和
感
で
あ
る
。
そ
の
違
和
感
は
、
到
着
し
て
間
も
な

荒
神
橋
と
命
じ
て
車
に
乗
る
。
其
頃
か
ら
彼
は
急
に
寂
し
い
、
イ
ヤ
な
心
持
に
な
つ
て
来
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た
。
彼
は
九
月
初
旬
の
京
都
と
云
ふ
も
の
が
余
り
に
世
帯
染
み
た
姿
に
な
つ
て
ゐ
る
の
が
、

こ
れ
ま
で
晴
着
に
着
飾

っ
た
春
ば
か
り
に
来
た
自
分
に
こ
ん
な
心
持
を
さ
せ
る
の
か
も
知
れ

ぬ
と
考

へ
た
。
含
こ

と
い
っ
た
、
マ
イ
ナ
ス
の
印
象
を
持
つ
こ
と
に
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
こ
こ
で
は
、
そ
う
考
え

る
の
は
季
節
せ
い
だ
と
自
身

へ
の
言
い
聞
か
せ
を
行
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「彼
」
に
と

っ
て
京
都
は
初
め
て
訪
れ
た
場
所
で
は
な
く
、
か
つ
て
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
記
憶
を
持

っ
て
い
る

街
で
あ
る
。

到
着
後
直
ぐ
、
京
都
に
落
ち
着
く
場
所
と
し
て
住
ま
う
家
を
捜
し
始
め
る
の
だ
が
、
な
か
な
か

思
う
よ
う
に
見
つ
か
ら
ず
難
航
を
極
め
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
「彼
」

は
知

っ
て
い
る
は
ず
の
京
都
の
中
で

「落
塊
し
て
放
浪
」
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
感
覚
を
持
ち
始

め
る
。
そ
れ
は
京
都
に
お
け
る
道
筋
を

「御
所
の
横
か
ら
高
等
女
学
校
の
前
を
過
ぎ
て
、
車
は
右

に
折
れ
た
」
「も
と
来
た
方

へ
引
き
還
し
た
」
な
ど
と
詳
細
に
描
写
す
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る

と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
見
た
で
あ
ろ
う
街
の
風
景
を
わ
ざ
わ
ざ
描
き
出
そ
う
と
す
る
の
は
、
そ

れ
が
身
近
で
馴
染
ん
だ
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
風
景
に
距
離
を
感
じ
る
か
ら
こ

そ
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
京
都
側
も
ま
た
彼
を

「知
ら
な
い
」
、
と

い
え
る
。
例
え
ば
、
京
都
の
法
科
大
学
に
通

う
か

つ
て
の
同
級
生
で
あ
る

「今
泉
」
を
見
か
け
た
際
、
知
り
合

い
な

の
に
も
か
か
わ
ら
ず

「彼
」
は

「今
泉
」
に
見
出
さ
れ
ず
、
自
ら
声
を
掛
け
て
い
く
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
り
、
家

主
に
身
分
証
明
を
求
め
ら
れ
た
り
な
ど
す
る
。
家
探
し
が
難
航
す
る
の
も

一
つ
だ
が
、
こ
れ
ら
か

ら

「彼
」
が
京
都
に
お
い
て
、
全
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
姿
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
京
都
は
志
賀
に
と

っ
て
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
か

っ
た
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
の
だ
が
、
そ
れ
は
言
葉
の
受
容
の
問
題
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
次
の

一
文
は
、
「彼
」

と
京
都
の
人
間
と
の
会
話
で
あ
る
。

彼
は
前
年
の
春

一
度
泊
つ
た
事
の
あ
る
四
条
小
橋
を
下
つ
た
所
の
宿

へ
行
く
つ
も
り
だ

つ

た
。
車
掌
が
、

「何
処
で
す
か
」
と
い
ふ
の
に
、

「
よ
条
小
橋
」
と
云

つ
た
ら
、

「
四
条
小
橋
で
す
か
」
と
直
ぐ
云
い
直
さ
れ
た
。
彼
は
何
だ
か
み
ん
な
が
寄
つ
て
た
か
つ

て
乃
公
を
侮
辱
す
る
の
だ
と
云
ふ
気
が
し
て
来
た
。
（七
）

こ
の
よ
う
に
、
京
都
独
自
の
言
い
方
に
わ
ざ
わ
ざ
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
気
付

く
こ
と
と
し
て
、
こ
の
場
面
も
含
め
て
い
わ
ゆ
る
京
都
弁
と
い
わ
れ
る
方
言
で
も

っ
て
、
京
都
の

人
々
の
会
話
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
殆
ど
が
、
「彼
」
と
変
わ
ら
な
い
言
い
ぶ

り
と
言
え
る
。
方
言
な
ど
の
言
語
に
対
す
る
受
容
傾
向
に
も
、
京
都

へ
の
拒
否
的
な
姿
勢
が
見
ら

れ
る
と
い
え
ま
い
か
。

「あ
る

一
頁
」
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
町
だ

っ
た
京
都
で
あ
る
が
、
「彼
」

が
住
も
う
と
す
る
時
、
途
端
京
都
は
町
全
体
で
彼
を
拒
絶
し
て
く
る
。
そ
れ
は
彼
の
心
理
の
反
映

と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
作
品
全
体
に
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
そ
の
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
志
賀
は
こ
の

「あ
る

一
頁
」
に
お
い
て
、
京
都
と
い
う
地
方
を
記
憶
が
喪

失
さ
れ
た
場
所
と
し
て
描
き
、
容
易
に
居
場
所
に
な
り
得
る
よ
う
な
所
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
こ

と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

２
　

イ

メ
ー
ジ
化

さ
れ
た
地
方
―
―

「
清
兵
衛

と

瓢
箪
」

の
場
合
―
―

「あ
る

一
頁
」
で
は
苦
心
が
見
ら
れ
た
地
方
受
容
も
、
尾
道
行
き
で
は
変
化
を
見
せ
て
く
る
こ

と
と
な
る
。
ま
ず
、
「清
兵
衛
と
瓢
箪
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
の
だ
が
、
こ
の
作
品
で
見
え
る
の

が
方
言
の
受
容
で
あ
る
。

「
こ
れ
何
ぼ
か
い
な
」

「
ぼ
う
さ
ん
ぢ
や
け
え
、
十
銭
に
ま
け
と
き
や
ん
せ
う
」

と
い
っ
た
よ
う
な
、
正
確
な
尾
道
の
方
言
か
ど
う
か
は
断
定
し
に
く
い
が
、
志
賀
の
他
作
品
で
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は
見
ら
れ
な
い
。
確
実
に
地
方
の
言
葉
を
駆
使
す
る
形
で
作
品
に
織
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「清
兵
衛
と
瓢
箪
」
は
尾
道
で
見
聞
し
た
事
実
を
元
に
し
て
い
る
と

い
う

の
だ

が
、
尾
道
か
ら
里
見
惇
に
宛
て
た
通
信
文
に
お
い
て
、
尾
道
に
お
け
る
瓢
箪
の
大
流
行
に
つ
い
て

報
告
し
た
後
、
大
正
元
年
十

一
月
十
二
日
の
見
聞
と
し
て
、

今
日
道
後

へ
渡
る
船
で
聞
い
た
話
だ
が
、
あ
る
子
供
が
、
二
十
銭
で
瓢
箪
を
買

つ
て
、
そ

れ
を
学
校

へ
持

っ
て
行

つ
た
ら
先
生
に
大
変
叱
ら
れ
て
、
自
家
ま
で
小
言
を
云
ひ
に
来
た
の

だ
さ
う
だ
。
そ
れ
で
其
子
供
は
又
両
親
か
ら
ヒ
ド
ク
怒
ら
れ
た
。
親
爺
は
大
工
で
追
ン
出
す

と
い
ふ
程
の
騒
ぎ
だ

つ
た
と
い
ふ
。

自
作
解
説

「創
作
余
談
」
（昭
和
３

ｏ
６

『改
造
つ

で
も

「尾
の
道
か
ら
四
国

へ
渡
る
汽
船
の

中
で
人
が
し
て
ゐ
る
の
を
聴
き
」
と
あ
る
が
、
こ
の
里
見
へ
の
通
信
文
の
内
容
か
ら
も
信
用
で
き

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
地
方
で
見
聞
し
た
話
を
元
に
作
品
化
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、　
一
種
の
地
方
受

容
の
形
が
見
ら
れ
る
。

で
は
作
品
内
容
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
地
方
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
だ
ろ
う
か
。

清
兵
衛
は
地
方
の
小
学
校
に
通
う
子
供
だ
が
、
学
校

へ
気
に
入

っ
た
瓢
箪
を
持

っ
て
行

っ
た

際
、
教
員
の
逆
鱗
に
触
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
発
せ
ら
れ
る
言
葉
は

「到
底
将
来
見
込
の
あ

る
人
間
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
、
立
身
出
世
の
当
時
の
教
育
方
針
が
垣
間
見
え
る
も
の
で
あ
り
、

地
方
の
子
供
で
あ
る
清
兵
衛
も
ま
た
、
例
外
な
く
、
国
の
教
育
指
針
の
中
に
身
を
置
い
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
教
員
の
考
え
方
と
し
て
、
「此
土
地
の
人
間
が
瓢
箪
な
ど
に
興
味
を
持

つ
事
が
全

体
気
に
食
わ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
尾
道
と

い
う
土
地

へ
の
特
別
な
視
線
を

持

っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
単
に
自
ら
が
教
え
る
児
童
が
、
授
業
中
に
瓢
箪
遊
び

を
す
る
こ
と

へ
の
注
意
と

い
っ
た
次
元
を
超
え
て
、
「此
土
地
の
人
間
」
が
高
尚
な
趣
味
を
持

つ

こ
と

へ
の
、
違
和
感
と
否
定
的
な
感
情
で
あ
る
。

恐
ら
く
、
他
所
か
ら
来
た
教
員
は
、
こ
の
発
言
か
ら
都
市
部
の
人
間
と
は
断
定
で
き
な
い
も
の

の
、
尾
道
よ
り
は
大
き
な
市
か
ら
来
た
人
間
と
想
定
で
き
る
。
そ
こ
に
は
大
き
な
市
か
ら
、
そ
れ

よ
り
小
さ
い
市
に
対
す
る
見
下
し
の
視
線
が
あ
る
こ
と
を
受
け
取
れ
る
の
で
あ
る
。
過
剰
な
ま
で

の
教
員
の
追
及
が
、
そ
こ
へ
拍
車
を
掛
け
て
の
だ
が
、
入
る
こ
の
上
か
ら
下
へ
と
視
線
の
構
図
が

あ
る
こ
と
を
、
わ
ざ
わ
ざ
志
賀
が
作
品
中
に
織
り
込
ん
で
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
地
方
で
の
見
聞
を
題
材
と
し
得
た
志
賀
で
あ

っ
た
が
、
そ
こ
に
は
地
方
対
地
方

以
外
と
い
う
構
図
も
配
置
さ
れ
て
お
り
、
単
な
る
見
聞
録
に
終
わ
ら
せ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、

地
方
受
容
の

一
端
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

３
　
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
た
地
方
②
ｌ
ｌ
「児
を
盗
む
話
」
の
場
合
―
―

「児
を
盗
む
話
」
は
、
父
親
に
罵
倒
さ
れ
た
こ
と
を
き

っ
か
け
に
家
を
出
た

「私
」
が
、
ま
ず

は
東
京
２
示
橋
区
に
住
ま
い
、
次
に

「
五
百
哩
ば
か
り
あ
る
瀬
戸
内
海
に
沿
う
た
或
小
さ
い
市
」

へ
と
来
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
都
市
か
ら
地
方

へ
と
移
動
し
た
姿
が
見
て
取
れ
る
。

「あ
る

一
頁
」
と
違
う
と
こ
ろ
は
、
住
ま

い
の
速
や
か
な
決
定
で
あ
る
。
も
は
や
住
ま
い
に
困

る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
見
当
た
ら
な
い
。

そ
の

「小
さ
な
市
」
は
住
ん
で
み
る
と
、
「景
色
は
い
い
所
」
で
、
「東
京
と
は
全
く
異

つ
た
生

活
が
私
を
喜
ば
」
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

た
だ
、
そ
の
よ
う
な
生
活
も
長
く
は
続
か
ず
、
次
第
に

「東
京
が
恋
し
く
」
な

っ
て
き
、
近
場

を
旅
し
た
り
な
ど
し
て
気
を
散
じ
る
。
こ
の
時
点
で

「私
」
は
東
京
か
ら
来
た
も
の
と
し
て
、
見

聞
な
ど
を
通
じ
地
方
を
体
験
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
姿
は
あ
く
ま
で
地
方
の
中
の
他
者

で
あ
り
、
よ
そ
よ
そ
し
い
姿
と
い
え
る
。

地
方

へ
の
直
接
の
関
わ
り
方
と
い
う
と
、
子
供
を
誘
拐
す
る
と
い
う
形
で
あ

っ
た
。

小
さ
い
女
の
子
を
自
宅

へ
と
連
れ
去

っ
た

「私
」
は
、
「
田
舎
の
子
供
ら
し
い
い
や
な
臭
ひ
」

の
す
る
女
の
子
と
自
分
の
部
屋
で
遊
び
、
あ
や
す
。

し
か
し
こ
の
歪
な
地
方

へ
の
関
わ
り
方
は
、
当
然
良
い
結
果
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
い
。
最
終

的
に
、
警
察
が
彼
の
家
を
訪
ね
て
く
る
わ
け
だ
が
、
女
の
子
の
母
親
は
、
「泣
き
な
が
ら
烈
し
く

私
を
罵
」
り
、
「私
の
背
中
を
ど
ん
と
強
く
突
」
く
。
そ
れ
は

「私
」

へ
の
地
方
の
拒
絶
と
も

い
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結
局
誘
拐
を
す
る
に
至
る
ま
で
の

「私
」
の
行
動
を
追

っ
て
み
る
と
、
殆
ど
が
独
り
で
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
地
方
に
お
い
て
誰
も
知
る
人
は
い
な
く
、
接
触

（そ
れ
も
身
体
的
に
）

を
す
る
も
の
の
と
い
っ
た
ら
、
按
摩
を
す
る
男
な
ど
と
い
っ
た
、
金
銭
を
介
在
す
る
よ
う
な
関
係

性
の
中
で
し
か
生
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で

「私
」
は
自
由
に
身
体
を
占
有
で
き
る
女
の
子
の
存
在
を
強
引
に
手
に
入
れ

る
。
都
市
か
ら
来
た
青
年
は
、
誰
も
知
ら
な
い
地
方
の
中
で
、
法
に
触
れ
る
よ
う
な
形
で
し
か
人

と
深
く
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
歪
ん
だ
対
人
関
係
と
も
い
え
る
し
、
地
方
と
都

市
と

い
う
対
比
関
係
が
、
人
物
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
も
取
れ
る
。

お

　

わ

志
賀
の
初
期
作
品
に
お
い
て
、
〈
地
方
〉
は
作
品
中
で
確
実
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
違
和

で
あ

っ
た
り
、
拒
絶
で
あ

っ
た
り
な
ど
、
志
賀
の
持
つ

〈
地
方
〉
観
と
い
え
る
も
の
が
露
呈
し
て

い
る
と
も
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
都
市
部
の
青
年
が
地
方
で
体
験
し
え
た
も
の
と
い
う
、
同
時
代
に
お
け
る

一

つ
の
体
験
談
と
し
て
も
特
記
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
後
、
志
賀
の
中
期
の
文
学
活
動
に
お
い
て
も
志
賀
は
地
方
住
ま
い
を
し
て
い
く
の
で
あ
る

が
、
そ
の
時
に
お
け
る
地
方
と
、
今
回
の
初
期
作
品
に
お
け
る
地
方
と
は
ま
た
別
の
様
相
を
見
せ

て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
稿
で
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

田
　
仕
事
部
屋
を
借
り
る
程
度
の
転
居
も
入
れ
れ
ば
、
「転
居
二
十
三
回
」
に
お
け
る
二
十
三
回
の
転
居
歴

よ
り
も
多
く
な

っ
て
く
る
。

０
　
「あ
る

一
頁
」
は
志
賀
の
京
都
行
き
を
そ
の
ま
ま
描

い
た
作
品
と
し
て
、
「清
兵
衛
と
瓢
箪
」
は
、
清

兵
衛
イ
ク
オ
ー
ル
志
賀
と
捉
え
、
父
親

へ
の
反
抗
の
姿
を
見
て
取
り
、
「児
を
盗
む
話
」
も
主
人
公
を
志

賀
と
見
て
取
る
な
ど
と
い
っ
た
先
行
研
究
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

付
記

。
本
文
引
用
は
岩
波
書
店
刊
行
の

『志
賀
直
哉
全
集
』

尚
、
旧
字
は
総
て
新
字
に
改
め
た
。

に

（平
成

一
一
～

一
五
）
に
拠
る
も
の
と
す
る
。


