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新
進
作
家
に
と
っ
て
第
一
刊
行
の
書
物
が
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
特
に

日
本
近
代
文
学
に
お
い
て
「
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
」
が
作
品
だ
け
で
可
能
で
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
時
代
に
、
作
品
が
単
行
本
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
文
壇
の
注

目
を
集
め
る
こ
と
が
珍
し
く
は
な
か
っ
た
。
太
宰
治
は
例
外
で
は
な
い
。
一
九
三
六

年
に
太
宰
の
第
一
創
作
集
『
晩
年
』
が
砂
子
屋
書
房
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
、
次
第
に

太
宰
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
、改
装
版
や
改
版
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
結
果
的
に
、
太
宰
の
生
前
に
『
晩
年
』
と
い
う
書
名
が
つ
け
ら
れ
た
作
品
集
は

五
冊
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
、
一
つ
は
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
戦
後
に
出
版
さ
れ
た
養
徳
社
版
『
晩
年
』
と
い
う
作
品
集
で
あ
る
。
本
稿

で
は
、『
晩
年
』
の
各
版
の
成
立
の
経
緯
と
出
版
を
ま
ず
確
認
し
た
上
で
、
養
徳
社
版

『
晩
年
』
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
く
。
特
に
養
徳
社
版
の
シ
リ
ー
ズ
で
の
所
属
や
戦
後

で
の
位
置
付
け
を
考
え
、
こ
の
版
の
『
晩
年
』
を
捉
え
直
し
て
い
く
。

キ
ー
ワ
ー
ド
： 

太
宰
治
、
第
一
作
品
集
、『
晩
年
』、
出
版
、
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
、
日
本

近
代
文
学

１
、
は
じ
め
に

　

太
宰
治
の
第
一
作
品
集
『
晩
年
』
は
従
来
の
研
究
や
評
論
に
お
い
て
重
視

さ
れ
て
き
た
が
、
主
に
収
録
作
品
の
読
み
方
や
作
家
と
の
関
連
が
考
察
さ
れ

て
き
た
。
特
に
自
伝
的
な
作
品
と
し
て
『
思
ひ
出（

（
（

』
や
『
道
化
の
華（

（
（

』
な
ど

が
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
や
評
論
の
多

く
で
は
、
書
物
と
い
う
媒
体
と
し
て
の
『
晩
年
』
が
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
本
稿
で
は
こ
の
課
題
を
取
り
上
げ
、
太
宰
の
第
一
作
品
集
の
道
程
を
考
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え
直
し
て
い
き
た
い
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
従
来
の
研
究
や
評
論
で
は
『
晩
年
』
が
ど
の
よ
う
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
整
理
し
、『
晩
年
』
に
関
す
る

研
究
の
現
状
を
解
説
す
る
。
そ
し
て
、『
晩
年
』
の
成
立
と
出
版
の
過
程
を

簡
単
に
紹
介
し
た
上
で
、
太
宰
の
生
前
に
出
版
さ
れ
た
『
晩
年
』
の
各
版
を

確
認
し
て
お
く
。
そ
の
後
は
、こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
晩
年
』

の
版
の
一
つ
で
あ
る
養
徳
社
版
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
。こ
こ
で
は
ま
ず
、

養
徳
社
と
い
う
出
版
社
の
戦
後
活
動
と
そ
の
状
況
に
お
け
る
企
画
さ
れ
て
い

た
シ
リ
ー
ズ
「
養
徳
叢
書
」
の
創
設
と
存
在
意
義
を
論
考
す
る
。
こ
の
考
察

を
通
し
て
、
そ
の
シ
リ
ー
ズ
の
第
十
五
巻
と
し
て
出
版
さ
れ
た
『
晩
年
』
の

意
味
を
考
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
養
徳
社
の
言
説
や
宣
伝
文
の
中
身

を
読
解
す
る
こ
と
で
、
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
『
晩
年
』
の
位
置
付
け
を
論
じ

て
い
く
。
そ
の
上
で
更
に
、
養
徳
社
版
『
晩
年
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品

群
は
初
版
『
晩
年
』
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
新
し
く
な
っ
た
作

品
集
の
意
味
を
考
察
し
て
い
く
。
養
徳
社
版
『
晩
年
』
を
「
更
新
版
」
と
し

た
上
で
、
戦
後
の
社
会
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
作
品
集
の
意
味
と
位
置
付
け

を
論
考
す
る
。

　

書
物
と
い
う
形
態
か
ら
新
た
な
分
析
を
行
う
た
め
に
、
本
稿
で
は
パ
ラ
テ

ク
ス
ト
概
念
を
用
い
、
作
品
の
本
文
以
外
の
空
間
や
場
を
中
心
に
考
察
し
て

い
く
。
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
と
は
、
文
学
理
論
者
で
あ
る
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
造
語

で
、
本
文
（
テ
ク
ス
ト
）
の
外
側
（
パ
ラ
）
を
中
心
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ

り
、
あ
る
作
品
（
群
）
が
書
物
と
な
り
、
そ
の
書
物
が
読
者
に
提
示
さ
れ
る

状
態
、「
つ
ま
り
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
と
は
、
あ
る
限
界
、
も
し
く
は
完
全
な
境

界
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
あ
る
種
の
敷
居
0

0seuil

な
い
し
は
（
中
略
）、
中

へ
入
る
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
引
き
返
す
可
能
性
を
だ
れ
に
で
も
提
供
す
る

「
玄
関
ホ
ー
ル（

（
（

」」
で
あ
る
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
本
稿
で
は
養
徳
社
版
『
晩

年
』
の
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
的
要
素
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
版
の
意
味

と
位
置
付
け
を
考
え
直
し
、新
た
に
戦
後
に
出
版
さ
れ
、新
し
く
な
っ
た
『
晩

年
』
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
、『
晩
年
』
に
関
す
る
従
来
の
研
究
と
現
状

　

従
来
の
太
宰
治
研
究
に
は
『
晩
年
』
に
関
す
る
考
察
が
多
く
あ
る
が
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
書
物
と
い
う
物
質
的
な
媒
体
と
し
て
の
作
品
集
で
は
な
く
、

中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
群
を
「
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
読
解
す
る
論
考
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
研
究
状
況
に
お
い
て
『
晩
年
』
収
録
各
作
品
は
平

等
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
作
品
を
読
解
す
る
こ
と
に
は

「
作
者
を
理
解
す
る
鍵
が
多
く
含
ま
つ
て
ゐ
る（

（
（

」と
い
う
傾
向
も
あ
る
と
言
っ

て
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
『
晩
年
』
の
書
物
と
し
て
の
物
質
的

な
特
徴
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
改
め
て
『
晩
年
』
と
い
う
存
在
を
捉
え
直
す

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、本
節
で
は
主
な
研
究
を
取
り
上
げ
、『
晩
年
』

が
全
体
的
に
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
を
整
理
し
て
お
く
。

　

ま
ず
は
、『
晩
年
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
の
観
点
か
ら
い
か
に
読
ま

れ
て
き
た
の
か
を
取
り
上
げ
る
と
、
鳥
居
邦
朗
「『
晩
年
』
の
構
成（

（
（

」
が
作

品
集
の
構
成
を
中
心
に
考
察
し
て
い
る
。
鳥
居
論
で
は
、『
晩
年
』
全
体
を

視
野
に
入
れ
つ
つ
、
主
に
『
葉
』
と
『
思
ひ
出
』
と
い
う
二
作
品
を
取
り
上

げ
、
作
品
集
の
最
初
の
二
つ
の
作
品
の
位
置
付
け
と
そ
の
意
味
を
作
家
論
の

観
点
か
ら
論
考
し
て
い
る
。同
じ
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
東
郷
克
美「
フ
ォ
ー

ク
ロ
ア
の
変
奏
―
「
版
年
」
の
実
験
１
―
」
及
び
「
小
説
の
小
説
―
「
晩
年
」

の
実
験
２
―（

（
（

」
と
い
う
二
本
も
あ
げ
ら
れ
る
。
前
者
は
、『
晩
年
』
に
収
録

さ
れ
て
い
る
、
い
く
つ
か
の
作
品
を
津
軽
地
方
の
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
と
併

せ
て
読
解
し
て
い
る
。
後
者
は
、『
晩
年
』
が
一
冊
の
作
品
集
に
な
る
こ
と

で
、
各
作
品
が
意
識
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
し
、
そ
う
し
た
作
中
出
来
事

に
お
け
る
作
家
の
意
図
を
『
道
化
の
華
』
や
『
猿
面
冠
者
』
に
出
て
く
る
メ
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タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
効
果
と
併
せ
て
考
察
し
て
い
る
。
鳥
居
論
で
も
東
郷
論

で
も
、『
晩
年
』
全
体
を
意
識
し
て
い
る
が
、
結
果
的
に
全
て
の
収
録
作
品

を
読
ん
で
い
る
、
あ
る
い
は
書
物
と
い
う
媒
体
で
捉
え
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
部
分
的
に
作
品
を
似
た
よ
う
な
テ
ー
マ
や
モ
チ
ー
フ
で
取
り
上
げ
、
作

家
論
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
作
品
読
解
を
な
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
安
藤
宏
は
「『
晩
年
』
論
―
そ
の
再
評
価
の
た
め
の
視
点
と
方 

法
―（

（
（

」
や
『
太
宰
治　

弱
さ
を
演
じ
る
と
い
う
こ
と（

（
（

』、「『
晩
年
』
試
論
―

執
筆
順
位
を
中
心
に
―（

（
（

」
な
ど
の
論
考
で
は
、『
晩
年
』
に
は
い
わ
ゆ
る
「
世

界
」が
あ
る
と
い
う
前
提
で
、作
品
集
全
体
を
検
討
し
て
い
る
。
確
か
に
、『
晩

年
』
は
作
品
集
と
し
て
独
特
な
存
在
と
な
っ
て
お
り
、
作
品
集
に
は
作
品
と

作
品
を
つ
な
ぐ
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
構
成
が
あ
る
と
言
え

よ
う
。
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、『
晩
年
』
と
い
う
作
品
集
の
中
に
は
各

作
品
を
つ
な
ぐ
テ
ー
マ
や
モ
チ
ー
フ
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
作
品

集
を
一
つ
の
「
作
品
」
と
し
て
論
考
す
る
こ
と
が
な
お
難
し
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
更
に
他
の
研
究
で
は
、
更
に
『
晩
年
』
の
作
品
群
を
読
も
う
と
す

る
特
集
が
多
く
、
表
面
的
に
『
晩
年
』
全
体
を
見
直
そ
う
と
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
提
示
さ
れ
る
が
、
作
品
を
個
々
に
読
む
結
果
と
な
っ
て
い
る（
（1
（

。

　

な
お
、『
晩
年
』
の
書
物
と
し
て
の
物
質
的
な
媒
体
に
関
す
る
意
識
が
こ

れ
ま
で
全
く
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
最
も
早
く
出
る
の
は
、
初

版
本
の
出
版
に
関
し
て
『
日
本
浪
曼
派
』
の
一
九
三
六
（
昭
十
一
）
年
九
月

号
に
「
晩
年
と
桐
の
木
横
町
」
の
中
に
は
今
官
一
「「
晩
年
」
に
贈
る
詞
」

が
あ
り
、『
晩
年
』の
書
物
と
し
て
の
特
徴
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
例
え
ば「
体

裁
（
菊
判
仮
綴
二
四
一
頁
）」
や
「
扉
（
こ
こ
過
ぎ
て
悲
し
み
の
市
に
入
り
）」、

「
著
者（
写
真
一
葉
）」な
ど
が
書
か
れ
て
あ
り
、写
真
に
つ
い
て
は「
見
給
へ
、

こ
の
書
物
の
巻
頭
の
、
君
の
写
真
の
、
い
つ
た
い
ど
こ
に
君
が
ゐ
る
と
い
ふ

の
か
」
と
い
う
よ
う
な
言
説
が
あ
る
。
こ
う
し
た
評
言
に
は
詳
細
な
事
柄
は

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
初
版
本
出
版
の
当
時
に
『
晩
年
』
の
作
品
や

本
文
の
み
で
は
な
く
、
外
装
等
が
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る（
（（
（

。

　

ま
た
、
先
行
研
究
の
中
で
は
紅
野
謙
介
が
夏
目
漱
石
や
島
崎
藤
村
、
井
伏

鱒
二
な
ど
の
書
物
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
肖
像
写
真
を
取
り
上
げ
、『
晩

年
』
に
つ
い
て
は
「
巻
頭
に
挿
入
し
た
肖
像
写
真
は
、心
中
未
遂
と
パ
ビ
ナ
ー

ル
中
毒
に
よ
っ
て
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
余
光
に
つ
つ
ま
れ
た
太
宰
の
、
い
わ

ば
葬
式
写
真
を
演
じ
て
い
た（
（（
（

」
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
太
宰
治

の
当
時
の
実
生
活
と
併
せ
て
口
絵
写
真
を
通
じ
て
作
家
像
が
形
成
さ
れ
た
と

い
う
機
能
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
他
に
、
紅
野
論
と
同
じ
よ

う
な
視
点
で
、
松
本
和
也
が
初
版
本
当
初
の
読
者
を
踏
ま
え
、『
晩
年
』
の

外
装
に
は
「
読
者
（
層
）
こ
そ
が
〈
太
宰
治
〉
を
成
型
し
て
い
く
鍵
を
握
っ

て
い
た
と
の
見
通
し
に
基
づ
き
、
同
時
代
の
現
編
成
と
の
交
渉（
（（
（

」
が
あ
り
、

太
宰
治
の
作
家
像
の
成
型
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
更
に
、『
晩
年
』
の
物

質
的
な
成
立
と
出
版
に
関
す
る
代
表
研
究
は
山
内
祥
史
『
太
宰
治
の
『
晩 

年
』
―
―
成
立
と
出
版（
（（
（

』
が
あ
る
。
著
書
の
タ
イ
ト
ル
の
通
り
、『
晩
年
』

の
成
立
と
出
版
に
つ
い
て
書
簡
や
随
筆
、
回
想
な
ど
の
資
料
を
丁
寧
に
整
理

し
な
が
ら
、
太
宰
治
の
第
一
作
品
集
で
あ
る
『
晩
年
』
を
書
誌
研
究
の
観
点

か
ら
書
物
の
出
来
上
が
り
ま
で
の
過
程
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

書
簡
等
の
資
料
と
併
せ
な
が
ら
『
晩
年
』
の
出
来
上
が
り
を
検
討
す
る
研
究

は
非
常
に
貴
重
で
あ
る
が
、
同
時
に
山
内
論
は
作
品
集
の
成
立
と
出
版
に
お

け
る
過
程
や
書
物
と
い
う
媒
体
自
体
の
特
徴
を
解
釈
す
る
こ
と
が
欠
け
て
い

る
。
と
は
い
え
、
考
察
の
中
に
意
見
や
提
言
な
ど
が
全
く
な
い
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
が
、そ
の
多
く
は
推
測
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。し
た
が
っ
て
、『
晩

年
』
を
書
誌
学
研
究
の
観
点
か
ら
、
出
版
物
と
し
て
の
特
徴
や
出
来
上
が
る

ま
で
の
過
程
を
解
釈
す
る
た
め
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
研
究
以
外
に
、
重
要
で
あ
り
な
が
ら
、
扱
い
方
が
困

難
と
な
る
の
は
文
学
館
や
博
物
館
な
ど
の
催
し
物
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
対

談　

太
宰
治
・
著
書
と
資
料
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
非
売
品
の
冊
子
が
山
梨
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県
立
文
学
館
主
催
の
特
設
展
「
太
宰
治　

生
誕
110
年
―
―
作
家
を
め
ぐ
る
物

語
」（
二
〇
一
九
年
、
夏
）
が
出
て
い
る
。
こ
の
冊
子
は
カ
ラ
ー
印
刷
で
、

多
く
の
書
物
の
写
真
が
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
解
説
と
共
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
冊
子
は
全
て
が
『
晩
年
』
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
中
心
と
な
る
の

は
『
晩
年
』
で
あ
り
、
成
立
と
出
版
が
説
明
さ
れ
、
装
幀
デ
ザ
イ
ン
や
先
ほ

ど
触
れ
た
口
絵
写
真
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
こ
の
冊
子
は

一
般
に
流
通
し
て
お
ら
ず
、
い
わ
ば
限
定
品
と
な
り
、
そ
の
場
に
い
な
け
れ

ば
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
資
料
で
あ
る
た
め
、
中
に
は
重
要
な
指
摘
が
あ
る

が
、
ア
ク
セ
ス
性
を
考
慮
す
る
と
、
一
般
的
な
資
料
と
し
て
は
扱
い
難
い
。

ま
た
、こ
れ
以
外
に
も
多
く
の
会
場
で
は
太
宰
治
に
関
す
る
催
し
物
が
あ
り
、

冊
子
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
が
配
布
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
資
料
の
中
に
出

て
く
る
指
摘
も
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
改
め
て
研
究
の
対
象
に
す
べ
き
で
あ

る
。

　

こ
う
し
た
資
料
の
扱
い
方
の
更
な
る
議
論
は
さ
て
お
き
、
本
節
で
見
て
き

た
よ
う
に
、『
晩
年
』
に
関
す
る
研
究
は
多
く
存
在
し
て
お
り
、
作
品
集
全

体
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
な
お
か
つ
書
物
と
い
う
物
質
的
な
媒

体
と
し
て
の
『
晩
年
』
に
関
す
る
研
究
は
少
な
い
。
更
に
述
べ
る
と
、
こ
こ

で
取
り
上
げ
て
き
た
『
晩
年
』
を
物
質
的
な
媒
体
と
し
て
の
書
物
に
関
す
る

研
究
は
初
版
本
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
こ
う
し
た
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ま
ず

太
宰
治
の
生
前
に
出
版
さ
れ
た
各
『
晩
年
』
を
確
認
し
、
作
品
集
の
い
わ
ゆ

る
足
跡
を
整
理
し
て
お
く
。
そ
の
中
一
つ
で
あ
る
、
戦
後
に
出
版
さ
れ
た
養

徳
社
版
『
晩
年
』
を
詳
細
に
分
析
し
て
ゆ
く
が
、
そ
の
前
に
養
徳
社
の
戦
後

活
動
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
養
徳
社
の
戦
後
の
状
況
を
確
認
す
る

こ
と
に
よ
り
、
太
宰
治
の
第
一
作
品
集
『
晩
年
』
が
ど
の
よ
う
に
更
新
版
と

し
て
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
捉
え
直
し
て
ゆ
く
。

３
、
太
宰
治
の
生
前
に
出
版
さ
れ
た
各
『
晩
年
』
に
つ
い
て

　

初
版
『
晩
年
』
の
成
立
と
出
版
の
詳
細
な
事
柄
に
つ
い
て
は
、
前
節
に
取

り
上
げ
た
資
料
、
特
に
山
内
著
書
に
参
照
さ
れ
た
い
が
、
本
節
で
は
初
版
本

を
は
じ
め
と
し
、
太
宰
の
生
前
に
出
版
さ
れ
た
各
版
を
検
討
し
て
ゆ
く
。
ま

ず
は
初
版
本
が
太
宰
の
第
一
作
品
集
に
な
っ
た
過
程
を
考
え
、
初
出
雑
誌
の

中
に
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
た
作
品
が
ど
の
よ
う
に
作
品
集
に
編
纂
さ
れ
た

の
か
、
そ
し
て
そ
の
後
の
『
晩
年
』
の
足
跡
を
確
認
し
て
ゆ
く
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
太
宰
治
と
い
う
作
家
の
作
品
デ
ビ
ュ
ー
は

『
列
車
』
と
い
う
短
篇
で
あ
る（
（（
（

。
発
表
の
媒
体
で
あ
る
『
サ
ン
デ
ー
日
報
』

は
東
京
の
も
の
で
は
な
く
、
青
森
県
の
地
方
新
聞
関
係
の
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、「
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
品
」
と
は
言
い
難
い
状
況
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
す
ぐ
後
に
『
魚
服
記
』
と
『
思
ひ
出
』
と
い
う
短
篇
を
東
京
の
同
人
雑

誌
『
海
豹
』
に
載
せ
る
こ
と
で
「
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
品
」
と
し
て
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
井
伏
鱒
二
の
弟
子
と
し
て
太
宰
は
次
々
と
作
品
を
執
筆

し
、
第
一
作
品
集
『
晩
年
』
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
、
発
表
し
て
い
た
作
品
群

と
発
表
媒
体
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

・『
列
車
』（
一
九
三
三
・
二
、『
サ
ン
デ
ー
日
報
』）

　
　

・『
魚
服
記
』（
一
九
三
三
・
三
、『
海
豹
』）

　
　

・『
思
ひ
出
』（
一
九
三
三
・
四
、六
、七
、『
海
豹
』）

　
　

・『
葉
』（
一
九
三
四
・
四
、『
鷭
』）

　
　

・『
猿
面
冠
者
』（
一
九
三
四
・
七
、『
鷭
』）

　
　

・『
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
』（
一
九
三
四
・
十
、『
世
界
』）

　
　

・『
ロ
マ
ネ
ス
ク
』（
一
九
三
四
・
十
二
、『
青
い
花
』）

　
　

・『
逆
行
』（
一
九
三
五
・
二
、『
文
藝
』）
※

　
　

・『
道
化
の
華
』（
一
九
三
五
・
五
、『
日
本
浪
曼
派
』）
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・『
玩
具
』（
一
九
三
五
・
七
、『
作
品
』）

　
　

・『
雀
こ
』（
一
九
三
五
・
九
、『
作
品
』）

　
　

・『
猿
ケ
島
』（
一
九
三
五
・
九
、『
文
学
界
』）

　
　

・『
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
』（
一
九
三
五
・
十
、『
文
藝
春
秋
』）
★

　
　

・『
地
球
図
』（
一
九
三
五
・
十
二
、『
新
潮
』）

　
　

・『
め
く
ら
草
紙
』（
一
九
三
六
・
一
、『
新
潮
』）

　
　

・『
陰
火
』（
一
九
三
六
・
四
、『
文
藝
雑
誌
』）

　
　

・『
雌
に
就
い
て
』（
一
九
三
六
・
五
、『
若
草
』）
★

こ
の
十
七
作
の
中
、「
★
」
が
付
さ
れ
た
作
品
の
二
つ
は
結
果
的
に
『
晩
年
』

に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
出
版
の
事
情
等
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
改
め
て
こ
の
二
作
と
『
晩
年
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
調
査
す
る
必
要

が
あ
る
。
ま
た
、「
※
」
が
付
さ
れ
て
い
る
『
逆
行
』
だ
が
、『
晩
年
』
で
の

『
逆
行
』
は
四
つ
の
小
品
か
ら
成
っ
て
い
る
作
品
で
、「
蝶
蝶
」「
決
闘
」「
く

ろ
ん
ぼ
」
は
『
文
藝
』
に
、「
盗
賊
」
は
一
九
三
五
年
十
月
号
の
『
帝
国
大

学
新
聞
』
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
う
い
う
少
し
複
雑
な
状
態
の
更
な
る
議
論
は

さ
て
お
き
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
初
出
雑
誌
媒
体

で
あ
る
。
列
挙
し
て
い
る
順
番
を
見
る
と
、
次
第
に
大
手
雑
誌
に
作
品
を
発

表
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
詳
細
な
検
討
は

こ
こ
で
は
省
く
が
、
こ
れ
ら
の
雑
誌
の
中
に
は
現
在
な
お
継
続
し
て
い
る
雑

誌
媒
体
が
多
く
あ
り
、
太
宰
と
出
版
社
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な
位

置
付
け
と
な
っ
た
雑
誌
も
あ
る
。

　

結
果
的
に
、『
晩
年
』
は
十
五
作
か
ら
成
る
作
品
集
で
あ
る
が
、
随
筆
集

『
も
の
思
ふ
葦
』
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
随
筆
「「
晩
年
」
に
就
い
て（
（（
（

」
の

冒
頭
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

私
は
こ
の
短
篇
集
一
冊
の
た
め
に
、
十
箇
年
を
棒
に
振
つ
た
。
ま
る
十

箇
年
、
市
民
と
同
じ
さ
は
や
か
な
朝
め
し
を
食
は
な
か
つ
た
。
私
は
、

こ
の
本
一
冊
の
た
め
に
、
身
の
置
き
ど
こ
ろ
を
失
ひ
、
た
え
ず
自
尊
心

を
傷
け
ら
れ
て
世
の
な
か
の
寒
風
に
吹
き
ま
く
ら
れ
、
さ
う
し
て
、
う

ろ
う
ろ
歩
き
ま
は
つ
て
ゐ
た
。
数
万
円
の
金
銭
を
浪
費
し
た
。
長
兄
の

苦
労
の
ほ
ど
に
頭
さ
が
る
。
舌
を
焼
き
、
胸
を
焦
が
し
、
わ
が
身
を
、

た
う
て
い
回
復
で
き
ぬ
ま
で
に
わ
ざ
と
損
じ
た
。
百
篇
に
あ
ま
る
小
説

を
、
破
り
捨
て
た
。
原
稿
用
紙
五
万
枚
。
さ
う
し
て
残
つ
た
の
は
、
辛

う
じ
て
、
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
。
原
稿
用
紙
、
六
百
枚
に
ち

か
い
の
で
あ
る
が
、
稿
料
、
全
部
で
六
十
数
円
で
あ
る（
（（
（

。

初
版
『
晩
年
』
の
出
版
に
先
立
っ
て
半
年
前
に
書
か
れ
た
宣
伝
文
で
は
あ
る

が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
「
百
篇
に
あ
ま
る

小
説
を
、
破
り
捨
て
た
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
晩
年
』
に
は

十
五
作
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
随
筆
に
よ
る
と
そ
れ
が
可
能
に
な
る

た
め
に
、
百
篇
を
書
く
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な

内
容
が
後
の
作
品
『
東
京
八
景（
（（
（

』
の
中
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、「
破
り

捨
て
た
」と
い
う
こ
と
で
は
な
く「
燃
や
し
た
」と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
東

京
八
景
』
の
中
に
描
写
さ
れ
て
い
る
『
晩
年
』
の
成
立
の
過
程
は
脚
色
の
対

象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
同
時
に
似
た
よ
う
な
話
が
改
め

て
出
て
く
る
こ
と
は
、
実
際
に
『
晩
年
』
の
成
立
に
関
し
て
太
宰
が
ど
れ
ほ

ど
苦
労
し
た
の
か
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
太
宰
が
『
晩
年
』
の
出
版
を
期

待
し
て
い
た
こ
と
も
、「
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
」、
す
な
わ
ち
自
著
を
有
す
る
作
家

と
し
て
文
壇
に
改
め
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
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初
版
『
晩
年
』
は
一
九
三
六
年
六
月
二
十
五
日
刊
行
と
な
っ
た
。
書
物
の

大
き
さ
は
菊
判
で
、
フ
ラ
ン
ス
装
で
あ
り
、
小
口
と
天
は
未
裁
断
で
あ
る
。

表
表
紙
に
手
書
き
で
「
晩
年
」
の
文
字
が
上
中
央
の
縦
書
き
に
な
り
、
著
者

名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
背
表
紙
に
何
も
な
く
、
著
者
名
が
裏
表
紙
の
左
下

に
、
手
書
き
の
文
字
に
な
っ
て
い
る
。
帯
付
き
で
、
帯
の
表
側
に
は
佐
藤
春

夫
の
山
岸
外
史
宛
の
手
紙
が
載
せ
て
あ
り
、
裏
側
に
井
伏
鱒
二
の
太
宰
宛
の

手
紙
が
載
せ
て
あ
る
。
帯
を
取
れ
ば
、
初
版
『
晩
年
』
は
非
常
に
シ
ン
プ
ル

な
装
幀
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
が
、
帯
の
宣
伝
効
果
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た

い
。
特
に
、
新
進
作
家
で
あ
っ
た
太
宰
に
と
っ
て
、
佐
藤
春
夫
の
評
言
を
表

側
に
、
師
匠
で
あ
る
井
伏
鱒
二
の
評
言
を
裏
側
に
載
せ
る
こ
と
は
『
晩
年
』

を
手
に
取
ら
せ
て
み
た
く
な
る
た
め
の
工
夫
の
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
。
文
壇

に
地
位
を
有
し
て
い
る
作
家
た
ち
の
言
説
を
こ
の
よ
う
に
使
う
こ
と
は
、「
太

宰
治
」
と
い
う
作
家
を
覚
え
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
更
に
、
こ
の
初
版
本
に
太
宰
自
身
の
肖
像
が
口
絵
写
真
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
写
真
も
帯
と
同
じ
よ
う
な
宣
伝
の
機
能
を
持
っ
て
お
り
、
新

進
作
家
で
あ
る
「
太
宰
」
の
顔
を
見
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

初
版
本
は
五
〇
〇
部
と
い
う
限
定
さ
れ
た
形
で
出
版
さ
れ
た
が
、
太
宰
に

と
っ
て
『
晩
年
』
は
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
と
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
、
販
売
す

る
と
い
う
よ
り
は
寄
贈
す
る
こ
と
が
目
的
と
な
り
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
自

己
宣
伝
の
機
能
で
も
あ
っ
た
。
太
宰
が
次
第
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

一
九
三
七
年
九
月
に
改
め
て
『
晩
年
』
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
版
は
初
版
本

と
同
じ
く
砂
子
屋
書
房
に
よ
る
刊
行
さ
れ
、
収
録
作
品
や
紙
型
（
版
面
）
は

初
版
本
と
同
じ
で
あ
る
た
め
、
そ
の
面
に
お
い
て
は
特
に
変
化
が
あ
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
外
装
と
な
る
と
、
初
版
本
と
異
な
る
点
が
多

く
、「
改
装
版
」と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
主
に
四
つ
の
相
違
点
が
あ
る
の
で
、

詳
細
に
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
、
箱
付
き
に
な
っ
て
お
り
、
箱
の
表
側
に
活

字
で
「
太
宰
治
著
／
第
一
小
説
集
／
晩
年
／
砂
子
屋
書
房
」
と
印
刷
さ
れ
て

い
る
。
他
に
、
帯
が
な
く
な
っ
た
。
帯
は
宣
伝
の
機
能
を
有
し
、
特
に
佐
藤

春
夫
と
井
伏
鱒
二
の
評
言
が
な
く
な
る
こ
と
は
『
晩
年
』
を
目
に
す
る
人
に

異
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
。
新
進
作
家
で
あ
っ
た
当
時
の

太
宰
に
と
っ
て
、
帯
は
強
い
宣
伝
力
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同

じ
よ
う
な
宣
伝
の
機
能
を
す
る
も
の
と
し
て
は
、
肖
像
な
る
口
絵
写
真
が
こ

の
版
だ
と
な
く
な
っ
て
い
る
。
帯
と
口
絵
写
真
が
改
装
版
に
な
い
理
由
は
明

確
で
は
な
い
が
、
太
宰
と
い
う
作
家
は
直
接
関
係
の
あ
る
文
学
者
以
外
に
、

す
な
わ
ち
文
壇
の
中
で
さ
え
さ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
た
作
家
で
は
な
い
の
で
、

帯
に
せ
よ
口
絵
写
真
に
せ
よ
、
宣
伝
の
力
を
持
つ
も
の
が
な
く
な
る
こ
と
は

宣
伝
そ
の
も
の
を
な
く
す
と
同
じ
よ
う
な
効
果
と
な
る
。
外
装
で
は
も
う
一

点
と
し
て
は
、
背
表
紙
に
書
名
や
著
者
名
が
印
刷
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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次
に
出
版
さ
れ
た
の
は
、
一
九
四
一
年
七
月
十
日
付
の
砂
子
屋
書
房
に
よ

る
刊
行
さ
れ
た
『
晩
年
』
で
あ
る
。
こ
の
版
も
箱
が
付
さ
れ
、
改
装
版
と
似

た
よ
う
な
活
字
デ
ザ
イ
ン
が
表
側
に
「
太
宰
治
著
／
第
一
小
説
集
／
晩
年
／

砂
子
屋
書
房
」
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
収
録
作
品
は
初
版
本
と
同
じ
だ
が
、

こ
の
版
の
紙
型
（
版
面
）
を
は
じ
め
、
菊
判
か
ら
四
六
判
に
な
っ
た
こ
と
な

ど
を
含
め
、
先
行
研
究
で
は
「
改
版
」
と
い
う
扱
い
方
は
適
切
で
あ
る
こ
と

が
判
断
で
き
る（
（（
（

。
帯
も
口
絵
写
真
も
な
い
。
更
に
こ
の
版
は
砂
子
屋
書
房
の

シ
リ
ー
ズ
「
第
一
小
説
集
叢
書
」
の
一
部
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

装
幀
デ
ザ
イ
ン
は
更
新
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
面
か
ら
考
え
れ
ば
、
砂
子
屋
書
房
は
新
進
作
家
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
支
え

て
お
り
、
作
家
た
ち
の
間
に
あ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
と
存
在
を
示
唆
し

て
い
る
こ
と
も
う
か
が
え
る（
（1
（

。

　

次
に
出
版
さ
れ
る
『
晩
年
』
は
、
一
九
四
六
年
四
月
二
十
日
付
の
養
徳
社

版
で
あ
る
が
、
次
節
に
お
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
の
で
、
こ
こ
で
解
説
は
し

な
い
。
そ
の
次
に
出
た
の
は
、
一
九
四
七
年
十
二
月
十
日
付
の
新
潮
文
庫
版

『
晩
年
』
で
あ
る
。
は
じ
め
て
『
晩
年
』
が
文
庫
本
サ
イ
ズ
に
な
り
、
以
前

の
菊
判
や
四
六
判
と
比
較
す
れ
ば
、持
ち
運
び
に
便
利
が
よ
く
な
る
。
ま
た
、

中
に
は
初
版
本
と
同
じ
作
品
が
収
録
さ
れ
る
が
、
跋
文
と
し
て
豊
島
与
志
雄

「
解
説
」
が
付
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
後
に
そ
の
「
解
説
」
は
評
論
家

で
あ
る
奥
野
健
男
に
変
わ
る
。
新
潮
文
庫
版
『
晩
年
』
の
重
要
な
特
徴
の
一

つ
は
、
現
在
な
お
愛
読
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
状
況
か

ら
す
る
と
、
太
宰
治
の
書
物
は
新
潮
文
庫
版
に
十
八
冊
が
出
て
お
り
、
全
て

の
作
品
が
収
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
新
潮
文
庫

版
「
太
宰
治
シ
リ
ー
ズ
」
は
あ
る
種
の
非
決
定
版
全
集
と
な
っ
て
い
る（
（（
（

。
こ

う
し
た
シ
リ
ー
ズ
は
『
晩
年
』
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
が
出
発
点
と
い
う
非
常

に
重
要
な
点
で
あ
る
。
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４
、
養
徳
社
の
シ
リ
ー
ズ
「
養
徳
叢
書
」
の
存
在
目
的

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
全
て
の
『
晩
年
』
の
中
で
は
、
養
徳
社
版
『
晩
年
』

が
異
な
っ
た
意
味
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
論
じ
る
前
に
、
ま
ず
は
養
徳

社
版
が
所
属
し
て
い
る
シ
リ
ー
ズ
「
養
徳
叢
書
」
の
存
在
を
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
宰
治
の
作
品
集
と
そ

の
意
味
を
考
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
養
徳
社
は
天
理
時
報
社
、
つ
ま
り
天
理
教

の
出
版
社
で
あ
る
が
、
多
く
の
も
の
を
出
版
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
の
一
つ

で
あ
る
。
養
徳
社
の
成
立
と
創
設
に
関
す
る
詳
細
な
情
報
は
文
責
・
元
渕
紘

「
創
設
の
こ
ろ
―
―
養
徳
社
創
立
六
十
年（
（（
（

」
に
譲
る
が
、
こ
の
冊
子
の
中
に

あ
る
言
説
と
実
際
に
出
版
さ
れ
て
い
た
書
物
に
あ
る
言
説
を
検
討
し
、「
養

徳
叢
書
」
の
存
在
を
確
認
し
て
い
く
。

　

元
渕
の
言
説
に
よ
る
と
、
養
徳
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
た
シ
リ
ー
ズ
で
あ

る
「
養
徳
叢
書
」
は
戦
後
す
ぐ
、つ
ま
り
「
昭
和
二
十
年
十
月
か
ら
」
始
ま
っ

た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
出
版
さ
れ
た
書
物
の
奥
付
を
確
認
す

る
と
、
最
も
早
く
「
養
徳
叢
書
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
名
の
も
と
で
出
版
さ
れ

た
書
物
は
一
九
四
四
（
昭
和
十
九
）
年
五
月
二
十
日
の
刊
行
で
水
上
滝
太
郎

の
作
品
集
『
父
と
な
る
記
』
が
見
出
せ
る
。
作
品
集
の
目
次
の
前
頁
に
、「
養

徳
叢
書
発
刊
に
つ
き
て
」と
い
う
宣
伝
文
が
あ
り
、「
昭
和
十
九
年
十
月
吉
日
」

と
そ
の
下
に
「
養
徳
社
」
と
署
名
さ
れ
て
い
る
。
作
品
集
の
奥
付
で
は
五
月

刊
行
と
あ
る
が
、
十
月
の
署
名
と
い
う
の
は
印
刷
ミ
ス
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
と
も
あ
れ
、
一
九
四
四
年
に
「
養
徳
叢
書
」
が
企
画
を
経
て
、
出
版

に
直
面
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
更
に
、
そ
の
宣
伝
文
の
中
身
を
見

る
と
、
冒
頭
に
「
長
期
に
亙
る
戦
争
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
り
、「
戦
争

は
刻
々
苛
烈
の
度
を
増
し
つ
ゝ
あ
る
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
戦
争
の
真
っ

最
中
に
シ
リ
ー
ズ
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
が
見
出
せ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
目

し
た
い
の
は
、
宣
伝
文
の
中
に
あ
る
、「
養
徳
叢
書
」
の
創
設
さ
れ
た
理
由

で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
あ
る
。

決
戦
下
の
わ
が
国
民
に
醇
乎
た
る
文
学
享
受
の
熱
望
い
よ
い
よ
切
な
る

は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。

茲
に
小
社
が
幾
多
の
出
版
隘
路
を
打
開
し
て
敢
て
「
養
徳
叢
書
」
を
刊

行
す
る
意
図
も
、
こ
の
要
請
に
応
へ
ん
と
す
る
の
微
意
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

主
と
し
て
明
治
、
大
正
、
昭
和
に
亙
る
創
作
、
詩
歌
、
戯
曲
、
童
話
、

随
筆
等
の
中
よ
り
慎
重
な
る
検
討
の
下
に
、
明
朗
濶
達
な
る
も
の
の
み

を
選
択
し
、
一
切
を
決
戦
下
に
適
は
し
き
読
物
と
し
て
世
に
送
る
次
第

で
あ
る
。

出
版
報
国
の
責
務
を
十
全
に
果
さ
ん
と
す
る
小
社
の
念
願
を
諒
せ
ら

れ
、
本
叢
書
の
持
つ
使
命
の
達
成
に
大
方
の
協
力
を
切
に
期
待
す
る
次

第
で
あ
る
。

こ
の
一
部
に
戦
時
中
と
い
う
状
況
で
、
文
学
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
養
徳
社
は
「
養
徳
叢
書
」
を
作
り
、
文
芸
作

品
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
シ
リ
ー
ズ
の
意
図
で
あ
る
こ
と
が

読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
注
意
深
く
読
め
ば
、
戦
時
中
に
出
せ
る
書
物
は
そ
の

状
況
に
「
適
は
し
き
読
物
」
が
慎
重
に
選
ば
れ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ

う
し
た
言
説
が
当
時
の
状
況
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
宣
伝
文

が
一
九
四
五
（
昭
和
二
十
）
年
三
月
三
十
日
刊
行
の
高
浜
虚
子
『
斑
鳩
物
語
』

に
も
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
点
で
、
養
徳
叢
書
の
出
発
が
戦
後
で
は

な
く
、
戦
時
中
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

創
設
の
時
期
は
元
渕
の
言
説
に
間
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ

れ
よ
り
は
養
徳
叢
書
は
何
を
目
的
と
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
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更
に
考
え
て
み
た
い
。
戦
時
中
の
言
説
は
先
ほ
ど
確
認
し
た
よ
う
に
、
と
に

か
く
「
決
戦
下
に
適
は
し
き
読
物
と
し
て
世
に
送
る
」
こ
と
だ
っ
た
が
、
こ

れ
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。
戦
時
中
に
せ
よ
、
戦
後
に
せ
よ
、
全

国
に
は
「
活
字
に
飢
え
る
人
々
」
が
多
く
い
た
こ
と
も
あ
り
、
用
紙
な
ど
が

比
較
的
よ
い
状
況
に
あ
っ
た
養
徳
社
は
こ
の
「
活
字
に
飢
え
る
」
状
況
を
打

ち
消
す
た
め
に
、
多
く
の
書
物
を
出
版
す
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
、
元
渕
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

発
足
当
初
か
ら
比
較
的
潤
沢
な
用
紙
を
持
っ
て
い
た
養
徳
社
で
は
、

戦
後
の
＂
印
刷
し
た
も
の
な
ら
何
で
も
売
れ
る
＂
と
い
っ
た
焼
き
直
し

小
説
や
頽
廃
文
学
が
町
に
氾
濫
す
る
中
に
あ
っ
て
、
格
調
高
い
本
を
出

版
し
て
堅
い
読
者
層
を
維
持
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
養
徳
叢
書
の
出
発
点
か
ら
は
、「
活
字
に
飢
え
る
人
々
」
に
文

芸
作
品
を
送
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
戦
後
は
ま
さ
に
「
印

刷
し
た
も
の
な
ら
何
で
も
売
れ
る
」
と
い
う
出
版
状
況
だ
っ
た
の
で
、
よ
り

質
の
高
い
文
芸
書
を
出
版
す
る
こ
と
が
養
徳
社
の
狙
い
だ
っ
た
。
先
ほ
ど
取

り
上
げ
た
水
上
『
父
と
な
る
記
』
と
高
浜
『
斑
鳩
物
語
』
は
い
ず
れ
も
奥
付

に
「
初
版
二
〇
、〇
〇
〇
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
養
徳
社
は
積
極
的

に
多
く
の
文
芸
書
を
出
版
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
見
出
せ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
部
数
や
言
説
の
多
く
は
戦
時
中
と
戦
後
と
で
混
在
し

て
い
る
た
め
、
戦
後
に
出
版
さ
れ
た
書
物
の
場
合
を
取
り
上
げ
、
そ
の
中
に

あ
る
言
説
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
戦
後
に
叢
書
に
関
す
る
宣
伝
文

は
い
か
に
変
わ
っ
た
の
か
を
見
て
み
よ
う
。
全
文
を
引
用
す
る
の
で
、
少
し

長
く
な
る
が
、
多
く
の
養
徳
叢
書
所
属
の
書
物
に
次
の
内
容
が
印
刷
さ
れ
て

い
る
。

　

終
戦
後
の
日
本
は
嵐
の
真
只
中
に
立
つ
て
ゐ
る
。
私
達
の
前
に
は
緊

急
に
解
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
幾
多
の
深
刻
な
る
社
会
問
題
が
山
積
し
て
ゐ

る
。一
と
し
て
は
日
本
の
運
命
を
決
す
る
重
大
問
題
な
ら
ざ
る
は
な
い
。

こ
れ
が
解
決
に
は
真
に
民
族
の
要
望
す
る
正
し
き
政
治
政
策
の
緊
要
は

言
を
俟
た
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
の
み
で
は
な
い
、
更
に
こ

れ
を
裏
づ
け
る
に
健
全
な
る
民
族
の
魂
の
育
成
が
如
何
に
大
切
で
あ
る

か
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
ぬ
。

　

実
際
今
日
ほ
ど
我
々
に
と
つ
て
、
潤
ひ
豊
か
な
心
情
と
、
高
潔
な
る

教
養
と
、
そ
し
て
深
い
思
念
と
を
必
要
と
す
る
秋
は
な
い
。

　

小
社
が
現
下
幾
多
の
出
版
隘
路
を
克
服
し
て
敢
て
本
叢
書
の
刊
行
を

企
画
せ
し
所
以
は
茲
に
あ
る
。
即
ち
、
叙
上
の
意
図
に
添
は
ん
が
為
め

本
叢
書
編
輯
に
際
し
て
は
飽
く
ま
で
慎
重
審
議
を
期
し
、
日
本
民
族
の

心
を
豊
か
に
し
高
い
教
養
の
地
盤
と
な
り
、
人
生
に
対
す
る
深
い
理
解

と
智
慧
を
与
へ
、
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
正
し
い
示
唆
を
提
供
す
る
も

の
を
幾
多
の
作
品
中
よ
り
厳
選
し
て
世
に
送
る
こ
と
に
し
た
。
幸
に
し

て
新
日
本
建
設
の
基
礎
工
作
と
し
て
貢
献
す
る
あ
ら
ば
小
社
の
歓
び
こ

れ
に
過
ぐ
る
も
の
は
な
い
。
大
方
の
御
支
援
御
協
力
を
切
に
お
願
ひ
す

る
次
第
で
あ
る
。

こ
の
引
用
は
一
九
四
六
年
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
太
宰
治
『
晩
年
』
か
ら
の
も

の
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
傍
線
部
を
引
い
た
箇
所
で
、
先
ほ
ど
引
用

し
た
元
渕
の
言
説
と
重
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
戦
後
の
出
版
状
況
が
望
ま
し

く
は
な
く
、「
活
字
に
飢
え
る
人
々
」
も
多
か
っ
た
の
で
、そ
の
人
た
ち
の
「
心

を
豊
か
に
し
高
い
教
養
の
地
盤
と
な
り
、
人
生
に
関
す
る
深
い
理
解
と
智
慧

を
与
へ
」
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
結
果
的
に
養
徳
叢
書

は
一
九
四
四
年
か
ら
一
九
四
七
年
ま
で
続
き
、「
出
版
さ
れ
た
本
は
七
十
点

に
上
っ
て
い
る
」
と
元
渕
が
述
べ
て
い
る
。
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養
徳
叢
書
は
国
内
外
の
文
芸
書
を
出
版
し
、
例
え
ば
一
九
四
五
年
十
一

月
に
川
端
康
成
『
愛（
（（
（

』
や
同
年
十
二
月
に
深
田
久
弥
『
津
軽
の
平
づ
ら（
（（
（

』、

一
九
四
六
年
七
月
に
堀
辰
雄
『
曠
野
抄（

（（
（

』、
同
年
九
月
に
佐
藤
春
夫
『
新
秋

の
記（
（（
（

』
な
ど
が
戦
後
す
ぐ
の
状
況
で
出
版
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
中
に
太
宰

治
の
第
一
作
品
集
『
晩
年
』
と
同
じ
タ
イ
ト
ル
の
書
物
が
出
版
さ
れ
て
い
る

が
、
次
節
で
詳
細
に
見
て
い
く
よ
う
に
、
こ
の
『
晩
年
』
は
も
と
も
と
の
作

品
集
と
は
異
な
っ
た
存
在
で
あ
り
、
そ
の
理
由
を
考
察
し
て
ゆ
く
。

５
、「
養
徳
叢
書
」
の
中
の
『
晩
年
』
の
成
立
と
出
版

　

本
節
で
は
養
徳
社
版
『
晩
年
』
の
成
立
と
出
版
に
つ
い
て
詳
細
に
考
察
し

て
い
く
が
、
ほ
と
ん
ど
の
情
報
は
も
と
も
と
非
公
開
資
料
で
あ
る
書
簡
を
中

心
に
考
察
す
る（
（（
（

。
す
な
わ
ち
、
出
版
当
初
は
こ
の
よ
う
な
内
容
は
公
開
さ
れ

て
い
た
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
こ
こ
で
は
作
家
の
意
図
や
精
神
等
を
論
考

す
る
つ
も
り
は
な
い
。
本
節
で
は
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
の
は
、
養
徳
社

版
『
晩
年
』
の
成
立
の
経
緯
と
出
版
に
関
す
る
物
質
的
情
報
と
そ
の
意
味
で

あ
る
。

　

最
も
早
く
に
出
さ
れ
た
、
太
宰
か
ら
の
養
徳
社
宛
の
手
紙
は
一
九
四
五
年

十
一
月
十
四
日
付
の
も
の
で
あ
る
。
手
紙
の
中
に
は
『
晩
年
』
が
直
接
言
及

さ
れ
て
い
な
い
が
、
太
宰
は
既
に
作
品
群
を
担
当
者
に
渡
し
、
出
版
は
ど
の

よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
内
容
で
あ
る
。
実
際
に
『
晩
年
』
に
関

す
る
言
及
が
あ
る
の
は
、
同
じ
く
一
九
四
五
年
十
一
月
二
十
三
日
付
の
手
紙

で
、「
さ
て
、「
晩
年
」
の
事
で
は
、
い
ろ
い
ろ
御
手
数
お
か
け
し
た
事
と
存

じ
ま
す
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
、
製
本
出
来
上
が
り
ま
し
た
ら
、
二
、三
部

お
送
り
く
だ
さ
い
ま
し
」と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、こ
の
時
点
で
、養
徳
社
版『
晩

年
』
の
出
版
が
順
調
に
進
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
や
が
て
、
作
品
集
の

刊
行
が
そ
ろ
そ
ろ
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
一
九
四
六
年
一
月
十
四
日
付
の
手
紙

の
内
容
で
読
み
取
れ
る
。
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

拝
復
、
た
だ
い
ま
小
切
手
た
し
か
に
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
、
あ
り
が
た

う
ご
ざ
い
ま
し
た
、ど
う
し
よ
う
か
と
心
細
い
思
ひ
で
ゐ
た
の
で
す
が
、

お
か
げ
さ
ま
で
し
た
、
御
礼
の
言
葉
も
、
も
ど
か
し
い
く
ら
ゐ
で
す
、

（
中
略
）

　
「
晩
年
」
も
、
で
き
た
ら
部
数
を
一
万
以
上
に
た
の
み
い
り
ま
す
、

何
せ
ど
う
も
、
研
究
費
が
か
か
り
ま
す
の
で
、「
晩
年
」
に
は
ひ
つ
て

ゐ
る
作
品
は
、
よ
そ
の
選
集
に
絶
対
に
い
れ
な
い
事
に
し
ま
す
、

　

で
は
ど
う
か
、
く
れ
ぐ
れ
も
お
大
事
に
、　

と
り
あ
へ
ず
心
か
ら
の

御
礼
ま
で
、
敬
具

太
宰　

治

こ
こ
で
二
点
に
注
目
し
た
い
が
、
ま
ず
は
部
数
の
件
で
あ
る
。
前
節
で
見
て

き
た
よ
う
に
、
以
前
に
出
版
さ
れ
た
養
徳
叢
書
の
作
品
集
の
奥
付
に
「
初

版
二
〇
、〇
〇
〇
」
と
あ
る
が
、
確
認
で
き
た
限
り
で
は
「
一
〇
、〇
〇
〇
」

の
場
合
も
あ
っ
た（
（（
（

。
太
宰
治
の
作
新
集
『
晩
年
』
の
奥
付
に
「
初
版

二
〇
、〇
〇
〇
」
と
あ
る
よ
う
に
、
手
紙
の
中
の
希
望
に
出
版
社
は
応
え
た

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
養
徳
叢
書
は
「
活
字
に

飢
え
る
人
々
」
の
た
め
に
刊
行
す
る
目
的
が
あ
っ
た
の
で
、
二
万
部
は
出
版

社
及
び
叢
書
の
狙
い
に
合
致
す
る
部
数
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も

う
一
点
は
、「
研
究
費
が
か
か
り
ま
す
の
で
、「
晩
年
」
に
は
ひ
つ
て
ゐ
る
作

品
は
、
よ
そ
の
選
集
に
絶
対
に
い
れ
な
い
事
に
し
ま
す
」
と
い
う
箇
所
で
あ

る
。
な
ぜ
こ
れ
が
重
要
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
後
に
確
認
す
る
よ
う
に
、
養

徳
社
版
『
晩
年
』
の
作
品
群
は
以
前
に
出
版
さ
れ
て
い
た
砂
子
屋
書
房
版
と

は
異
な
っ
た
作
品
群
か
ら
成
る
作
品
集
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

実
際
に
養
徳
社
『
晩
年
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
一
九
四
六
年
四
月
二
十

─ 119 ─



筑波学院大学紀要17 2022

（11）

日
付
で
あ
っ
た
。
大
き
さ
は
以
前
の
砂
子
屋
書
房
版
の
菊
判
と
四
六
判
と
は

違
っ
た
、Ｂ
６
判
と
い
う
サ
イ
ズ
に
な
っ
た
。装
幀
デ
ザ
イ
ン
は
特
に『
晩
年
』

の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
シ
リ
ー
ズ
そ
れ
自
体
が
統
一
し
た
デ
ザ
イ
ン
で

あ
る
が
、『
晩
年
』
は
養
徳
叢
書
の
「（
15
）」
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

定
価
は
「
￥
８
．４
０
」
と
裏
表
紙
に
記
さ
れ
て
あ
る
。
書
物
そ
れ
自
体
の

特
徴
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
先
述
し
た
よ
う
に
『
晩
年
』
は
養
徳
叢
書
の
他
の

書
物
と
同
じ
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。
し
か
し
、
養
徳
社
版
『
晩
年
』
は

以
前
に
出
版
さ
れ
て
い
た
作
品
集
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
こ
の
版
の

特
徴
に
な
っ
て
い
る
。

　

既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、『
晩
年
』
は
十
五
作
か
ら
成
る
作
品
集
で
あ
っ

た
が
、
養
徳
社
版
『
晩
年
』
は
八
作
か
ら
成
る
作
品
集
で
あ
る
。
目
次
は
次

の
通
り
に
な
っ
て
い
る
。

も
と
も
と
『
晩
年
』
に
あ
っ
た
作
品
は
『
思
ひ
出
』『
雀
こ
』『
逆
行
』『
ロ

マ
ネ
ス
ク
』『
陰
火
』
と
い
う
五
作
で
、『
満
願
』『
女
生
徒
』『
黄
金
風
景
』

と
い
う
三
作
は
新
し
く
『
晩
年
』
に
加
え
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
先
ほ
ど
取

り
上
げ
た
書
簡
の
中
に
は
作
品
群
の
手
渡
し
や
「
よ
そ
の
選
集
に
い
れ
な
い

事
」
等
の
言
説
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
『
晩
年
』
は
作
家
自
身
も
意
識
的
に
従

来
の
も
の
と
は
異
な
っ
た
作
品
集
に
し
て
い
た
こ
と
を
了
承
し
て
い
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
こ
の
八
作
と
こ
の
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て

い
る
の
か
は
作
家
自
身
も
出
版
社
側
も
言
及
し
て
い
な
い
。
目
次
の
図
を
注

意
深
く
見
る
と
、『
雀
こ
』
と
『
逆
行
』、
そ
し
て
『
陰
火
』
と
『
満
願
』
と

の
間
に
他
の
作
品
間
よ
り
少
し
幅
が
広
く
開
い
て
い
る
が
、
こ
れ
が
意
識
的

な
構
造
だ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
印
刷
上
の
事
情
で
そ
う
な
っ
た
の
か
は
明

確
で
は
な
い
。
ま
た
、
例
え
ば
戦
時
中
に
出
版
さ
れ
て
い
た
、
一
九
四
四
年

八
月
刊
行
の
肇
書
房
版
『
佳
日
』
の
目
次
は
明
確
に
意
図
的
な
構
造
に
な
り
、

先
行
論
で
は
そ
の
意
味
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が（
（（
（

、
養
徳
社
版
『
晩
年
』
が
同
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じ
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
言
い
切
れ
な
い
。
こ
の
議
論
の

是
非
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
養
徳
社
版
『
晩
年
』
と
い
う

書
物
の
存
在
で
あ
り
、
収
録
作
品
の
組
み
合
わ
せ
と
そ
の
読
み
方
は
今
後
の

課
題
の
一
つ
に
し
た
い
と
断
っ
て
お
く
。

　

こ
の
『
晩
年
』
の
売
り
上
げ
に
関
す
る
情
報
は
な
く
、
ま
た
同
時
代
評
価

も
確
認
で
き
る
範
囲
に
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
の
か
は
不
明

だ
が
、
少
な
く
と
も
作
家
自
身
の
考
え
方
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
養

徳
社
版
『
晩
年
』
が
刊
行
し
て
か
ら
一
年
が
経
過
す
る
と
太
宰
か
ら
の
手
紙

（
は
が
き
）
が
一
九
四
七
年
七
月
九
日
付
、
編
集
部
宛
に
届
い
た
。
そ
の
内

容
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

拝
啓
、
御
ぶ
さ
た
し
て
居
り
ま
す
、
二
、三
日
前
か
ら
、
こ
ち
ら
急

に
暑
く
な
つ
て
、
た
だ
も
う
、
汗
ば
か
り
拭
い
て
居
り
ま
す
、
さ
て
、

昨
日
、
新
潮
社
の
人
が
来
て
、
こ
ん
ど
新
潮
文
庫
を
発
刊
す
る
け
ど
、

そ
の
際
「
晩
年
」
の
決
定
版
も
出
し
た
い
と
言
ひ
、
養
徳
叢
書
の
「
晩

年
」
は
、
名
前
は
「
晩
年
」
で
す
け
ど
、
実
は
「
晩
年
」
の
半
分
だ
け

を
と
り
、
そ
れ
か
ら
「
晩
年
」
以
外
の
「
女
生
徒
」
だ
の
他
二
篇
ば
か

り
い
れ
て
あ
り
ま
す
の
で
、「
晩
年
」の
ホ
ン
モ
ノ
の
決
定
版
を
こ
の
際
、

作
つ
て
置
く
の
も
無
意
義
で
な
い
と
私
も
思
ひ
ま
し
て
、
で
も
一
応
養

徳
社
の
御
了
承
を
得
る
の
も
順
序
と
存
じ
ま
し
て
、
不
取
敢
、
御
快
諾

を
得
た
く
、
お
願
ひ
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
、
ど
う
か
よ
ろ
し
く
御
了

承
の
ほ
ど
お
願
ひ
申
し
ま
す
、 

敬
具

こ
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
太
宰
自
身
は
養
徳
社
版
『
晩
年
』
は
も
と
も
と
の

作
品
集
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
手

紙
の
中
に
は
、「
養
徳
社
の
御
了
承
を
得
る
」
こ
と
や
「
御
快
諾
を
得
た
く
、

お
願
ひ
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
」
な
ど
と
い
う
表
現
が
あ
る
よ
う
に
礼
儀
正

し
く
出
版
社
に
連
絡
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
養
徳
社
版
『
晩
年
』
が
「
決

定
版
」
で
も
な
く
、「
ホ
ン
モ
ノ
」
の
『
晩
年
』
で
も
な
い
こ
と
が
同
時
に

表
現
さ
れ
、
こ
の
版
の
『
晩
年
』
に
関
す
る
意
識
が
大
き
く
違
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
ち
な
み
に
、こ
の
書
簡
の
中
に『
女
生
徒
』へ
の
言
及
が
あ
り
、

新
し
く
加
え
ら
れ
た
三
つ
の
作
品
は
い
ず
れ
も
一
九
三
九
年
七
月
刊
行
の
砂

子
屋
書
房
版
『
女
生
徒
』
に
収
録
さ
れ
て
い
た
作
品
で
あ
る（
（1
（

。
あ
え
て
「
ホ

ン
モ
ノ
」
で
は
な
い
『
晩
年
』
を
作
る
た
め
に
、
も
と
も
と
の
『
晩
年
』
か

ら
五
作
、
そ
し
て
作
品
集
『
女
生
徒
』
か
ら
三
作
を
抜
き
取
り
、
新
し
い
組

み
合
わ
せ
と
す
る
こ
と
は
ど
う
い
う
目
的
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
ほ
ど

取
り
上
げ
た
一
九
四
六
年
一
月
十
四
日
付
の
書
簡
に
は
、「
小
切
手
」
等
の

こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
太
宰
は
金
銭
的
な
理
由
で
『
晩
年
』
を

新
た
に
組
み
直
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
第
一
創
作
集
で
あ
り
、
作
家

が
生
前
に
数
回
に
わ
た
っ
て
宣
伝
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で（
（（
（

、
単
な
る
印
税
の

所
得
を
目
的
と
し
て
養
徳
社
『
晩
年
』
が
出
版
さ
れ
た
と
い
う
の
は
考
え
難

い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
『
晩
年
』
は
別
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

６
、
養
徳
社
版
『
晩
年
』
を
更
新
版
と
し
て
考
え
直
す

　

こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
書
簡
な
ど
か
ら
『
晩
年
』
を
新
た
に
す
る
こ

と
に
お
け
る
作
家
の
意
図
と
は
何
か
に
対
す
る
答
え
が
読
み
取
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
書
簡
に
あ
っ
た
作
家
の
意
識
と
併
せ
て
、
出
版
社
の
意

図
が
出
版
さ
れ
た
養
徳
社
版
『
晩
年
』
と
い
う
物
質
的
な
媒
体
と
し
て
の
書

物
と
所
属
シ
リ
ー
ズ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
解
釈
を
踏
ま

え
た
上
で
、
本
節
で
は
養
徳
社
版
『
晩
年
』
を
更
新
版
と
し
て
考
え
直
し
、

太
宰
研
究
及
び
近
代
文
学
史
の
中
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
と
な
る

の
か
を
検
討
し
て
い
く
。
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ま
ず
は
、
先
ほ
ど
検
討
し
て
い
た
養
徳
社
の
冊
子
「
創
設
の
こ
ろ
―
―
養

徳
社
創
立
六
十
年
」
に
あ
る
言
説
と
、
実
際
に
『
晩
年
』
の
中
に
印
刷
さ
れ

て
い
る
シ
リ
ー
ズ
に
関
す
る
言
説
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
。
戦

後
の
出
版
状
況
が
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
上
、
全
国
に
「
活
字
に
飢

え
る
人
々
」
が
い
た
の
で
、
と
に
か
く
印
刷
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
印
刷
す
る

と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、

養
徳
社
が
「
養
徳
叢
書
」
を
創
設
し
た
目
的
は
、「
出
版
隘
路
を
克
服
し
て

敢
て
本
叢
書
の
刊
行
を
企
画
」
し
、「
日
本
民
族
の
心
を
豊
か
に
し
高
い
教

養
の
地
盤
と
な
り
、
人
生
に
対
す
る
深
い
理
解
と
智
慧
を
与
へ
」
る
と
さ
れ

て
い
る
。
太
宰
が
養
徳
社
の
意
図
を
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
理
解
し
て
い
た
の
か

は
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
長
篇
作
品
『
津
軽（
（（
（

』
の
本
文
中
に
は

作
品
が
所
属
し
て
い
る
シ
リ
ー
ズ
「
新
風
土
記
叢
書
」
が
示
唆
さ
れ
て
い
る

の
で（
（（
（

、
養
徳
社
版
『
晩
年
』
も
「
養
徳
叢
書
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
目
的
に

併
せ
て
出
版
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ら
ば
、
養
徳
社
版

『
晩
年
』
は
ど
の
よ
う
な
書
物
で
あ
ろ
う
か
。

　

先
ほ
ど
言
及
し
た
よ
う
に
、
養
徳
社
版
『
晩
年
』
は
更
新
版
と
い
う
よ
う

に
ジ
ャ
ン
ル
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。初
版
本
を
経
て
、『
晩
年
』

が
既
に
更
新
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
他
の
砂
子
屋
書
房
版
で
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
が
、
そ
の
更
新
の
場
合
は
改
装
版
や
改
版
と
い
う
程
度
で
、
養
徳
社
版

『
晩
年
』
ほ
ど
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
が
全
く
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
な

ら
ば
、
更
新
版
と
は
そ
も
そ
も
何
か
と
い
う
こ
と
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。「
更
新
版
」と
い
う
の
は
、文
字
通
り
更
新
さ
れ
た
版
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
改
装
版
や
改
版
と
は
違
い
、
更
新
版
は
外
側
に
あ
る
書
名
は
同

じ
で
あ
り
な
が
ら
も
、
中
身
が
異
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る（
（（
（

。
比
較
対
象
を

取
り
上
げ
る
と
、
初
版
『
晩
年
』
と
そ
の
次
に
出
さ
れ
た
『
晩
年
』
は
収
録

作
品
や
版
面
が
全
く
同
じ
で
あ
る
が
、
装
幀
デ
ザ
イ
ン
に
変
化
が
あ
っ
た
の

で
、
改
装
版
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
養
徳
社
版
『
晩
年
』
は

そ
も
そ
も
収
録
さ
れ
た
作
品
群
が
初
版
本
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、

更
新
版
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
定
義
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
養
徳
叢
書
」の
規
模
を
把
握
し
て
お
こ
う
。

太
宰
の
作
品
集
『
晩
年
』
は
「（
15
）」
と
番
号
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
奥
付
の

後
に
あ
る
広
告
の
ペ
ー
ジ
に
は
他
に
同
じ
シ
リ
ー
ズ
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る

書
物
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
川
端
康
成
『
愛
』
や
横
光
利
一

『
雪
解
』、
武
者
小
路
実
篤
『
愛
と
死
』
な
ど
が
載
っ
て
い
る
。
更
に
、
こ
の

叢
書
は
「
日
本
篇
」
と
「
外
国
篇
」
と
い
う
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

は
お
よ
そ
五
十
冊
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
。
養
徳
叢
書
は
一
九
四
四
年
か
ら

一
九
四
七
年
ま
で
刊
行
が
続
け
ら
れ
た
も
の
で
、「
関
西
の
岩
波
を
つ
く
る（
（（
（

」

こ
と
が
理
念
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
戦
後
日
本
の
社
会
に
、
活
字
を
届
け
、
い

わ
ば
活
字
で
元
気
づ
け
を
す
る
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
た
。
養
徳
社
の
冊
子

に
よ
る
と
、
多
く
の
書
物
が
列
挙
さ
れ
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
養
徳
叢
書
が
創
刊
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
、
他
社
の
紙
型
を
譲
り
受
け
る
な
ど
し
た
た
め
に
、
こ

れ
と
い
っ
た
定
型
な
し
に
内
外
の
良
書
を
発
行
し
て
き
た
が
、
こ
の
叢

書
の
創
刊
に
よ
り
、
は
っ
き
り
し
た
顔
を
も
っ
た
良
書
群
と
し
て
読
書

層
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
現
在
、
東
京
の
国
立
国
会
図
書
館
に
保
存
さ

れ
る
養
徳
社
刊
行
本
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ
の
養
徳
叢
書
だ
。

更
に
「
二
年
間
に
養
徳
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
本
は
七
十
点
に
上
っ
て
い
る
」

と
あ
り
、
こ
れ
も
「
養
徳
叢
書
」
の
出
版
し
た
冊
数
を
指
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
冊
子
の
中
に
も
、
ま
た
養
徳
社
の

正
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
太
宰
治
や
『
晩
年
』
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。
太

宰
は
後
に
非
常
に
有
名
な
作
家
に
な
っ
た
た
め
、
ネ
ー
ム
バ
リ
ュ
ー
を
考
え

る
と
太
宰
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
こ
と
は
不
自
然
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
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は
な
い
だ
ろ
う
。
更
に
、
養
徳
社
版
の
部
数
が
二
〇
、〇
〇
〇
部
に
な
っ
て

い
る
た
め
、
戦
後
の
「
活
字
に
飢
え
る
人
々
」
が
文
芸
作
品
を
読
め
る
よ
う

に
な
る
こ
と
は
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
当
初
の
養
徳
社
は
な
ぜ
『
晩
年
』
の
出
版
を
決
定
し
た
の
だ
ろ

う
か
。
既
に
取
り
上
げ
た
冊
子
の
内
容
を
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、「
戦
後

の
＂
印
刷
し
た
も
の
な
ら
何
で
も
売
れ
る
＂
と
い
っ
た
焼
き
直
し
小
説
や
頽

廃
文
学
が
街
に
氾
濫
す
る
」
と
い
う
状
況
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
多
く
の
文

芸
書
を
出
す
こ
と
が
養
徳
社
の
目
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
戦
後
の
社
会

は
「
活
字
に
飢
え
る
」
と
い
う
状
態
で
、
多
く
の
出
版
社
は
と
に
か
く
売
れ

る
な
ら
出
版
す
る
と
い
う
精
神
だ
っ
た
。
そ
こ
で
養
徳
社
が
『
晩
年
』
を
出

す
こ
と
、
ま
た
部
数
の
面
で
は
二
〇
、〇
〇
〇
部
を
出
す
こ
と
は
「
活
字
に

飢
え
る
人
々
」、
そ
の
読
者
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
枠
の
中
に
、
初
版
本
と
は
違
っ
た
作
品
の
組
み
合
わ
せ
に

な
っ
た
『
晩
年
』
は
そ
の
時
代
の
読
者
に
と
っ
て
、
何
か
し
ら
の
新
鮮
な
読

み
物
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
養
徳
社
版
『
晩
年
』
を
考
え
て
み
る
と
、
前
節
に
取
り
上
げ

た
太
宰
自
身
の
言
葉
を
も
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
ホ

ン
モ
ノ
」
で
も
「
決
定
版
」
で
も
な
い
『
晩
年
』
は
戦
後
社
会
の
た
め
に
特

別
に
作
ら
れ
た
版
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。
既
述
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
意
味
は
作
家
で
あ
る
太
宰
自
身
が
ど
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
た
の
か
は
実

証
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
実
在
す
る
「
養
徳
叢
書
」
が
よ
り
大
き

な
文
脈
に
お
け
る
戦
後
社
会
の
た
め
に
企
画
さ
れ
た
こ
と
で
、『
晩
年
』
が

そ
の
シ
リ
ー
ズ
の
意
図
に
併
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
こ
で
改
め
て
、
二
節
に
て
既
に
取
り
上
げ
た
、
太
宰
自
身
が
書
い
た
広

告
と
し
て
の
随
筆
「「
晩
年
」
に
就
い
て
」
と
い
う
資
料
の
中
身
を
確
認
し

て
お
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
本
節
で
取
り
上
げ
て
い
る
『
晩
年
』
と
時
代
が

異
な
る
が
、
そ
の
広
告
の
内
容
と
併
せ
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
冒
頭
部
が
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

私
は
こ
の
短
篇
集
一
冊
の
た
め
に
、
十
箇
年
を
棒
に
振
つ
た
。
ま
る

十
箇
年
、市
民
と
同
じ
さ
は
や
か
な
朝
め
し
を
食
は
な
か
つ
た
。
私
は
、

こ
の
本
一
冊
の
た
め
に
、
身
の
置
き
ど
こ
ろ
を
失
ひ
、
た
え
ず
自
尊
心

を
傷
け
ら
れ
て
世
の
な
か
の
寒
風
に
吹
き
ま
く
ら
れ
、
さ
う
し
て
、
う

ろ
う
ろ
歩
き
ま
は
つ
て
ゐ
た
。
数
万
円
の
金
銭
を
浪
費
し
た
。
長
兄
の

苦
労
の
ほ
ど
に
頭
さ
が
る
。
舌
を
焼
き
、
胸
を
焦
が
し
、
わ
が
身
を
、

た
う
て
い
回
復
で
き
ぬ
ま
で
に
わ
ざ
と
損
じ
た
。
百
篇
に
あ
ま
る
小
説

を
、
破
り
捨
て
た
。
原
稿
用
紙
五
万
枚
。
さ
う
し
て
残
つ
た
の
は
、
辛

う
じ
て
、
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
。
原
稿
用
紙
、
六
百
枚
に
ち

か
い
の
で
あ
る
が
、
稿
料
、
全
部
で
六
十
数
円
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、私
は
、信
じ
て
ゐ
る
。
こ
の
短
篇
集
、「
晩
年
」
は
、年
々

歳
々
、
い
よ
い
よ
色
濃
く
、
き
み
の
眼
に
、
き
み
の
胸
に
滲
透
し
て
行

く
に
ち
が
ひ
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
。
私
は
こ
の
本
一
冊
を
創
る
た
め
に

の
み
生
れ
た
。
け
ふ
よ
り
の
ち
の
私
は
全
く
の
死
骸
で
あ
る
。
私
は
余

生
を
送
つ
て
行
く
。

こ
の
宣
伝
文
は
一
九
三
六
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た
の
で
、
遡
及
的
に
見
る
こ

と
に
な
る
が
、傍
線
部
に
「
私
は
こ
の
本
一
冊
を
創
る
た
め
に
の
み
生
れ
た
」

と
あ
る
よ
う
に
、
太
宰
に
と
っ
て
『
晩
年
』
は
独
特
な
位
置
付
け
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
更
新
版
『
晩
年
』
が
戦
後
の
社

会
の
た
め
に
特
別
に
編
集
さ
れ
、
養
徳
叢
書
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
重
要
な

位
置
付
け
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
作
品
集
の
タ
イ
ト
ル
が

「
晩
年
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
第
一
作
品
集
と
の
関
連
が

あ
り
、「
こ
の
本
一
冊
を
創
る
た
め
に
の
み
生
れ
た
」
と
い
う
意
味
も
持
つ

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
で
更
新
版
『
晩
年
』
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を
見
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
養
徳
社
に
出
版
さ
れ

た
『
晩
年
』
と
い
う
作
品
集
を
考
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

７
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
太
宰
治
の
第
一
作
品
集
『
晩
年
』
の
足
跡
を
確
認
し
、
従
来

の
研
究
や
評
論
の
中
で
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
養
徳
社
に
出
版
さ
れ
た

の
更
新
版
『
晩
年
』
を
考
察
し
た
。
特
に
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
的
要
素
を
取
り
上

げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
新
版
『
晩
年
』
の
意
味
と
位
置
付
け
を
考
え
直
す

こ
と
が
で
き
た
。
今
回
の
考
察
で
は
更
新
版
の
収
録
作
品
の
読
解
ま
で
論
考

し
な
か
っ
た
が
、
本
稿
で
考
察
し
て
き
た
書
物
と
い
う
媒
体
を
分
析
す
る
こ

と
で
、
改
め
て
収
録
作
品
を
読
む
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
作
家
と
自

著
と
呼
べ
る
書
物
に
つ
い
て
、
山
中
剛
史
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

（
前
略
）
何
よ
り
己
の
作
品
を
世
に
普
及
さ
せ
る
と
い
う
点
で
も
作
家

に
と
っ
て
単
行
本
は
重
要
で
あ
る
。
仮
に
、
読
者
に
読
ま
れ
る
こ
と
が

な
け
れ
ば
作
品
は
存
在
し
な
い
も
同
じ
こ
と
と
す
る
な
ら
、
コ
ン
ス
タ

ン
ト
に
新
聞
雑
誌
に
作
品
を
発
表
し
て
も
そ
の
日
そ
の
月
で
消
え
て
し

ま
う
そ
れ
ら
よ
り
、
息
が
長
く
、
た
と
え
絶
版
と
な
っ
て
も
世
に
貸
本

や
古
書
と
し
て
流
通
し
続
け
る
単
行
本
こ
そ
、
と
り
わ
け
新
進
作
家
に

と
っ
て
は
自
分
を
代
表
す
る
作
品
と
し
て
な
く
て
は
始
ま
ら
な
い
も
の

で
あ
っ
た
ろ
う（
（（
（

。

本
稿
で
確
認
し
た
よ
う
に
第
一
作
品
集
『
晩
年
』
は
新
進
作
家
で
あ
っ
た
太

宰
治
の
「
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
」
を
位
置
付
け
る
書
物
で
あ
る
が
、
後
に
別
の
形

と
し
て
次
々
と
『
晩
年
』
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
改
装
版
や
改
版

だ
け
で
は
な
く
、
収
録
作
品
が
異
な
る
別
の
『
晩
年
』
が
存
在
し
て
お
り
、

現
在
な
お
流
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
出
版
社
の
言
説
や
宣
伝
文
を

読
み
解
く
こ
と
で
、
更
新
版
『
晩
年
』
は
戦
後
社
会
に
独
特
な
意
味
と
位
置

付
け
を
持
つ
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

今
回
の
考
察
は
養
徳
社
に
出
版
さ
れ
た
更
新
版
『
晩
年
』
を
物
質
的
な
書

物
と
し
て
の
面
か
ら
取
り
上
げ
て
き
た
が
、
既
述
し
た
よ
う
に
作
品
の
面
か

ら
も
更
新
版
『
晩
年
』
を
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
特
に
収
録
さ
れ
て
い
る

作
品
の
選
択
と
組
み
合
わ
せ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
初
版
『
晩

年
』
と
作
品
集
『
女
生
徒
』
の
作
品
群
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
作
品
に
は
相
互

関
係
が
あ
る
の
か
、
ま
た
養
徳
叢
書
の
目
的
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か

を
改
め
て
論
考
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
よ
う
に
、
更
新
版
『
晩
年
』
の
物
質

的
な
媒
体
と
し
て
の
書
物
の
意
味
と
併
せ
て
作
品
群
を
読
み
直
す
こ
と
で
、

こ
の
版
の
意
味
を
更
に
深
く
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
本
稿
の
方
法
論
を
他
の
作
家
の
場
合
に
応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新

た
に
書
物
と
作
家
、
そ
し
て
作
品
と
の
関
係
を
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

（
1
）　
『
海
豹
』
一
九
三
三
・
四
、六
、七

（
2
）　
『
日
本
浪
曼
派
』
一
九
三
五
・
五

（
3
）�　

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
ス
イ
ユ
』（
和
泉
涼
一
訳
、
水
声
社
、

二
〇
〇
一
）

（
4
）�　

豊
島
与
志
雄
「
解
説
」、
新
潮
文
庫
『
晩
年
』
所
載
（
新
潮
社
、

一
九
四
七
・
十
二
）

（
5
）�　

鳥
居
邦
朗
『
太
宰
治
論
―
作
品
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
』（
雁
書
館
、

一
九
八
二
）

─ 114 ─



小田桐ジェイク：第一作品集の行方と更新版の位置――太宰治の養徳社版『晩年』をめぐって

（16）

（
6
）�　

東
郷
克
美
『
太
宰
治
と
い
う
物
語
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
一
）

（
7
）�　
『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八
七
・
四

（
8
）�　

ち
く
ま
新
書
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二

（
9
）�　
『
太
宰
治
研
究
』
第
24
巻
（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
）

（
10
）�　

例
え
ば
、『
太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』第
３
号（
二
〇
一
〇
・
六
）に
お
け
る「『
晩

年
』
生
成
と
メ
デ
ィ
ア
」
及
び
「『
晩
年
』
前
後
―
―
研
究
論
文
」
や
、
前
掲
の

『
太
宰
治
研
究
』
第
24
巻
（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
）
に
お
け
る
「
短
篇
小
説
集

『
晩
年
』
と
収
録
作
品
」
な
ど
の
特
集
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

（
11
）�　

同
じ
「
晩
年
・
桐
の
木
横
町
」
の
中
に
澤
西
健
「
王
者
の
宴
」
と
い
う
評
価

も
あ
る
が
、『
晩
年
』
の
物
質
的
な
姿
に
関
す
る
言
説
は
な
い
。

（
12
）�　

紅
野
謙
介『
書
物
の
近
代
―
―
メ
デ
ィ
ア
の
文
学
史
』（
ち
く
ま
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

80
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
）

（
13
）�　

松
本
和
也
「〈
性
格
破
綻
者
〉
へ
の
道
程
―
―
『
晩
年
』・「
創
生
記
」・
第
三

回
芥
川
賞
」（
同
著
『
昭
和
十
年
前
後
の
太
宰
治
―
―
〈
青
年
〉・
メ
デ
ィ
ア
・

テ
ク
ス
ト
』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
〇
九
）

（
14
）�　

秀
明
出
版
会
、
二
〇
一
五

（
15
）�　

な
お
、「
太
宰
治
」
と
い
う
作
家
名
で
は
じ
め
て
発
表
し
た
の
は
随
筆
『
田
舎

者
』（『
海
豹
通
信
』
一
九
三
三
・
二
）
で
あ
っ
た
。

（
16
）�　

初
出
雑
誌
は
『
文
藝
雑
誌
』
一
九
三
六
・
一

（
17
）�　

本
稿
に
お
け
る
引
用
資
料
に
「（
中
略
）」「（
前
略
）」
等
に
よ
る
省
略
、
ま
た

傍
線
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
。

（
18
）�　

初
出
雑
誌
は
『
文
学
界
』
一
九
四
一
・
一

（
19
）�　

前
掲
の
山
内
祥
史
著
書

（
20
）�　

作
家
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
、
拙
論
「
無
題
序
文
に
お
け
る
自
己

宣
伝
の
機
能
―
―
太
宰
治
の
作
品
集
『
思
ひ
出
』
を
中
心
に
」（『
阪
大
近
代
文

学
研
究
』
二
〇
二
一
・
三
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
21
）�　

一
九
八
三
年
刊
行
『
ろ
ま
ん
燈
籠
』
と
い
う
新
潮
文
庫
作
品
集
に
付
録
さ
れ

て
い
る
奥
野
健
男
「
解
説
」
に
も
「
こ
の
十
七
冊
で
太
宰
治
の
殆
ん
ど
す
べ
て

の
作
品
、
エ
ッ
セ
イ
が
網
羅
さ
れ
た
。
新
潮
文
庫
版
太
宰
治
全
集
が
完
結
し
た

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
」
と
あ
り
、
二
〇
〇
九
年
刊
行
『
地
図
』
と
い
う
作
品

集
に
収
録
さ
れ
る
作
品
で
や
が
て
奥
野
が
述
べ
た
「
新
潮
文
庫
版
太
宰
治
全
集
」

が
ま
さ
に
完
結
し
た
。

（
22
）�　

養
徳
社
、
二
〇
〇
六

（
23
）�　

収
載
作
品
は
「
伊
豆
の
踊
子
」「
夜
の
さ
い
こ
ろ
」「
寝
顔
」「
春
景
色
」「
禽
獣
」

（
24
）�　

収
載
作
品
は
「
あ
す
な
ら
う
」「
チ
ヤ
シ
ヌ
マ
」「
エ
ェ
デ
ル
・
ワ
イ
ス
」「
志

乃
の
手
紙
」「
母
」「
帰
郷
」「
は
ぎ
葉
」「
山
の
小
屋
」「
幼
な
顔
」「
月
の
桂
」

（
25
）�　

収
載
作
品
は
「
曠
野
」「
ほ
と
ど
ぎ
す
」「
姨
捨
」「
ふ
る
さ
と
び
と
」「
晩
夏
」

「
朴
の
花
の
咲
く
頃
」

（
26
）�　

収
載
作
品
は
「
新
秋
の
記
」「
旅
び
と
」「
杏
の
実
を
く
れ
る
娘
」「
車
窓
残
月

の
記
」「
秋
立
つ
」「
窓
展
く
」「
写
生
旅
行
」

（
27
）�　

書
簡
の
引
用
は
い
ず
れ
も
『
太
宰
治
全
集
』
第
十
二
巻
（
筑
摩
書
房
、

一
九
九
九
）
に
よ
る
。

（
28
）�　

例
え
ば
、一
九
四
五
年
十
一
月
刊
行
の
森
鷗
外
『
栗
山
大
膳
』
の
奥
付
に
「
初

版
一
〇
、〇
〇
〇
」
と
あ
る
。

（
29
）�　

松
本
和
也
「
戦
略
と
し
て
の
話
法
―
―
太
宰
治
『
佳
日
』
と
い
う
書
物
」（『
太

宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
二
〇
一
四
・
六
）

（
30
）�　

砂
子
屋
書
房
版
『
女
生
徒
』（
一
九
三
九
・
七
）
と
い
う
作
品
集
に
収
録
さ
れ

て
い
る
作
品
は
「
満
願
」「
女
生
徒
」「I�can�speak

」「
富
嶽
百
景
」「
懶
惰
の

歌
留
多
」「
姥
捨
」「
黄
金
風
景
」
で
あ
る
。

（
31
）�　
『
晩
年
』
に
関
す
る
作
家
自
身
の
宣
伝
は
随
筆
を
は
じ
め
「
人
に
送
る
」（
後

に
「「
晩
年
」
に
就
い
て
」
と
改
名
、『
文
筆
』
一
九
三
八
・
二
）
や
「「
晩
年
」
と
「
女

生
徒
」」（『
文
筆
』
一
九
四
一
・
六
）、「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
も
の
」（
後

に
「
自
著
を
語
る
」
と
改
名
、『
月
刊
東
奥
』
一
九
四
五
・
一
）
等
々
と
あ
る
よ

う
に
、改
め
て
こ
れ
ら
の
言
説
を
分
析
し
、自
己
宣
伝
と
し
て
の
機
能
と
『
晩
年
』
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の
関
係
を
考
察
し
た
い
。

（
32
）�　

小
山
書
店
、
一
九
四
四
・
十
一

（
33
）�　

更
に
詳
し
く
は
拙
論
「
変
貌
す
る
太
宰
治
『
津
軽
』
―
―
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
の

観
点
か
ら
」（『
阪
神
近
代
文
学
研
究
』
第
19
号
、
二
〇
一
八
・
五
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
34
）�　

版
が
重
な
っ
た
り
、
外
装
や
内
容
が
変
化
し
た
り
す
る
こ
と
に
伴
う
意

味
に
つ
い
て
は
、
外
山
滋
比
古
『
異
本
論
』（
ち
く
ま
文
庫
、
筑
摩
書
房
、

二
〇
一
〇
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
35
）�　

元
渕
前
掲
冊
子

（
36
）�　

山
中
剛
史
『
谷
崎
潤
一
郎
と
書
物
』（
秀
明
大
学
出
版
社
、
二
〇
二
〇
）
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