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太
宰
治
の
作
品
を
は
じ
め
、
実
人
生
、
随
筆
、
没
後
に
起
こ
る
ブ
ー
ム
や
そ
の
人
気
な

ど
が
し
ば
し
ば
研
究
の
対
象
に
な
って
き
た
。
ま
た
、
作
品
を
読
解
す
る
に
あ
た
り
、
太

宰
が
執
筆
し
た
随
筆
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
も
少
な
く
は
な
い
が
、
随
筆
を
い
わ
ゆ
る

原
資
料
と
し
て
扱
う
考
察
は
希
少
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、太
宰
が
戦
時
中
に
発
表
し
た「
日

本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
と
い
う
随
筆
を
取
り
上
げ
、
従
来
の
研
究
で
重
視
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
原
資
料
で
の
形
を
分
析
す
る
。
現
在
、
個
人
全
集
な
ど
の
よ
う
な
媒
体
で
見
え

な
く
な
って
し
ま
っ
た
姿
を
改
め
て
見
る
こ
と
に
よ
り
、
パラ
テ
ク
ス
ト
的
要
素
と
随
筆
の
本

文
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

キ
ー
ワ
ー
ド
： 

太
宰
治
、
随
筆
、
個
人
全
集
、
パラ
テ
ク
ス
ト
、
セ
ル
フ
プ
ロ
デ
ュー
ス

１
、
は
じ
め
に

　

日
本
近
代
文
学
の
研
究
領
域
に
お
い
て
、
太
宰
治
ほ
ど
研
究
さ
れ
て
き
た
作

家
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
夏
目
漱
石
や
樋
口一葉
、
森
鷗
外
な
ど
の
よ
う
な

作
家
と
肩
を
並
べ
る
ほ
ど
、
太
宰
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。
従
前
の
研
究
で
は
、

太
宰
治
と
い
う
作
家
を
は
じ
め
、
作
品
、
ま
た
最
近
は
多
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る

事
柄
が
分
析
の
対
象
に
な
って
い
る（

（
（

。
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
研
究
さ
れ
て
い
る
と

は
い
え
、
本
稿
の
第
二
節
に
お
い
て
従
来
の
研
究
を
お
お
む
ね
ま
と
め
て
い
く
が
、

太
宰
の
随
筆
は
こ
れ
ま
で
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

そ
の一つ
の
問
題
と
し
て
は
、
本
稿
で
見
て
い
く
よ
う
に
、
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
の
要

素
が
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
前
の
研
究
の

多
く
は「
定
本
」と
い
う
権
限
を
示
す
よ
う
な
媒
体
と
し
て
の
個
人
全
集
を「
資

料
」
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
原
資
料
ま
で
遡
れ
ば
翻
刻
さ
れ
て
き
た
「
資
料
」

太
宰
治
の
随
筆
に
お
け
る
パラ
テ
ク
ス
ト
問
題

―
―「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」を
中
心
に
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に
は
見
え
な
い
多
く
の
事
柄
が
あ
り
、
随
筆
そ
れ
自
体
の
読
み
方
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
で
扱
う
随
筆
が
こ
の
よ
う
な
好
例
と
な
り
、

現
在
の「
資
料
」
と
し
て
は
「
自
著
を
語
る
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
な
って
い
る
が
、

原
資
料
で
は
「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
あ
っ
た
。

個
人
全
集
の
「
解
題
」
等
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
情
報
が
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
原
資
料
が
ど
の
よ
う
な
形
と
な
って
い
る
の
か
を
詳
細
に
考
察
す
る
も
の
が

ま
だ
な
い
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
「
ジ
ャ
ン
ル
論
」
と
先
行
研
究
に
お
け
る
太
宰
治
の
随
筆

の
扱
い
方
を
整
理
し
て
お
く
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
太
宰
の
生
前
か
ら
現

在
に
至
る
ま
で
随
筆
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
把
握
す
る
た
め
の
全
体

像
を
整
え
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
前
提
で
、
実
際
に
太
宰
の
随
筆
「
日
本
文
学

の
伝
統
に
根
ざ
す
」
を
読
ん
で
い
く
。
ま
ず
は
原
資
料
に
提
示
さ
れ
て
い
る
形

式
で
ど
の
よ
う
な
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
が
見
え
る
の
か
を
論
じ
た
上
で
、
随
筆
の
中
に

列
挙
さ
れ
て
い
る
著
書
及
び
作
品
が
そ
の
随
筆
の
言
葉
に
ど
の
よ
う
に
影
響
さ
れ

て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
稿
の
試
み
を
通
し
て
、
太
宰

治
の
随
筆
を
大
き
く
考
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

２
、「
ジ
ャ
ン
ル
論
」
及
び
太
宰
の
随
筆
研
究
の
背
景
と
問
題
の
所
在

　
「
随
筆
」
を
ジ
ャ
ン
ル
化
す
る
こ
と
は
簡
単
な
作
業
で
は
な
い
。
後
に
も
詳
し

く
見
る
よ
う
に
、「
定
本
」
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
太
宰
治
の
個
人
全
集
で
さ

え
、「
随
想
」
巻
の
中
に
は
「
随
筆
（
随
想
）」
を
は
じ
め
と
し
、「
序
文・後
記
」、

「
雑
纂
」、「
座
談
会
」、「
補
遺
」
と
いっ
た
様
々
な
類
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
本
節
で
は
、ま
ず
は
「
ジ
ャ
ン
ル
」
を
理
論
的
に
考
え
た
上
で
、

太
宰
治
の
随
筆
に
関
す
る
研
究
の
現
状
を
確
認
し
て
い
く
。

　

そ
も
そ
も
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
随
筆
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の

が
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
、
現
代
の
目
で
見
る
と
古
典
類
に
は
多
く
含
ま
れ
て
い

る
。
例
え
ば
『
今
昔
物
語
』
な
ど
が
「
説
話
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
文

献
は
、
も
と
も
と
「
随
筆
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

中
国
古
代
の
「
随
筆
」
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
日
本
で
「
随
筆
」
が
ど
の
よ

う
に
変
遷
し
て
き
た
の
か
に
つい
て
は
、
稲
田
利
徳
論
に
は
次
の
よ
う
な
指
摘
が

あ
る
。

　
一
方
、
日
本
で
の
随
筆
の
用
語
の
初
出
は
、
一
条
兼
良
の
「
東
斎
随
筆
」

で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
は
「
書
承
に
よ
る
説
話
を
集
め
て
分
類
し
た
も
の
に

す
ぎ
ず
、
随
筆
の
名
に
値
し
な
い
。
博
識
を
も
って
知
ら
れ
る
兼
良
さ
え
、

随
筆
が
い
か
な
る
も
の
か
、
い
か
な
る
も
の
に
な
り
う
る
か
に
つい
て
よ
く
知

ら
な
か
っ
た
こ
と
の
現
れ
か
」
と
も
評
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
随
筆
と
い
う
一
分
野
が
盛
行
す
る
が
、

そ
れ
は
随
筆
文
学
と
称
す
べ
き
も
の
の
ほ
か
に
、
考
証
・
見
聞
録
風
な
雑
多

な
も
の
を
総
括
的
に
含
み
込
ん
で
い
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
随
筆
を
孤
立
し
た
文
学
形
態
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た

の
は
、
近
代
以
降
の
研
究
者
が
文
学
史
の
体
系
化
に
際
し
、
西
欧
に
お
い
て

発
達
し
た
エッ
セ
イ
を
念
頭
に
置
き
、
形
態
的
、
内
容
的
に
そ
れ
に
相
応
す

る
作
品
を
性
格
付
け
る
過
程
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
従
って
、近
代・

現
代
は
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
「
随
筆
」
は
江
戸
時
代
の
そ
れ
に
比
較
し
、
や

や
限
定
を
伴
っ
た
、
文
学
的
な
要
素
を
有
す
る
も
の
を
対
象
と
す
る
傾
向

に
な
って
い
る（

（
（

。

こ
こ
で
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、「
随
筆
」
は
各
時
代
に
よ
って
異
な
る
意
味
を
持

つ
も
の
で
、
現
在
の
「
エッ
セ
イ
」
に
至
る
ま
で
は
定
義
そ
の
も
の
が
大
き
く
変

遷
し
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、日
本
で
は
明
治
期
に
入
って
か
ら
、

西
洋
文
化
の
影
響
が
普
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、「
エッ
セ
イ
」
つ
ま
り

「
随
筆
」
は
以
前
よ
り
固
定
し
た
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
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特
に
「
随
筆
」
と
い
う
も
の
は
、
書
き
手
が
あ
る
種
の
形
式
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、

個
人
的
な
観
点
や
体
験
を
自
由
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
文
章
と
な
って
い
る
こ

と
が
広
く
意
識
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う（

（
（

。
し
か
し
、
同
時
に
、「
随
筆
」
は
全
く

自
由
な
形
式
で
、
書
き
手
が
何
も
深
く
考
え
ず
に
書
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
大
前
提
も
あ
る
は
ず
で
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
自
由
に
読
む
こ
と
も
困
難
な

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ジ
ャ
ン
ル
は
読
む
際
に
枠
を
与
え
、
読
み
方
と
大
き
く
つ

な
が
って
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
日
本
近
代
史
に
お
い
て
「
随
筆
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
特
に
文
学
者
が
「
随
筆
」
を
書
く
場
合
は
、
扱
い
方
が
ど
の
よ
う
に
異

な
って
く
る
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
治
初
期
か
ら
多
く
の
雑
誌
が

作
ら
れ
、「
随
筆
」
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
文
章
が
多
く
掲
載
さ
れ
た
。

例
え
ば
、現
役
の
総
合
雑
誌
の一つ
で
あ
る
『
中
央
公
論
』
に
は
「
公
論
」
や
「
時

論
」、「
説
苑
」、「
創
作
」
と
いっ
た
よ
う
な
欄
が
あ
っ
た
が
、次
第
に
こ
れ
ら
が「
随

筆
」
と
し
て
ま
と
め
る
よ
う
に
な
っ
た（

（
（

。
非
常
に
複
雑
な
歴
史
を
単
純
化
し
て

述
べ
る
と
、明
治
初
期
に
は
ジ
ャ
ン
ル
に
関
す
る
意
識
が
薄
か
っ
た
が
、次
第
に「
説

苑
（
説
話
）」
と
い
う
も
の
は
「
創
作
」
と
異
な
っ
た
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、

前
者
は
「
随
筆
」
に
、
後
者
は
「
小
説
（
作
品
）」
に
変
わ
って
い
く
。

　
こ
う
し
た
ジ
ャ
ン
ル
と
掲
載
欄
と
の
間
に
お
け
る
揺
ら
ぎ
に
関
す
る
好
例
と
し

て
、
内
田
百
閒
の
代
表
書
物
『
百
鬼
園
随
筆
集
』（
三
笠
書
院
、
一
九
三
三
）

が
あ
げ
ら
れ
る
。
現
在
な
お
『
百
鬼
園
随
筆
集
』
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
書

名
の
通
り
「
随
筆
集
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
に
収
録
さ
れ
て

い
る
三
十
八
点
の
初
出
雑
誌
等
を
確
認
し
て
み
る
と
、「
創
作
」
や
「
童
話
」、「
探

偵
小
説
」
な
ど
の
「
随
筆
」
で
は
な
い
欄
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
が
こ
の
よ
う
に
ば
ら
ば
ら
だ
っ
た
理

由
の一つ
と
し
て
は
、
内
田
百
閒
が
作
家
と
し
て
活
動
し
て
い
た
時
期
に
、
各
雑

誌
に
お
い
て
は
ジ
ャ
ン
ル
に
関
す
る
意
識
が
さ
ほ
ど
強
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る（

（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
流
れ
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
太
宰
治
が
作
家
と
し
て
活
動
し

て
い
た一九
三
〇
年
代
半
か
ら
四
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
、「
ジ
ャ
ン
ル
」
に
関
す

る
意
識
が
変
わ
って
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
書
誌
情
報
を
整
理
し
て
み
る
と
、
太
宰

の
多
く
の
随
筆
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
欄
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る（

6
（

。

例
え
ば
、一九
三
八
年
八
月
に
発
表
し
た
「
一歩
前
進
一歩
退
却
」
は
雑
誌
『
文
筆
』

の
「
随
筆
」
欄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
別
の
例
を
取
り
上
げ
る
と
、
一
九
四
〇

年
三
月
二
十
五
日
に
発
表
し
た
「
作
家
の
像
」
は
『
都
新
聞
』
の
「
文
藝
」

欄
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
後
に
太
宰
の
生
前
に
も
「
随
筆
」
と
し
て
ジ
ャ
ン
ル
化
さ

れ
た
こ
と
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
た
が
って
、
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
分
か
る
よ

う
に
、
太
宰
の
場
合
で
さ
え
、
ジ
ャ
ン
ル
の
揺
ら
ぎ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

な
ら
ば
、
果
た
し
て
先
行
研
究
で
は
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
問
題
が
ど
の
よ
う
に
意
識
さ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

太
宰
の
随
筆
は
従
前
の
研
究
に
お
い
て
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
同
時
に
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
き
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
の一つ
の
原
因
は
、
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
随
筆
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ

う
か
、
と
い
う
曖
昧
な
疑
問
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
随
筆
」
は
「
作

品
（
小
説
）」
と
は
異
な
り
、
い
わ
ば
物
語
性
が
必
ず
し
も
必
要
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
学
術
的
に
読
解
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
ろ
う
と
も
言
え
よ
う
。

と
は
い
え
、
代
表
研
究
と
し
て
は
山
内
祥
史
編
『
太
宰
治
研
究
』
の
第
（7
巻
か

ら
第
（（
巻（

7
（

ま
で
に
は
「【
作
品
論
】
随
想
」
と
い
う
特
集
が
設
け
ら
れ
た
。
合

計
で一〇
五
点
の
論
考
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
研
究
方
法
論
は
そ
れ

ぞ
れ
の
論
者
に
よ
って
異
な
り
、「
随
筆
」「
随
想
」
と
し
て
論
じ
る
場
合
も
あ

れ
ば
、「
作
品
」「
小
説
」
と
し
て
扱
う
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
多
く
の
論
考
は

と
に
か
く
「
随
筆
」
だ
か
ら
、
文
章
そ
れ
自
体
に
は
生
身
の
作
家
で
あ
る
太
宰

治
が
見
出
せ
る
と
い
う
論
じ
方
、
す
な
わ
ち
作
家
論
な
い
し
評
伝
の
よ
う
な
方

法
論
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
た
が
って
、
こ
の
よ
う
な
代
表
研
究
で
あ
り
な
が
ら

も
、
ジ
ャ
ン
ル
に
関
す
る
意
識
が
さ
ほ
ど
問
題
視
さ
れ
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。
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こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
視
野
に
入
れ
つつ
、
果
た
し
て
太
宰
治
の
「
随
筆
」

を
ど
の
よ
う
に
読
め
ば
いい
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
「
随
筆
」
に
関
す
る
定
義
を

参
照
す
る
こ
と
も
難
し
い
だ
ろ
う
が（

8
（

、
同
時
に
純
粋
に
「
作
品
（
小
説
）」
と

し
て
読
む
こ
と
も
難
し
い
と
も
言
え
よ
う
。
本
稿
で
は
後
に
詳
細
に
説
明
す
る

よ
う
に
、
随
筆
は
作
品
と
直
接
結
び
付
け
ら
れ
、
宣
伝
な
い
し
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を

付
与
す
る
機
能
も
あ
る
の
で
、
パラ
テ
ク
ス
ト
の
枠
に
入
れ
て
考
え
直
し
て
ゆ
く
。

し
か
し
、
そ
の
前
に
、
太
宰
治
の
随
筆
の
全
体
像
を
把
握
し
て
ゆ
き
た
い
。

３
、
太
宰
治
の
生
前
の
随
筆
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
道
程

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
太
宰
」
と
い
う
名
前
が
は
じ
め
て
使
わ
れ
た

の
は
作
品
で
は
な
く
、「
田
舎
者
」
と
い
う
随
筆
で
あ
る
。
こ
れ
は一九
三
三
年

二
月
に
『
海
豹
通
信
』
と
い
う
同
人
雑
誌
関
係
媒
体
で
の
発
表
で
あ
っ
た
。
同

月
に
、
短
篇
「
列
車
」
も
発
表
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
「
太
宰
治
」
と
い
う
作
家

が
デ
ビュー
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
太
宰

は
最
晩
年
ま
で
、
ほ
ぼ
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
随
筆
を
発
表
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、

太
宰
の
随
筆
の
中
で
、最
も
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、『
人
間
失
格
』（
初
出
『
展

望
』一九
四
八・六
〜
八
）
執
筆
と
同
時
期
に
発
表
し
た
「
如
是
我
聞
」（『
新
潮
』

一九
四
八・三
〜
七
）
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
既
に
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
太

宰
の
随
筆
は
研
究
の
領
域
で
は
析
さ
れ
て
い
る
が
、一般
的
に
さ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い

な
い
と
言
って
い
い
。
こ
こ
で
、
太
宰
の
生
前
に
発
表
さ
れ
た
随
筆
を
簡
単
に
紹

介
し
た
上
で
、
現
在
に
至
る
ま
で
ど
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
き
た
の
か
を
整
理
し

て
ゆ
く
。

　

し
ば
し
ば
「
定
本
」
と
し
て
使
用
さ
れ
る
筑
摩
書
房
版
『
太
宰
治
全
集
』

第
十
一巻
「
随
想
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
解
題
」
に
よ
る
と
、
多
く
の
随
筆

は
雑
誌
新
聞
の
「
随
筆
」
欄
に
発
表
さ
れ
て
い
た
。
更
に
、
個
人
全
集
に
収
録

さ
れ
て
い
る
タ
イ
ト
ル
と
は
異
な
っ
た
も
の
が
多
く
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

例
え
ば
、最
初
の
随
筆
「
田
舎
者
」
は
同
人
雑
誌
関
係
の
『
海
豹
通
信
』
に
は

「
田
舎
者
―
―
故
郷
の
話
（
Ⅲ
）」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
個
人
全
集
で
収

録
さ
れ
た
タ
イ
ト
ル
に
つい
て
、こ
こ
で
簡
単
な
指
摘
を
し
て
お
く
と
、
そ
も
そ
も

「
正
し
い
」と
は
何
か
が
非
常
に
重
要
な
議
論
に
つ
な
が
って
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
作
家
の
生
前
に
作
品
や
随
筆
が
単
行
本
な
ど
に
収
録
さ
れ
て
い
る
場
合

だ
と
、
作
家
本
人
が
目
を
通
し
て
い
る
の
で
、「
正
し
い
」
と
言
え
る
が
、「
田

舎
者
」
の
場
合
、
太
宰
の
生
前
に
初
出
以
外
の
媒
体
に
改
め
て
収
録
さ
れ
る
こ

と
が
な
く
、
没
後
に
編
纂
さ
れ
る
個
人
全
集
に
は
じ
め
て
収
録
さ
れ
て
い
た（

9
（

。

な
ら
ば
、
太
宰
の
生
前
に
随
筆
が
ど
の
よ
う
な
形
で
提
示
さ
れ
て
き
た
の
か
を

も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
多
く
の
雑
誌
新
聞
に
随
筆
が
発
表
さ
れ
た
が
、
太
宰
の

生
前
に
随
筆
が
そ
の
よ
う
に
単
独
の
ま
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

最
も
早
く
出
版
さ
れ
た
随
筆
集
は一九
四
二
年
十
一月
刊
行
の
昭
南
書
房
版
『
信

天
翁
』
で
、
中
に
は
二
十
八
点
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
五
点
は
「
随

筆
」
で
は
な
く
、「
作
品
」
で
あ
る（

（1
（

。
な
お
、『
信
天
翁
』
の
初
版
本
を
細
か

く
見
れ
ば
、
ど
こ
に
も
「
随
筆
集
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
な
く
、
表
表
紙
及

び
背
表
紙
に
は
「
文
藻
集
」
と
あ
り
、
意
味
と
し
て
は
「
文
章
の
集
ま
り
」

と
な
る
。
更
に
、
太
宰
が
随
筆
「
私
の
著
作
集
」（『
日
本
学
藝
新
聞
』

一九
四一・七
）
の
中
に
、「『
信
天
翁
』
に
は
、主
と
し
て
随
筆
を
収
録
し
ま
し
た
」

と
あ
る
よ
う
に
、
随
筆
以
外
に
他
の
も
の
も
収
録
さ
れ
る
こ
と
が
作
家
自
身
も

分
か
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
次
に
出
版
さ
れ
た
の
は
、

一九
四
八
年
三
月
刊
行
の
若
草
書
房
版
『
太
宰
治
随
想
集
』
で
、
中
に
は
五
十
一

点
が
収
録
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
二
点
が
「
作
品
」
で
あ
る（

（（
（

。

　

し
か
し
、
あ
る
書
物
に
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
（
本
稿
の
場
合
は
「
随
筆
」）

以
外
の
も
の
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
特
別
に
珍
し
い
と
い
う
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
太
宰
の
「
作
品
集
」
に
「
随
筆
」
が
収
録
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
最

初
は
人
文
書
院
版
『
思
ひ
出
』（
一九
四
〇・六
）
に
「
餘
瀝　

近
事
片
々
」
と
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い
う
随
筆
集
、
新
紀
元
社
版
『
薄
明
』（
一九
四
六・一）
に
は
「
随
筆
一束
」、
そ

し
て
用
力
社
版
『
ろ
ま
ん
燈
籠
』
に
は
「
随
筆
」
が
作
品
と
共
に
収
録
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る（

（1
（

。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
作
品
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
随
筆
は
い

ず
れ
も
別
の
場
、
す
な
わ
ち
明
ら
か
に
作
品
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
収
録
さ

れ
て
い
る
構
成
と
な
って
い
る
。
更
に
、『
思
ひ
出
』に
は
無
題
序
文
が
収
録
さ
れ
、

太
宰
は
枚
数
の
不
足
で
「
昨
年
四
月
か
ら
、今
年
三
月
に
い
た
る
間
の
、時
々
刻
々

の
随
筆
を
五
六
、
附
加
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
以
外
の
文
章
が

収
録
さ
れ
る
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、『
信
天
翁
』

に
も
『
太
宰
治
随
想
集
』
に
も
作
品
と
随
筆
が
混
じ
って
い
る
と
い
う
明
確
な

構
成
が
な
く
、
特
に
前
者
の
場
合
は
作
品
の
間
に
随
筆
が
入
って
い
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
た
も
の
は
太
宰
の
生
前
に
出
版
さ
れ
た
随
筆
集
で
あ
る
が
、
途

中
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
八
雲
書
店
版
『
太
宰
治
全
集
』（
一
九
四
八・四
〜

一九
四
九・十
二
）
の
企
画
書（

（1
（

を
参
照
し
て
み
る
と
、
太
宰
自
身
は
二
冊
に
わ
た
っ

て
「
感
想
集
」
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
、
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、こ
の
個
人
全
集
は
未
完
の
ま
ま
で
終
わ
って
し
ま
っ
た
の
で
、

「
感
想
集
」
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
な
る（

（1
（

。
ま
た
、
没
後
間
も
な
く
、

新
潮
社
版
『
如
是
我
聞
』（
一九
四
八・十
一）
と
い
う
随
筆
集
が
出
版
さ
れ
る
。

中
に
は
、
標
題
随
筆
を
は
じ
め
全
部
で
九
点
の
随
筆
、
そ
し
て
更
に
他
人
の
書

物
の
た
め
に
書
い
た
序
跋
文
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

は
じ
め
て
太
宰
の
随
筆
が一つ
の
場
に
集
め
ら
れ
る
の
は
、一九
五
二
年
七
月
刊

行
の
創
藝
社
版
『
太
宰
治
全
集
』
第
十
六
巻
「
も
の
思
ふ
葦
」
で
あ
る
。
編

集
者
で
あ
る
津
島
美
知
子
の
言
葉
に
よ
る
と
、
当
初
、「
太
宰
治
の
文
学
生
活

の
殆
ん
ど
全
て
に
わ
た
つ
て
書
い
た
随
筆
を
こ
の一巻
に
集
め
、
そ
の
お
よ
そ
八
十

篇
を
、
ほ
ぼ
発
表
の
順
に
従
つ
て
配
列
い
た
し
ま
し
た
」
と
い
う
旨
が
読
み
取
れ

る
。
こ
の
書
物
に
は
随
筆
だ
け
で
は
な
く
、
序
跋
文
や
追
悼
文
な
ど
の
文
章
も

含
ま
れ
、
合
計
で
八
十
八
点
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
個
人
全
集
の
無
視
で

き
な
い
特
徴
の一つ
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
太
宰
の
随
筆
が一つ
の
場
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
れ
で
は
じ
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
個
人
全
集

と
い
う
や
や
堅
苦
し
い
媒
体
と
い
う
こ
と
を
視
野
に
入
れ
る
と
、一般
読
者
に
と
っ

て
は
手
に
出
し
や
す
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

次
に
出
版
さ
れ
た
の
は一九
五
六
年
七
月
刊
行
の
筑
摩
書
房
版
『
太
宰
治
全

集
』
第
十
巻
「
随
想
」
で
あ
る
。
こ
の
個
人
全
集
は
、
太
宰
治
の
作
品
の
道

程
と
大
き
く
関
わ
って
く
る
存
在
と
な
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
筑
摩
書
房
は
太

宰
の
個
人
全
集
を
出
版
し
て
い
る
唯
一の
出
版
社
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
媒
体
は

先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
創
藝
社
版
と
同
じ
よ
う
に
、
手
に
出
し
や
す
い
書
物
と
い

う
よ
り
は
、
専
門
家
や
研
究
者
、
あ
る
い
は
マニ
ア
の
愛
読
者
し
か
持
た
な
い
よ

う
な
も
の
と
な
って
い
る
。

　

そ
こ
で
、一九
八
〇
年
九
月
に
新
潮
文
庫
版
『
も
の
思
う
葦
』
が
刊
行
さ
れ
る
。

「
解
説
」
の
執
筆
者
で
あ
る
奥
野
健
男
は
『
信
天
翁
』
と
『
太
宰
治
随
想
集
』

を
取
り
上
げ
て
か
ら
、「
な
ぜ
か
全
集
以
外
に
、
そ
の
後
太
宰
治
の
随
筆
が
、

単
行
本
、
文
庫
本
と
し
て
独
立
し
て
刊
行
さ
れ
る
機
会
が
な
か
っ
た
」
と
指
摘

し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
庫
本
は
全
く
問
題
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
奥
野
自
身
が
編
集
を
担
当
し
、「
太
宰
文
学
の
本
質
を
鮮
や
か
に
表

現
し
て
い
る
文
章
、
文
学
史
的
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
文
章
、
そ
し
て
今
日

の
読
者
に
な
お
新
し
く
切
実
で
衝
突
的
な
文
章
を
」
選
ん
だ
と
言
う
。
す
な
わ

ち
、
太
宰
の
作
品
を
解
釈
す
る
に
あ
た
って
必
要
な
も
の
が
選
ば
れ
た
と
い
う
よ

う
に
読
み
取
れ
る
。
こ
う
し
た
事
柄
は
読
者
の
解
釈
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が

あ
り
、
例
え
ば
、
随
筆
な
し
に
太
宰
の
作
品
を
解
釈
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い

う
ニュア
ン
ス
も
読
み
取
れ
る
。
た
だ
、同
時
に
、文
庫
本
こ
そ
が一般
読
者
に
と
っ

て
手
に
出
し
や
す
い
媒
体
に
な
っ
た
こ
と
は
、
太
宰
の
随
筆
が
よ
り
広
く
読
ま
れ

る
こ
と
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　

最
後
に
考
え
る
の
は
二
〇
一八
年
六
月
刊
行
の
柏
艪
舎
版
『
心
の
王
者　

太

宰
治
随
想
集
』
と
い
う
単
行
本
で
あ
る
。
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は一二
五
点
で
、
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中
に
は
従
来
の
「
随
筆
」
を
は
じ
め
、
序
跋
文
、
そ
し
て
随
筆
集
と
し
て
扱
わ

れ
て
き
た
「
も
の
思
ふ
葦
」「
碧
眼
托
鉢
」「
如
是
我
聞
」
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の

場
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
全
集
以
外
に
太
宰
治
の
全
て
の
随
筆
が一つ
の
媒
体
に

収
録
さ
れ
る
点
も
、
こ
の
単
行
本
の
特
徴
の一つ
で
あ
る
。
こ
の
情
報
は
、
実
物

の
本
に
付
さ
れ
て
い
る
帯
に「
表
題
作
「
心
の
王
者
」の
ほ
か
、「
如
是
我
聞
」「
も

の
思
う
葦
」
な
ど
／
太
宰
治
の
全
随
想
・
序
文
・
跋
文
を
収
録
」
と
し
て
書
い

て
あ
る
。
更
に
、
同
じ
帯
に
「
太
宰
フ
ァ
ン
に
こ
そ
読
ん
で
も
ら
い
た
い
！　

太

宰
文
学
の
熱
き
源
泉
が
こ
こ
に
あ
る
」
と
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
既
に
見
て
き
た

奥
野
健
男
の
解
説
の
言
葉
と
や
や
重
複
し
て
い
る
。す
な
わ
ち
、太
宰
の
随
筆（
随

想
）
だ
け
で
な
く
、
太
宰
の
文
学
を
読
む
た
め
の
重
要
な
情
報
が
入
って
い
る
と

言
う
よ
う
な
ニュア
ン
ス
が
読
み
取
れ
る
。ま
た
、も
う
一つ
の
注
目
す
べ
き
特
徴
は
、

こ
の『
心
の
王
者　

太
宰
治
随
想
集
』の
本
文
は
筑
摩
書
房
版『
太
宰
治
全
集
』

を
「
定
本
」
に
し
た
と
明
記
さ
れ
て
い
る（

（1
（

の
に
対
し
、
多
く
の
随
筆
の
タ
イ
ト
ル

は
個
人
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
形
で
は
な
く
、
原
資
料
で
の
形
を
採
用
し
て
い

る
。
だ
が
、
そ
の
理
由
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の一つ
は
本
稿
で
論
考
し
て
い

る
「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
で
あ
り
、
筑
摩
書
房
版
の
個
人
全
集
で
は

「
自
著
を
語
る
」
と
な
って
い
る
。

　

本
節
で
は
、
太
宰
の
随
筆
は
生
前
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
そ
の
随
筆
が
ど

の
よ
う
な
足
跡
を
残
し
て
き
た
の
か
を
見
て
き
た
。
雑
誌
新
聞
に
ば
ら
ば
ら
の

形
と
し
て
発
表
さ
れ
る
随
筆
が
後
に
『
信
天
翁
』
や
『
太
宰
治
随
想
集
』
に

収
録
さ
れ
た
上
で
、
没
後
に
個
人
全
集
な
ど
の
媒
体
に
も
収
録
さ
れ
る
が
、
現

在
、太
宰
の
随
筆
が
個
人
全
集
以
外
に
新
潮
文
庫
版『
も
の
思
う
葦
』に
は一部
、

そ
し
て
柏
艪
舎
版
『
心
の
王
者　

太
宰
治
随
想
集
』
と
い
う
二
つ
の
媒
体
し
か

な
い
。
他
に
注
目
す
る
に
値
す
る
媒
体
と
し
て
は
ち
く
ま
文
庫
版
『
太
宰
治
全

集
』
第
十
巻
「
も
の
思
う
葦　

わ
が
半
生
を
語
る　

如
是
我
聞　

ほ
か
」
と

い
う
書
物
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
全
集
な
ど
の
書
物
で
の
収
録
に
つい
て
は
改

め
て
別
の
論
稿
で
取
り
上
げ
る
。

４
、�「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
の
初
出
雑
誌
―
―
媒
体
と
そ
の

パ
ラ
テ
ク
ス
ト

　
こ
れ
ま
で
は
太
宰
の
随
筆
の
全
体
像
を
見
て
き
た
が
、
本
節
で
は一つ
の
随
筆

「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
を
中
心
に
考
察
し
て
ゆ
く
。
ま
ず
は
、
初
出

雑
誌
『
月
刊
東
奥
』
を
簡
単
に
紹
介
し
て
か
ら
、
太
宰
の
随
筆
「
日
本
文
学

の
伝
統
に
根
ざ
す
」
を
原
資
料
の
形
で
取
り
上
げ
る
。
ま
た
、
こ
の
媒
体
で
の

『月刊東奥』1945 年 1月号「自著を語る」欄
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特
徴
を
分
析
し
な
が
ら
、
現
在
に
至
る
ま
で
こ
の
随
筆
は
ど
の
よ
う
に
変
遷
し

て
き
た
の
か
を
も
確
か
め
て
お
き
た
い
。

　
『
月
刊
東
奥
』
は
東
奥
日
報
社
と
い
う
現
役
の
青
森
県
を
中
心
と
し
た
報
道

機
関
の
媒
体
で
、
い
わ
ゆ
る
総
合
雑
誌
で
あ
る
。
雑
誌
そ
の
も
の
は一九
三
八
年

四
月
に
創
刊
号
が
発
行
さ
れ
、
毎
月
の一日
に
発
行
さ
れ
、一九
五
〇
年
四
月
ま

で
続
い
た
も
の
で
あ
る
。
中
身
は
そ
れ
ぞ
れ
の
号
に
よ
って
異
な
る
が
、
青
森
県

の
芸
術
文
化
や
風
土
な
ど
を
紹
介
す
る
も
の
と
な
る
。
例
え
ば
、
太
宰
が
『
月

刊
東
奥
』
の
編
集
同
人
に
な
って
い
た
時
期
、一九
四
七
年
一月
号
（
第
九
巻
第
一

号
）
に
「
巻
頭
言
」
と
し
て
「
新
し
い
形
の
個
人
主
義
」
と
い
う
随
筆
を
書
い

て
い
た
が
、そ
の
号
の
目
次
に
「
詩
」
を
は
じ
め
「
短
歌
」「
俳
句
」「
随
筆
」「
小

説
」
と
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
類
の
文
章
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
太
宰
は

東
奥
日
報
社
と
長
く
関
係
を
持
っ
て
い
て
、
は
じ
め
て
「
太
宰
治
」
と
い
う
名

前
で一九
三
三
年
二
月
に
発
表
し
た
作
品
「
列
車
」
は
『
サ
ン
デ
ー
東
奥
』
と
い

う
東
奥
日
報
社
の
媒
体
に
載
せ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
没
後
す
ぐ
、一九
四
八
年

八
月
号
の
『
月
刊
東
奥
』
に
太
宰
の
た
め
に
追
悼
特
集
も
設
け
ら
れ
た
。

　

本
稿
で
中
心
に
見
る
『
月
刊
東
奥
』
は一九
四
五
年
一月
号
（
第
七
巻
、第
一号
）

で
、目
次
を
見
る
と
「
青
森
県
の
米
を
語
る
」
や
「
学
徒
動
員
の
教
育
的
意
義
」

「
町
の
風
・
村
の
風
」「
郷
土
直
情
」
な
ど
の
よ
う
な
見
出
し
が
あ
り
、
全
部
で

三
十
六
ペ
ー
ジ
の
幅
広
い
内
容
か
ら
成
り
立
って
い
る
こ
と
が
う
が
か
え
る
。
そ
の

中
に
、「
自
著
を
語
る
」
欄
が
あ
り
、
太
宰
と
他
の
二
人
の
名
前
が
載
って
い
る
。

「
自
著
を
語
る
」
欄
は
二
十
六
と
二
十
七
ペ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
見
開
き
二
ペ
ー
ジ

分
で
あ
り
、
最
初
は
医
学
博
士　

竹
村
文
祥
「
防
空
科
学
近
代
戦
と
医
学
」、

そ
の
下
に
作
家　

太
宰
治
「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」、
そ
し
て
東
京
慶

応
大
助
教
授　

菊
池
満
輔
「
日
本
農
業
経
済
計
算
論
」
と
い
う
三
人
が
そ
れ

ぞ
れ
自
分
の
著
書
を
語
る
欄
と
な
って
い
る
。
更
に
、
三
人
の
出
身
地
が
丸
括
弧

に
入
り
、
竹
村
は
「
町
居
村
出
身
」、
太
宰
は
「
金
木
町
出
身
」、
菊
池
は
「
五

戸
町
出
身
」
と
書
い
て
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
身
分
、
つ

ま
り
現
職
も
書
い
て
あ
り
、
太
宰

以
外
の
二
人
は
学
者
で
あ
る
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
こ
の
欄
の
目
的
は
、

青
森
県
を
出
て
、
別
の
場
所
で
活

動
し
て
い
る
人
の
紹
介
を
す
る
も
の

で
、特
に
欄
の
タ
イ
ト
ル
の
通
り「
自

著
を
語
る
」
と
い
う
の
は
、
本
を

出
し
て
い
る
青
森
県
出
身
者
の
紹

介
に
な
って
い
る
。
も
う
一つ
の
注
目

す
べ
き
点
は
、
三
人
の
写
真
が
付

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
こ

れ
が
大
事
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
特

に
太
宰
の
場
合
で
は
、
青
森
県
出

身
の
作
家
が
東
京
で
活
動
を
し
て

い
る
の
に
、
顔
を
見
た
こ
と
が
な
い
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
実
際
に
「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
そ
の
も
の
に
も
「
私
の
著

書
の
読
者
も
ど
つ
ち
か
と
云
ふ
と
東
北
方
面
に
少
く
」
い
る
と
い
う
こ
と
も
書
い

て
あ
る
。
し
た
が
って
、
太
宰
治
と
い
う
作
家
の
こ
と
を
は
じ
め
て
知
る
読
者
も

多
く
、
更
に
は
じ
め
て
顔
を
見
る
の
も
こ
の
雑
誌
の
中
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

作
家
の
顔
写
真
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
も
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
、
作
家
の
イ

メ
ー
ジ
形
成
に
も
つ
な
が
って
い
る
と
も
言
え
る（

（1
（

。
更
に
、
同
時
代
に
も
書
物
に
所

載
さ
れ
て
い
る
太
宰
の
顔
写
真
に
関
し
て
、荒
正
人
が
作
品
集
『
富
嶽
百
景
』（
新

潮
社
、一九
四
三・一）
を
取
り
上
げ
、「
え
、
太
宰
さ
ん
て
、
ど
ん
な
ひ
と
か
と
い

ふ
の
で
す
か
。
扉
の
つ
ぎ
に
「
著
者
近
影
」
と
い
ふ
写
真
が
で
て
る
で
せ
う
、
こ

ん
な
ひ
と
で
す
よ
」
と
明
ら
か
に
作
家
の
写
真
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

え
る（

（1
（

。
最
終
的
に
こ
の
荒
評
は
口
絵
写
真
を「
ど
う
だ
つ
て
いい
こ
と
な
の
で
す
よ
」

と
批
判
す
る
が
、
そ
も
そ
も
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
こ
そ
は
非
常
に
意
味
深
い
も

太
宰
治
「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
及
び
顔
写
真

太宰治「日本文学の伝統に根ざす」及び顔写真
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の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に『
月
刊
東
奥
』で
も
太
宰
の
顔
写
真
が
作
家
の
イ
メ
ー

ジ
に
も
つ
な
が
って
く
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
特
に
、
こ
の
「
自
著
を
語
る
」

と
い
う
欄
で
太
宰
が
多
く
の
作
品
や
書
物
を
紹
介
す
る
文
章
の
中
に
は
、
そ
う

し
た
「
自
著
」
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ほ
ど
広
く
読
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
青
森
県
民

に
も
、執
筆
者
の
顔
を
も
見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
って
い
る
。
な
お
、「
自

著
を
語
る
」
欄
が
実
際
に
『
月
刊
東
奥
』
の
中
で
ど
の
よ
う
な
頻
度
に
掲
載
さ

れ
て
い
た
の
か
を
改
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
調
査
し
て
い

る
範
囲
で
は
『
月
刊
東
奥
』
は
写
真
を
多
く
載
せ
、
読
者
に
イ
メ
ー
ジ
を
与
え

な
が
ら
青
森
県
関
係
の
も
の
ご
と
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

顔
写
真
に
つい
て
も
う
一つ
の
重
要
な
点
は
、
現
在
、「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根

ざ
す
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
個
人
全
集
な
ど
に
は
顔
写
真
が
消
え
て
い
る
。
更
に

「
解
題
」
な
ど
に
も
原
資
料
に
顔
写
真
が
付
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
て

い
な
い
。
個
人
全
集
に
収
載
さ
れ
て
い
る
「
解
題
」
に
は
、
例
え
ば
「
自
著
を

語
る
」
欄
で
は
共
に
竹
村
と
菊
池
の
文
章
も
あ
る
と
い
う
情
報
が
書
か
れ
て
い

る
が
、
三
人
の
顔
写
真
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
他
に

も
確
認
で
き
て
い
る
範
囲
で
は
本
随
筆
に
太
宰
の
顔
写
真
が
付
与
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
関
す
る
言
及
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
慮
す
る
と
、

目
録
な
ど
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
言
え
よ
う
。

　

更
に
こ
の
文
脈
で
は
、
タ
イ
ト
ル
に
関
す
る
問
題
も
あ
る
。
本
随
筆
が
は
じ

め
て
個
人
全
集
に
収
録
さ
れ
た
の
は一九
七
九
年
三
月
刊
行
の
筑
摩
書
房
版
『
太

宰
治
全
集
』
第
十
巻
「
随
想
」
の
中
で
あ
り
、
タ
イ
ト
ル
が
「
自
著
を
語
る
」

に
改
名
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
書
誌
参
照
資
料
と
し
て一九
八
三
年
七
月
刊
の
山

内
祥
史
編
『
人
物
書
誌
体
系
７　

太
宰
治
』（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
）
に
は
本
随

筆
が「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

各
個
人
全
集
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
解
題
」
に
あ
る
言
葉
は
い
ず
れ
も
初

出
雑
誌
で
は
本
随
筆
の
タ
イ
ト
ル
は
「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
で
あ
り

な
が
ら
、
全
集
で
の
収
録
は
総
題
、
す
な
わ
ち
「
自
著
を
語
る
」
と
し
た
と
説

明
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
の
版
に
は
随
筆
が
依
頼
さ
れ
た
時
の
題
名
が
「
日
本

文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
で
は
な
く
、「
自
著
を
語
る
」
で
あ
っ
た
の
で
、
全
集

で
の
収
録
は
欄
の
総
題
に
し
た
と
い
う
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の

全
集
の「
解
題
」に
お
い
て
も
依
頼
時
の
題
名
が「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」

で
は
な
い
根
拠
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
柏
艪
舎
版
『
心
の
王
者　

太
宰

治
随
想
集
』
の
中
に
本
随
筆
が
「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
と
し
て
収
録
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
採
用
し
た
理
由
は
明
確
に
書
か
れ
て
い
な
い
。
既
に

指
摘
し
た
よ
う
に
、本
随
想
集
の「
定
本
」が一九
九
九
年
刊
行
の
筑
摩
書
房
版『
太

宰
治
全
集
』
で
は
あ
る
が
、
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
そ
の
中
に
は
本
随
筆
が
総
題
の

「
自
著
を
語
る
」
と
名
付
け
ら
れ
た
上
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
比
較
し
て
み

る
と
、
本
随
想
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
多
く
の
随
筆
等
は
原
資
料
と
同
じ
よ
う
な

タ
イ
ト
ル
に
なって
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
パラ
テ
ク
ス
ト
が
ど
れ
ほ
ど

読
者
に
認
識
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
個
人
全
集
と
比
較
す
る
場
合
に
、

原
資
料
の
タ
イ
ト
ル
を
使
用
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
特
に
、「
決
定
版
」
と
い
う
権
限
を
有
す
る
全
集
の
中
で
明
確
な

根
拠
も
な
く
、
随
筆
の
タ
イ
ト
ル
が
改
名
さ
れ
て
い
る
理
由
も
気
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

原
資
料
で
の
姿
が
後
の
個
人
全
集
や
随
想
集
の
中
に
な
る
と
変
貌
し
て
い
る

こ
と
を
本
節
で
確
認
し
て
き
た
。
初
出
媒
体
の
性
格
を
は
じ
め
、
共
に
掲
載
さ

れ
た
資
料
、
掲
載
さ
れ
た
形
、
そ
し
て
そ
の
後
が
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら

し
た
の
か
を
見
て
き
た
。
現
在
の
読
者
の
ほ
と
ん
ど
は
「
自
著
を
語
る
」
と
い

う
随
筆
の
原
形
が
「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
と
い
う
題
で
あ
っ
た
こ
と
、

更
に
太
宰
の
顔
写
真
が
共
に
載
せ
ら
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
だ
ろ
う
。
改
め
て
こ

の
よ
う
な
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
新
た
に
太
宰
の
随
筆
に
つい

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
だ
け
で
は
な

く
、
実
際
に
随
筆
そ
の
も
の
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
を
読

む
こ
と
も
重
要
な
の
で
、
こ
れ
か
ら
そ
の
試
み
を
行
って
い
く
。
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５
、
随
筆
を
読
む
①
―
―
宣
伝
の
機
能

　

こ
れ
ま
で
は
「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
と
い
う
随
筆
の
物
質
的
な
パ

ラ
テ
ク
ス
ト
を
確
認
し
て
き
た
。
し
か
し
、
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
は
必
ず
し
も
物
質
的

な
要
素
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
場
合
に
よ
って
は
随
筆
そ
の
も
の

が
パラ
テ
ク
ス
ト
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、文
学
作
品
や
作
家
の
イ
メ
ー

ジ
が
直
接
結
び
つ
く
内
容
か
ら
成
り
立
つ
こ
と
も
あ
る
。
本
稿
で
扱
って
い
る
随

筆
「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
は
初
出
雑
誌
に
所
載
さ
れ
て
い
る
欄
で
あ

る
「
自
著
を
語
る
」
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
太
宰
と
い
う
作
家
が
自
身
の

著
書
に
つい
て
語
る
の
で
、
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
的
要
素
が
既
に
働
い
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
本
節
で
は
、
随
筆
に
お
け
る
宣
伝
の
機
能
を
ま
ず
解
釈
し
て
い
く
。

　

随
筆
の
第
一行
に
は
、
宣
伝
の
内
容
が
読
み
取
れ
る
。
そ
の
部
分
に
は
自
作
及

び
自
著
の
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
ま
た
中
に
は
他
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
混
じ
って
い

る
。
次
の
よ
う
に
な
って
い
る
。

　

処
女
作
は
二
十
四
歳
の
と
き
同
人
雑
誌
に
発
表
し
た
『
思
ひ
出
』
―
―

そ
れ
ら
を
含
め
て
出
し
た
第
一回
の
創
作
集
が
『
晩
年
』
で
す
。
昭
和
十
一

年
で
す
か
ら
、
私
の
廿
七
歳
の
と
き
に
な
り
ま
せ
う
か
。
肋
膜
を
病
ん
だ

り
し
て
ひ
ど
く
健
康
を
害
し
て
ゐ
た
私
は
、
当
時
既
に
自
分
の
晩
年
を
感

じ
て
そ
ん
な
題
名
に
し
た
の
で
す
。
幸
に
そ
の
後
す
つ
か
り
健
康
を
回
復
し

ま
し
た
が
、『
晩
年
』
は
割
に
評
判
が
よ
く
、
版
も
重
な
り
、
後
に
縮
刷

版
が
出
た
り
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
「
自
作
を
語
る
」
欄
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
ず
出
て
く
る
の
が
作
品
で
あ

る
こ
と
が
興
味
深
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
出
て
く
る
作
品
が
「
思
ひ
出
」
と

い
う
太
宰
自
身
が
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
る
こ
と
の
あ
る
作
品
だ
か
ら
で
あ
る（

（1
（

。

「
思
ひ
出
」
は一九
三
三
年
四・五・七
月
に
同
人
雑
誌
『
海
豹
』
に
発
表
し
た
も

の
だ
が
、「
処
女
作
」
と
言
って
いい
か
ど
う
か
は
、
同
年
二
月
に
「
列
車
」、
そ

し
て
三
月
に
「
魚
服
記
」
と
い
う
作
品
を
既
に
発
表
し
て
い
た
の
で
、
随
筆
の
中

で
「
思
ひ
出
」
が
自
分
の
「
処
女
作
」
と
断
言
す
る
こ
と
が
作
品
の
位
置
付
け

に
別
の
意
味
や
価
値
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、「
自
著
を
語
る
」
欄
で

あ
り
な
が
ら
、
作
品
か
ら
始
ま
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
作
品
の
宣
伝
に
も
強
く
つ

な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
す
ぐ
後
に
第
一作
品
集
『
晩
年
』

が
紹
介
さ
れ
な
が
ら
、
健
康
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
混
じ
っ
て
お
り
、「
当
時

既
に
自
分
の
晩
年
を
感
じ
て
そ
ん
な
題
名
に
し
た
」
と
い
う
表
現
は
、
読
者
に

読
ま
せ
た
い
気
持
ち
を
感
じ
さ
せ
る
、
宣
伝
の
機
能
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
も
ま
た
、
そ
の
続
き
に
は
『
晩
年
』
の
評
判
が
よ
か
っ
た
の
で
、
重
版
の
対

象
と
な
る
こ
と
も
、
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
読
者
への
ア
ピ
ー
ル
と
な
る
。

　

次
に
見
る
の
は
、本
随
筆
の
中
に
あ
る
最
も
著
し
い
宣
伝
の
部
分
で
あ
る
。
第

一作
品
集
『
晩
年
』
を
は
じ
め
、
太
宰
は
多
く
の
著
書
を
取
り
上
げ
る
。
少
し

長
い
引
用
に
な
る
が
、
次
の
よ
う
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

以
来
今
日
迄
の
著
書
と
云
へ
ば
既
に
二
十
に
余
る
の
で
す
が
、
短
編
集
で
は

『
千
代
女
』『
東
京
八
景
』
長
編
で
は
『
新
ハ
ム
レ
ツ
ト
』
や
新
日
本
文
藝

叢
書
の『
右
大
臣
実
朝
』『
正
義
と
微
笑
』、新
潮
社
の
昭
和
名
作
選
集『
富

嶽
百
景
』
な
ど
が
受
け
た
や
う
で
し
た
。
一番
新
し
い
の
は
『
佳
日
』
こ
の

な
か
の一
編
を
東
宝
で
『
四
つ
の
結
婚
』
と
云
ふ
映
画
に
し
て
居
り
ま
す
。

最
近
故
郷
津
軽
半
島
の
三
厩
、
今
別
、
龍
飛
迄
、
西
は
深
浦
か
ら
小
泊
迄
、

自
分
に
と
つ
て
は
思
ひ
出
の
地
を
遍
歴
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
『
風
土
記

津
軽
』と
な
つ
て
出
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。旅
行
記
め
い
た
風
土
記
で
す
。

少
々
津
軽
の
悪
口
を
書
き
ま
し
た
。
郷
里
の
こ
と
を
一冊
に
ま
と
め
た
の
は

こ
れ
が
最
初
で
す
。
処
女
作
の『
思
ひ
出
』や『
佳
日
』の
な
か
に
あ
る『
帰

去
来
』『
故
郷
』
な
ど
故
郷
の
こ
と
を
書
い
た
創
作
も
あ
り
ま
す
が
、
何

と
云
つ
て
も
郷
里
は
苦
手
な
ん
で
す
。
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こ
の
箇
所
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
、
ま
ず
は
列
挙
さ
れ
て
い
る
著
書
を
引
き
出

し
て
み
た
い
。『
晩
年
』
は
既
に
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、一九
三
六
年
六
月
の
砂

子
屋
書
房
刊
行
、次
は
『
千
代
女
』
一九
四一年
八
月
刊
行
の
筑
摩
書
房
版
、『
東

京
八
景
』
一九
四一年
五
月
の
実
業
之
日
本
社
版
、『
新
ハ
ム
レ
ツ
ト
』
一九
四一年

七
月
の
文
藝
春
秋
社
版
、『
右
大
臣
実
朝
』一九
四
三
年
九
月
の
錦
城
出
版
社
版
、

『
正
義
と
微
笑
』
一
九
四
二
年
六
月
の
錦
城
出
版
社
版
、『
富
嶽
百
景
』

一九
四
三
年
一月
の
新
潮
社
版
、『
佳
日
』
一九
四
四
年
八
月
の
肇
書
房
、『
津
軽
』

一九
四
四
年
十
一月
の
小
山
書
店
版
と
い
う
九
冊
で
あ
る
。
注
意
深
く
見
れ
ば
、

こ
の
随
筆
の
中
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
自
著
の
出
版
年
月
は
少
し
ず
れ
て
い
る
が
、

あ
た
か
も
そ
の
場
で
思
い
出
し
な
が
ら
語
って
い
る
か
の
よ
う
に
な
って
い
る
こ
と

が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
体
は
意
識
的
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
断
言
で
き
な

い
が
、
随
筆
の
後
半
に
あ
る
よ
う
に
、
太
宰
の
こ
と
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
読
者
に

向
け
て
い
る
の
で
、
堅
苦
し
い
文
章
よ
り
は
こ
の
よ
う
な
話
し
言
葉
に
近
い
文
体

に
し
た
こ
と
は
宣
伝
の
効
果
に
つ
な
が
って
く
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
点
が
引
用
し
た
箇
所
の
後
半
、
つ
ま
り
『
津
軽
』
と
も
深
く
関
わ
って
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
津
軽
』
は
太
宰
が

実
際
に
取
材
旅
行
を
し
た
時
の
体
験
を
も
と
に
書
い
た
長
篇
で
あ
り
、
タ
イ
ト

ル
の
通
り
津
軽
半
島
が
作
中
舞
台
と
な
って
い
る
。
は
じ
め
て
こ
の
作
品
を
知
る

人
も
青
森
県
民
で
あ
れ
ば
、
特
に
二
点
は
気
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一

点
目
は
長
篇
が
「
旅
行
記
め
い
た
風
土
記
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
な
っ
て
い
る
。

小
山
書
店
の
シ
リ
ー
ズ
「
新
風
土
記
叢
書（

（1
（

」
の
第
七
巻
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
知
る
読
者
も
い
た
と
考
え
ら
れ
、『
津
軽
』
の
中
身
が
「
旅
行
記
め
い

た
風
土
記
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
を
知
る
た
め
に

読
み
た
く
な
る
。
も
う
一点
は
、
そ
の
次
に
出
て
く
る
「
少
々
津
軽
の
悪
口
を
書

き
ま
し
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
津
軽
出
身
者
も
こ
の
随
筆
を
読
め
ば
、

太
宰
と
い
う
同
じ
出
身
者
と
し
て
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
津
軽
半
島
の
悪
口
を

書
い
て
い
る
の
か
が
気
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
考
え
る
の
は
、
随
筆
の
後
半
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
入
って
い
る
論
語

の
意
味
と
太
宰
の
解
釈
を
改
め
て
別
の
論
稿
で
分
析
し
た
い
が
、
先
ほ
ど
の
考
察

の
続
き
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
自
分
の
「
郷
里
に
評
判
の
よ
く
な
い
こ
と
は

却
つ
て
『
得
』
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
」
と
い
う
箇
所
が
気
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
特

に
、
こ
の
文
章
も
ま
た
「
ね
」
と
い
う
終
助
詞
な
る
話
し
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る

こ
と
は
、
読
者
の
関
心
を
惹
か
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

続
い
て
く
る
の
は
『
新
釈
諸
国
噺
』
の
出
版
に
関
す
る
こ
と
で
、
そ
の
作
品
集

が
計
画
さ
れ
た
「
空
襲
よ
み
も
の
」
と
い
う
類
で
、
読
者
は
こ
れ
も
ど
の
よ
う

な
物
語
な
の
か
が
気
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
随
筆
の
結
び
段
落
は
タ
イ
ト
ル
と
結
ば

れ
、「
日
本
文
学
は
日
本
文
学
と
し
て
の
他
の
追
従
を
許
さ
な
い
よ
さ
が
あ
る
」

と
い
う
言
葉
が
、
戦
時
中
の
読
者
の
関
心
を
惹
く
宣
伝
の
力
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

本
節
で
は
「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
と
い
う
随
筆
に
お
け
る
宣
伝
の

機
能
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
き
た
。
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
は
、
ま
ず
は
列

挙
さ
れ
る
「
自
著
」
の
数
で
あ
る
。
実
際
に
随
筆
の
表
現
に
は
直
接
の
宣
伝
の

言
葉
が
な
い
も
の
の
、
読
者
の
関
心
を
惹
き
、
紹
介
さ
れ
る
著
書
に
手
を
出
し

て
み
た
く
な
る
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
執
筆
者
で
あ
る
太
宰
も

青
森
県
出
身
者
と
し
て
作
家
の
活
動
を
し
て
い
る
の
で
、『
月
刊
東
奥
』
の
読
者

は
共
感
で
き
る
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
な
ぜ
同
じ
出
身
者
が
「
日
本
文
学
の
伝
統

に
根
ざ
す
」
の
か
が
気
に
な
る
の
で
、
作
品
を
読
み
た
く
な
る
。
そ
の一つ
の
宣

伝
の
機
能
が
長
篇
『
津
軽
』
と
そ
の
紹
介
の
仕
方
に
あ
り
、「
少
々
津
軽
の
悪

口
を
書
き
ま
し
た
」
と
い
う
意
味
を
知
り
た
く
、
実
際
に
作
品
を
手
に
し
て
み

た
く
な
る
効
果
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

６
、
随
筆
を
読
む
②
―
―
関
連
作
品
に
付
与
さ
れ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

　
こ
れ
ま
で
は
、「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
の
中
に
あ
る
宣
伝
の
機
能
を
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解
釈
し
て
き
た
が
、
本
随
筆
に
あ
る
機
能
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
本
節
で
は

列
挙
さ
れ
た
作
品
に
ど
の
よ
う
な
形
で
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
付
与
さ
れ
た
の
か
を
考

え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
前
節
に
も
引
い
た
と
こ
ろ
を
も
う
一度
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
。
た
だ
、

見
る
角
度
を
少
し
変
え
て
、
挿
入
さ
れ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
働
く
機
能
と
は
何

か
を
考
え
て
み
る
。

　

処
女
作
は
二
十
四
歳
の
と
き
同
人
雑
誌
に
発
表
し
た
『
思
ひ
出
』
―
―

そ
れ
ら
を
含
め
て
出
し
た
第
一回
の
創
作
集
が
『
晩
年
』
で
す
。
昭
和
十
一

年
で
す
か
ら
、
私
の
廿
七
歳
の
と
き
に
な
り
ま
せ
う
か
。
肋
膜
を
病
ん
だ

り
し
て
ひ
ど
く
健
康
を
害
し
て
ゐ
た
私
は
、
当
時
既
に
自
分
の
晩
年
を
感

じ
て
そ
ん
な
題
名
に
し
た
の
で
す
。
幸
に
そ
の
後
す
つ
か
り
健
康
を
回
復
し

ま
し
た
が
、『
晩
年
』
は
割
に
評
判
が
よ
く
、
版
も
重
な
り
、
後
に
縮
刷

版
が
出
た
り
し
ま
し
た
。

第
一作
品
集
『
晩
年
』
の
タ
イ
ト
ル
の
由
来
に
つい
て
太
宰
が
語
る
の
は
、
こ
れ
が

は
じ
め
で
は
な
い
。例
え
ば
、一九
三
八
年
二
月
発
表
の
宣
伝
文
ら
し
き
随
筆「『
晩

年
』
に
就
い
て（

11
（

」
の
中
で
は
「
も
う
、
こ
れ
が
、
私
の
唯
一の
遺
著
に
な
る
だ
ら

う
と
思
ひ
ま
し
た
か
ら
、
題
も
、「
晩
年
」
と
し
て
お
い
た
の
で
す
」
と
解
題
す

る
。
し
か
し
、
読
ん
で
分
か
る
よ
う
に
、
な
ぜ
『
晩
年
』
が
「
私
の
唯
一の
遺
著

に
な
る
」と
思
って
い
た
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
。こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
エ
ピ
ソ
ー

ド
の
挿
入
で
あ
る
。
例
え
ば
、
同
じ
く
宣
伝
文
ら
し
い
も
の
と
し
て一九
三
六
年

一月
発
表
の
「「
晩
年
」
に
就
い
て（

1（
（

」
の
冒
頭
部
に
は
「
私
は
こ
の
短
編
集
一冊
の

た
め
に
、
十
箇
年
を
棒
に
振
つ
た
。（
中
略
）
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
」
と
い
う
一箇
所

が
う
か
が
え
る
。
更
に
、『
晩
年
』
の
成
立
が
「
東
京
八
景
」
と
い
う
一九
四一

年
一月
発
表
の
作
品（

11
（

の
中
に
も
、
実
際
に
あ
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
混
じ
り
な
が
ら
書

か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
晩
年
』
の
成
立
や
タ
イ
ト
ル
の
決
め
方
に
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
挿
入
す
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
リ

ア
リ
テ
ィ
ー
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
肋
膜
を
病
ん
だ
」
の
に
、
随
筆
の
執
筆

者
は
作
品
を
出
す
こ
と
を
決
定
し
、
健
康
の
回
復
は
怪
し
い
の
で
自
分
の
「
晩

年
」
と
思
う
よ
う
に
な
り
、作
品
集
の
タ
イ
ト
ル
を
併
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
作
品
や
著
書
を
列
挙
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
直
接
つ
な

が
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
際
に
作
品
の
読
み
方
に
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
与
え
る
こ
と

も
ま
た
、
本
随
筆
に
お
け
る
『
津
軽
』
の
成
立
に
関
す
る
箇
所
に
も
見
え
る
。

既
に
取
り
上
げ
た
箇
所
で
あ
る
が
、
津
軽
半
島
も
し
く
は
青
森
県
民
に
と
って

次
の
箇
所
は
重
要
な
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

最
近
故
郷
津
軽
半
島
の
三
厩
、
今
別
、
龍
飛
迄
、
西
は
深
浦
か
ら
小
泊
迄
、

自
分
に
と
つ
て
は
思
ひ
出
の
地
を
遍
歴
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
『
風
土
記

津
軽
』と
な
つ
て
出
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。旅
行
記
め
い
た
風
土
記
で
す
。

少
々
津
軽
の
悪
口
を
書
き
ま
し
た
。
郷
里
の
こ
と
を
一冊
に
ま
と
め
た
の
は

こ
れ
が
最
初
で
す
。
処
女
作
の『
思
ひ
出
』や『
佳
日
』の
な
か
に
あ
る『
帰

去
来
』『
故
郷
』
な
ど
故
郷
の
こ
と
を
書
い
た
創
作
も
あ
り
ま
す
が
、
何

と
云
つ
て
も
郷
里
は
苦
手
な
ん
で
す
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
点
は
、
長
篇
『
津
軽
』
の
中
身
は
「
郷
里
」
が
中
心
と
な

る
も
の
で
、「
旅
行
記
め
い
た
風
土
記
」
と
併
せ
て
読
む
と
、
作
家
自
身
の
言
葉

で
は
『
津
軽
』
は
虚
構
作
品
と
い
う
よ
り
も
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
書

い
て
い
る
か
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
津
軽
』
を
生
身
の
作
家
で

あ
る
太
宰
と
併
読
さ
れ
る
こ
と
が
珍
し
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が（

11
（

、
こ
の
よ
う
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な
随
筆
の
中
に
も
『
津
軽
』
は
「
郷
里
」
が
舞
台
で
、「
少
々
津
軽
の
悪
口
を

書
き
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
他
の
作
品
も
列
挙
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
作
品
に
は
生
身
の
作
家
の
「
郷
里
」
も
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が

読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
確
認
す
る
の
は
、
本
随
筆
に
あ
る
論
語
の
す
ぐ
後
の
箇
所
で
あ
る
。
リ

ア
ル
タ
イ
ム
で
考
え
て
み
れ
ば
、
本
随
筆
は
戦
時
中
の
も
の
で
、一九
四
五
年一月
に

生
活
社
に
よって
刊
行
さ
れ
た
『
新
釈
諸
国
噺
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
読

者
に
大
き
な
イ
ン
パク
ト
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
次
の
箇
所
を
考
え
て
み
た
い
。

私
の
著
書
の
読
者
も
ど
つ
ち
か
と
云
ふ
と
東
北
方
面
に
少
く
、
む
し
ろ
関
西

方
面
に
多
い
の
で
す
が
、
郷
里
に
評
判
の
よ
く
な
い
こ
と
は
却
つ
て
『
得
』

か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。
出
版
会
で
計
画
し
た
『
空
襲
よ
み
も
の
』
の一と
し

て
正
月
頃
『
新
釈
諸
国
噺
』
が
出
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
こ
れ
は
西

鶴
か
ら
題
材
を
借
り
て
創
作
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
箇
所
を
二
つ
に
分
け
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
、
前
半
は
論
語
の
解

釈
と
い
う
内
容
に
な
る
。
前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
書
き
方
は
宣

伝
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
関
西
方

面
の
読
者
が
多
い
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
青
森
県
民
の
読
者
に
そ
う
し
た
著
書

を
読
ん
で
み
た
く
な
る
と
思
わ
せ
る
表
現
で
あ
る
。
後
半
の
内
容
は
『
新
釈
諸

国
噺
』
が
「
空
襲
よ
み
も
の
」
で
あ
る
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
新

釈
諸
国
噺
』よ
り一九
四
五
年
一月
の
筑
摩
書
房
刊
行
の『
お
伽
草
紙
』に
お
い
て
、

い
わ
ゆ
る
「
空
襲
」
が
主
な
テ
ー
マ
に
な
って
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
新
釈
諸

国
噺
』
は
雑
誌
発
表
と
書
き
下
ろ
し
と
の
両
方
か
ら
成
り
立
つ
作
品
集
で
あ
り
、

ほ
ぼ一年
間
に
か
け
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
序
文
な
る
「
凡
例
」
に
は

作
品
集
の
成
立
に
関
す
る
情
報
も
あ
る
が
、次
の一部
が
今
回
の
随
筆
と
関
わ
る
。

一、
け
れ
ど
も
私
は
所
詮
、
東
北
生
れ
の
作
家
で
あ
る
。
西
鶴
で
は
な
く
て
、

東
鶴
北
亀
の
お
も
む
き
の
あ
る
の
は
、
ま
ぬ
か
れ
な
い
。
し
か
も
こ
の
東
鶴

あ
る
い
は
北
亀
は
、
西
鶴
に
く
ら
べ
て
甚
だ
青
臭
い
。
年
齢
と
い
ふ
も
の
は
、

ど
う
に
も
仕
様
の
無
い
も
の
ら
し
い
。

こ
の一部
の
内
容
か
ら
「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
に
お
け
る
関
西
・
東
北

と
の
関
係
が
改
め
て
見
え
て
く
る
。
し
か
も
、「
凡
例
」
の
内
容
は
随
筆
の
後

に
発
表
さ
れ
た
も
の
の
、初
版
本
に
「
昭
和
十
九
年
晩
秋
、三
鷹
の
草
屋
に
於
て
」

と
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
こ
で
引
用
し
た一箇
所
の
す
ぐ
後
に
執
筆
の
時
期
に
お

い
て
「
日
本
に
於
い
て
は
、
実
に
い
ろ
い
ろ
な
事
が
あ
つ
た
」
と
い
う
よ
う
な
書
き

方
で
、
明
確
に
は
書
か
な
い
が
、
太
平
洋
戦
争
の
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
って
、『
新
釈
諸
国
噺
』
は
「
空
襲
よ
み
も
の
」
と
し
て
宣
伝
さ
れ
て
い
な

く
て
も
、
随
筆
に
あ
る
内
容
と
「
凡
例
」
に
あ
る
内
容
が
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で

合
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、随
筆
に
あ
る
表
現
は
作
品
（
群
）に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

を
与
え
る
機
能
を
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

本
節
で
は
見
て
き
た
内
容
と
し
て
は
、随
筆
に
お
け
る
「
自
著
」（
ま
た
「
自

作
」）
の
多
く
が
列
挙
さ
れ
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挿
入
さ
れ
た
り
、
ま
た
当
時
の
社

会
状
況
が
書
か
れ
た
り
す
る
こ
と
で
、
作
品
そ
の
も
の
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
与
え

る
機
能
を
見
て
き
た
。
現
在
の
研
究
に
お
い
て
太
宰
の
作
品
は
虚
構
性
に
あ
ふ

れ
て
い
る
こ
と
が
な
お
議
論
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
随
筆
を
改
め
て
読

ん
で
み
る
と
作
品
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
作
中
舞
台
や
出
来
事
、
物
語
だ
け

で
は
な
く
、
作
品
以
外
の
と
こ
ろ
か
ら
も
影
響
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、

こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
「
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
と
い
う
の
は
作
品
の
中
に
太
宰
治

を
見
出
す
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
普
段
、
作
品
だ
け
で
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
が
外
部
の
場
、
今
回
の
考
察
の
場
合
は
随
筆
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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７
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
従
来
の
研
究
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
こ
な
か
っ
た
随
筆
「
日
本
文
学

の
伝
統
に
根
ざ
す
」
を
解
釈
し
て
き
た
。
は
じ
め
て
の
試
み
と
し
て
、
そ
も
そ

も
随
筆
を
ど
の
よ
う
に
研
究
す
れ
ば
いい
の
か
と
い
う
大
き
な
疑
問
が
あ
り
な
が

ら
、
今
回
の
考
察
で
は
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
の
枠
組
み
に
随
筆
を
置
く
こ
と
に
よ
って
、

新
た
に
原
資
料
が
随
筆
そ
れ
自
体
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
を
見
直

す
こ
と
が
で
き
た
。「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
に
は
宣
伝
の
機
能
が
あ

る
こ
と
、そ
し
て
随
筆
の
中
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
作
品
及
び
著
書
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
ん
で
き
た
。
確
か
に
こ
う
し
た
読
み
方
は
あ
く
ま

で一つ
の
解
釈
に
過
ぎ
な
い
が
、
随
筆
の
研
究
と
そ
の
展
望
を
見
直
す
こ
と
が
で

き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
今
回
取
り
上
げ
て
き
た
随
筆
「
日
本
文
学
の
伝
統

に
根
ざ
す
」
の
中
で
論
語
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ

る
の
か
を
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
太
宰
は
し
ば
し
ば
中
国
の
文
献
を
取
り
上

げ
る
こ
と
が
あ
り
、
聊
斎
志
異
を
も
と
に
翻
案
作
品
と
し
て
は
「
竹
青
」（『
文

藝
』
一
九
四
五・
四
）
や
魯
迅
の
物
語
を
『
惜
別
』（
朝
日
新
聞
社
、

一九
四
五・九
）
に
置
き
換
え
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、「
日
本
文
学
の

伝
統
に
根
ざ
す
」
で
は
太
宰
の
論
語
の
解
釈
を
更
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
他
に
作
品
や
随
筆
に
お
い
て
太
宰
が
ど
の
よ
う
な
中
国
関
係
の
文
献
を

取
り
上
げ
て
い
る
の
か
を
よ
り
詳
細
に
分
析
し
て
み
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
で
見
て
き
た
随
筆
「
日
本
文
学
の
伝
統
に
根
ざ
す
」
が
現
在
の

個
人
全
集
で
は
「
自
著
を
語
る
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
収
録
さ
れ
て
い
る
事
実

を
視
野
に
入
れ
る
と
、
重
要
な
資
料
と
し
て
の
個
人
全
集
な
ど
の
作
成
に
つい
て

更
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る（

11
（

。
付
け
加
え
る
と
、
ア
ク
セ
ス
し
や

す
い
電
子
資
料
の
発
展
も
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
特
に
原
資

料
を
全
集
な
ど
の
媒
体
と
比
較
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
随
筆
だ
け
で
は

な
く
、
文
学
作
品
の
様
々
な
形
を
確
認
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
提
示
さ
れ
て
い
る
姿
で

の
解
釈
の
可
能
性
が
見
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
って
、
本
稿
で
の
考
察
と
研

究
方
法
論
で
見
出
し
て
き
た
結
果
が
こ
の
よ
う
な
今
後
の
研
究
の
展
望
に
つ
な

が
って
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

注

（
（
） 　

更
に
詳
し
く
は
、
斎
藤
理
生
「
太
宰
治
研
究
の
半
世
紀
」（
安
藤
宏
編

『
展
望　

太
宰
治
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
九
）
等
を
参
照
。

（
（
） 　

稲
田
利
徳
「「
徒
然
草
」
に
お
け
る
兼
好
の
ジ
ャ
ン
ル
意
義
」（『
岡
山

大
学
教
育
学
部
研
究
収
録
』
（0（-

（
、一九
九
六
）

（
（
） 　
こ
の
定
義
は
『
ス
ー
パ
ー
大
辞
林
』
二
〇
二
〇
を
参
照
し
た
上
で
書
い
た

も
の
で
あ
る
。

（
（
） 　

更
に
詳
し
く
は
鈴
木
貞
美
『「
日
記
」
と
「
随
筆
」
―
―
ジ
ャ
ン
ル
概

念
の
日
本
史
』
日
記
で
読
む
日
本
史
（9
、
臨
川
書
店
、
二
〇
一六
を
参
照
。

（
（
） 　

更
に
詳
し
く
は
山
田
桃
子
「
戦
前
期
「
随
筆
」
の
流
行
と
内
田
百
閒

―
『
百
鬼
園
随
筆
』
刊
行
前
後
の
問
題
を
中
心
に
―
」（『
日
本
近
代
文

学
』
（0（
、
二
〇
一九
）
を
参
照
。

（
6
） 　
『
太
宰
治
全
集
』
第
（（
巻
「
随
想
」（
筑
摩
書
房
、一九
九
九
）
収
載
「
解

題
」
を
参
照
し
た
が
、
更
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

（
7
） 　

和
泉
書
院
刊
行
、
二
〇
〇
九
〜
二
〇
一四

（
8
） 　

例
え
ば
、
吉
岡
真
緒
「
太
宰
治
「
如
是
我
聞
」
論
―
―
接
続
点
と
し

て
の
「
私
」（『
太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
２
号
、
二
〇
〇
八・六
）
で
は
、

辞
典
の
定
義
を
参
照
し
た
上
で
随
筆
の
直
筆
資
料
を
検
討
す
る
と
、
し
ば

し
ば
随
筆
で
見
え
る
「
思
いつ
き
」
が
な
く
、
計
画
的
に
書
か
れ
た
文
章

だ
と
論
じ
て
い
る
。

（
9
） 　
「
田
舎
者
」
が
は
じ
め
て
個
人
全
集
に
収
録
さ
れ
た
の
は
、一九
七
九
年

三
月
刊
行
の
筑
摩
書
房
版
『
太
宰
治
全
集
』
第
十
巻
「
随
想
」
の
中
で
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あ
る
。「
解
題
」
の
執
筆
者
は
関
井
光
男
で
あ
る
。

（
（0
） 　
「
作
品
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
「
雌
に
就
い
て
」（『
若

草
』一九
三
六・五
）「
創
生
記
」（『
新
潮
』一九
三
六・一〇
）「
喝
采
」（『
若

草
』一九
三
六・一〇
）「
燈
籠
」（『
若
草
』一九
三
七・一〇
）「
春
の
盗
賊
」（『
文

藝
日
本
』
一九
四
〇・一）
と
い
う
五
点
で
あ
る
。

（
（（
） 　
「
作
品
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
「
フ
オ
ス
フ
オ
レ
ツ
セ
ン
ス
」（『
日

本
小
説
』
一九
四
七・七
）
及
び
「
朝
」（『
新
思
潮
』
一九
四
七・七
）
と
い

う
二
点
で
あ
る
。

（
（（
） 　
『
思
ひ
出
』の「
餘
瀝　

近
事
片
々
」に
は「
正
直
ノ
オ
ト
」「
春
昼
」「
市

井
喧
争
」「
酒
ぎ
ら
ひ
」「
困
惑
の
弁
」「
知
ら
な
い
人
」「
心
の
王
者
」「
欝

屈
禍
」、『
薄
明
』
の
「
随
筆
一束
」
に
は
「
男
女
川
と
羽
左
衛
門
」「
弱

者
の
糧
」「
容
貌
」「
六
月
十
九
日
」「
食
通
」「
五
所
川
原
」「
青
森
」「
校

長
三
代
」「
或
る
忠
告
」「
炎
天
汗
談
」「
横
綱
」「
革
財
布
」「
天
狗
」、『
ろ

ま
ん
燈
籠
』
の
「
随
筆
」
に
は
「
海
」「
津
軽
地
方
と
チ
エ
ホ
フ
」。

（
（（
） 　

太
宰
自
身
の
直
筆
資
料
が
あ
り
、「
感
想
集
」
は
「
第
十
六
（
七
）
巻
」

及
び
「
第
十
七
（
八
）
巻
」
と
な
っ
て
い
る
。
丸
括
弧
に
あ
る
数
字
は
、

実
際
に
手
書
き
企
画
書
に
も
あ
る
。

（
（（
） 　
こ
の
個
人
全
集
の
成
立
と
出
版
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
滝
口
明
祥
『
太

宰
治
ブ
ー
ム
の
系
譜
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一六
）
を
参
照
。

（
（（
） 　

単
行
本
の
奥
付
近
く
に
あ
る「
本
書
の
編
集
方
針
に
つい
て
」の
中
に「
一、

本
書
は
「
太
宰
治
全
集
」（
筑
摩
書
房
刊　
一九
九
九
年
初
版
）
を
定
本

に
し
た
」
と
書
い
て
あ
る
。

（
（6
） 　

例
え
ば
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
）
を
参
照
。

（
（7
） 　

荒
正
人
「
講
座　

な
に
を・い
か
に
よ
む
か　

太
宰
治
『
走
れ
メ
ロ
ス
』」

（『
わ
れ
ら
の
科
学
』
第
一巻
第
三
号
、一九
四
六・六
）

（
（8
） 　

更
に
詳
し
く
は
拙
論
「
太
宰
治
『
津
軽
』
に
お
け
る
『
思
ひ
出
』
の

引
用
と
そ
の
効
果
」（『
日
本
研
究
論
集
』第
（6
号
、二
〇
一七・一〇
）や
「
太

宰
治
の
初
期
作
品
『
思
ひ
出
』
の
リ
パッ
ケ
ー
ジ
―
―
自
作
引
用
・
言
及

の
方
法
」（Future Japanology

、第
一号
、二
〇
二
〇・五
）
な
ど
を
参
照
。

（
（9
） 　

小
山
書
店
「
新
風
土
記
叢
書
」
と
『
津
軽
』
の
関
係
に
関
し
て
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
（9
号
、
二
〇
一八・五
）
を
参
照
。

（
（0
） 　

初
出
は
砂
子
屋
書
房
刊
行
の
雑
誌
『
文
筆
』
の
中
に
「
他
人
に
語
る
」

と
し
て
発
表
さ
れ
、『
信
天
翁
』
に
収
録
さ
れ
る
際
に
、「『
晩
年
』
に
就

い
て
」
に
改
名
さ
れ
た
。

（
（（
） 　

初
出
が
『
文
筆
』
の
中
だ
が
、
後
に
「
も
の
思
ふ
葦
（
そ
の
二
）」
に

収
録
さ
れ
る
。

（
（（
） 　

初
出
は
『
文
学
界
』

（
（（
） 　

更
に
詳
し
く
は
松
本
和
也
『
太
宰
治
の
自
伝
的
小
説
を
読
み
ひ
ら
く

―
―
「
思
ひ
出
」
か
ら
『
人
間
失
格
』
ま
で
』（
立
教
大
学
出
版
会
、

二
〇
一〇
）
等
を
参
照
。

（
（（
） 　

既
に
個
人
全
集
に
関
す
る
考
察
が
あ
る
。
例
え
ば
安
藤
宏
「
個
人
全

集
と
作
家
研
究
―
新
版
『
太
宰
治
全
集
』の
刊
行
に
思
う
こ
と
―
」（『
西

洋
文
化
な
ら
び
に
東
西
文
化
交
流
の
研
究
』
一九
九
二・四
）
や
宗
像
和
重

「
全
集
の
本
文
」（
小
森
陽
一・
富
山
太
佳
夫
・
沼
野
充
義
・
兵
藤
裕
己
・

松
浦
寿
輝
編
『
岩
波
講
座　

文
学　
１
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
）
な

ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

【
付
記
】 「
月
刊
東
奥
」
の
画
像
資
料
は
、弘
前
市
立
図
書
館
の
提
供
に
よ
っ
た
。

謹
ん
で
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
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