
野
上
彌
生
子
「
或
夜
の
話
」
の
周
辺

朝
日
新
聞
『
短
篇
集
』
と
『
新
し
き
命
』

佐
々
木
　
亜
紀
子

は
じ
め
に

　
野
上
彌
生
子
は
八
十
年
と
い
う
長
き
文
筆
活
動
の
ご
く
初
期
に
、
夏
目
漱
石
の
指
導
を
請
い
、
そ
の
庇
護
の
も
と
に
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た

し
た
。
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
の
デ
ビ
ュ
ー
作
「
縁
」
以
前
に
書
か
れ
た
「
明
暗
」
以
来
、
彌
生
子
の
原
稿
の
い
く
つ
か
は
漱
石
が
読
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
①
）

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
や
『
新
小
説
」
に
推
挙
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
や
が
て
彌
生
子
は
漱
石
の
推
挙
な
し
に
幾
種
類
も
の
新
聞
・
雑
誌
で
活
躍
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
②
）

始
め
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
と
い
う
安
住
の
地
か
ら
も
脱
し
て
い
く
こ
と
は
、
拙
稿
で
既
に
論
じ
た
。
た
だ
し
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
に
も
漱

石
の
依
頼
で
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
発
表
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
或
夜
の
話
」
で
あ
る
。
彌
生
子
が
直
接
漱
石
と
創
作
の
こ
と
で
関

わ
っ
た
数
少
な
い
例
と
し
て
、
そ
の
創
作
と
発
表
の
経
緯
と
を
含
め
た
周
辺
の
事
情
を
検
証
し
て
お
き
た
い
。

　
「
或
夜
の
話
」
は
一
九
一
四
年
九
月
一
＝
日
か
ら
一
〇
月
四
日
（
九
月
三
〇
日
休
載
）
ま
で
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
『
短
篇
集
』
欄
に
掲
載

さ
れ
、
一
九
＝
ハ
（
大
正
五
）
年
一
一
月
に
「
死
」
と
改
題
さ
れ
て
単
行
本
『
新
し
き
命
』
に
収
め
ら
れ
た
。
元
来
こ
の
短
篇
は
原
稿
段
階
で

「
死
」
と
題
さ
れ
て
い
た
が
、
『
短
篇
集
』
で
彌
生
子
よ
り
先
に
掲
載
さ
れ
た
短
篇
に
「
死
」
と
題
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
た
め
、
改
題
の
勧
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め
に
従
っ
て
「
或
夜
の
話
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
新
し
き
命
』
に
収
録
す
る
際
、
標
題
を
「
死
」
と
改
め
た
の
は
、
彌
生
子
自
身

の
選
択
し
た
変
更
で
あ
り
、
よ
り
妥
当
な
も
の
だ
ろ
う
。
だ
が
本
論
で
は
、
初
出
の
こ
ろ
の
事
情
を
考
察
す
る
と
い
う
主
旨
か
ら
、
ま
た
第
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
③
）

節
で
と
り
あ
げ
る
よ
う
に
同
時
期
に
同
名
の
小
説
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
初
出
の
標
題
「
或
夜
の
話
」
を
用
い
て
論
ず
る
。

一．

w
短
編
集
』
の
経
緯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
④
）

　
志
賀
直
哉
が
夏
目
漱
石
か
ら
依
頼
の
あ
っ
た
『
朝
日
新
聞
』
へ
の
小
説
掲
載
を
断
っ
た
話
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
武
者
小
路
実
篤
を
通
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑤
）

て
執
筆
を
依
頼
さ
れ
た
志
賀
が
、
一
九
＝
二
（
大
正
二
）
年
末
に
執
筆
を
承
諾
し
て
お
き
な
が
ら
、
翌
一
九
一
四
年
七
月
に
な
っ
て
断
っ
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑥
）

た
の
で
あ
る
。
正
月
に
志
賀
の
訪
問
を
受
け
て
話
し
、
二
月
に
な
っ
て
「
社
へ
行
つ
て
あ
な
た
の
小
説
の
事
を
し
つ
か
り
極
め
て
来
ま
し
た
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑦
）

と
編
集
会
議
の
報
告
を
し
、
「
小
説
は
私
が
あ
ら
か
じ
め
拝
見
す
る
必
要
は
な
い
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
」
と
四
月
に
書
き
送
っ
て
い
た
漱
石
と

し
て
は
、
志
賀
の
断
り
は
思
い
も
よ
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
も
漱
石
の
『
心
』
の
掲
載
が
あ
と
ひ
と
月
足
ら
ず
で
終
わ
る
と
い
う
切

羽
詰
っ
た
時
期
の
断
り
だ
っ
た
。

　
漱
石
は
七
月
＝
二
日
に
東
京
朝
日
新
聞
社
文
芸
部
の
山
本
笑
月
に
報
告
を
し
、
代
役
候
補
の
「
御
心
当
り
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
」
と
打
診
し

た
う
え
で
、
「
鈴
木
」
、
「
高
浜
」
、
「
小
川
氏
」
、
「
徳
田
君
」
、
「
中
勘
助
」
の
名
を
あ
げ
、
あ
る
い
は
「
先
生
の
遺
書
の
外
に
も
う
一
つ
位
書
い

　
　
　
　
　
（
注
⑧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
・
・
・
・
・
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
小
説
に
つ
い
て
の
御
教
示
は
承
知
致
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
可

て
も
い
・
で
す
が
」
と
い
う
計
画
も
洩
ら
し
て
い
る
。
そ
の
二
日
後
、
再
び
笑
月
宛
に

蕨
〕
「
先
生
の
遺
書
」
を
長
く
引
張
り
ま
す
が
（
中
略
）
ま
あ
百
回
位
な
も
の
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
」
と
書
き
、
「
っ
ぎ
⑳
人
に
就
て
は
趾
段
ど

゜
°
°
°
°
°
°
°
°
°
◆
°
°
°
°
°
°
°
◆
　
　
°
　
　
°
°
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑨
）

ん
な
若
手
と
い
ふ
希
望
を
も
つ
た
人
も
差
当
り
あ
〔
り
〕
ま
せ
ん
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
谷
崎
、
田
村
俊
子
、
岩
野
泡
鳴
」
の
名
を
あ
げ
て
い

る
。
そ
し
て
一
七
日
金
曜
日
に
は
三
重
吉
宛
に
「
昨
日
は
失
敬
短
篇
集
を
出
す
事
社
に
相
談
せ
し
処
賛
成
の
由
返
答
有
之
」
と
し
て
、
三
重
吉

に
短
篇
の
着
手
と
二
・
三
人
の
候
補
を
三
し
ら
謎
る
よ
う
依
頼
し
て
い
る
・
『
漱
石
研
蚕
越
は
こ
の
「
短
篇
を
出
す
」
企
画
を
漱
石
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が
前
日
一
六
日
の
「
木
曜
会
で
話
し
た
も
の
か
」
と
推
定
し
て
い
る
。
笑
月
か
ら
の
「
小
説
に
つ
い
て
の
御
教
示
」
が
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た

か
は
判
ら
な
い
が
、
木
曜
会
で
話
題
に
す
る
前
か
ら
、
志
賀
の
代
役
は
「
若
手
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
た
だ
そ
れ
が
「
短
篇
集
」

へ
と
構
想
さ
れ
た
の
は
、
や
は
り
一
六
日
の
木
曜
会
で
あ
ろ
う
。
志
賀
直
哉
の
断
り
は
こ
う
し
て
『
短
篇
集
』
と
い
う
代
役
で
穴
埋
め
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑫
）

十
一
人
の
新
進
作
家
た
ち
は
稿
料
一
枚
四
円
と
い
う
高
待
遇
で
『
東
京
朝
日
新
聞
」
で
の
発
表
機
会
を
得
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
『
短
篇
集
』
の
十
一
作
と
は
、
武
者
小
路
実
篤
「
死
」
（
八
・
一
二
～
八
・
二
五
）
、
小
川
未
明
「
石
炭
の
火
」
（
八
・
二
六
～
九
・
八
）
、

後
藤
末
雄
「
柳
」
（
九
・
九
～
九
・
二
〇
）
、
野
上
彌
生
子
「
或
夜
の
話
」
（
九
・
二
一
～
一
〇
・
四
）
、
長
田
幹
彦
「
老
兵
の
話
」
（
一
〇
・
五
～

一
〇
．
一
八
）
、
青
木
健
作
「
梅
雨
の
後
」
（
一
〇
・
一
九
～
一
〇
・
二
九
）
、
久
保
田
万
太
郎
「
路
」
（
一
〇
・
三
〇
～
一
一
・
九
）
、
田
村
俊

子
「
山
茶
花
」
（
一
一
・
一
〇
～
一
一
・
二
二
）
、
里
見
惇
「
母
と
子
」
（
一
一
・
二
三
～
一
二
・
三
）
谷
崎
潤
一
郎
「
金
色
の
死
－
或
る
富

豪
の
話
ー
1
」
（
一
二
・
四
～
一
二
・
一
七
）
、
小
宮
豊
隆
「
禮
吉
の
手
紙
」
（
一
二
・
一
八
～
一
二
・
三
〇
）
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
谷
崎
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑬
）

「
金
色
の
死
」
は
三
島
由
紀
夫
が
言
及
し
て
以
来
注
目
さ
れ
、
野
口
武
彦
、
清
水
良
典
、
千
葉
俊
二
な
ど
も
谷
崎
理
解
の
上
で
重
要
視
し
て
い

る
が
、
他
の
十
作
は
個
々
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
極
め
て
少
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑭
）

　
原
稿
依
頼
に
関
し
て
、
漱
石
は
笑
月
に
「
み
ん
な
承
諾
の
形
に
な
つ
た
」
と
報
告
し
て
い
る
が
、
三
重
吉
と
幾
度
も
相
談
し
て
候
補
を
あ
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑮
）

る
な
か
で
、
依
頼
を
取
り
下
げ
る
あ
る
い
は
断
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
結
果
的
に
こ
の
十
一
人
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
こ
の
う
ち
漱
石
が
直
接
依
頼
し
た
の
は
武
者
小
路
だ
け
で
、
里
見
に
は
武
者
小
路
を
通
し
て
間
接
的
に
依
頼
し
、
野
上
彌
生
子
に
は
夫
の

豊
一
郎
を
通
し
て
依
頼
し
て
い
る
。
三
重
吉
は
小
川
未
明
、
後
藤
末
雄
、
長
田
幹
彦
、
青
木
健
作
、
田
村
俊
子
へ
の
交
渉
に
あ
た
り
、
久
保
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑯
）

万
太
郎
は
小
宮
豊
隆
が
交
渉
し
て
い
る
。
そ
し
て
三
重
吉
自
身
は
当
初
か
ら
執
筆
者
と
し
て
計
画
の
な
か
に
入
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

と
う
と
う
掲
載
で
き
ず
、
小
宮
は
漱
石
が
取
り
ま
と
め
を
新
聞
社
に
譲
渡
し
た
九
月
四
日
以
降
に
、
社
に
直
接
交
渉
し
て
掲
載
し
た
。

　
要
す
る
に
こ
の
「
短
篇
集
』
は
漱
石
の
編
集
意
図
が
結
実
し
た
も
の
と
は
言
い
が
た
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
都
合
や
偶
然
に
よ
っ
て
で
き

あ
が
っ
た
「
短
篇
集
』
で
し
か
な
い
。
「
つ
ぎ
の
人
に
就
て
は
別
段
ど
ん
な
若
手
と
い
ふ
希
望
を
も
つ
た
人
も
差
当
り
」
な
い
ま
ま
に
原
稿
依
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頼
を
し
て
い
る
う
え
、
期
日
が
差
し
迫
っ
て
い
る
た
め
「
つ
ぎ
の
人
」
が
い
か
な
る
短
篇
を
差
し
出
し
て
く
る
か
さ
え
、
漱
石
に
は
掴
み
か
ね

た
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑰
）

　
わ
ず
か
に
漱
石
の
意
図
を
み
る
と
す
れ
ば
、
重
複
し
た
標
題
を
変
更
さ
せ
た
こ
と
と
、
だ
れ
の
作
品
を
ど
の
順
序
で
配
列
す
る
か
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑱
）

考
え
が
あ
っ
た
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
。
笑
月
に
は
「
順
序
を
よ
く
し
な
い
と
変
化
が
な
く
て
面
白
く
あ
る
ま
い
」
と
述
べ
て
、
順
序
の
案
を
示

し
て
お
り
、
豊
一
郎
へ
の
書
簡
で
は
コ
度
に
原
稿
を
集
め
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
が
編
輯
上
は
順
序
を
と
・
の
へ
る
点
に
於
て
早
く
頂
き
た

　
　
（
注
⑲
）

い
の
で
す
」
と
述
べ
て
、
八
月
前
半
に
す
べ
て
の
原
稿
を
集
め
て
配
列
を
考
え
よ
う
と
予
定
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
長
田
幹
彦
と
田
村
俊
子

の
短
篇
の
配
列
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
案
が
あ
っ
た
。

未
明
君
の
返
事
が
来
た
ら
教
へ
て
下
さ
い
、
其
あ
と
が
幹
彦
俊
子
で
は
少
々
つ
く
や
う
で
す
が
其
処
へ
何
か
は
さ
み
た
い
然
し
そ
ん
な
事
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑳
）

い
つ
て
ゐ
る
場
合
で
な
い
か
ら
何
で
も
い
・
と
し
て
順
序
は
こ
ち
ら
で
変
化
し
て
も
よ
か
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。

一44一

　
実
際
に
は
未
明
の
あ
と
に
は
長
田
幹
彦
で
な
く
後
藤
末
雄
と
彌
生
子
が
入
り
、
長
田
は
そ
の
次
の
掲
載
だ
っ
た
。
こ
れ
は
長
田
の
入
稿
が
大

幅
に
遅
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
田
村
俊
子
と
の
間
に
は
彼
女
よ
り
後
に
入
稿
し
た
青
木
と
万
太
郎
と
が
挟
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考

え
る
と
、
両
者
の
間
に
「
何
か
は
さ
み
た
い
」
と
い
う
漱
石
の
案
は
生
か
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
田
村
の
原
稿
を
受
け
取
っ
た

際
、
漱
石
は
「
掲
載
の
順
序
は
ど
う
ぞ
私
に
御
任
せ
を
願
ひ
た
い
と
思
ひ
ま
す
是
は
読
者
の
た
め
作
家
の
た
め
私
の
方
で
好
き
や
う
に
取
計
ひ

　
　
　
　
　
（
注
⑳
）

た
い
の
で
す
か
ら
」
と
書
き
送
っ
て
い
る
。

　
だ
が
そ
の
ほ
か
の
配
列
に
対
す
る
漱
石
の
意
思
は
、
三
重
吉
が
入
稿
し
な
か
っ
た
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
長
田
や
万
太
郎
な
ど
が
大
幅
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
＠
）

遅
延
し
た
た
め
、
ど
こ
ま
で
実
現
さ
れ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
九
月
の
初
め
に
は
「
私
は
か
う
人
に
催
促
を
す
る
の
が
厭
に
な
り
ま
し
た
」

と
言
っ
て
取
り
ま
と
め
を
社
に
譲
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
降
に
入
稿
さ
れ
た
長
田
・
久
保
田
・
里
見
・
谷
崎
の
原
稿
に
は
、
漱
石
の
思
惑
は



反
映
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
取
り
ま
と
め
を
最
後
ま
で
漱
石
が
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
こ
ろ
津
田
青
楓
の
原
稿
を
め
ぐ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
㊧
）

て
山
本
笑
月
と
齪
酷
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
山
本
の
不
誠
実
な
態
度
に
原
因
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
原
稿
の
催
促
が
漱
石
に

と
っ
て
多
分
に
気
遣
わ
し
い
「
厭
」
な
仕
事
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
た
だ
し
三
重
吉
に
は
こ
の
『
短
篇
集
』
の
仕
事
が
意
義
深
い
も
の
に
な
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
企
画
当
初
か
ら
関
わ
り
な
が
ら
も
、
自
身
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑳
）

短
篇
を
書
き
上
げ
ら
れ
ぬ
い
わ
ゆ
る
創
作
の
ス
ラ
ン
プ
状
態
に
あ
っ
た
三
重
吉
だ
が
、
既
に
編
集
・
出
版
事
業
へ
の
意
欲
が
あ
っ
た
。
『
短
篇

集
』
の
人
選
・
依
頼
な
ど
を
と
お
し
て
、
学
ぶ
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
事
実
『
短
篇
集
』
掲
載
さ
な
か
に
『
現
代
名
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⇔
）

集
』
の
企
画
を
実
現
さ
せ
、
山
本
芳
明
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
〈
漱
石
神
話
〉
生
成
の
基
盤
」
形
成
に
一
役
を
担
っ
て
い
る
。

二
．
『
短
篇
集
』
の
な
か
の
「
或
夜
の
話
」

　
『
短
篇
集
』
の
書
き
手
の
一
人
と
し
て
彌
生
子
の
名
を
挙
げ
た
の
は
、

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
も
そ
も
三
重
吉
で
あ
る
。
漱
石
の
三
重
吉
宛
書
簡
か
ら
そ
の
事
情

夫
か
ら
弥
生
子
は
異
存
は
あ
り
ま
せ
ん
が
亭
主
を
置
い
て
細
君
ば
か
り
頼
む
の
も
妙
で
す
な
臼
川
の
此
前
の
も
の
は
わ
る
く
は
あ
り
ま
せ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑳
）

よ
。
然
し
少
し
人
数
を
勘
定
し
て
か
・
ら
な
い
と
無
暗
に
多
く
な
る
と
困
る
か
ら
其
辺
も
よ
く
胸
に
畳
ん
で
置
い
て
下
さ
い

そ
し
て
こ
の
書
簡
の
二
日
後
、
漱
石
は
次
の
よ
う
な
原
稿
依
頼
の
書
簡
を
、
彌
生
子
に
で
は
な
く
夫
の
豊
一
郎
に
宛
て
て
出
し
て
い
る
。

借
今
度
朝
日
の
小
説
欄
で
私
の
が
済
ん
だ
ら
諸
家
の
短
篇
十
回
も
し
く
は
十
二
回
の
も
の
を
連
載
す
る
事
に
な
り
ま
し
た
夫
で
事
が
急
な
の
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コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
　
　
コ
　
コ
　
コ
　
　
　
ひ
　
ロ
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

で
狼
狽
し
て
方
々
に
依
頼
し
ま
し
た
処
女
の
人
も
一
二
名
あ
つ
た
方
が
色
彩
に
な
つ
て
よ
い
と
思
ふ
の
で
す
が
八
重
子
さ
ん
は
何
か
書
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
゜
°
°
°
°
°
°
°
°
°
（
注
⑳
）

く
れ
な
い
で
せ
う
か
。
も
う
一
人
田
村
俊
子
さ
ん
で
す
。

　
二
日
の
間
に
ど
の
よ
う
な
打
ち
合
わ
せ
が
も
た
れ
た
か
は
不
明
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
書
簡
か
ら
は
彌
生
子
の
推
韓
に
積
極
的
な
の
は
三
重
吉

で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
三
重
吉
は
の
ち
に
『
現
代
名
作
集
』
を
編
む
と
き
も
彌
生
子
の
「
父
親
と
三
人
の
娘
」
を
選
び
出
し
て
高
評
価
を
与

え
て
い
る
。
三
重
吉
が
彌
生
子
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
漱
石
は
そ
の
よ
う
な
三
重
吉
の
意
見
を
汲
ん
で
、
豊
一
郎
を

と
お
し
て
依
頼
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
依
頼
に
お
い
て
は
、
「
女
の
人
も
一
二
名
あ
つ
た
方
が
色
彩
に
な
つ
て
よ
い
と
思
ふ
」
と
、
彌

生
子
に
依
頼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
的
に
差
し
置
い
て
し
ま
う
豊
一
郎
に
対
し
て
の
配
慮
を
充
分
含
ん
だ
文
面
に
し
て
い
る
。

　
だ
が
彌
生
子
は
漱
石
と
三
重
吉
と
の
や
り
取
り
を
知
ら
な
い
。
そ
の
た
め
漱
石
の
こ
の
手
紙
の
文
面
を
、
夫
へ
の
配
慮
と
し
て
で
は
な
く
、

文
字
通
り
「
女
の
人
も
一
二
名
あ
つ
た
方
が
色
彩
に
な
つ
て
よ
い
と
思
ふ
」
と
い
う
編
集
意
図
か
ら
の
依
頼
と
解
釈
し
た
可
能
性
が
高
い
。
自

分
に
期
待
さ
れ
た
役
割
が
「
色
彩
」
を
添
え
る
「
女
の
人
」
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
も
「
も
う
一
人
」
の
「
田
村
俊
子
さ
ん
」
と
は
違
っ
た
意
味

の
「
女
」
の
書
き
手
で
あ
る
こ
と
。
そ
う
い
う
役
割
を
彌
生
子
は
意
識
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
折
り
し
も
八
月
に
は
『
中
央
公
論
』
が
「
田
村
俊
子
論
」
を
特
集
し
た
。
田
村
松
魚
は
じ
め
八
人
の
執
筆
者
に
彌
生
子
も
加
わ
り
一
文
を
寄

せ
て
い
る
。
彌
生
子
は
ま
ず
「
私
は
田
村
さ
ん
に
は
ま
だ
お
目
に
か
・
つ
た
事
も
な
い
し
、
作
物
と
云
つ
て
も
こ
の
雑
誌
に
お
載
せ
に
な
つ
た

の
と
、
今
読
売
に
お
書
き
に
な
り
つ
・
あ
る
も
の
以
外
は
一
つ
も
拝
見
し
て
ゐ
ま
せ
ん
」
と
、
冷
淡
に
断
っ
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
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私
に
は
作
者
た
る
氏
と
、
そ
の
女
主
人
公
達
と
を
切
り
離
し
て
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
位
ゐ
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
容
貌
で
も
、
性
格
で
も
、

趣
味
で
も
、
乃
至
恋
愛
上
の
態
度
で
も
。
そ
れ
故
も
し
仮
り
に
そ
の
幻
影
を
そ
の
儘
氏
が
本
来
の
面
目
だ
と
仮
定
す
る
事
を
許
る
す
な
ら
ば
、



氏
は
可
な
り
情
本
位
な
、
ば
く
れ
ん
（
傍
点
は
原
文
に
よ
る
）
で
は
あ
る
が
、
涙
も
ろ
い
勝
気
な
、
分
別
の
あ
る
、
い
・
お
姉
さ
ん
と
云
ふ

人
ら
し
い
。
理
智
と
か
、
冷
静
な
批
判
と
か
、
厳
粛
な
省
察
と
か
云
ふ
も
の
に
は
乏
し
い
人
ら
し
い
。
と
同
時
に
そ
れ
等
の
も
の
・
乏
し
く

な
い
事
を
望
ん
で
ゐ
る
1
寧
ろ
見
せ
つ
け
度
い
人
ら
し
い
。

　
俊
子
へ
の
こ
の
批
評
は
と
く
に
偏
っ
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
ら
し
く
、
他
の
評
者
と
も
似
通
っ
て
い
る
。
正
宗
白
鳥
は
「
感
覚
的
筆
致
に
満

ち
て
ゐ
る
」
、
徳
田
秋
聲
は
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
情
緒
」
「
ヒ
ス
テ
レ
カ
ル
に
鋭
敏
」
と
評
し
、
ら
い
て
う
は
「
東
京
の
下
町
の
堕
落
し
た
、

物
質
化
し
た
、
平
面
化
し
た
過
去
の
文
化
が
生
ん
だ
、
利
巧
な
器
用
な
古
い
日
本
婦
人
で
は
な
い
で
せ
う
か
」
と
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

妥
当
性
は
と
も
か
く
、
こ
れ
ら
の
俊
子
評
が
当
時
の
彌
生
子
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
た
批
評
と
は
お
お
よ
そ
反
対
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し

て
い
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
三
重
吉
は
「
彌
生
子
氏
は
家
庭
的
生
活
の
上
で
も
夫
人
ら
し
い
夫
人
、
母
ら
し
い
若
い
母
人
と
し
て
、
賢
明
な
淑

や
か
な
人
で
あ
る
や
う
に
、
（
中
略
）
質
実
な
、
品
位
あ
る
小
説
を
書
く
作
家
で
あ
る
。
併
も
そ
の
観
察
と
叙
写
と
に
は
麗
ら
か
な
女
性
的
の

潤
ひ
と
共
に
対
象
の
真
実
を
捉
へ
る
敏
感
と
整
頓
し
た
理
性
と
が
具
備
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
、
反
対
に
俊
子
の
「
特
色
」
を
「
官
能
的
描
敏

　
　
　
　
　
　
　
゜
°
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◆
◆
°
　
　
　
　
　
（
注
⑱
）

の
轟
惑
」
「
放
縦
な
頽
廃
的
な
女
性
心
理
の
描
写
に
独
特
な
作
風
」
「
表
現
上
の
艶
濃
性
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
少
し
時
期
は
下
る
が
、
一
九
一

七
年
九
月
に
広
津
和
郎
は
彌
生
子
の
「
墓
地
を
通
る
」
（
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
九
〇
九
・
一
二
あ
る
い
は
一
九
＝
・
二
）
を
例
に
「
如
何
に
も

現
代
の
日
本
人
の
教
養
の
あ
る
上
品
な
好
い
奥
さ
ん
の
作
り
さ
う
な
作
品
を
作
る
作
家
」
と
し
、
「
物
足
り
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
続
け
て

俊
子
を
「
い
つ
で
も
好
い
気
に
な
つ
て
見
物
の
前
で
道
化
を
演
じ
て
ゐ
る
気
の
好
い
女
の
哀
れ
さ
と
下
品
さ
と
を
感
じ
て
気
の
毒
に
思
つ
て
ゐ

た
」
（
『
早
稲
田
文
学
』
）
と
い
う
。

　
要
す
る
に
彌
生
子
と
俊
子
と
は
、
同
じ
「
女
」
の
書
き
手
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
意
味
で
対
極
に
位
置
す
る
と
当
時
か
ら
目
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
『
短
篇
集
』
で
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
は
、
田
村
俊
子
と
は
異
質
な
「
女
」
の
書
き
手
た
る
こ
と
だ
と
彌
生
子
は
考
え
た
だ
ろ
う
。

そ
う
し
て
生
ま
れ
た
の
が
「
或
夜
の
話
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
田
村
の
よ
う
な
「
官
能
的
」
「
頽
廃
的
」
「
艶
濃
性
」
は
な
く
、
「
瀕
死
の
老
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女
」
（
一
）
、
「
十
二
の
少
年
」
（
五
）
、
「
す
“
や
か
に
清
げ
な
老
女
」
（
十
三
）
が
描
か
れ
て
い
た
。

三
．
〈
死
〉
と
い
う
「
偶
然
の
暗
合
」

　
「
或
夜
の
話
」
は
友
達
と
の
「
小
さ
い
茶
話
会
見
た
い
な
」
集
ま
り
で
、
「
偶
然
な
話
題
か
ら
『
死
』
と
云
ふ
事
が
一
晩
ぢ
う
皆
ん
な
の
口

に
上
つ
て
ゐ
」
（
一
）
た
と
い
う
発
端
が
は
じ
め
に
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
三
つ
の
〈
死
〉
に
ま
つ
わ
る
話
が
な
さ
れ
る
。
ま
ず
お
英
さ
ん
が
〈
生
〉

に
執
着
す
る
強
欲
な
祖
母
に
つ
い
て
話
し
、
そ
れ
に
対
す
る
同
席
し
た
者
の
「
神
秘
に
通
ず
る
『
生
命
』
の
不
思
議
な
根
強
さ
が
話
し
合
は
れ

ま
し
た
」
（
三
）
と
い
う
反
応
が
描
か
れ
る
。
続
い
て
利
子
さ
ん
は
、
七
歳
の
頃
遭
遇
し
た
少
年
の
総
死
と
い
う
「
偶
然
の
死
」
（
三
）
に
つ
い

て
語
り
、
そ
の
場
で
「
め
い
く
の
経
験
し
た
様
様
の
死
」
（
八
）
が
話
題
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
聞
い
た
「
私
」
は
「
去
年
亡
く
な
つ

た
母
方
の
祖
母
の
死
を
語
ら
う
と
思
ひ
立
ち
ま
し
た
」
（
八
）
と
三
つ
目
の
〈
死
〉
の
話
へ
と
移
っ
て
い
く
。

　
こ
う
し
て
語
ら
れ
る
「
私
」
の
祖
母
の
〈
死
〉
は
、
ま
ず
祖
母
の
生
涯
を
辿
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
祖
母
が
嫁
い
だ
家
は
、
か
つ
て
下

僕
が
あ
る
旅
人
を
撲
殺
し
た
た
め
に
、
旅
人
の
呪
い
を
代
々
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
怨
霊
を
断
つ
た
め
に
、
祖
母
は
「
古

い
由
緒
の
あ
る
家
」
（
十
二
）
の
最
後
の
者
と
し
て
老
年
一
人
き
り
で
墳
墓
を
守
り
通
し
た
人
で
あ
り
、
「
私
」
に
と
っ
て
は
懐
か
し
く
慕
わ
し

い
祖
母
で
あ
っ
た
。
祖
母
の
計
報
を
受
け
た
「
私
」
は
「
事
実
の
や
う
に
は
信
じ
ら
れ
」
な
い
と
し
て
、
最
後
に
「
生
き
て
ゐ
る
と
云
ふ
昨
日

と
、
死
ん
で
ゐ
る
と
云
ふ
今
日
と
、
何
一
つ
変
化
し
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
で
も
私
の
祖
母
は
矢
張
り
死
ん
だ
人
な
の
で
せ
う
か
」
（
十

三
）
と
感
慨
を
述
べ
て
結
ぶ
。

　
「
発
狂
し
」
（
九
）
た
夫
の
看
護
婦
と
し
て
二
十
年
過
ご
し
、
孤
独
に
終
始
し
た
薄
幸
な
人
生
が
、
生
き
続
け
る
「
私
」
と
い
う
孫
の
語
り

の
な
か
で
、
も
う
一
度
甦
り
生
き
続
け
る
。
こ
れ
は
死
に
ゆ
く
肉
親
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
鎮
魂
の
行
為
と
い
え
よ
う
。
執
筆
当
時
、
遠
い
故
郷

に
住
む
彌
生
子
の
実
父
も
重
篤
の
床
に
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
聞
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
彌
生
子
は
、
〈
死
〉
と
い
う
も
の
を
現
実
的
に
受
け
入
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れ
る
準
備
を
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
初
出
に
お
け
る
「
或
夜
の
話
」
は
、
掲
載
さ
れ
た
回
毎
に
一
か
ら
十
三
の
章
立
て
が
あ
る
が
、
単
行
本
『
新
し
き
命
』
に
「
死
」
と
し
て
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑳
）

め
る
際
、
い
く
つ
か
の
改
稿
を
施
し
、
章
立
て
も
三
つ
の
章
に
改
め
ら
れ
た
。
内
容
は
〈
死
〉
に
ま
つ
わ
る
三
つ
の
話
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る

の
で
、
三
章
に
改
稿
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
一
つ
の
話
が
あ
る
種
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
と
に
初
出
の
九
回
か
ら
十
三
回
す
な
わ
ち
改
題
後
の
第
三
章
は
、
独
立
し
た
物
語
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
改
題
後
の
第

三
章
は
〈
場
〉
が
描
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
一
・
二
章
は
、
お
英
さ
ん
と
利
子
さ
ん
と
の
話
に
対
し
て
他
の
聞
き
手

が
感
想
を
述
べ
て
い
る
上
に
、
「
利
子
さ
ん
は
次
ぎ
の
や
う
な
話
を
い
た
し
ま
し
た
」
な
ど
の
次
へ
繋
ぐ
こ
と
ば
が
末
尾
に
置
か
れ
て
い
る
の

で
、
「
茶
話
会
」
の
く
場
V
が
明
瞭
で
あ
る
。
反
対
に
第
三
章
は
文
脈
か
ら
い
え
ば
「
茶
話
会
」
で
の
「
私
」
の
話
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
会
話

を
示
す
か
ぎ
括
弧
も
な
く
始
ま
り
、
聴
き
手
が
一
度
も
登
場
し
な
い
。
末
尾
ま
で
「
私
」
の
語
り
が
続
き
、
話
が
な
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
〈
場
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑩
）

と
い
う
額
縁
が
後
景
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
『
心
』
で
「
先
生
の
遺
書
」
を
開
い
た
青
年
が
汽
車
に
乗
っ
た
ま
ま
取
り
残
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
構
え
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
「
或
夜
の
話
」
の
標
題
が
原
稿
段
階
で
は
「
死
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
し
た
。
標
題
の
変
更
は
彌
生
子
よ
り
先
に
入
稿
し
た
武

者
小
路
も
「
死
」
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
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玉
稿
死
た
し
か
に
届
き
ま
し
た
早
速
社
の
方
へ
送
つ
て
置
き
ま
し
た
武
者
小
路
君
の
今
書
い
て
ゐ
る
の
が
都
合
で
死
と
い
ふ
名
に
改
ま
り
ま

し
た
、
あ
な
た
の
も
死
で
す
が
私
の
予
定
だ
と
二
つ
の
間
に
大
分
外
の
人
を
入
れ
る
積
だ
か
ら
い
・
が
万
一
都
合
で
二
つ
の
原
稿
が
つ
．
・
い

て
出
る
か
又
は
一
つ
二
つ
間
を
置
い
て
出
る
場
合
に
は
少
々
変
で
す
が
何
と
か
題
の
変
更
し
や
う
は
あ
り
ま
せ
ん
か
（
中
略
）

　
°
°
°
°
°
°
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑳
）

　
御
父
さ
ん
の
病
気
は
ど
う
で
す
か
い
つ
国
へ
立
ち
ま
す
か



　
書
簡
の
日
付
で
あ
る
八
月
一
二
日
の
時
点
で
は
短
篇
を
ど
の
順
序
で
並
べ
る
か
と
い
う
「
予
定
」
が
漱
石
に
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
危
倶
は

的
中
し
、
既
に
連
載
の
始
ま
っ
て
い
る
武
者
小
路
と
の
間
に
「
大
分
外
の
人
を
入
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
後
藤
ま
で

も
「
死
」
と
題
し
て
い
た
た
め
、
「
或
夜
の
話
」
と
改
め
た
の
で
あ
る
。
「
死
」
と
い
う
標
題
は
「
御
父
さ
ん
の
病
気
」
の
報
を
受
け
取
っ
た
彌

生
子
が
、
肉
親
達
の
死
を
身
近
に
感
じ
て
つ
け
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
単
行
本
『
新
し
き
命
』
以
後
、
原
稿
の
と
き
の
「
死
」
に
再
び
改
題
し

た
の
は
、
そ
れ
が
「
或
夜
の
話
」
よ
り
も
妥
当
な
標
題
と
彌
生
子
が
判
断
し
て
い
た
こ
と
の
証
と
い
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
『
短
篇
集
』
の
は
じ
め
の
武
者
小
路
が
捜
の
死
を
扱
い
、
続
く
小
川
未
明
が
自
殺
し
た
父
、
後
藤
が
自
殺
し
た
友
人
、
そ

し
て
彌
生
子
が
三
つ
の
〈
死
〉
の
話
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
笑
月
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

今
度
の
短
篇
に
つ
き
死
の
題
林
が
多
ぐ
加
之
死
ど
い
ふ
標
題
が
続
か
み
ら
は
れ
み
に
就
て
の
御
注
意
拝
承
仕
候
右
に
つ
き
早
速
後
藤
末
雄
氏

へ
照
会
致
候
処
同
君
よ
り
別
紙
返
事
有
之
候
故
供
貴
覧
候
同
君
の
考
通
「
柳
」
ピ
い
ふ
題
に
御
改
め
の
程
願
上
候
猶
其
他
の
人
の
も
段
々
参

る
筈
な
る
が
こ
と
ぐ
し
く
死
を
取
扱
ふ
訳
に
て
も
あ
る
ま
じ
く
と
存
じ
居
候
全
偏
然
露
合
か
ら
変
な
事
に
相
成
恐
縮
の
至
羅
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漱
石
は
「
こ
と
ぐ
し
く
死
を
取
扱
ふ
訳
に
て
も
あ
る
ま
じ
く
と
存
じ
居
候
」
と
い
う
が
、
こ
の
あ
と
集
っ
た
原
稿
も
、
「
死
の
題
材
が
多

く
」
「
死
と
い
ふ
標
題
」
も
あ
ら
わ
れ
た
。
長
田
幹
彦
の
「
老
兵
の
話
」
は
老
兵
が
自
殺
し
た
妻
の
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
久
保
田
万
太

郎
の
「
路
」
で
は
主
人
公
が
最
後
に
妹
を
亡
く
す
。
里
見
惇
は
初
産
で
生
ま
れ
た
子
が
半
時
間
し
か
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
「
母
と
子
」

を
書
き
、
谷
崎
の
標
題
は
「
金
色
の
死
」
で
あ
っ
た
。

　
「
若
手
」
と
い
わ
れ
て
い
た
彼
ら
も
、
〈
死
〉
が
身
近
で
切
実
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
年
齢
に
な
っ
た
こ
と
が
、
題
材
の
繋
が
り
を
生
み
出

し
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
明
治
と
い
う
時
代
が
終
焉
し
た
こ
と
や
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
て
日
本
も
参
戦
す
る
と
い
う
時
代

の
混
迷
を
反
映
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
彼
ら
が
執
筆
中
に
連
載
さ
れ
て
い
た
漱
石
の
「
先
生
の
遺
書
」
の
影
響
が
あ
る
の
か
も



し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
後
藤
末
雄
の
「
柳
」
は
、
一
人
の
女
性
を
め
ぐ
る
三
角
関
係
か
ら
自
殺
し
た
友
人
の
話
で
、
「
先
生
の
遺
書
」
に
酷
似

し
た
ス
ト
ー
リ
ー
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
十
一
作
品
は
別
々
な
道
筋
で
依
頼
さ
れ
、
互
い
に
な
ん
の
打
ち
合
わ
せ
も
な
く
、
期
日
に
追
わ

れ
る
よ
う
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
だ
け
に
、
期
せ
ず
し
て
〈
死
〉
と
い
う
「
全
く
偶
然
の
暗
合
」
で
時
代
を
映
し
、
『
短
篇

集
』
の
な
か
で
互
い
に
響
き
あ
い
を
み
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑬
）

　
そ
し
て
彌
生
子
の
「
或
夜
の
話
」
は
、
〈
死
〉
と
い
う
「
偶
然
の
暗
合
」
を
も
つ
『
短
篇
集
』
の
な
か
で
、
〈
死
〉
を
め
ぐ
る
三
つ
の
話
と
い

う
、
入
れ
子
型
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

四
．
〈
連
作
〉
と
い
う
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑭
）

　
一
九
＝
二
（
大
正
二
）
年
四
月
の
『
婦
人
評
論
』
に
は
、
「
死
」
と
題
さ
れ
た
彌
生
子
の
小
説
が
掲
載
さ
れ
た
。
「
或
夜
の
話
」
が
書
か
れ
る

一
年
余
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
死
」
（
婦
人
評
論
）
は
「
十
年
も
故
郷
を
離
れ
て
暮
ら
し
て
ゐ
る
信
子
」
に
お
近
と
い
う
乳
母
の
娘
の
計
報
が
届
い
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

る
。
乳
母
の
娘
の
ほ
か
に
祖
母
と
叔
母
二
人
と
乳
母
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
信
子
の
境
遇
は
、
「
こ
の
近
年
に
な
つ
て
私
は
確
に
三
四
の
親
し

い
人
々
に
死
別
れ
た
筈
で
は
あ
り
ま
し
た
。
四
年
前
に
は
乳
母
が
亡
く
な
る
し
、
乳
母
の
娘
が
亡
く
な
る
し
、
去
年
は
又
二
人
あ
つ
た
伯
母
達

が
二
人
と
も
続
い
て
亡
く
な
つ
た
」
（
八
）
と
い
う
「
或
夜
の
話
」
の
「
私
」
と
酷
似
し
て
い
る
。
ま
た
信
子
は
故
郷
の
人
々
の
〈
死
〉
を
知
っ

た
と
き
「
何
ん
だ
か
嘘
事
の
や
う
に
も
思
は
れ
」
、
「
ぼ
ん
や
り
し
た
悲
し
み
」
（
傍
点
は
原
文
に
よ
る
）
の
な
か
で
「
本
統
に
お
亡
く
な
り
に

な
つ
た
と
は
思
は
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
手
紙
を
書
く
。
「
或
夜
の
話
」
の
「
私
」
も
故
郷
を
遠
く
離
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
「
死
ん
だ
と
云

ふ
人
が
本
統
に
死
ん
だ
や
う
に
は
思
は
れ
」
ず
、
「
何
処
迄
も
夢
幻
的
な
ぼ
ん
や
り
し
た
影
に
な
つ
て
過
ぎ
て
行
つ
た
の
で
し
た
」
（
八
）
と
い

う
感
慨
も
つ
。
そ
し
て
亡
く
な
っ
た
故
郷
の
人
が
今
も
「
古
い
家
の
奥
深
い
お
座
敷
で
静
か
に
お
暮
し
に
な
つ
て
ゐ
ら
れ
」
る
と
考
え
て
し
ま
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う
信
子
の
思
い
も
、
「
或
夜
の
話
」
の
「
死
の
知
ら
せ
を
受
け
取
つ
た
時
も
（
中
略
）
矢
張
り
あ
の
山
の
中
の
村
の
小
さ
い
家
に
、
淋
し
く
静

か
に
暮
ら
し
て
ゐ
ら
れ
る
や
う
な
気
が
し
て
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
」
（
十
三
）
と
い
う
「
私
」
の
感
慨
と
共
通
し
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
死
」
（
婦
人
評
論
）
は
「
或
夜
の
話
」
が
「
死
」
に
改
題
さ
れ
た
と
き
の
第
三
章
と
の
く
連
作
V
と
捉
え
る
べ
き
で
あ

る
。
こ
こ
で
い
う
〈
連
作
〉
と
は
、
個
々
が
独
立
し
て
い
な
が
ら
、
一
方
が
他
方
の
続
編
で
あ
っ
た
り
、
一
つ
の
出
来
事
を
め
ぐ
っ
て
別
の
角

度
か
ら
描
き
直
し
た
り
し
た
も
の
を
い
う
。
「
或
夜
の
話
」
（
「
死
」
）
は
あ
る
夜
に
な
さ
れ
た
三
つ
の
〈
死
〉
を
め
ぐ
る
話
と
い
う
構
え
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
の
中
の
九
回
か
ら
十
三
回
（
「
死
」
の
第
三
章
）
は
別
の
小
説
と
の
〈
連
作
〉
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
「
死
」
（
婦
人
評
論
）
の
な
か

で
近
年
親
し
い
人
を
幾
人
か
亡
く
し
た
と
い
う
三
人
称
の
「
信
子
」
は
、
亡
く
な
っ
た
乳
母
の
娘
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
し
、
「
或
夜
の
話
」

で
は
「
私
」
と
い
う
一
人
称
で
、
そ
の
な
か
の
祖
母
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

彌
生
子
が
こ
の
よ
う
な
蓮
作
〉
と
い
う
方
法
を
始
め
た
の
は
い
つ
ご
ろ
な
の
だ
ろ
う
か
・
既
に
羅
で
述
べ
た
よ
う
に
二
父
親
と
三
人

の
娘
」
（
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
九
＝
年
八
月
）
と
「
テ
レ
ジ
ア
の
か
な
し
み
」
（
『
中
央
公
論
』

由
」
（
『
婦
女
界
』
、
同
年
一
月
）
・
「
巳
の
吉
の
或
日
」
（
『
東
京
日
日
』
同
年
同
月
）
・
「
朋
輩
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑯
）

あ
る
。
そ
し
て
方
法
の
淵
源
を
辿
れ
ば
瀬
沼
茂
樹
の
次
の
よ
う
な
指
摘
に
ゆ
き
着
く
。

一
九
一
二
年
八
月
）
が
〈
連
作
〉
で
あ
り
、
「
お

（『

i
女
か
・
み
』
同
年
二
月
）
も
〈
連
作
〉
で
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弥
生
子
の
『
鳩
公
の
話
』
（
明
治
四
二
・
四
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
と
臼
川
の
『
槍
と
釣
針
』
（
同
一
〇
、
同
）
と
は
、
飼
鳩
を
食
っ
た
猫
退
治
の

挿
話
に
取
材
す
る
夫
婦
の
競
作
で
あ
り
、
弥
生
子
の
『
お
隣
』
（
明
治
四
一
・
三
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
と
臼
川
の
『
黍
の
道
』
（
明
治
四
四
・
一
、

ホ
ト
ト
ギ
ス
）
と
は
相
関
聯
す
る
夫
婦
の
連
作
で
あ
っ
た
。

　
つ
ま
り
〈
連
作
〉
と
い
う
方
法
は
、
あ
た
か
も
野
上
工
房
と
で
も
称
す
べ
き
場
所
で
生
ま
れ
た
の
だ
。
む
ろ
ん
彌
生
子
が
そ
れ
を
当
初
か
ら

意
識
的
に
方
法
と
し
て
選
び
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
交
際
好
き
な
田
村
俊
子
と
は
違
っ
て
、
彌
生
子
は
も
と
も
と
外
に
出
歩
く
こ



と
が
少
な
い
の
で
、
広
く
題
材
を
見
つ
け
る
機
会
が
な
い
。
ま
た
夫
婦
の
愛
憎
や
女
の
官
能
に
材
を
と
る
こ
と
も
し
な
い
。
そ
う
い
う
彌
生
子

に
と
っ
て
の
題
材
は
、
身
辺
に
限
ら
れ
て
し
ま
う
の
は
余
儀
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
加
え
て
子
育
て
の
た
だ
な
か
に
あ
っ
て
、
長
時
間
に
わ
た

る
調
査
や
執
筆
は
し
に
く
く
、
田
村
俊
子
の
よ
う
に
長
篇
を
発
表
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
て
も
い
な
い
。
な
ら
ば
数
少
な
い
身
辺
の
題
材
で
、

短
篇
を
量
産
し
て
い
く
し
か
な
く
、
そ
の
た
め
に
は
続
篇
を
作
っ
た
り
、
一
つ
の
出
来
事
を
め
ぐ
っ
て
別
の
面
か
ら
描
き
直
し
た
り
す
る
こ
と

し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
〈
連
作
〉
の
方
法
は
限
定
的
な
生
活
の
な
か
で
、
は
し
な
く
も
見
出
さ
れ
た
の
だ
。

　
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
彌
生
子
に
と
っ
て
物
事
を
多
角
的
に
と
ら
え
る
訓
練
と
な
っ
た
に
違
い
な
く
、
の
ち
の
『
迷
路
』
や
『
真
知
子
』
な

ど
の
長
篇
小
説
の
発
表
方
法
に
も
応
用
さ
れ
て
い
く
。
現
実
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
か
た
ち
で
見
出
さ
れ
た
短
篇
〈
連
作
〉
で
は
あ
っ
た
が
、

タ
ペ
ス
ト
リ
ー
を
織
り
上
げ
て
ゆ
く
よ
う
に
、
小
さ
な
物
語
を
紡
い
で
、
新
た
な
長
篇
を
つ
く
り
上
げ
て
い
く
方
法
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五
．
単
行
本
『
新
し
き
命
』

と

『〔

V
版
］
新
し
き
命
』

　
「
或
夜
の
話
」
が
「
死
」
と
し
て
収
め
ら
れ
た
単
行
本
『
新
し
き
命
』
は
、
一
九
一
⊥
ハ
（
大
正
五
）
年
＝
月
に
岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑰
）

た
。
叔
父
小
手
川
金
次
郎
と
兄
角
三
郎
と
に
百
五
十
円
の
無
心
を
し
て
こ
ぎ
つ
け
た
出
版
で
あ
っ
た
。
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
か
ら
一
九

＝
ハ
年
に
か
け
て
新
聞
・
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
十
作
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
彌
生
子
に
と
っ
て
は
五
冊
目
の
著
書
で
あ
る
。
一
九
二
五
（
大
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑱
）

一
四
）
年
に
は
そ
の
十
篇
の
う
ち
の
四
篇
を
含
み
「
母
親
の
通
信
」
を
新
た
に
収
め
た
『
〔
新
版
〕
新
し
き
命
』
が
出
版
さ
れ
る
が
、
そ
の
際

「
或
夜
の
話
」
（
「
死
」
）
は
削
除
さ
れ
た
。

　
『
〔
新
版
〕
新
し
き
命
』
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
ま
さ
に
〈
母
親
の
通
信
〉
で
、
自
分
の
子
供
と
そ
の
世
話
を
す
る
「
女
中
」
と
が
中
心
的
に
描

か
れ
て
い
る
。
一
九
＝
ハ
年
か
ら
一
九
二
五
年
と
い
う
十
年
の
月
日
が
、
〈
母
〉
た
る
こ
と
を
謳
歌
す
る
内
容
だ
け
の
も
の
で
も
著
作
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑲
）

流
通
す
る
環
境
を
作
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
森
田
草
平
の
よ
う
に
「
お
被
裸
臭
い
作
品
」
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
〈
母
〉
た
る
こ
と
を
当
事
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者
と
し
て
言
語
化
し
た
と
い
う
意
味
で
は
、
の
ち
の
平
塚
ら
い
て
う
の
母
性
主
義
に
遠
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
な
に
よ
り
大
切
な
の
は
、

子
供
と
い
う
「
神
秘
の
小
さ
い
庫
」
を
も
つ
「
新
人
」
（
「
小
さ
い
兄
弟
」
）
を
育
て
る
こ
と
が
、
彌
生
子
に
と
っ
て
〈
新
し
い
婦
人
〉
た
る
こ

と
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

纏
で
す
で
に
述
べ
た
こ
と
だ
が
・
薪
人
L
と
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
希
求
す
べ
き
人
物
像
で
あ
る
・
ゆ
え
に
新
し
く
生
ま
れ
た
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
注
＠
）

供
と
い
う
「
新
人
」
は
、
助
川
徳
是
の
論
じ
た
と
お
り
「
母
の
神
聖
な
崇
拝
の
対
象
」
と
な
る
。
『
新
し
き
命
』
の
目
次
裏
に
「
伝
道
書
」
の

引
用
が
あ
る
の
は
、
こ
の
書
の
精
神
的
支
柱
が
聖
句
に
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
ま
た
『
新
し
き
命
』
と
『
〔
新
版
〕
新
し
き
命
』
と
に

収
録
さ
れ
た
「
新
し
き
命
」
の
初
出
が
〈
新
し
い
女
〉
た
ち
の
『
青
鞘
』
で
あ
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
自
分
の
希
求
す
べ
き
〈
新
し
い
婦

人
〉
と
し
て
の
生
き
方
は
、
子
供
と
い
う
「
新
人
」
を
知
性
あ
る
暮
し
の
中
で
育
て
る
こ
と
だ
と
彌
生
子
は
信
じ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
が
彌
生

子
な
り
の
『
青
鞘
』
理
解
で
あ
っ
た
。
彌
生
子
は
「
神
聖
な
崇
拝
の
対
象
」
た
る
「
新
人
」
と
の
交
感
の
書
と
し
て
、
五
作
を
『
〔
新
版
〕
新

し
き
命
』
に
ま
と
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
「
或
夜
の
話
」
を
含
む
『
新
し
き
命
』
の
方
は
、
子
供
を
中
心
と
し
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
「
或
夜
の
話
」
も
「
死
」
と
改
題

さ
れ
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
〈
新
し
き
生
命
〉
と
は
一
見
対
立
す
る
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
だ
が
〈
生
〉
と
〈
死
〉
と
は
対
極
に
あ

る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ひ
と
つ
の
も
の
の
表
と
裏
で
あ
る
。
「
或
夜
の
話
」
を
入
稿
し
た
こ
ろ
病
気
だ
っ
た
彌
生
子
の
父
親
は
、
彼
女
の

帰
郷
後
に
亡
く
な
っ
た
。
翌
年
二
月
の
「
父
の
死
」
（
『
一
二
田
文
学
』
）
は
そ
の
帰
郷
前
後
を
素
材
と
し
、
久
し
ぶ
り
の
帰
郷
で
初
め
て
会
っ
た

親
戚
筋
の
子
供
と
死
に
ゆ
く
父
と
を
見
比
べ
て
、
「
老
い
た
る
も
の
、
古
き
も
の
に
代
わ
る
べ
き
新
ら
し
い
生
命
。
若
い
芽
が
こ
の
家
族
の
間

に
族
生
し
つ
・
あ
る
事
を
思
は
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
述
べ
る
。
彌
生
子
は
父
親
の
〈
死
〉
を
と
お
し
て
、
わ
が
「
新
人
」
た

る
子
供
の
「
新
ら
し
い
生
命
」
が
内
包
す
る
〈
死
〉
に
思
い
至
っ
た
の
だ
ろ
う
。
先
に
は
「
或
夜
の
話
」
を
肉
親
へ
の
鎮
魂
と
述
べ
た
が
、
大

正
五
年
二
月
の
『
新
し
き
命
』
は
、
父
へ
の
鎮
魂
と
同
時
に
、
父
の
〈
死
〉
を
通
し
て
見
出
さ
れ
た
「
新
ら
し
い
生
命
」
の
尊
さ
を
讃
え
る

書
と
な
っ
た
。
そ
し
て
翌
月
、
彌
生
子
の
文
学
上
の
師
、
漱
石
に
も
〈
死
〉
が
訪
れ
た
の
だ
っ
た
。
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注

①
た
と
え
ば
夏
目
漱
石
の
野
上
彌
生
子
宛
書
簡
二
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
三
月
二
〇
日
、
＝
鳶
）
に
は
「
鳩
の
話
（
「
鳩
公
の
話
」
…
佐
々
木
注
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
早
速
拝
見
。
面
白
く
候
す
ぐ
虚
子
の
手
許
へ
廻
し
候
（
中
略
）
出
来
る
な
ら
ば
掲
載
す
る
様
頼
ひ
置
候
」
と
あ
り
、
「
縁
」
「
七
夕
さ
ま
」
「
紫
苑
」
「
柿
羊

　
葵
」
「
御
隣
」
「
鳩
公
の
話
」
は
漱
石
あ
る
い
は
木
曜
会
を
経
て
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
夏
目
漱
石
の
野
上
彌
生
子
宛
書
簡

　
（
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
一
月
一
七
日
、
べ
＄
）
・
（
同
年
一
二
月
九
日
、
H
8
巳
、
野
上
豊
一
郎
宛
書
簡
（
一
九
〇
七
年
五
月
四
日
、
。
。
N
q
⊃
）
・
（
一
九

　
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
二
月
一
八
日
、
声
O
ω
切
）
、
及
び
高
浜
虚
子
宛
書
簡
（
一
九
〇
七
年
一
月
一
八
日
、
ミ
O
）
・
（
同
年
五
月
四
日
、
。
。
ω
e
を
参
照
し
た
。

　
尚
、
引
用
の
夏
目
漱
石
書
簡
は
「
漱
石
全
集
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
～
一
九
九
九
）
に
拠
り
、
書
簡
番
号
を
付
し
た
。
ま
た
振
仮
名
は
適
宜
省
略
し
、

　
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
以
下
同
じ
。

②
「
野
上
彌
生
子
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
時
代
ー
ー
安
住
の
場
か
ら
の
逸
脱
1
」
（
『
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
学
第
二
三
号
」
平
成
＝
一
）
。

③
「
或
夜
の
話
」
の
引
用
は
初
出
に
拠
る
。
た
だ
し
そ
の
他
に
引
用
す
る
野
上
彌
生
子
本
文
は
「
野
上
彌
生
子
全
集
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
・
特
装

　
版
）
「
野
上
彌
生
子
全
集
　
第
H
期
」
（
同
、
一
九
八
六
～
一
九
九
一
）
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。

④
志
賀
直
哉
「
続
創
作
余
談
」
（
『
志
賀
直
哉
全
集
第
六
巻
」
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
）
及
び
阿
川
弘
之
「
志
賀
直
哉
上
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）

　
に
詳
し
い
。

⑤
志
賀
直
哉
宛
書
簡
二
九
一
三
年
一
二
月
三
一
日
、
お
切
。
。
）
「
武
者
小
路
君
を
通
し
て
御
依
頼
し
た
事
に
つ
き
御
承
諾
の
意
を
御
洩
し
被
下
ま
し
て
難

　
有
存
じ
ま
す
」
と
あ
る
。

⑥
志
賀
直
哉
宛
書
簡
二
九
一
四
年
二
月
二
日
、
お
。
。
切
）
。

⑦
志
賀
直
哉
宛
書
簡
二
九
｝
四
年
四
月
二
九
日
、
8
ω
N
）
。

⑧
山
本
笑
月
宛
書
簡
二
九
一
四
年
七
月
＝
二
日
、
N
3
Φ
）
。

⑨
山
本
笑
月
宛
書
簡
二
九
一
四
年
七
月
一
五
日
、
N
8
N
）
。
傍
点
は
佐
々
木
に
よ
る
。
特
に
注
が
な
け
れ
ば
以
下
同
じ
。

⑩
鈴
木
三
重
吉
宛
書
簡
二
九
一
四
年
七
月
一
七
日
、
N
宗
O
）
。

⑪
荒
正
人
「
増
補
改
訂
漱
石
研
究
年
表
」
（
小
田
切
秀
雄
監
修
、
集
英
社
、
昭
和
五
九
）
。
尚
、
同
書
に
は
続
け
て
「
鈴
木
三
重
吉
は
、
そ
の
企
画
を
聞

　
か
さ
れ
た
一
人
で
あ
る
。
鈴
木
三
重
吉
の
青
木
健
作
宛
手
紙
（
七
月
十
八
日
（
土
）
）
に
は
自
分
の
立
案
だ
と
云
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。

⑫
山
本
笑
月
宛
書
簡
二
九
一
四
年
八
月
一
日
、
N
O
°
。
一
）
に
よ
れ
ば
、
漱
石
は
一
枚
一
円
八
十
銭
か
ら
一
円
二
十
銭
ほ
ど
か
と
考
え
て
い
た
。
当
時
『
国

　
民
新
聞
」
で
花
袋
が
四
円
で
あ
る
と
も
書
き
送
っ
て
い
る
（
山
本
笑
月
宛
書
簡
、
一
九
一
四
年
八
月
二
日
、
N
O
。
。
ふ
）
。
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⑬
三
島
由
紀
夫
「
豪
華
版
日
本
文
学
全
集
1
2
・
谷
崎
潤
一
郎
』
（
河
出
書
房
、
昭
和
4
1
）
。
野
口
武
彦
『
谷
崎
潤
一
郎
』
（
中
央
公
論
社
、
昭
和
4
8
）
。
清
水

　
良
典
「
虚
構
の
天
体
』
（
講
談
社
、
一
九
九
六
）
。
千
葉
俊
二
「
編
年
体
・
評
伝
谷
崎
潤
一
郎
」
（
「
國
文
學
　
谷
崎
潤
一
郎
必
携
」
學
燈
社
、
二
〇
〇
二
．

　
七
臨
時
増
刊
号
）
。

⑭
山
本
笑
月
宛
書
簡
二
九
一
四
年
七
月
二
二
日
、
N
O
起
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

⑮
鈴
木
三
重
吉
宛
書
簡
二
九
一
四
年
七
月
一
八
日
、
N
O
8
）
に
は
「
秋
声
白
鳥
両
君
と
も
に
結
構
お
頼
ひ
下
さ
い
（
中
略
）
武
者
小
路
氏
と
外
に
一
名

　
里
見
と
か
小
泉
と
か
長
与
と
か
い
ふ
人
を
入
れ
る
や
う
に
頼
ん
だ
の
で
す
」
と
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
武
者
小
路
と
里
見
惇
だ
け
が
執
筆
し
て
い
る
。

⑯
久
保
田
万
太
郎
宛
書
簡
二
九
一
四
年
七
月
二
〇
日
、
N
自
ご
、
山
本
笑
月
宛
書
簡
（
同
年
八
月
二
日
、
N
O
。
。
《
）
、
田
村
俊
子
宛
書
簡
（
同
年
同
月
一
八
、

　
N
8
べ
）
及
び
、
鈴
木
三
重
吉
の
青
木
健
作
宛
書
簡
（
同
年
七
月
一
八
日
）
と
注
⑪
と
を
参
照
し
た
。
谷
崎
潤
｝
郎
は
山
本
笑
月
あ
る
い
は
朝
日
新
聞
社
が

　
直
接
交
渉
し
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑰
『
東
京
朝
日
新
聞
」
の
一
九
一
四
年
八
月
＝
日
「
新
小
説
豫
告
」
に
は
武
者
小
路
実
篤
の
短
篇
が
「
捜
の
死
」
と
な
っ
て
い
た
の
を
翌
日
の
掲
載
で

　
「
死
」
に
変
更
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
不
明
。
後
藤
末
雄
と
野
上
彌
生
子
と
は
標
題
が
「
死
」
で
重
複
し
た
た
め
変
更
し
た
。
田
村
俊
子
（
原
稿
で

　
は
「
十
七
の
娘
」
）
と
青
木
健
作
の
変
更
の
理
由
も
不
明
。
た
だ
し
青
木
は
「
自
著
年
譜
」
（
「
青
木
健
作
短
篇
集
」
春
陽
堂
、
昭
和
三
）
で
標
題
を
原
稿

　
時
の
「
残
骸
」
に
戻
し
て
い
る
の
で
、
青
木
は
新
聞
社
か
ら
の
勧
告
で
変
更
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

⑱
注
⑭
に
同
じ
。

⑲
野
上
豊
一
郎
宛
書
簡
二
九
一
四
年
七
月
二
〇
日
、
N
自
O
）
。

⑳
鈴
木
三
重
吉
宛
書
簡
二
九
一
四
年
七
月
一
八
日
、
N
宗
ご
。

⑳
　
田
村
俊
子
宛
書
簡
（
一
九
一
四
年
八
月
二
三
日
、
昌
O
一
）
。

⑳
　
山
本
笑
月
宛
書
簡
（
一
九
一
四
年
九
月
四
日
、
N
巳
一
）
。

⑳
　
漱
石
は
山
本
笑
月
宛
書
簡
（
一
九
一
四
年
八
月
二
八
日
、
田
O
ご
で
「
津
田
青
楓
と
い
ふ
人
が
旅
順
の
攻
撃
に
参
加
し
た
時
の
日
記
が
あ
る
の
だ
さ
う

　
で
す
が
（
中
略
）
朝
日
新
聞
に
の
せ
て
く
れ
な
い
か
と
い
ふ
の
で
す
（
中
略
）
ど
う
ぞ
一
言
御
返
事
を
願
ひ
ま
す
」
と
書
き
送
っ
た
が
、
山
本
は
返
事
を

　
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。
津
田
青
楓
宛
書
簡
（
同
年
九
月
四
日
、
b
。
巳
O
）
で
「
昨
夜
御
話
し
た
通
り
社
へ
返
事
を
し
て
く
れ
と
い
つ
て
や
つ
た
の
に
山
本
と

　
い
ふ
男
は
黙
つ
て
ゐ
ま
す
不
都
合
だ
と
思
ひ
ま
す
」
と
書
き
、
同
日
に
注
⑳
の
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。

⑳
　
た
と
え
ば
三
重
吉
の
青
木
健
作
宛
書
簡
（
一
九
＝
二
年
＝
一
月
二
二
日
）
に
は
「
来
年
は
も
う
作
で
は
食
へ
ま
い
。
只
今
本
屋
を
出
す
計
画
で
奔
走
中

　
だ
」
と
あ
る
。
尚
、
引
用
は
「
鈴
木
三
重
吉
全
集
　
第
六
巻
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
＝
二
）
に
拠
る
。
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⑳
　
三
重
吉
の
出
版
計
画
が
結
実
し
た
の
は
、
一
九
一
四
年
九
月
の
「
現
代
名
作
集
第
一
篇
　
須
永
の
話
」
で
あ
っ
た
。
山
本
芳
明
は
「
文
学
者
は
つ
く
ら

　
れ
る
」
（
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
〇
〇
・
一
二
）
で
「
「
行
人
」
を
め
ぐ
っ
て
顕
在
化
し
て
き
た
、
〈
新
た
な
評
価
軸
〉
」
を
も
つ
「
青
年
た
ち
が
出
現
し
文
壇

　
で
発
信
を
始
め
た
」
こ
と
を
重
視
し
、
そ
の
「
動
き
を
受
け
て
、
鈴
木
三
重
吉
は
「
須
永
の
話
一
を
特
権
的
に
位
置
づ
け
て
編
集
し
出
版
し
た
と
考
え
ら

　
れ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

⑳
　
鈴
木
三
重
吉
宛
書
簡
（
一
九
一
四
年
七
月
一
八
日
、
N
O
＄
）
。

＠
注
⑲
に
同
じ
。

⑳
　
　
『
現
代
名
作
集
第
九
篇
　
父
親
と
三
人
の
娘
一
「
序
」
（
一
九
一
五
・
四
）
及
び
「
現
代
名
作
集
第
十
篇
　
春
の
晩
」
「
序
」
。
但
し
、
引
用
は
『
鈴
木
三

　
重
吉
全
集
　
第
五
巻
」
（
岩
波
書
店
、
昭
和
一
三
）
「
消
息
」
に
拠
る
。
尚
、
「
現
代
名
作
集
」
に
つ
い
て
は
紅
野
敏
郎
「
大
正
期
の
文
芸
叢
書
」
（
雄
松
堂

　
出
版
、
一
九
九
八
）
を
参
照
し
た
。

⑲
　
内
容
に
お
い
て
は
概
ね
同
じ
だ
が
、
た
と
え
ば
漢
字
・
送
り
仮
名
・
傍
点
・
時
制
の
統
一
な
ど
の
推
敲
が
な
さ
れ
た
。

⑳
初
出
・
単
行
本
の
い
ず
れ
も
、
「
私
」
の
話
の
始
ま
り
を
示
す
か
ぎ
括
弧
は
な
い
が
、
初
出
で
は
末
尾
に
の
み
終
わ
り
を
示
す
か
ぎ
括
弧
が
あ
る
。

⑳
野
上
彌
生
子
宛
書
簡
二
九
一
四
年
八
月
一
二
B
、
N
8
0
）
。

⑫
　
山
本
笑
月
宛
書
簡
（
一
九
一
四
年
八
月
二
三
日
、
曽
O
O
）
。

⑬
　
　
「
或
夜
の
話
」
の
よ
う
に
、
独
立
し
た
物
語
性
の
あ
る
話
を
つ
な
げ
て
↓
つ
の
短
篇
に
す
る
と
い
う
方
法
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
は
、
こ
の
こ
ろ
の
も
の

　
で
、
「
手
紙
を
書
く
日
」
（
「
婦
人
画
報
』
一
九
一
四
・
九
）
と
「
三
つ
の
話
」
（
「
婦
人
画
報
」
一
九
一
六
・
こ
と
が
あ
る
。
前
者
は
A
子
・
C
子
・
K

　
子
の
そ
れ
ぞ
れ
が
手
紙
を
書
く
と
い
う
趣
向
に
な
っ
て
お
り
、
後
者
は
「
K
子
」
の
「
ミ
ダ
ス
王
の
話
」
・
「
S
子
」
の
「
聖
シ
ャ
プ
エ
の
話
」
・
「
女
主
人
」

　
の
「
笛
の
由
来
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
同
年
「
新
し
き
命
」
に
収
め
ら
れ
る
際
、
三
つ
目
の
「
笛
の
由
来
」
が
は
ず
さ
れ
て
「
二
つ
の
話
」
と
改
題
さ
れ

　
た
。

⑭
　
初
出
の
「
婦
人
評
論
」
目
次
に
は
「
小
説
」
と
あ
る
。
「
或
夜
の
話
」
改
題
後
の
標
題
「
死
」
と
の
区
別
を
す
る
た
め
、
「
婦
人
評
論
」
掲
載
の
「
死
」

　
は
「
「
死
」
（
婦
人
評
論
）
」
と
記
す
。

⑮
　
注
②
に
同
じ
。

⑯
　
瀬
沼
茂
樹
『
日
本
文
壇
史
2
1
「
新
し
き
女
」
の
群
　
回
想
の
文
学
」
（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九
九
八
）
。
尚
、
「
お
隣
」
の
発
表
年
月
と
発
表
誌
は
、

　
原
文
で
は
「
前
出
」
と
あ
っ
た
の
を
佐
々
木
が
補
う
。

⑰
　
野
上
彌
生
子
の
小
手
川
金
次
郎
・
角
三
郎
宛
書
簡
（
一
九
一
五
年
八
月
三
一
日
、
書
簡
番
号
八
）
及
び
小
手
川
武
馬
宛
書
簡
（
同
年
九
月
一
日
、
書
簡
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番
号
九
）
を
参
照
し
た
。

⑳
　
「
〔
新
版
〕
新
し
き
命
」
の
表
記
は
瀬
沼
茂
樹
（
「
野
上
彌
生
子
全
集
　
第
一
巻
一
注
③
に
同
じ
）
「
後
記
」
に
拠
る
。

⑲
　
　
「
野
上
彌
生
子
論
　
そ
の
印
象
二
つ
三
つ
」
（
「
女
性
改
造
」
大
正
＝
二
・
一
〇
）
。

⑩
　
　
「
野
上
彌
生
子
の
「
青
鞘
」
時
代
ー
ソ
ー
ニ
ャ
・
コ
ヴ
ァ
レ
フ
ス
カ
ヤ
と
の
出
会
い
ー
」
（
「
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
学
　
第
二
五
号
」
平
成
一

　
四
）
。
尚
、
〈
新
し
い
女
〉
と
〈
新
し
い
婦
人
〉
と
の
差
異
に
つ
い
て
も
、
既
に
そ
こ
で
論
じ
た
。

＠
　
助
川
徳
是
「
野
上
彌
生
子
と
大
正
期
教
養
派
」
（
桜
楓
社
、
昭
和
五
九
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
非
常
勤
講
師
）
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