
井
伏
鱒
二
に
お
け
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文
学
的
自
己
定
位
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ロ
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ア
文
学
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は
じ
め
に

自
己
を
語
る
こ
と
で
は
な
く
、
他
者
と
の
距
離
を
意
識
し
な
が
ら
、
し
か
し
、

そ
の
他
者
の
物
語
を
語
る
作
家
と
し
て
井
伏
鱒
二
は
存
在
し
て
来
た
。
弁
伏
は
、

自
己
の
内
面
を
探
求
し
た
り
、
自
己
の
内
部
に
取
り
立
て
て
語
る
べ
き
も
の
を
発

見
す
る
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
、
ひ
と
ま
ず
措
い
た
が
ゆ
え
に
出
来
た
そ
の
空

洞
を
、
他
者
の
物
語
に
よ
っ
て
満
た
し
て
行
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ

る。
自
己
告
白
を
近
代
文
学
成
立
の
要
件
と
見
な
せ
ば
、
こ
う
し
た
自
己
告
白
を
排

除
す
る
井
伏
の
姿
勢
が
、
日
本
近
代
文
学
の
歴
史
に
お
い
て
、
彼
の
文
学
に
き
わ

め
て
特
異
な
位
置
を
与
え
た
わ
け
で
あ
る
。
勿
論
、
井
伏
も
最
初
か
ら
そ
う
し
た

位
置
を
定
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
が
、
「
難
肋
集
」
(
一
九
三
六
年
五
月

1
一

二
月
)
を
見
て
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
補
う
べ
き
「
半
生
記
」
(
一
九
七

O
年
一
一

月

1
一
一
一
月
)
を
読
ん
で
も
、
そ
の
辺
り
の
文
学
的
自
己
定
位
の
問
題
は
、
容
易

に
姿
を
見
せ
よ
う
と
は
し
な
い
。
自
己
の
ス
タ
ン
ス
に
固
執
す
る
こ
と
に
頑
強
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
(
井
伏
の
左
傾
拒
否
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
て
そ
の
文

目リ

貞

昭

田

学
的
理
路
に
関
し
て
、
弁
伏
は
多
く
語
ろ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
自
己
告
白
を
退
け
た
井
伏
の
文
学
的
姿
勢
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
む
し
ろ
、
豊
富
に
語
れ
る
ほ
ど
の
内
実
が
井
伏
に
あ
っ

た
の
か
、
私
に
は
疑
問
に
思
わ
れ
る
。
井
伏
の
場
合
、
新
し
い
文
学
的
理
念
や
か

れ
固
有
の
問
題
を
抱
え
て
作
家
の
道
を
選
ん
だ
と
い
う
よ
り
、
「
文
学
」
が
一
種

の
絶
対
的
価
値
と
し
て
措
定
さ
れ
た
乙
と
が
、
井
伏
に
作
家
へ
の
道
を
選
ば
せ
て

し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

ω。
そ
の
結
果
、
「
文
学
」
と
い
う
器
は
用
意
さ

れ
は
し
て
も
、
そ
乙
に
何
を
盛
る
べ
き
か
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
で

考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
す
ら
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
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乙
の
辺
り
の
事
情
は
、
誇
る
べ
き
筋
合
い
の
も
の
で
は
な
く
て
、
何
と
か
作
家
と

し
て
の
道
を
つ
け
よ
う
と
し
た
弁
伏
に
と
っ
て
は
秘
事
の
領
域
に
属
す
る
質
の
も

の
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
三

O
代
に
ま
で
及
ぶ
習
作
時
代
の
長
さ
は
、

i" ---， z茎
る正

を
そ 選
し♂ ん
¥で

し
そ ま
の つ
習+
作 詩
時夜
代 の
の
士 吉

詑悶
.......の

夜空
ど喜
寿望
し問
中，つ

'E>亡
のい

は 3
前う
世 で
代 す

の
大
正
期
私
小
説
作
家
の
よ
う
に
は
「
私
」
を
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど

も
、
か
れ
ら
か
ら
は
「
文
学
」
へ
の
信
仰
と
い
う
遺
産
を
受
け
継
い
だ
、
井
伏
な

り
の
文
学
的
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



現
在
の
時
点
か
ら
井
伏
文
学
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
井
伏
は
、
「
私
」
に
語

ら
れ
る
べ
き
(
読
ま
れ
る
べ
き
)
価
値
を
有
す
る
乙
と
を
疑
わ
ず
に
「
私
」
に
の
み

関
心
を
集
中
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
手
慣
れ
た
情
緒
や
物
語
性
の
中
に
「
私
」

を
解
消
さ
せ
る
乙
と
も
し
て
い
な
い
。
大
正
期
私
小
説
作
家
や
大
衆
文
学
作
家
が

自
分
が
作
家
で
あ
る
こ
と
に
懐
疑
を
抱
か
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
随
分
と
鈍

感
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
井
伏
は
、
作
家
で
あ
る
乙
と
の
居
心
地
の
悪
さ
を
明
瞭

に
意
識
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
自
分
は
作
家
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
地
点
に

お
い
て
、
文
学
に
携
わ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

井
伏
の
そ
う
い
う
態
度
を
窺
わ
せ
る
恰
好
の
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
。
「
早
越
地
帯
」

(
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
一
九
三

O
年
七
月
二
七
日
)
で
あ
る
。

谷
川
の
水
が
干
か
ら
び
、
田
の
稲
が
黒
く
な
っ
て
枯
れ
、
人
々
が
結
束
し

て
雨
の
降
り
ま
す
や
う
に
龍
神
様
の
石
像
を
礼
拝
し
て
ゐ
る
と
き
、
か
つ
て

私
は
田
舎
へ
帰
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
私
は
人
々
の
集
ま
っ
て
ゐ
る
、
往
還
の

広
場
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
谷
聞
の
往
還
は
一
本
み
ち
で
あ
る
。

そ
の
と
き
私
は
、
こ
ん
な
つ
ら
い
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
(
略
)
私
は

そ
乙
宇
佐
通
り
す
ぎ
な
が
ら
人
々
の
合
唱
が
一
段
た
か
く
き
こ
え
た
と
き
、
私

は
心
の
な
か
で
自
分
自
身
に
「
ア
ウ
ト
!
」
と
い
っ
て
叫
ん
だ
。

井
伏
は
、
早
魁
に
苦
し
ん
で
神
頼
み
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
窮
迫
し
た
村
人
の
心
情

に
一
挙
民
同
化
し
て
み
せ
る
の
で
は
な
い
。
弁
伏
は
、
雨
乞
い
を
す
る
村
人
に
対

し
て
は
他
所
者
で
し
か
な
い
自
分
の
位
置
を
明
瞭
に
意
識
す
る
。
そ
れ
が
、
「
自

分
自
身
に
『
ア
ウ
ト
!
』
と
い
っ
て
叫
」
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
こ
乙
に
働
い
て
い
る

の
は
、
井
伏
自
身
を
相
対
化
し
て
捉
え
る
他
者
と
の
距
離
の
意
識
で
あ
り
、
そ
れ

が
直
ち
に
村
落
共
同
体
の
内
部
か
ら
自
ら
を
他
所
者
と
し
て
見
据
え
る
自
に
転
化

す
る
。
も
し
、
村
人
た
ち
を
「
大
衆
」
と
読
み
替
え
る
乙
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、

井
伏
の
「
私
」
は
、
「
大
衆
」
と
同
化
す
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
に
越
え
難
い
距
離

を
見
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
井
伏
文
学
を
大
衆
文
学
と
隔
て
て
い
る
要
因
は
、
大
衆
文
学
作
家
が

所
謂
「
大
衆
」
と
作
家
の
自
我
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
見
た
の
に
対
し
て
、
非
伏
は
、

「
大
衆
」
を
自
己
と
異
質
な
他
者
と
し
て
捉
え
得
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

他
者
に
向
か
っ
た
弁
伏
の
視
線
は
、
そ
の
ま
ま
反
射
さ
れ
て
、
他
者
と
同
一
化
さ

れ
え
な
い
位
置
に
あ
る
自
己
を
捉
え
る
。

で
は
、
私
小
説
作
家
の
よ
う
に
陶
酔
的
に
自
己
を
語
ら
ず
、
か
と
い
っ
て
大
衆

文
学
作
家
の
よ
う
に
自
己
を
消
滅
さ
せ
て
大
衆
と
同
一
化
し
た
と
錯
覚
す
る
の
で

も
な
い
井
伏
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
物
語
を
語
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
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だ
ろ
う
か
。

井
伏
文
学
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
安
住
し
て
い
た
秩
序
の
総
体
を
歪
め
ら
れ

危
機
に
瀕
し
た
と
き
、
よ
う
や
く
、
主
人
公
(
作
中
人
物
)
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
場

に
追
い
や
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
の
物
語
が
語
り
始
め
ら
れ
る
。
裏
返
し
て
い
え

ば
、
か
れ
ら
は
、
物
語
を
語
ろ
う
と
す
る
内
的
衝
迫
を
自
分
の
内
部
に
予
め
持
っ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
井
伏
文
学
の
内
法
に
沿
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
そ
う
し
た

剰
余
物
を
必
要
と
し
な
い
状
態
の
中
で
不
自
由
な
く
か
れ
ら
は
生
き
て
い
た
の
で

あ
る
。
作
品
の
主
人
公
(
作
中
人
物
)
た
ち
は
、
秩
序
の
中
に
安
住
す
る
こ
と
を
欲

し
て
い
る
の
だ
が
、
大
は
戦
争
・
内
乱
・
自
然
災
害
か
ら
小
は
都
市
や
農
村
の
常
凡

な
人
間
関
係
の
葛
藤
ま
で
、
作
品
に
起
乙
る
災
厄
や
事
件
に
や
む
な
く
巻
き
込
ま

れ
て
し
ま
う
。
何
か
が
起
こ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
主
人
公
(
作
中
人
物
)
た
ち

の
内
部
に
起
こ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
外
側
に
起
こ
り
、
そ
し
て
、
か
れ
ら
を
巻



き
込
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。
あ
る
事
件
の
発
生
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
均
衡
状

態
・
安
定
状
態
が
崩
壊
し
、
そ
し
て
、
そ
の
崩
壊
を
前
に
右
往
左
往
す
る
者
た
ち

が
も
っ
ぱ
ら
井
伏
の
題
材
と
な
る
の
で
あ
る
。

逆
に
い
え
ば
、
自
身
の
内
部
に
変
革
を
要
求
す
る
よ
う
な
情
念
や
思
想
や
理
念

が
形
成
さ
れ
、
自
分
た
ち
を
取
り
囲
む
環
境
(
社
会
的
・
自
然
的
)
を
改
変
す
べ
く

主
体
的
に
戦
い
を
挑
む
と
い
う
物
語
は
、
井
伏
文
学
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
主
人
公
(
作
中
人
物
)
た
ち
の
状
況
に
対
す
る
主
体
的
関
与
の
可
能

性
は
予
め
奪
わ
れ
て
い
る
。
乙
れ
は
、
危
機
の
中
に
あ
っ
て
、
秩
序
の
回
復
を
願

う
に
し
て
も
、
あ
く
ま
で
も
、
か
れ
ら
が
旧
秩
序
の
回
復
・
復
元
を
願
う
の
と
表

裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
か
れ
ら
が
自
ら
均
衡
状
態
を
崩
し
た
の
で

は
な
い
以
上
、
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
過
去
の
秩
序
の
回
復
を
望
む
ほ
か
に
術
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
前
近
代
的
な
共
同
体
の
秩
序
と
の
緊
張
関
係
の
中
に
近
代
的
自

我
な
る
も
の
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
理
由
で
、
井
伏
文
学

に
は
、
共
同
体
の
枠
か
ら
突
出
し
よ
う
と
す
る
近
代
的
な
個
人
は
描
か
れ
な
い
。

井
伏
作
品
の
主
人
公
(
作
中
人
物
)
た
ち
が
保
守
的
な
エ
ー
ト
ス
に
従
っ
て
生
き
て

い
る
の
は
、
こ
う
し
た
発
担
基
盤
の
上
に
、
弁
伏
文
学
が
成
立
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
井
伏
文
学
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
近
接
し
た
要
素
を

持
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
一
線
を
画
す
る
最
大
の
要
因
は
乙
乙
に
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

井
伏
は
、
出
発
か
ら
ほ
ぼ
一
九
二
九
年
に
至
る
ま
で
の
問
、
後
の
井
伏
文
学
と

は
違
っ
て
、
都
会
生
活
の
中
で
支
え
を
持
た
な
い
ま
ま
に
行
き
暮
れ
る
「
私
」
の

物
語
を
書
き
続
け
る
。
「
幽
閉
」
(
一
九
二
三
年
七
月
)
や
「
借
衣
」
(
一
九
二
三
年

『
文
芸
都
市
』

二
八
年
三
月
)
、
「
埋
憂
記
」
(
一
九
二
七
年
九
月
)
な
ど
に
は
、
欝
屈
す
る
井
伏
の

内
面
風
景
が
も
っ
ぱ
ら
出
現
す
る
。
作
中
に
登
場
す
る
「
私
」
は
、
「
日
雇
ひ
の

校
正
係
」
(
「
夜
更
と
梅
の
花
」
、
「
埋
憂
記
」
)
、
「
新
香
書
林
校
正
係
」
(
「
た

ま
虫
を
見
る
」
、
「
文
学
界
』
一
九
二
六
年
一
月
、
『
三
田
文
学
』

八
月
)
、
「
夜
更
と
梅
の
花
」
(
『
鉄
槌
』

一
九
二
五
年
?

九

一
九
二
八
年
五

月
)
、
「
無
職
」
(
「
遅
い
訪
問
」

一
九
二
八
年
七
月
)
で
あ
る
。
早
稲
田
大
学
を

中
退
に
追
い
込
ま
れ
る
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
、
親
友
・
青
木
南
八
を
失
い
、
出
版

社
に
勤
め
て
み
れ
ば
失
敗
を
重
ね
て
入
退
社
を
繰
り
返
す
と
い
う
井
伏
の
、
行
き

場
の
な
い
境
遇
に
重
ね
ら
れ
る
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
作
品
の
主
人
公
の
「
私
」
の

境
遇
は
選
ぴ
取
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
に
登
場
す
る
主
人
公
は
、
多
く
の
場
合
、
文
学
青
年
ら
し
い
の

だ
が
、
か
れ
が
ど
の
よ
う
な
夢
を
文
学
に
抱
い
て
い
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

都
会
の
文
学
青
年
の
暮
ら
し
に
疲
れ
た
主
人
公
が
登
場
し
、
貧
し
く
恵
ま
れ
な
い

「
文
学
青
年
の
暮
ら
し
」
と
い
う
も
の
は
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
「
文
学
青
年
」
と

い
う
も
の
の
内
実
を
保
障
す
る
記
述
は
作
中
に
は
皆
無
で
あ
る
。
「
文
学
青
年
」

と
い
う
ポ
l
ズ
に
溺
れ
た
「
文
学
青
年
」
が
い
て
、
そ
の
文
学
青
年
が
、
失
意
の

ま
ま
に
、
何
ほ
ど
の
こ
と
も
実
現
出
来
ず
に
、
た
だ
、
記
洋
と
自
ら
』
送
る
内
に
、

誰
か
に
出
会
い
、
何
か
の
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
物
語
な
の
で
あ
る
。
よ
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く
い
え
ば
、
「
く
っ
た
く
」
で
あ
る
が
、
「
く
っ
た
く
」
と
い
う
乙
と
ば
の
仮
面
を

剥
い
で
み
れ
ば
、
そ
こ
に
見
え
る
の
は
、
詑
漠
と
し
た
「
文
学
」
と
い
う
「
神
」

へ
の
信
伺
に
よ
っ
て
生
き
て
は
い
る
が
、
そ
の
「
神
」
の
顔
を
発
見
で
き
ず
に
い

る
、
無
為
徒
食
の
徒
の
面
貌
で
あ
る
。
都
会
の
暮
ら
し
に
疲
れ
た
こ
れ
ら
の
文
学

青
年
か
ら
「
文
学
」
と
い
う
「
神
」
を
奪
っ
て
し
ま
え
ば
、
よ
う
や
く
保
ち
得
て



い
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
簡
単
に
崩
壊
す
る
。
「
文
学
」
と
い
う
神
を
奪
っ
て

し
ま
え
ば
、
自
己
否
定
し
か
待
ち
受
け
て
い
な
い
上
に
、
「
文
学
青
年
」
の
内
実

は
恐
ろ
し
い
ほ
ど
に
空
虚
な
の
で
あ
る
。
「
埋
憂
記
」
の
「
私
」
は
、
失
業
中
の

青
年
で
あ
る
在
竹
小
一
郎
と
置
換
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
、
「
夜
更
と
梅
の
花
」

の
村
山
十
吉
は
、
同
様
に
、
幻
覚
の
中
で
は
「
私
」
の
姿
で
も
あ
り
得
た
。
逆
に

い
え
ば
、
「
私
」
が
文
学
青
年
で
あ
る
必
然
性
は
、
作
中
に
お
い
て
全
く
欠
如
し

て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
作
中
の
「
私
」
は
、
か
れ
を
陰
の
部
分
で
支
え
て
い
る
筈

の
文
学
と
い
う
自
侍
を
取
り
去
っ
て
み
れ
ば
、
何
程
も
残
ら
な
い
都
会
の
行
き
暮

れ
た
失
業
者
か
失
業
予
備
青
年
で
し
か
な
い
。

こ
う
し
た
進
路
を
見
失
っ
た
者
の
嘆
き
と
不
遇
の
テ

i
マ
は
、
随
筆
類
に
お
い

て
も
同
様
に
奏
で
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
一
九
二
七
年
ま
で
の
井
伏

の
随
筆
類
の
主
な
発
表
舞
台
と
な
っ
た
随
筆
雑
誌
『
控
月
』
に
掲
載
さ
れ
た
延
べ

一
一
編
の
弁
伏
文
を
見
て
み
る
と

ω、
「
伺
し
ろ
私
は
自
分
の
青
年
時
代
が
と
ん

な
に
失
意
だ
ら
け
の
も
の
で
あ
る
と
は
予
想
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
い
ち
い
ち
面

食
ら
っ
て
ゐ
る
だ
け
な
の
だ
」
(
「
田
園
、
電
車
等
」

一
九
二
七
年
七
月
)
と
い
っ

た
、
自
己
の
不
遇
と
貧
困
と
の
嘆
き
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
岬
の
風
景
」
(
『
陣
痛
時
代
』
二
号
・
一
九
二
六
年
?

『
鷲
の

巣

一
九
二
六
年
八
月
)
や
「
鯉
」
(
『
桂
月
』

一
九
二
六
年
九
月
、
『
三
田
文
学
』

一
九
二
八
年
二
月
)
、
「
山
椴
魚
」
(
一
九
二
九
年
五
月
)
に
は
、

そ
う
い
う
欝
屈

し
て
屈
託
に
沈
む
「
私
」
の
姿
が
描
か
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
乙
か
ら
の
脱
出

の
方
向
が
示
唆
さ
れ
て
も
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
岬
の
風
景
」
に
お
い
て
は
、
欝

屈
し
た
心
象
風
景
の
象
徴
で
あ
っ
た
夜
更
け
の
「
赤
い
月
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
代
え

て
、
昼
間
の
「
虹
」
が
登
場
す
る
し

ω、
「
鯉
」
は
南
八
の
呪
縛
か
ら
の
解
放
の

物
語
と
読
め
る
。
「
山
根
魚
」
は
、
自
己
と
自
己
を
取
り
巻
く
現
実
を
と
り
あ
え

ず
是
認
す
る
と
乙
ろ
へ
行
き
着
く
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
ほ
の
か

な
脱
出
の
方
向
と
い
う
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
井
伏
は
、
そ
こ
か
ら

の
具
体
的
な
脱
却
の
道
筋
を
発
見
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

井
伏
自
身
は
、
著
名
な
作
家
の
名
前
を
踊
っ
て
、
カ
フ
ェ
に
出
入
り
す
る
文
学

青
年
た
ち
の
姿
を
文
壇
ゴ
シ
ッ
プ
風
に
何
度
か
描
い
て
い
る
が
(
「
或
る
統
計
」
、

『
福
岡
日
日
新
聞
』
朝
刊
一
九
二
八
年
二
月
二
二
日
・
ニ

O
目
。
「
贋
ゴ
シ
ッ
プ
|

葛
西
善
蔵
氏
に
就
い
て
l
」
、
『
春
陽
堂
月
報
』
一
九
二
九
年
八
月
。
「
挿
話
な
挿

話
l
谷
崎
精
二
氏
に
つ
い
て
|
」
、
『
春
陽
堂
月
報
』
一
九
一
一
一
一
年
二
月
)
、
乙

の
多
分
に
戯
固
化
さ
れ
た
文
壇
付
近
に
生
息
す
る
青
年
た
ち
の
姿
は
、
井
伏
自
身

の
自
虐
を
含
ん
だ
自
画
像
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

す
な
わ
ち
、
井
伏
自
身
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
文
学
と
い
う
「
神
」
の
発
見
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は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
「
神
」
の
内
実
に
何
を
盛
る
べ
き
か
を
失
念
し
て
い
た
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
に
、
前
世
代
か
ら
は
「
文
学
」
へ
の
信
仰
を
遺
産
と
し

て
受
け
継
い
だ
、
と
述
べ
た
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
槙
林
混
二
が
作
品
「
山
根

魚
」
を
捉
え
て
、
山
根
魚
の
閉
じ
込
め
ら
れ
た
窟
と
は
文
学
の
謂
に
他
な
ら
な
か
っ

た
と
指
摘
す
る
の
も
、
そ
の
意
味
で
領
け
る
の
で
あ
る

ω。
あ
る
い
は
、
作
品

「
鯉
」
に
お
い
て
、
〈
鯉
〉
が
、
青
木
南
八
が
友
情
を
込
め
た
最
大
の
贈
物
で
あ

る
と
同
時
に
、
〈
私
〉
に
心
の
負
担
を
強
い
る
代
物
だ
と
い
う
、

E
負
の
両
義
的

な
意
味
を
持
っ
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
し
て
、
八
鯉
〉
に
南
八
か
ら

与
え
ら
れ
た
文
学
と
い
う
贈
物
の
象
徴
的
な
意
味
を
読
み
と
っ
て
も
よ
い

ω。

芸
術
に
向
か
う
ス
タ
イ
ル
に
賭
け
る
こ
と
は
、
芸
術
へ
の
信
何
に
よ
っ
て
自
己

を
特
権
化
で
き
た
大
正
期
私
小
説
作
家
と
そ
の
忠
実
な
継
承
者
ま
で
は
許
さ
れ
て

も
、
井
伏
は
そ
れ
を
自
分
に
許
さ
な
い
。
た
と
え
ば
葛
西
善
蔵
な
ど
は
、
創
作
を



絶
対
化
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
創
作
に
携
わ
る
自
己
を
も
絶
対
化
し
た
上
で
、
そ

の
際
に
家
族
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
へ
の
辛
さ
を
歌
い
上
げ
る
。
井
伏
の
場
合
に
は
、

文
学
・
創
作
を
絶
対
化
・
聖
化
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
文
学
に
携
わ
る

「
私
」
を
絶
対
化
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
文
学
は
聖
別
さ
れ
て
も
、
文
学
に

携
わ
る
自
己
は
聖
則
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
井
伏
作
品
に
お
い
て
は
、
文
学
青
年
ら
し

き
主
人
公
は
、
そ
乙
に
登
場
す
る
他
の
作
中
人
物
た
ち
と
置
換
可
能
な
存
在
と
し

て
造
型
さ
れ
る
乙
と
に
な
る
。
乙
の
文
学
そ
の
も
の
が
絶
対
化
さ
れ
て
も
、
文
学

に
携
わ
る
「
私
」
が
絶
対
化
さ
れ
な
い
と
い
う
分
裂
状
態
は
、
文
学
青
年
た
る
自

己
を
描
乙
う
に
も
そ
こ
に
は
余
り
に
も
貧
弱
な
「
私
」
し
か
発
見
さ
せ
な
い
。
す

な
わ
ち
、
文
学
に
携
わ
る
「
私
」
の
姿
を
書
け
ば
事
が
足
り
る
と
い
っ
た
私
小
説

は
、
井
伏
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
自
己
像
を
描
く
乙
と

を
無
意
味
と
決
め
付
け
れ
ば
、
一
応
は
作
中
に
文
学
青
年
が
登
場
し
て
く
る
の
だ

が
、
何
ら
特
権
的
な
場
を
持
た
な
い
、
行
き
暮
れ
た
姿
し
か
描
け
な
か
っ
た
し
、

ま
た
、
そ
の
自
己
の
姿
勢
を
逆
転
さ
せ
て
歌
い
上
げ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。

と
す
れ
ば
、
文
学
に
携
わ
る
「
私
」
と
い
う
存
在
を
無
価
値
で
あ
る
と
認
め
た

上
で
、
文
学
へ
の
信
仰
を
維
持
す
る
方
法
を
井
伏
は
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

乙
乙
で
、
井
伏
、
が
文
学
青
年
と
し
て
の
自
己
ま
で
否
定
し
て
し
ま
え

た
。
も
し
、

ば
、
そ
れ
乙
そ
、
井
伏
は
何
者
で
も
な
く
な
る
、
絶
対
的
な
自
己
否
定
に
ま
で
行

き
着
い
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
井
伏
は
そ
乙
ま
で
は
至
ら
な
い
。
在
竹
小
一
郎
は
長

男
で
あ
る
が
ゆ
え
に
故
郷
は
迎
え
入
れ
て
く
れ
る
(
「
埋
憂
記
」
)
が
、
次
男
の
井

伏
に
は
帰
る
べ
き
故
郷
の
家
は
な
い
。
井
伏
は
東
京
で
文
学
青
年
を
続
け
る
道
し

か
残
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
井
伏
に
と
っ
て
残
さ
れ
た
方
法
は
、
「
私
」
の
文
学
へ
の
志
向
を
「
私
」

の
物
語
と
し
て
作
中
に
描
き
と
め
る
の
で
は
な
く
て
、
他
者
の
物
語
ら
』
書
き
と
め

る
書
き
手
と
し
て
の
自
己
定
位
と
い
う
乙
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

し
て
、
乙
の
と
き
に
作
用
し
た
の
が
、
所
詮
、
文
学
と
い
う
信
何
を
取
り
去
っ
て

し
ま
え
ば
、
都
会
に
行
き
暮
れ
る
失
業
青
年
と
何
の
選
ぶ
と
乙
ろ
も
な
い
と
い
う

自
己
相
対
化
の
作
用
で
あ
る
。
文
学
と
い
う
も
の
へ
の
信
仰
を
生
か
し
つ
つ
、
他

方
、
文
学
に
携
わ
る
「
私
」
を
何
ほ
ど
の
特
権
的
価
値
を
持
ち
得
な
い
相
対
的
な

存
在
と
し
て
担
え
た
と
き
に
語
る
べ
き
は
、
「
私
」
の
物
語
で
は
あ
り
え
な
い
。

そ
こ
に
浮
上
し
て
く
る
の
は
、
「
私
」
と
い
う
も
の
に
捉
わ
れ
た
存
在
で
は
な
く
、

そ
う
い
う
も
の
を
無
化
し
て
生
き
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
自
ら
の
個
の
特
権
化
を

退
け
た
井
伏
に
お
い
て
、
当
然
、
そ
乙
に
捉
え
ら
れ
て
来
る
他
者
も
、
語
ら
れ
る

べ
き
内
面
を
持
っ
た
、
突
出
し
た
個
性
で
は
あ
り
え
な
い
。

で
は
、
そ
の
と
き
井
伏
は
完
全
に
「
私
」
と
い
う
も
の
を
消
し
去
っ
た
か
と
い

う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
井
伏
の
作
品
の
中
で
、
語
り
手
あ
る
い
は
書
き
手
た
る
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「
私
」
が
、
物
語
そ
の
も
の
か
ら
放
逐
さ
れ
る
こ
と
は
希
で
あ
る
。
た
と
え
作
品

内
世
界
の
物
語
進
行
に
直
接
に
関
与
す
る
機
能
は
奪
わ
れ
で
も
、
「
狂
言
回
し
」

と
か
「
語
り
手
」
と
か
い
わ
れ
る
「
私
」
が
、
井
伏
作
品
に
登
場
す
る
。
だ
が
、

乙
の
「
私
」
は
「
私
」
の
物
語
を
語
る
た
め
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

「
私
」
を
徹
底
し
て
相
対
化
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
私
」
の
特

権
化
を
排
除
し
た
井
伏
は
、
「
私
」
の
言
説
を
も
そ
の
特
権
の
外
に
放
逐
す
る
の

で
あ
る
。
井
伏
は
、
「
私
」
の
語
る
物
語
と
い
う
体
裁
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

作
品
世
界
を
相
対
的
な
価
値
軸
の
中
に
放
り
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
荒
技
を
見
せ

る

一
般
的
に
言
い
直
せ
ば
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
客
観
的
な
言
説
な
ど
は
あ
り

え
な
い
し
、
そ
こ
に
は
語
り
手
も
し
く
は
書
き
手
の
偏
差
を
通
し
て
し
か
語
る
と



か
書
く
と
か
い
っ
た
行
為
は
不
可
能
で
あ
る
と
の
認
識
|
こ
れ
が
「
私
」
と
い
う

語
り
手
を
登
場
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
狂
言
回
し
」
・
「
語
り
手
」
と
し
て
指
摘

さ
れ
る
「
私
」
が
作
中
に
登
場
し
て
、
作
品
内
世
界
と
読
者
と
の
聞
に
介
在
し
、

か
っ
、
そ
の
「
私
」
が
語
る
物
語
は
、
「
私
」
の
語
り
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
読
者
に
意
識
さ
せ
る
の
で
あ
る
刷
。
そ
こ
に
働
い
て
い
る
の
は
、

語
る
こ
と
・
書
く
乙
と
に
対
す
る
繊
細
な
自
意
識
で
あ
る
。
通
常
、
大
正
的
私
小

説
(
心
境
小
説
)
に
お
い
て
は
、
「
私
」
の
支
配
下
に
あ
る
言
説
で
あ
っ
て
も
、
そ

れ
を
相
対
化
し
て
捉
え
さ
せ
る
作
用
は
排
除
さ
れ
、
「
私
」
の
絶
対
権
力
の
下
に

読
者
は
服
従
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
語
り
手
は
、
い
わ
ば
無
私
の
絶
対
性
を

獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
弁
伏
作
品
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
完
全

に
無
化
さ
れ
え
な
い
「
私
」
が
紛
れ
も
な
く
介
在
し
て
く
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
私
」
の
言
説
は
相
対
的
世
界
に
置
か
れ
、
そ
乙
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
言
説

全
体
の
相
対
性
を
指
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
井
伏
は
、
小
説

の
語
り
の
方
法
に
お
い
て
も
、
自
己
の
特
権
化
を
排
除
し
た
上
で
、
物
語
を
語
る

の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
(
一
九
二
九
年
三
月
)
に

お
い
て
、
文
学
青
年
の
敗
北
が
描
か
れ
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
的
。
乙
の
作
品
に
お
い
て
は
、
文
学
青
年
な
る
も
の
の
無
内
容
な
生

活
ぷ
り
の
記
述
か
ら
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
そ
の
敗
北
に
至
る
道
筋
が
描
か
れ
る
。

ま
た
、
「
一
び
き
の
蜜
蜂
」
(
『
新
文
学
準
備
倶
楽
部
』
二
号
・
一
九
二
九
年
七
月
)

は
、
文
学
青
年
が
故
郷
の
家
産
を
食
い
潰
し
て
ゆ
く
話
で
あ
る
。
も
は
や
文
学
青

や
が
て
、

年
と
い
う
存
在
の
胡
散
臭
き
が
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
、

作
品
内
か
ら
文
学
青
年
の
姿
は
放
逐
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
時
に
問
題
に
す
べ

き
は
、
作
中
に
お
け
る
文
学
青
年
の
敗
北
や
そ
の
放
逐
が
、
必
ず
し
も
、
作
品
を

書
く
と
い
う
文
学
的
営
為
の
敗
北
を
意
味
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

井
伏
の
数
少
な
い
自
己
の
文
学
的
態
度
を
語
っ
た
エ
ッ
セ
イ
に
、
大
き
く
影
を

落
と
し
て
い
る
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
応
対
す
る
距
離
の
取
り
方
に
微
妙
な
変
化
が
見
ら
れ
、
そ
の
変
化
は
、
お
の

ず
か
ら
井
伏
の
文
学
的
自
己
定
位
の
足
跡
と
対
応
し
て
い
る
よ
う
だ
。
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
を
座
標
軸
に
設
定
し
、
そ
れ
と
の
位
置
関
係
を
確
認
し
て
み
れ
ば
、
井

伏
の
文
学
的
姿
勢
を
固
め
て
行
っ
た
道
程
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
よ
う
に
私
に
は
思

わ
れ
る
し
、
ま
た
、
弁
伏
自
身
も
そ
う
し
た
中
で
自
己
の
文
学
的
位
置
の
確
認
作

業
を
な
し
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
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プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
関
わ
る
可
能
性
の
あ
る
最
も
早
い
井
伏
の
言
及
と
し
て

は
、
『
陣
痛
時
代
』
同
人
た
ち
を
左
傾
に
導
い
た
早
川
郁
緒
川
が
、
『
陣
痛
時
代
』

に
発
表
し
た
作
品
「
善
良
社
会
の

w
-
c」
を
激
賞
す
る
乙
と
ば
を
挙
げ
る
べ
き

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
「
能
勢
と
早
川
」
(
一
九
二
七
年
六
月
)
「
田

園
、
電
車
等
」
(
一
九
二
七
年
七
月
)
と
い
っ
た
『
桂
月
』
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
に

読
ま
れ
る
の
だ
が
、
現
在
の
と
乙
ろ
早
川
部
緒
の
作
品
に
直
接
当
た
る
こ
と
が
出

来
な
い
の
で
、
乙
れ
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
お
き
た
い
。
と
す
る
と
、
現

在
の
と
乙
ろ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
の
関
係
に
お
い
て
井
伏
の
文
学
的
態
度
が

窺
え
る
最
初
の
文
章
は
、
井
伏
が
『
文
芸
都
市
』
に
参
加
し
た
の
と
閉
じ
一
九
二

八
年
二
月
例
に
、
「
福
岡
日
日
新
聞
』
朝
刊
月
曜
付
録
に
発
表
し
た
「
或
る
統
計
」

(
一
九
二
八
年
二
月
二
二
日
・
二

O
日
)
と
い
う
乙
と
に
な
る
刷
。
こ
の
「
或
る
統

計
」
は
、
文
中
に
「
私
は
世
の
人
心
の
動
き
行
く
有
様
を
仔
細
に
述
べ
」
る
と
あ



る
よ
う
に
、
左
傾
が
極
め
て
一
般
的
に
な
っ
た
と
い
う
一
種
の
状
況
論
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
井
伏
は
大
略
次
の
よ
う
に
言
う
|
「
東
京
府
下
に
は
六
万
五
千
人
の
文

学
青
年
が
住
ん
で
ゐ
る
」
と
い
う
が
、
こ
の
転
換
期
に
あ
っ
て
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
へ
向
か
う
の
が
大
半
の
趨
勢
で
あ
る
。
文
学
青
年
た
ち
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
に
向
か
う
立
場
と
、
「
貧
乏
も
不
遇
も
、
乙
〉
ま
で
来
れ
ば
返
っ
て
明
る
い
ぞ
!
」

と
叫
ぶ
立
場
と
に
二
分
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
後
者
の
立
場
を
強

調
し
理
論
化
し
た
の
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
で
あ
り
、
後
者
も
や
が
て
は
前
者
の

方
に
流
れ
込
ん
で
行
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
現
在
の
「
世
情
時
勢
」
で

あ
る
。
乙
の
よ
う
に
井
伏
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
へ
傾
斜
し
て
ゆ
く
「
文
学
青

年
」
の
動
向
を
歴
史
的
必
然
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
展
望
す
る
。
左
傾
が
必
然
的

な
道
筋
で
あ
る
「
世
情
時
勢
」
だ
と
言
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
論
理
だ
け
を

追
っ
て
ゆ
け
ば
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
側
に
立
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
す
ら

生
じ
る
。
し
か
し
、
東
京
府
下
に
文
学
青
年
が
六
万
五
千
人
も
い
る
と
い
う
統
計

を
出
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
あ
る
大
衆
文
学
作
家
の
大
正
一
四
年
の
作
品
と
昭
和

二
年
の
作
品
を
比
較
し
て
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
を
調
査
し
た
と
い
う
「
統
計

学
者
」
や
、
「
某
文
学
青
年
の
会
合
」
に
お
い
て
三
時
間
二

O
分
ほ
ど
の
対
座
の

聞
に
マ
ル
ク
ス
と
い
う
言
葉
が
六
二

O
回
も
繰
り
返
さ
れ
た
と
報
告
す
る
「
統
計

学
者
」
を
登
場
さ
せ
た
り
す
る
の
だ
か
ら
、
時
代
に
乗
り
遅
れ
ま
い
と
し
て
左
翼

に
走
る
文
学
青
年
た
ち
を
、
相
当
に
戯
画
化
・
抑
撤
し
た
も
の
と
読
む
べ
き
で
あ

る
。
し
か
し
、
左
傾
全
盛
の
状
況
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
戯
画
化
と
い
う
方

法
し
か
採
る
こ
と
の
で
き
な
い
井
伏
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
抗
し
う
る
十

分
な
理
論
的
用
意
が
な
か
っ
た
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
限

界
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
戯
画
と
い
う
迂
遠
な
方
法
で
し
か
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を

批
判
で
き
な
か
っ
た
し
、
表
面
の
理
筋
と
し
て
は
左
傾
必
然
の
「
世
情
時
勢
」
に
、

「
さ
も
あ
る
べ
き
世
情
時
勢
で
乙
そ
あ
れ
、
人
々
は
斯
く
あ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
も
の
で
あ
る
」
と
一
応
是
認
す
る
か
の
よ
う
な
状
況
論

を
述
べ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
が
、
そ
う
し
た
限
界
を
最
も
よ
く
知
っ
て

い
た
の
は
井
伏
そ
の
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
井
伏
は
、
腕
曲
な

物
言
い
の
中
に
、
左
傾
必
然
の
「
時
勢
」
に
乗
ら
な
い
「
少
数
の
文
学
青
年
」
が

存
在
す
る
と
い
う
八
事
実
〉
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
文
学
的
態
度

を
こ
っ
そ
り
表
明
し
て
い
る
。
雪
崩
を
打
っ
て
左
傾
す
る
多
数
の
「
文
学
青
年
」

が
存
在
す
る
事
実
と
同
時
に
、
左
傾
宇
佐
肯
じ
な
い
「
少
数
の
文
学
青
年
」
が
存
在

す
る
事
実
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
、
現
象
記
述
と
い
う
次
元
に
あ
る
わ

け
で
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
理
論
の
用
意
も
釈
明
も
必
要
と
は
し
な
い
。
そ
の
ゆ

え
に
、
井
伏
は
自
身
の
態
度
を
そ
乙
に
表
明
で
き
た
と
い
え
よ
う
。
井
伏
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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そ
れ
等
(
一
種
の
)
芸
術
運
動
か
ら
自
ら
を
除
外
し
て
他
の
少
数
の
青
年
は

或
は
、
自
己
の
忍
従
に
よ
っ
て
五
十
幾
歳
の
文
学
青
年
と
な
り
得
る
乙
と
も

あ
ら
う
が
、
そ
れ
等
の
運
動
か
ら
自
ら
を
除
外
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
数
多

の
闘
志
と
共
に
戦
っ
て
ゐ
る
一
般
民
衆
を
裏
切
る
乙
と
は
、
遂
に
な
し
得
な

い
で
あ
ら
う
。

引
用
回
目
頭
の
「
そ
れ
等
(
一
種
の
)
芸
術
運
動
」
と
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
を

指
し
て
い
る
。
な
ぜ
、
そ
の
「
少
数
の
文
学
青
年
」
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動

に
加
わ
ら
な
い
の
か
と
か
、
あ
る
い
は
、
「
自
己
の
忍
従
」
を
支
え
る
も
の
は
何

な
の
か
と
い
っ
た
次
元
の
問
題
に
井
伏
は
立
ち
入
ら
な
い
。
た
だ
、

そ
う
い
う

「
少
数
の
文
学
青
年
」
が
い
る
と
言
う
だ
け
で
あ
る
。
左
傾
必
然
の
時
勢
を
説
く

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
皮
肉
る
井
伏
が
、
「
自
己
の
忍
従
に
よ
っ
て
五
十
幾

歳
の
文
学
青
年
と
な
り
得
る
」
道
を
選
ぷ
「
少
数
の
青
年
」
に
自
ら
を
擬
し
て
い



る
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
闘
志
と
共
に
戦
っ
て
ゐ
る
一
般
民
衆

を
裏
切
る
こ
と
は
、
遂
に
な
し
得
な
い
」
と
い
う
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に

加
わ
ら
な
く
と
も
、
か
れ
ら
が
救
い
出
そ
う
と
し
て
い
る
「
一
般
民
衆
」
は
裏
切

ら
な
い
と
い
う
倫
理
的
告
白
が
な
さ
れ
て
い
る
乙
と
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
「
或

る
統
計
」
に
示
さ
れ
た
弁
伏
の
基
本
姿
勢
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
担
い

手
が
示
し
た
「
一
般
民
衆
」
に
対
す
る
倫
理
に
共
感
し
な
が
ら
も
、
慌
て
て
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
応
接
近
し
よ
う
と
す
る
人
々
と
は
一
線
を
画
そ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
井
伏
は
、

こ
う
し
た
基
本
姿
勢
を
ほ
ぼ
一
年

半
の
間
保
ち
続
け
る
。
た
だ
、
乙
の
一
年
半
程
の
聞
に
変
化
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

倫
理
的
課
題
と
芸
術
的
達
成
と
の
区
分
け
を
一
層
強
め
て
、
作
家
と
し
て
は
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
並
び
に
そ
の
実
作
を
明
瞭
に
否
定
す
る
よ
う
に
な
る
点
で
あ

る
。
た
と
え
ば
「
鱒
二
へ
の
手
紙
」
(
一
九
二
八
年
一

O
月
)
で
時
代
便
乗
と
で
も

い
う
べ
き
軽
薄
な
左
傾
を
批
判
し
た
井
伏
は
、
翌
一
九
二
九
年
の
「
散
文
芸
術
と

誤
れ
る
近
代
性
」
(
一
九
二
九
年
四
月
)
に
お
い
て
は
、

時
代
の
先
端
に
潜
む
矛
盾
に
対
し
、
経
済
学
理
論
に
照
し
て
批
判
を
加
へ

コ
ン
ミ
ユ
ニ
ス
ト
達
は
正
し
か
っ
た
。
け
れ
ど
彼
等
の
仕
事

の
結
果
は
、
今
日
ま
で
に
幾
人
の
頑
強
な
闘
士
を
出
し
た
か
と
い
ふ
計
数
民

た
点
に
於
て
、

終
始
す
る
。
何
故
か
と
い
ふ
に
彼
等
の
理
論
が
散
文
形
式
に
よ
っ
て
示
さ
れ

た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
既
成
美
学
の
黙
殺
、
そ
し
て
頑
強
な
る
闘
士
と
な
れ
!

彼
等
は
こ
れ
以
外
の
も
の
を
示
し
は
し
な
か
っ
た
つ
)
勇
壮
極
ま
る
文
案
の

ポ
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
の
だ
。

と
社
会
運
動
と
し
て
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
肯
定
す
る
態
度
を
示
し
つ
つ
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
運
動
に
お
け
る
文
学
的
成
果
に
対
し
て
全
面
否
定
の
乙
と
ば
を
癒
つ

て
い
る
。

少
な
く
と
も
先
の
「
或
る
統
計
」
で
は
、
「
あ
る
大
衆
作
家
」
が
、
「
マ
ル
ク
ス

主
義
的
思
想
」
を
書
き
込
ん
だ
こ
と
に
は
「
愚
劣
な
る
作
家
の
娼
び
に
他
な
ら
な

い
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
て
、
時
代
風
潮
へ
の
軽
薄
な
便
乗
は
切
り
捨
て
は
し
て
も
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
実
作
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
乙
と
ば
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
乙
乙
に
至
る
と
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
実
作
を
芸
術
的
に
認
め
な

い
態
度
が
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
文
学
に
お
け
る
社
会
性
」
の
必
要
や
、
時
代
の
矛
盾
に
苦
し
め

ら
れ
る
人
聞
が
「
う
ち
の
め
さ
れ
或
は
屈
従
す
る
」
姿
や
、
「
そ
の
矛
盾
に
対
抗

し
反
逆
し
よ
う
と
す
る
漉
刺
た
る
意
欲
」
(
以
上
、
「
散
文
芸
術
と
誤
れ
る
近
代
性
」
)

乙
そ
を
描
く
べ
き
だ
と
主
張
す
る
井
伏
と
、
社
会
矛
盾
を
糾
弾
し
よ
う
と
す
る
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
主
張
と
の
聞
に
は
、
い
う
ほ
ど
の
隔
た
り
は
な
い
。
そ
の
意
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味
で
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
社
会
的
矛
盾
に
対
す
る
倫
理
的
・
理
論
的

側
面
ま
で
も
弁
伏
は
否
定
は
し
て
い
な
い
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
関
わ
る
井
伏
の
姿
勢
が
大
き
く
転
換
す
る
の
は
一
九
二

九
年
後
半
の
こ
と
に
属
す
る
。
乙
の
時
期
、
「
理
論
」
(
一
九
二
九
年
六
月
)
、
「
巻

頭
言
(
な
つ
か
し
き
現
実
)
」
(
一
九
二
九
年
八
月
)
、
「
ア
ン
コ
ン
シ
ヤ
ス
ネ
ス
の

魅
力
」
(
一
九
二
九
年
九
月
)
な
ど
が
相
次
い
で
現
わ
れ
る
。
否
定
す
る
に
せ
よ
肯

定
す
る
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
い
う
軸
を
位
致
し
て
き

で
い
た
井
伏
は
、
こ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
寄

り
掛
か
ら
な
い
で
'
自
己
の
文
学
的
課
題
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
。
乙
の
事
実
は
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
す
る
反
措
定
と
い
う
形
式
で
し
か
自
己
の
文
学
的
課
題

を
語
れ
な
か
っ
た
井
伏
が
、
そ
う
し
た
否
定
の
対
象
を
持
ち
出
さ
な
く
て
も
、
そ

れ
な
り
に
自
己
の
文
学
的
課
題
に
つ
い
て
語
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し



て
い
る
。
た
だ
し
、
繰
り
返
す
乙
と
に
な
る
が
、
井
伏
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の

芸
術
的
成
果
を
否
定
し
た
に
し
て
も
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
運
動
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
運
動
を
動
か
し
て
い
た
倫
理
的
課
題
ま
で
も
否
定
し
て
い
な
い
乙
と
に
は
留
意

し
て
お
き
た
い
。

四

乙
の
時
期
の
井
伏
の
文
学
理
念
を
語
っ
た
も
の
は
、
理
論
に
よ
っ
て
「
現
実
」

(
あ
る
い
は
「
真
実
」
)
を
裁
断
す
る
こ
と
を
退
け
、
「
現
実
」
に
即
け
と
い
う
乙
と

を
主
張
し
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
こ
で
は
、
比
端
的
に
「
現
実
」
に
つ
い
て
語
っ
て

い
る
の
で
明
瞭
に
は
分
か
り
に
く
い
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
テ
l
マ
は
、
動
き
ょ
う

の
な
い
「
現
実
」
に
対
し
て
、
作
家
と
し
て
い
か
に
関
わ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
「
巻
頭
言
(
な
つ
か
し
き
現
実
)
」
で
は
、
「
不
公
平
を
黙
認
し
且
つ
気
ま
ぐ
れ

で
あ
る
と
い
ふ
性
分
」
を
持
つ
「
現
実
」
に
、
文
学
の
上
で
い
か
に
対
処
す
る
か

と
い
う
乙
と
を
問
題
に
し
て
、

私
は
彼
女
〔
「
現
実
」
の
意
|
前
田
注
]
の
よ
く
な
い
仕
打
ち
を
仔
細
に
記

録
し
て
、
潜
越
な
が
ら
彼
女
の
反
省
を
う
な
が
し
た
い
と
思
ふ
。
そ
し
て
そ

の
記
録
の
合
間
々
々
に
は
、
彼
女
の
幼
な
ど
き
の
素
直
さ
を
思
ひ
出
さ
せ
る

ラ
ッ
パ
を
吹
き
た
い
。

と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
現
実
に
対
す
る
態
度
が
ど
う
し
て
採
ら
れ
た

か
と
い
う
と
、

私
は
極
力
彼
女
〔
「
現
実
」
の
意
前
田
注
〕
を
な
だ
め
よ
う
と
努
力
し

た
、
ま
た
彼
女
に
愚
蒙
た
る
風
貌
を
装
つ
て
は
い
け
な
い
と
忠
告
し
て
み
た

り
し
た
。
す
で
に
私
は
私
自
身
の
微
力
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
ゐ
た
が

今
に
し
て
思
へ
ば
汗
顔
至
極
な
う
た
を
う
た
っ
て
、
彼
女
を
素
直
な
性
質
に

し
よ
う
と
乙
〉
ろ
み
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
な
だ
め
る
」
と
か
「
忠
告
す
る
」
と
か
い
っ
た
「
現
実
」

に
対
す
る
直
接
的
・
能
動
的
な
関
わ
り
方
に
失
敗
し
た
が
ゆ
え
に
、
先
に
引
用
し

一
歩
身
を
引
い
た
態
度
を

た
よ
う
な
「
記
録
」
と
い
う
、
直
接
に
は
対
処
せ
ず
、

採
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
幾
つ
か
の
舌
足
ら
ず
に
理
論
を
語
っ
た
文
章
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

現
実
に
対
す
る
作
家
井
伏
の
姿
勢
が
受
動
的
で
あ
る
こ
と
だ
。
何
か
に
向
か
っ
て

現
実
を
改
変
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
要
素
に
は
乏
し
く
、
こ
の
「
よ
く
な
い
仕
打

「
反
省
を
う
な
が
し
た
い
」
と
い
う
。
こ
乙
で
は
、
動

ち
を
仔
細
に
記
録
し
て
」

か
し
よ
う
の
な
い
「
現
実
」
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
』
記
録
す
る
と
い
う
受
動
的
な
方

向
に
進
も
う
と
し
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

こ
の
こ
と
が
、
文
学
的
な
次
元
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
受
動
的
・
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し
か
し
、

消
極
的
な
姿
勢
を
意
味
し
な
い
乙
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
確
か
に
現
実
の
社

会
問
題
や
社
会
矛
盾
に
対
す
る
姿
勢
と
し
て
は
そ
う
し
た
非
難
は
当
た
っ
て
い
る
。

が
、
そ
れ
ら
は
現
実
の
政
治
の
次
元
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
の

解
決
を
文
学
の
次
元
に
求
め
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
政
治
問
題
を
文
学
の
次
元

で
性
急
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
で
あ
る
な
ら
ば
、
井
伏

は
、
作
家
と
し
て
「
現
実
の
よ
く
な
い
仕
打
ち
を
仔
細
に
記
録
」
す
る
と
い
う
地

点
に
ま
で
後
退
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
そ
う
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の

限
界
を
越
え
よ
う
と
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
現
実
に
直
接

働
き
掛
け
よ
う
と
し
た
文
学
運
動
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
井
伏
の
自
己

批
判
の
こ
と
ば
は
、
実
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
接
近
し
て
い
た
乙
と
の
自
覚

の
上
に
発
せ
ら
れ
た
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
倫
理
的
課
題
を
井
伏
は
否
定
は
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
、

自
己
の
文
学
的
出
発
を
語
る
と
き
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
の
関
係
の
中
で
語

ろ
う
と
す
る
井
伏
に
お
い
て
は
、
単
に
時
代
的
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
台
頭
期
と

文
学
的
出
発
を
同
じ
く
し
た
と
い
う
の
み
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
そ
の
倫
理
的

側
面
に
お
い
て
共
通
す
る
も
の
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
か
ら
、

〈
現
実
を
記
録
す
る
〉
と
い
う
文
学
的
態
度
は
、
理
論
・
観
念
を
先
行
さ
せ
た
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
方
法
を
否
定
し
た
上
で
出
て
き
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。以

上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
語
る
べ
き
過
剰
な
「
私
」
が
弁
伏
の
内
部
に
あ
っ

た
の
で
は
な
い
。
そ
乙
に
あ
っ
た
の
は
、
伺
ら
特
権
化
さ
れ
え
な
い
空
洞
を
抱
え

た
「
私
」
だ
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
支
え
た
阻
和
前
期
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
運
動

と
は
、

一
面
に
お
い
て
は
、
青
年
た
ち
の
抱
え
た
空
虚
や
不
安
を
マ
ル
キ
シ
ズ
ム

と
い
う
概
念
装
置
に
よ
っ
て
救
い
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
概
念
装
置
が
一
個

の
人
間
の
内
部
で
自
動
運
動
を
始
め
て
し
ま
っ
た
と
き
、

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
窓
依

さ
れ
た
「
私
」
の
観
念
的
な
自
我
拡
大
運
動
と
い
う
側
面
を
否
定
し
き
れ
な
い
し
、

ま
た
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
も
そ
の
延
長
上
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
私
」
を
徹
底

的
に
相
対
化
し
よ
う
と
し
た
弁
伏
が
そ
れ
に
同
調
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
加
え
て
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
文
学
」
と
い
う
別
の
神
を
継
示
し
た
井
伏
は
あ
く
ま
で

文
学
の
領
域
に
と
ど
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
。

「
文
学
」
と
い
う
神
へ
の
信
仰
を
持
ち
な
が
ら
「
私
」
の
内
部
の
空
洞
を
自
覚
し

た
井
伏
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動

と
は
一
線
を
引
き
な
が
ら
も
、
し
か
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
倫
理
的
要
求
を

か
れ
な
り
の
方
法
で
組
み
込
ん
で
、
そ
乙
か
ら
は
一
歩
後
退
し
た
と
乙
ろ
に
自
己

の
文
学
的
位
置
を
定
め
た
の
で
あ
る
。

士
守
刊
り

弁
伏
は
実
兄
の
薦
め
で
作
家
に
な
る
べ
く
早
稲
田
へ
行
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
し
、
井
伏
が
伝
え
る
の
は
、
「
誰
も
彼
も
が
文
学
の
乙
と
を
語
り
、

芝
居
の
こ
と
を
語
り
、
生
活
難
の
乙
と
な
ぞ
誰
が
鏡
舌
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
乙
ん
な
面
白
い
乙
と
が
ま
た
と
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
」
(
「
青
木
南

八
」
、
『
文
芸
都
市
』

一
九
二
八
年
五
月
)
と
い
っ
た
よ
う
に
、
「
文
学
」
を

絶
対
的
価
値
と
す
る
よ
う
な
早
稲
田
の
雰
囲
気
で
あ
る
。

(2) 

和
田
利
夫
「
井
伏
鱒
二
『
鯉
』
の
成
立
と
背
景
」
(
『
日
本
文
学
』
二
四

巻
一
号
・
一
九
七
五
年
一
月
)
に
よ
れ
ば
、
『
桂
月
」
は
一
九
二
五
年
一
一
月

の
創
刊
で
、
一
九
二
七
年
一

O
月
の
二
巻
一

O
号
ま
で
確
認
と
の
乙
と
。

東
郷
克
美
「
『
く
っ
た
く
』
し
た
『
夜
更
け
』
の
物
語
|
初
期
井
伏
鱒
ニ

に
つ
い
て
|
」
(
『
成
城
国
文
学
論
集
』
一
三
輯
・
一
九
八
一
年
三
月
)
。

川
槙
林
混
ニ
「
山
根
魚
」
(
『
国
語
展
望
』
別
冊
三
一
現
代
国
語
研
究
シ
リ
l
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ス

門
弁
伏
鱒
二
]

一
九
八
一
年
五
月
。
の
ち
、
『
井
伏
鱒
ニ
研
究
』
渓

水
社
・
一
九
八
四
年
七
月
に
再
録
)
。

(5) 

東
郷
克
美
「
井
伏
鱒
二
の
八
方
法

V
l
『
山
根
魚
』
と
『
鯉
』
の
形
成

l
」

(
『
国
語
展
望
』
別
冊
三
一
現
代
国
語
研
究
シ
リ
ー
ズ
一
一
〔
井
伏
鱒
二
〕

一
九
八
一
年
五
月
)
、
拙
稿
「
『
鯉
』
異
説
|
変
容
す
る
〈
鯉
〉
|
」

(
『
兵
庫
教
育
近
代
文
学
雑
志
」
二
号
・
一
九
九
一
年
一
月
)
。

磯
良
英
夫
「
近
代
文
学
に
於
け
る
笑
の
定
着
|
井
伏
鱒
こ
を
め
ぐ
っ
て
l
」

(
『
日
本
文
学
研
究
』
一
一
号
・
一
九
五

O
年
四
月
。
初
出
来
見
。
の
ち
、

『
田
和
文
学
作
家
研
究
』
柳
原
書
庖
・
一
九
五
五
年
五
月
、
『
井
伏
鱒
二
・
深
沢

七
郎
』
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
・
有
精
堂
・
一
九
七
七
年
一
一
月
に
再
録
)

に
は
、
「
現
実
と
(
そ
れ
が
絵
空
事
で
あ
っ
て
も
乙
の
場
合
問
題
で
は
な
い
。
)

表
現
と
の
聞
に
意
識
し
た
距
離
が
お
か
れ
て
い
る
の
が
井
伏
の
文
章
の
特
徴

(6) 



で
あ
る
。
(
略
)
そ
し
て
こ
の
滑
稽
が
、
単
純
な
原
理
の
上
に
立
ち
な
が
ら
、

な
か
な
か
複
雑
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て
く
る
の
は
、
作
者
が
こ
の
距
離
に

意
識
的
で
あ
り
、
そ
し
て
、
作
者
が
意
識
的
で
あ
る
こ
と
を
読
者
が
ま
た
意

識
す
る
と
い
う
こ
重
の
関
係
に
よ
っ
て
い
る
。
」
と
の
指
摘
が
す
で
に
あ
る
。

(7) 

松
本
武
夫
「
井
伏
鱒
二
『
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
』
論
」
(
『
弁
伏
鱒
二
研
究
」

明
治
書
院
・
一
九
九

O
年
三
月
)
、
拙
稿
「
『
私
』
の
行
方
|
『
朽
助
の
ゐ
る

谷
間
』

一
側
面
|
」
(
『
言
語
表
現
の
研
究
と
教
育
』
三
省
堂
・
一
九
九
一
年

三
月
)
。

(8) 

「
昭
和
十
年
代
を
聞
く
」
(
第
二
次
『
文
学
的
立
場
』
二
号
・
一
九
七

O
年

九
月
。
の
ち
、
文
学
的
立
場
編
『
文
学
・
昭
和
十
年
代
を
聞
く
』
勤
草
書
房
・

一
九
七
六
年
一

O
月
に
再
録
)
。

(9) 

井
伏
は
、
末
尾
に
二
月
二
日
の
目
付
が
記
さ
れ
た
、
『
文
芸
都
市
』

一
巻
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二
号
(
一
九
二
八
年
三
月
号
)
掲
載
の
座
談
会
「
新
人
倶
楽
部
合
評
会
|
文
芸

都
市
其
の
他
に
就
い
て
l
」
に
参
加
し
て
い
る
。

(10) 

佐
藤
嗣
男
児
よ
っ
て
『
福
岡
日
日
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
井
伏
文
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
(
「
弁
伏
文
学
、
初
期
の
相
貌
|
資
料
『
散
文
芸
術
と
誤
れ
る

近
代
性
」
を
中
心
に
l
」

『
日
本
文
学
』
二
九
巻
一

O
号
・
一
九
八

O
年

O
月
)
が
、
石
田
忠
彦
「
『
福
岡
日
日
新
国
文
学
関
係
記
事
一
覧
(
回
和
編
)
」

(
『
近
代
文
学
考
』
五
号
・
一
九
七
六
年
一
一
月
)
に
よ
っ
て
調
査
す
る
と
、

佐
藤
嗣
男
の
紹
介
し
た
作
品
以
外
に
、
弁
伏
は
、
本
文
に
取
り
上
げ
た
「
或

る
統
計
」
や
、
「
公
有
劇
場
の
設
立
」
(
一
九
二
八
年
六
月
四
日
・
一
一
日
)
、

「
疑
似
女
性
相
談
」
(
一
九
三
二
年
二
一
月
二
日
)
ほ
か
を
発
表
し
て
い
る
。


