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た
。
事
実
、『
芥
川
龍
之
介
作
品
論
集
成
　
第
２
巻
』
の
「
解
説
」（
海
老
井
英
次
）

に
も
、
芸
術
家
小
説
と
し
て
の
「
戯
作
三
昧
」
に
関
す
る
先
行
研
究
の
蓄
積
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
海
老
井
は
「
戯
作
三
昧
」
を
「
地
獄
變
」

（『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
一
八
年
五
月
一
日
〜
二
二
日
）
な
ど
の
芸
術
家
小
説
の
起
点

と
位
置
づ
け
て
い
る
。

「
戯
作
三
昧
」
を
芸
術
家
小
説
と
し
て
読
む
先
行
論
の
多
く
は
、
物
語
世
界

に
敷
か
れ
た
「
芸
術
／
生
活
」
と
い
う
二
項
対
立
を
ひ
と
ま
ず
前
提
し
、
そ
の

両
極
の
相
克
に
悶
え
る
芸
術
家
の
姿
を
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る
。
た
と

え
ば
、
三
好
行
雄
（
１
）
は
〈
芸
術
の
な
か
に
し
か
芸
術
家
の
人
生
は
な
い
と
す
る
信

条
〉
の
下
、
人
生
と
〈
人
生
の
残
滓
〉
と
い
う
言
葉
で
二
項
対
立
の
構
図
を
設

定
し
、
さ
ら
に
芥
川
の
芸
術
至
上
主
義
を
〈
芸
術
か
人
生
か
と
い
う
単
純
な
二

律
背
反
の
選
択
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
〉
と
し
て
、〈
芥
川
は
人
生
を
否
定
し

て
芸
術
を
え
ら
ん
だ
の
で
は
な
く
、〈
人
生
の
残
滓
〉
に
た
い
し
て
、〈
人
生
〉

を
え
ら
ん
だ
〉
と
述
べ
る
。
三
好
は
、芸
術
の
対
義
語
が
人
生
な
の
で
は
な
く
、

１
．
芸
術
家
小
説
と
し
て
の
「
戯
作
三
昧
」

「
戯
作
三
昧
」
は
、途
中
一
回
の
休
載
を
挿
み
な
が
ら
、大
正
六
年
（
一
九
一
七

年
）
の
十
月
二
十
日
か
ら
十
一
月
四
日
ま
で
の
十
五
回
に
亘
っ
て
『
大
阪
毎
日

新
聞
』（
夕
刊
）
に
連
載
さ
れ
た
。
文
芸
誌
と
は
異
な
っ
て
、
読
者
の
文
芸
に
対

す
る
関
心
の
持
ち
方
も
一
様
で
は
な
い
メ
デ
ィ
ア
上
に
、
半
月
余
り
の
期
間
連

続
し
て
自
作
が
掲
載
さ
れ
続
け
る
と
い
う
体
験
は
、
そ
の
と
き
の
芥
川
に
と
っ

て
初
め
て
の
出
来
事
で
あ
る
。

早
く
か
ら
菊
池
寛
に
よ
る
〈
芥
川
氏
の
「
戯
作
三
昧
」
の
如
き
、
彼
の
創
作

的
告
白
で
な
く
し
て
何
で
あ
ら
う
。
た
ゞ
、
彼
が
世
の
所
謂
告
白
小
説
家
よ
り

も
も
つ
と
芸
術
家
で
あ
る
為
に
、
曲
亭
馬
琴
を
傀
儡
と
し
て
、
告
白
の
代
理
を

せ
し
め
た
の
に
過
ぎ
な
い
と
思
ふ
〉（「
浪
漫
主
義
の
本
質
」『
新
潮
』
一
九
一
九
年
三

月
）
と
い
う
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
小
説
は
作
中
人
物
の
馬
琴
に
仮
託
し

た
作
者
・
芥
川
の
創
作
に
対
す
る
思
い
を
告
白
し
た
も
の
と
し
て
読
ま
れ
て
き

出
版
制
度
下
の
芸
術
家

︱ 

芥
川
龍
之
介
「
戯
作
三
昧
」
試
論 

︱

大

　

西

　

永

　

昭
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（
同
）
の
よ
う
な
近
代
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
作
中
人
物
で
あ

る
馬
琴
と
は
隔
絶
し
た
時
代
に
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
小
説
に
お
い

て
馬
琴
が
芸
術
家
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、彼
を
〈
芸
術
家
〉（
七
）（
十
）〈
老

芸
術
家
〉（
十
四
）
と
形
容
す
る
こ
の
語
り
手
の
評
価
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

し
か
し
語
り
手
は
、
馬
琴
が
書
斎
に
籠
も
っ
て
「
八
犬
伝
」
を
執
筆
す
る
様
子

を
描
い
た
最
終
章
（
十
五
）
で
、
創
作
行
為
そ
れ
自
体
に
〈
恍
惚
た
る
悲
壮
の

感
激
〉
を
感
じ
る
馬
琴
の
内
面
を
語
り
は
す
る
が
、
そ
こ
で
馬
琴
が
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
作
品
を
書
い
て
い
る
か
を
示
し
は
し
な
い
。
そ
れ
は
馬
琴
が
「
八

犬
伝
」
の
〈
数
日
を
費
や
し
て
書
き
上
げ
た
何
回
分
か
の
原
稿
〉
を
読
み
返
し
、

〈
拙
劣
な
布
置
と
乱
脈
な
文
章
〉
を
感
じ
て
〈
始
め
か
ら
、
書
き
直
す
〉
こ
と

を
決
意
す
る
場
面
（
十
三
）
で
も
同
様
で
、〈
字
と
字
の
間
に
、
不
純
な
雑
音
が

潜
ん
で
ゐ
て
、
そ
れ
が
全
体
の
調
和
を
至
る
所
で
破
つ
て
ゐ
る
〉〈
徒
ら
に
粗

雑
な
文
句
ば
か
り
が
、
糅
然
と
し
て
ち
ら
か
つ
て
ゐ
る
〉
な
ど
の
説
明
が
並
ぶ

だ
け
で
実
際
の
本
文
が
読
者
に
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
そ
も
そ

も
「
戯
作
三
昧
」
に
は
、
芸
術
家
・
馬
琴
の
技
量
を
測
る
べ
き
彼
の
作
品
そ
の

も
の
は
作
中
に
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
こ
の
物
語
世
界

に
お
け
る
馬
琴
が
芸
術
家
で
あ
る
と
い
う
根
拠
が
、
彼
の
作
品
そ
の
も
の
で
は

な
く
、
作
家
と
し
て
の
振
る
舞
い
に
こ
そ
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

「
戯
作
三
昧
」
を
考
え
る
う
え
で
、
も
う
一
つ
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
の
は
、
こ
の
小
説
が
饗
庭
篁
村
・
編
『
馬
琴
日
記
鈔
』（
文
會
堂
書
店
、

人
生
＝
芸
術
と
〈
人
生
の
残
滓
〉
＝
実
生
活
が
対
立
関
係
に
あ
る
と
い
う
構
図

を
示
し
て
い
る
が
、
吉
岡
由
紀
彦
（
２
）

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
〈
い
っ
た

ん
退
け
た
「
人
生
を
否
定
し
て
芸
術
を
選
ん
だ
」
と
す
る
二
者
択
一
論
へ
引
き

戻
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
〉
き
ら
い
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
に

い
い
換
え
た
と
し
て
も
、
芸
術
と
そ
れ
を
阻
害
す
る
諸
要
因
と
い
う
二
項
対
立

に
よ
っ
て
物
語
世
界
を
構
造
化
す
る
以
上
、
こ
の
小
説
に
敷
か
れ
た
「
芸
術
／

生
活
」
の
図
式
の
延
長
上
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
三
好
論
を
批
判
的
に
継
承
し
た
吉
岡
は
〈
馬
琴
が
「
残
滓
」
と
し
て

心
域
か
ら
払
拭
し
た
〈
実
生
活
〉
の
内
実
〉
と
し
て
、
銭
湯
で
出
会
う
読
者
、

出
版
業
者
、
作
家
志
望
者
、
改
名
主
と
の
関
わ
り
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
う
し

た
文
学
を
取
り
巻
く
環
境
が
当
然
の
よ
う
に「
芸
術
」の
対
立
項
と
し
て「
生
活
」

に
分
類
さ
れ
る
こ
と
の
妥
当
性
も
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を

〈
残
滓
〉
と
し
て
「
芸
術
」
の
範
疇
か
ら
排
除
し
た
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
て
き
た

も
の
こ
そ
が
、
芸
術
家
・
馬
琴
の
像
で
あ
り
、
芸
術
家
小
説
と
し
て
の
「
戯
作

三
昧
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
〈
人
生
の
残
滓
〉

と
み
な
さ
れ
て
き
た
馬
琴
の
出
版
業
者
ら
と
の
関
わ
り
に
注
目
す
る
こ
と
で
、

「
戯
作
三
昧
」を
芸
術
家
小
説
と
し
て
規
定
す
る
「
芸
術
／
生
活
」の
二
項
対
立

を
脱
構
築
し
、
芥
川
文
学
の
中
に
お
け
る
本
作
の
位
置
づ
け
を
検
討
し
た
い
。

２
．
語
ら
れ
な
い
売
文

「
戯
作
三
昧
」の
語
り
手
は
〈
羅ロ

マ
ン
テ
イ
ク

曼
的
〉（
四
）
や
〈
猛
烈
な
フ
イ
リ
ツ
ピ
ク
ス
〉
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「
へ
へ
え
、
何
か
御
差
支
で
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
。」

「
差
支
へ
る
所
ぢ
や
な
い
。
今
年
は
読
本
を
大
分
引
受
け
た
の
で
、
と

て
も
合
巻
の
方
へ
手
が
出
せ
さ
う
も
な
い
。」

「
成
程
そ
れ
は
御
多
忙
で
。」

と
云
つ
た
か
と
思
ふ
と
、
市
兵
衛
は
煙
管
で
灰
吹
き
を
叩
い
た
の
が
相

図
の
や
う
に
、
今
ま
で
の
話
は
す
つ
か
り
忘
れ
た
と
云
ふ
顔
を
し
て
、
突

然
鼠
小
僧
次
郎
太
夫
の
話
を
し
や
べ
り
出
し
た
。 

（
六
）

原
稿
依
頼
に
来
た
市
兵
衛
に
対
し
、
馬
琴
は
〈
今
年
は
読
本
を
大
分
引
受
け

た
の
で
、
と
て
も
合
巻
の
方
へ
手
が
出
せ
さ
う
も
な
い
〉
と
い
う
理
由
で
そ
れ

を
断
り
、
結
局
、
市
兵
衛
は
馬
琴
を
口
説
け
な
い
ま
ま
、
す
げ
な
く
追
い
返
さ

れ
て
し
ま
う
。
執
筆
に
関
し
て
は
他
人
か
ら
の
指
図
は
受
け
な
い
と
い
う
、
馬

琴
の
創
作
態
度
を
示
し
た
場
面
で
あ
る
が
、『
馬
琴
日
記
鈔
』
に
は
こ
れ
に
対

応
す
る
記
述
が
天
保
三
年
（
一
八
三
二
年
）
四
月
二
十
八
日
の
「
金
瓶
梅
潤
筆

の
事
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

八
半
時
頃
芝
神
明
前
泉
屋
市
兵
衛
来
る
。
余
対
面
。
手
み
や
げ
も
ち
く
は

し
一
折
被
レ

贈
レ

之
。
金
瓶
梅
三
編
潤
筆
前
金
五
両
持
参
、
取
懸
候
へ
ど

も
当
年
は
よ
み
本
多
く
請
取
候
に
付
合
巻
の
作
間
に
合
か
ね
可
レ

申
く
は

し
く
申
断
、
右
金
子
不
二

請
取
一

と
い
へ
ど
も
遅
速
は
と
も
か
く
も
折
角

持
参
仕
候
間
抂
て
預
置
く
れ
候
様
す
ゝ
む
る
に
付
無
レ

拠
任
二

其
意
一

右
金

一
九
一
一
年
二
月
）
を
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

吉
田
精
一
（
３
）

の
指
摘
に
よ
り
早
く
か
ら
知
ら
れ
、
森
本
修

（
４
）

に
よ
る
両
作
の
比
較
検

討
も
行
わ
れ
て
い
る
。「
戯
作
三
昧
」が
『
馬
琴
日
記
鈔
』
の
内
容
を
換
骨
奪
胎

し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
芸
術
家
・
馬
琴
の
像
は
「
戯

作
三
昧
」
の
語
り
手
の
近
代
的
認
識
を
通
し
て
『
馬
琴
日
記
鈔
』
の
中
に
発
見

さ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

で
は
、
実
際
に
『
馬
琴
日
記
鈔
』
中
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
「
戯
作
三
昧
」
に
お

い
て
、
ど
の
よ
う
に
語
り
直
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
最
初
に
「
戯
作

三
昧
」
中
の
、
馬
琴
宅
を
訪
れ
た
本
屋
の
和
泉
屋
市
兵
衛
が
馬
琴
に
原
稿
を
依

頼
す
る
場
面
を
次
に
掲
げ
る
。

「
そ
こ
で
今
日
は
何
か
御
用
か
ね
。」

「
へ
え
、
な
に
又
一
つ
原
稿
を
頂
戴
に
上
り
ま
し
た
ん
で
。」

市
兵
衛
は
煙
管
を
一
つ
指
の
先
で
く
る
り
と
ま
は
し
て
見
せ
な
が
ら
、

女
の
や
う
に
柔
し
い
声
を
出
し
た
。
こ
の
男
は
不
思
議
な
性
格
を
持
つ
て

ゐ
る
。
と
云
ふ
の
は
、
外
面
の
行
為
と
内
面
の
心
意
と
が
、
大
抵
な
場
合

は
一
致
し
な
い
。
し
な
い
所
か
、
何
時
で
も
正
反
対
に
な
つ
て
現
れ
る
。

だ
か
ら
、
彼
は
大
に
強
硬
な
意
志
を
持
つ
て
ゐ
る
と
、
必
ず
そ
れ
に
反
比

例
す
る
、
如
何
に
も
楽
し
い
声
を
出
し
た
。

馬
琴
は
こ
の
声
を
聞
く
と
、
再
び
本
能
的
に
顔
を
し
か
め
た
。

「
原
稿
と
云
つ
た
つ
て
、
そ
れ
は
無
理
だ
。」
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に
京
傳
に
入
門
を
乞
い
、
や
は
り
京
傳
と
同
様
に
潤
筆
料
を
と
る
よ
う
に
な
っ

た
。馬
琴
は
、そ
れ
ま
で
の
戯
作
者
た
ち
が
あ
く
ま
で
家
業
の
余
技
と
し
て
行
っ

て
い
た
創
作
活
動
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
よ
う
と
し
た
、
い
わ
ば
職
業
的
文
筆

家
の
先
駆
け
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
馬
琴
が
市
兵
衛
か
ら
前
金
を
受
け
取

る
『
馬
琴
日
記
鈔
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
職
業
作
家
と
し
て
の
馬
琴
の
姿
を
如

実
に
写
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、「
戯
作
三
昧
」
で
は
そ
の
様
子
が
排
除
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
「
戯
作
三
昧
」
の
語
り
手
が
、『
馬
琴
日
記
抄
』
に
描
か
れ

た
職
業
作
家
と
し
て
の
馬
琴
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
よ
く

表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
語
り
手
は
、
芸
術
家
と
し
て
の
馬
琴
を
語
る
う
え

で
、
出
版
業
者
と
の
間
で
行
わ
れ
る
前
金
の
や
り
と
り
を
取
り
あ
げ
る
べ
き
で

は
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
語
り
手
の
判
断
は
、
は
た
し
て
ど

の
よ
う
な
価
値
観
に
根
差
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。次
項
で
は
、「
戯
作
三
昧
」

と
同
時
期
の
言
説
群
の
中
か
ら
、
文
学
の
職
業
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
に

つ
い
て
検
証
を
行
い
、
馬
琴
を
芸
術
家
と
し
て
語
る
「
戯
作
三
昧
」
の
語
り
手

が
持
つ
価
値
観
を
分
析
す
る
。

３
．
芸
術
家
と
売
文

「
戯
作
三
昧
」
の
発
表
さ
れ
る
前
年
の
大
正
五
年
（
一
九
一
六
年
）、
赤
木
桁
平

の
評
論
「「
遊
蕩
文
学
」
の
撲
滅
」（『
讀
賣
新
聞
』
一
九
一
六
年
八
月
六
日
、
八
日
）

が
そ
の
年
の
文
壇
を
賑
わ
し
た
。
海
老
井
英
次

（
６
）
や
石
割
透

（
７
）
の
指
摘
が
あ
る
よ
う

に
こ
の
議
論
は
、「
戯
作
三
昧
」
に
も
作
家
の
態
度
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
少

子
預
り
お
く
、
用
談
数
刻
夕
七
時
過
帰
去
。

こ
こ
に
登
場
す
る
泉
屋
市
兵
衛
と
は
、
馬
琴
の
長
篇
合
巻
『
新
編
金
瓶
梅
』

の
板
元
の
書
肆
・
甘
泉
堂
の
主
人
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
市
兵
衛
が
馬
琴
に

原
稿
を
依
頼
し
、
一
方
の
馬
琴
が
読
本
を
多
く
引
き
受
け
て
い
る
こ
と
を
理
由

に
そ
れ
を
断
ろ
う
と
す
る
の
は
「
戯
作
三
昧
」
と
同
様
だ
が
、
そ
の
交
渉
の
顛

末
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
日
、
餅
菓
子
を
手
土
産
に
馬
琴
宅
を
訪
れ

た
市
兵
衛
は
、
読
本
の
仕
事
が
多
く
合
巻
の
依
頼
は
受
け
ら
れ
な
い
と
言
っ
た

馬
琴
に
対
し
、『
金
瓶
梅
』
第
三
編
の
潤
筆
料
五
両
を
前
金
で
支
払
っ
て
い
る
。

『
馬
琴
日
記
鈔
』
に
は
こ
の
記
述
以
外
に
も
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
十
一
月

二
十
一
日
、
二
十
三
日
の
「
贈
物
の
事
」
に
泉
屋
市
兵
衛
の
手
代
が
鰻
な
ど
の

贈
物
を
持
っ
て
馬
琴
に
原
稿
を
依
頼
し
に
く
る
記
述
が
あ
る
（
５
）

が
、
市
兵
衛
が
直

接
馬
琴
に
原
稿
依
頼
を
す
る
場
面
は
他
に
な
い
の
で
、
芥
川
は
ほ
ぼ
間
違
い
な

く
こ
の
記
述
を
元
に
先
の
場
面
を
書
い
た
と
推
察
で
き
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
記

さ
れ
た
前
金
に
関
す
る
や
り
と
り
だ
け
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。

吉
村
保
『
発
掘
　
日
本
著
作
権
史
』（
第
一
書
房
、
一
九
九
三
年
一
一
月
）
に
よ

れ
ば
、
天
明
寛
政
年
代
に
お
け
る
戯
作
者
へ
の
原
稿
料
は
、
あ
た
り
作
が
あ
っ

た
と
き
に
そ
の
作
者
を
遊
里
で
遊
ば
せ
る
ぐ
ら
い
の
も
の
で
、
基
本
的
に
支
払

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
年
）
に
洒
落
本
の
潤
筆

料
が
蔦
屋
重
三
郎
か
ら
山
東
京
傳
に
支
払
わ
れ
、
こ
れ
が
日
本
に
お
け
る
最

初
の
原
稿
料
と
い
わ
れ
て
い
る
。
史
実
上
の
馬
琴
は
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
年
）
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な
作
家
、比
較
的
芸
術
家
ら
し
い
作
家
と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
人
々
が
、

一
面
「
遊
蕩
文
学
」
的
作
家
と
し
て
、
そ
の
節
操
を
二
三
に
し
つ
ゝ
あ
る

の
事
実
が
現
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
素
よ
り
彼
等
の
有
す
る
芸
術
的
良
心

の
脆
弱
な
こ
と
や
、芸
術
的
才
分
の
貧
寒
な
こ
と
に
も
由
る
で
あ
ら
う
が
、

そ
の
原
因
の
一
半
は
、
慥
か
に
生
活
上
の
経
済
的
圧
迫
に
強
ひ
ら
れ
て
、

む
し
ろ
一
般
の
好
尚
に
迎
合
す
べ
く
、
通
俗
的
方
面
に
最
後
の
活
路
を
見

出
さ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
う
。

〈
芸
術
家
ら
し
い
作
家
〉
が
〈「
遊
蕩
文
学
」的
作
家
〉
へ
と
転
身
す
る
そ
の
原

因
を
、赤
木
は
〈
経
済
的
圧
迫
〉
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、小
説
の
原
稿
料
に
よ
っ

て
生
計
を
立
て
る
作
家
が
経
済
的
に
困
窮
し
、
活
計
の
た
め
に
〈
一
般
の
好
尚

に
迎
合
〉
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
情
話
小
説
ブ
ー
ム
の
背
景
と
し
て
あ
る
と

赤
木
は
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
赤
木
の
「「
遊
蕩
文
学
」
の
撲
滅
」
と
同

時
期
に
発
表
さ
れ
、
作
家
の
経
済
的
困
窮
問
題
を
と
り
あ
げ
た
評
論
と
し
て
内

田
魯
庵
の「
文
人
美
術
家
の
生
活
」（『
太
陽
』一
九
一
六
年
六
月
、七
月
）が
あ
る
。〈
今

年
の
評
論
壇
で
問
題
に
な
つ
た
も
の
と
し
て
は
、
内
田
魯
庵
氏
の
「
文
人
美
術

家
の
生
活
」、
赤
来
桁
平
氏
の
「
遊
蕩
文
学
の
撲
滅
」〉（
本
間
久
雄
「
今
年
の
評

論
壇
」『
讀
賣
新
聞
』
一
九
一
六
年
一
二
月
二
日
）
と
も
評
さ
れ
る
こ
の
評
論
の
末
尾

に
お
い
て
、
魯
庵
は
次
の
よ
う
な
呼
び
か
け
を
行
っ
て
い
る
。

『
戦
ひ
乎
、
堕
落
乎
』
文
人
芸
術
家
は
今
や
此
の
窮
途
に
立
つ
て
を
る
。

な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
同
評
論
に
は
〈
殊
に

「
遊
蕩
文
学
」
の
徒
が
読
者
の
低
劣
な
る
興
味
に
迎
合
せ
ん
が
た
め
、
わ
ざ
わ

ざ
猥
穢
な
る
衝
動
的
事
物
を
描
出
す
る
点
に
至
つ
て
は
、
芸
術
家
と
し
て
の
彼

等
が
有
す
る
見
識
は
、
昔
時
帳
中
秘
戯
の
細
写
を
職
業
と
し
た
春
本
作
者
の
そ

れ
と
、
そ
の
間
に
何
等
の
軒
輊
す
る
と
こ
ろ
も
な
い
〉
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ

る
が
、
そ
れ
は
〈
私
は
作
者
ぢ
や
な
い
。
お
客
様
の
お
望
み
に
従
つ
て
、
艶
物

を
書
い
て
お
目
に
か
け
る
手
間
取
り
だ
〉（
八
）
と
嘯
く
爲
永
春
水
を
〈
心
の

底
か
ら
軽
蔑
〉（
同
）
す
る
馬
琴
の
意
識
に
も
通
底
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、

そ
の
よ
う
に
書
き
な
が
ら
も
芥
川
自
身
は
必
ず
し
も
赤
木
の
主
張
に
完
全
に
同

調
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
文
壇
で
戦
わ
さ
れ
る
論
議
に
は
あ
く
ま
で
傍
観

者
的
な
立
場
を
保
ち
つ
つ
、
赤
木
の
論
の
粗
雑
さ
に
対
し
て
は
私
信
の
中
で
批

判
を
く
わ
え
て
い
る
（
８
）

。

赤
木
が
い
う
と
こ
ろ
の
遊
蕩
文
学
と
は
、
一
般
的
に
は
情
話
文
学
と
呼
ば
れ

た
男
女
の
情
愛
を
描
い
た
小
説
群
の
呼
称
で
あ
る
。
大
正
四
年
（
一
九
一
五
年
）

か
ら
五
年
に
か
け
て
、新
潮
社
か
ら「
情
話
新
集
」、三
育
社
か
ら
は「
情
話
叢
書
」

と
い
っ
た
シ
リ
ー
ズ
も
の
が
企
画
さ
れ
、
他
に
も
近
松
秋
江
や
長
田
幹
彦
ら
の

単
行
本
が
多
数
刊
行
さ
れ
る
な
ど
、
情
話
小
説
は
こ
の
時
期
一
種
の
ブ
ー
ム
を

迎
え
た
。
赤
木
は
、
そ
う
し
た
情
話
小
説
ブ
ー
ム
の
背
景
を
「「
遊
蕩
文
学
」

の
撲
滅
」
中
で
、
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

殊
に
最
近
文
壇
の
実
情
に
照
し
て
見
て
も
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
真
面
目
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説
も
当
時
の
文
芸
誌
の
中
に
は
見
ら
れ
る
。

我
が
国
の
現
在
の
創
作
壇
を
見
ま
は
し
た
処
、
真
に
創
作
だ
け
で
食
つ
て

行
け
る
人
が
少
数
で
あ
る
上
に
、
食
ふ
た
め
の
創
作
中
に
会
心
の
創
作
が

幾
篇
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
芸
術
家
の
全
部
を
悉
く
芸
術
至
上
主
義
者
と

見
做
す
こ
と
は
出
来
ま
い
が
、
す
く
な
く
と
も
、
芸
術
家
は
、
自
家
の
芸

術
を
擁
護
す
る
た
め
に
は
、
如
何
な
る
高
価
な
犠
牲
を
払
ふ
も
意
と
せ
な

い
位
な
熱
烈
性
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

（
加
藤
朝
鳥
「
環
境
と
芸
術
家
」『
新
潮
』
一
九
一
六
年
七
月
）

こ
こ
で
は
〈
創
作
だ
け
で
食
つ
て
行
〉
く
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る

と
確
認
さ
れ
た
う
え
で
〈
食
ふ
た
め
の
創
作
〉
が
否
定
さ
れ
、
そ
の
一
方
で
芸

術
家
の
条
件
と
し
て
〈
如
何
な
る
高
価
な
犠
牲
を
払
ふ
も
意
と
せ
な
い
位
な
熱

烈
性
〉
が
作
家
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
大
正
八
年
（
一
九
一
九
年
）
頃
を
境
に
、

原
稿
料
が
高
騰
す
る
と
と
も
に
雑
誌
・
新
聞
と
い
っ
た
発
表
の
場
が
増
え
、
文

学
市
場
が
〈
需
要
過
剰
の
市
場
と
し
て
形
成
さ
れ
〉
始
め
た
と
述
べ
る
山
本
芳

明
（
９
）

の
指
摘
に
依
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
言
説
や
「
戯
作
三
昧
」
の
書
か
れ
た
大
正

五
〜
六
年
時
に
は
、
作
家
に
と
っ
て
経
済
的
に
安
定
し
た
生
活
な
ど
望
み
え
な

い
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、「
芸
術
」
と
い
う

価
値
は
経
済
的
成
功
に
対
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
〈
芸
術
家
ら
し
い
作
家
〉
で
あ
る
た
め
に
は
、「
小

文
人
美
術
家
は
社
会
を
啓
導
し
支
配
し
号
令
す
る
天
職
の
為
め
に
社
会
の

無
知
不
明
を
覚
醒
し
て
文
学
美
術
の
権
威
を
認
め
し
む
べ
く
戦
ふ
乎
或
は

屈
従
し
て
社
会
の
侫
幸
皂
奴
と
な
つ
て
翫
ば
る
ゝ
乎
、
此
の
二
つ
の
道
の

何
れ
か
を
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
苟
く
も
戦
ふ
の
意
気
あ
ら
ん
乎
、
経
済

的
圧
迫
何
か
あ
ら
ん
、
社
会
的
薄
遇
少
し
も
恐
る
ゝ
に
足
り
な
い
。
孤
独

も
貧
寒
も
名
誉
あ
る
生
活
で
あ
る
。
然
ら
ざ
れ
ば
堕
落
あ
る
の
み
滅
亡
あ

る
の
み
。

結
局
、こ
の
評
論
に
お
い
て
作
家
の
困
窮
と
い
う
現
実
的
な
問
題
に
対
し
て
、

特
に
実
行
性
の
あ
る
解
決
策
は
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
そ
こ
に
典
型

的
に
表
れ
て
い
る
の
は
〈
文
人
美
術
家
は
社
会
を
啓
導
し
支
配
し
号
令
す
る
天

職
〉
と
し
て
作
家
と
い
う
職
業
を
特
権
化
す
る
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
家

が
特
権
化
さ
れ
る
と
き
、
本
来
、
厭
わ
れ
る
は
ず
の
経
済
的
困
窮
は
〈
孤
独
も

貧
寒
も
名
誉
あ
る
生
活
で
あ
る
〉
と
、
む
し
ろ
作
家
の
高
潔
さ
を
示
す
シ
ン
ボ

ル
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

赤
木
と
魯
庵
の
評
論
に
と
も
に
表
れ
て
い
る
の
は
、作
家
が
「
小
説
を
書
く
」

こ
と
を
経
済
活
動
と
し
て
行
う
こ
と
に
対
す
る
強
い
忌
避
感
で
あ
る
。
原
稿
料

の
た
め
に
は
創
作
を
行
わ
ず
、
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
と
い
う
作
家
像
が
、

そ
こ
で
は
あ
る
べ
き
作
家
の
姿
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、

作
家
が
職
業
と
し
て
い
ま
だ
自
立
し
え
な
い
、
大
正
五
年
時
の
社
会
状
況
が
大

き
く
反
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
状
況
を
物
語
る
、
次
の
よ
う
な
言
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す
る
こ
と
に
繋
が
る
と
同
時
に
、〈
原
稿
料
の
為
〉
と
い
う
目
的
を
も
否
定
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
メ
デ
ィ
ア
上
で
宣
言
す
る
こ
と
は
、
自

分
が〈
芸
術
家
ら
し
い
作
家
〉で
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ

ヴ
な
振
る
舞
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
事
実
、
そ
の
後
、
芥
川
は
メ
デ
ィ
ア
上
で

〈
創
作
で
飯
を
喰
ふ
人
で
は
な
い（

10
）〉〈

原
稿
料
な
ど
相
手
に
せ
ぬ
豊
か
な
人（

11
）〉

な

ど
と
評
さ
れ
な
が
ら
、
芸
術
至
上
主
義
の
作
家
と
し
て
の
声
名
を
確
か
な
も
の

と
し
て
い
く
。

「
戯
作
三
昧
」
の
語
り
手
は
、
こ
う
し
た
言
説
空
間
上
に
創
出
さ
れ
た
、
大

正
前
期
の
文
壇
の
状
況
に
浴
す
る
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
語
り
手
は
、〈
原
稿

料
の
為
〉
に
書
か
な
い
作
家
が
〈
芸
術
家
ら
し
い
作
家
〉
と
見
な
さ
れ
る
社
会

の
価
値
観
に
準
拠
し
、
馬
琴
を
芸
術
家
と
し
て
語
る
た
め
に
創
作
行
為
と
金
銭

の
問
題
を
切
り
離
そ
う
と
す
る
。
本
屋
か
ら
前
金
を
受
け
取
る
馬
琴
の
姿
が
作

中
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ

て
き
た
よ
う
に
「
戯
作
三
昧
」
が
「
芸
術
／
生
活
」
と
い
う
構
図
を
基
本
と
し

て
い
る
こ
と
を
た
し
か
に
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
の

二
項
対
立
が
「
芸
術
」
と
「
生
活
」
と
の
間
に
相
渉
る
「
売
文
」
と
い
う
第
三

項
を
括
弧
に
入
れ
る
こ
と
で
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
物
語
っ
て
い

る
。
商
業
ベ
ー
ス
で
展
開
さ
れ
る
文
学
活
動
は
、「
生
活
」
の
た
め
だ
け
に
行

わ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
必
ず
し
も
「
芸
術
」
的
な
動
機
の
み
に
よ
っ
て
主
導

さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
布
置
に
「
売
文
」の
相
が
見
逃
さ
れ
る
こ
と
で
、

作
家
の
人
生
は
「
芸
術
」
と
「
生
活
」
と
い
う
二
極
に
引
き
裂
か
れ
て
し
ま
う

説
を
書
く
」
動
機
が
問
題
で
あ
り
、
売
文
を
目
的
と
し
て
行
う
創
作
活
動
を
否

定
す
る
こ
と
で
、
作
家
の
「
芸
術
家
ら
し
さ
」
が
判
断
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
逆
に
い
え
ば
、〈
芸
術
家
ら
し
い
作
家
〉
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
た
め

に
は
そ
う
し
た
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
纏
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。「
戯
作
三
昧
」

と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
芥
川
の
文
章
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

が
、大
体
あ
な
た
の
問
題
は
「
ど
ん
な
要
求
に
よ
つ
て
小
説
を
書
く
か
」

と
云
ふ
様
な
事
だ
つ
た
と
記
憶
し
て
ゐ
ま
す
。そ
の
要
求
を
今
更
便
宜
上
、

直
接
の
要
求
と
云
ふ
事
に
し
て
下
さ
い
。
さ
う
す
れ
ば
、
私
は
至
極
月
並

に
、「
書
き
た
い
か
ら
書
く
」
と
云
ふ
答
を
し
ま
す
。
之
は
決
し
て
謙
遜

で
も
、駄
法
螺
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
現
に
今
私
が
書
い
て
ゐ
る
小
説
で
も
、

正
に
判
然
と
書
き
た
い
か
ら
書
い
て
ゐ
ま
す
。
原
稿
料
の
為
に
書
い
て
ゐ

な
い
如
く
、
天
下
の
蒼
生
の
為
に
も
書
い
て
ゐ
ま
せ
ん
。

（「
は
つ
き
り
し
た
形
を
と
る
為
め
に
」『
新
潮
』
一
九
一
七
年
一
一
月
）

こ
れ
は
『
新
潮
』
誌
上
に
お
い
て
〈
余
は
如
何
な
る
要
求
に
依
り
、
如
何
な

る
態
度
に
於
い
て
創
作
を
な
す
乎
〉
と
い
う
大
見
出
し
の
下
に
集
め
ら
れ
た
ア

ン
ケ
ー
ト
の
答
え
だ
が
、
そ
こ
で
芥
川
は
〈
天
下
の
蒼
生
の
為
〉
と
〈
原
稿
料

の
為
〉
に
は
小
説
を
書
い
て
い
な
い
と
明
言
し
て
い
る
。〈
天
下
の
蒼
生
の
為
〉

に
書
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
世
間
の
万
民
に
迎
合
し
た
作
品
を
書

か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
結
果
と
し
て
商
業
的
な
成
功
を
度
外
視
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市
兵
衛
と
同
じ
程
度
ま
で
、
自
分
を
卑
し
く
し
た
と
云
ふ
の
に
外
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
自
分
は
、
そ
れ
丈
堕
落
さ
せ
ら
れ
た
訳
で
あ
る
。 

（
九
）

先
ほ
ど
ま
で
馬
琴
と
対
面
し
て
い
た
市
兵
衛
が
、
こ
こ
で
〈
下
等
な
世
間
〉
を

代
表
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
何
も
市
兵
衛
の
人
間
性
の
み
に
起
因
す
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
市
兵
衛
が
あ
の
手
こ
の
手
で
馬
琴
に
原
稿
を
催
促
す
る
の
は
、

自
身
の
職
業
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
職
業
意
識
か
ら
で
あ
り
、そ
の
こ
と
が
〈
下

等
〉
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
出
版
制
度
そ
の
も
の
が
〈
下
等
〉
と

批
判
さ
れ
て
い
る
の
に
等
し
い
。
つ
ま
り
、
馬
琴
が
敵
意
を
向
け
る
の
は
本
屋

に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
出
版
制
度
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
出
版
制
度
を
〈
下
等
な

世
間
〉
と
呼
び
批
判
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
馬
琴
は
「
高
等
な
芸
術
家
」
と
し

て
出
版
制
度
か
ら
外
部
化
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
も
映
り
が
ち
だ
が
、
当
の
馬
琴
自

身
も
ま
た
出
版
制
度
に
絡
め
取
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。

右
の
引
用
部
の
直
後
に
語
ら
れ
る
馬
琴
の
愛
読
者
を
自
称
す
る
長
島
政
兵
衛

と
い
う
男
か
ら
弟
子
入
り
希
望
の
手
紙
が
届
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、
一
九
や
三

馬
と
比
較
し
な
が
ら
馬
琴
を
痛
烈
に
批
判
す
る
〈
眇
の
小
銀
杏
〉
な
ど
、「
戯

作
三
昧
」
に
は
馬
琴
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
読
者
た
ち
が
登
場
す
る
。
馬
琴

は
政
兵
衛
に
宛
て
た
手
紙
に
〈
自
分
の
読
本
が
貴
公
の
や
う
な
軽
薄
兒
に
読
ま

れ
る
の
は
、
一
生
の
恥
辱
だ
と
云
ふ
文
句
を
入
れ
〉（
九
）
て
お
り
、
自
分
の

作
品
が
意
図
し
な
い
読
者
に
読
ま
れ
た
こ
と
に
不
快
感
を
示
し
て
い
る
。
そ
も

そ
も
弟
子
入
り
を
め
ぐ
る
政
兵
衛
と
の
ト
ラ
ブ
ル
は
、
馬
琴
の
作
品
が
政
兵
衛

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
売
文
」
と
い
う
観
点
か
ら
読
み
直
す
こ
と

に
よ
っ
て
、「
戯
作
三
昧
」
は
こ
れ
ま
で
支
配
的
だ
っ
た
芸
術
家
小
説
と
し
て

の
姿
と
は
別
の
相
貌
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

４
．「
戯
作
三
昧
」
に
描
か
れ
た
出
版
制
度

原
稿
料
の
授
受
の
場
面
が
描
か
れ
な
い
こ
と
で
、「
売
文
」
に
関
す
る
記
述

が
斥
け
ら
れ
た
か
に
み
え
る
「
戯
作
三
昧
」
だ
が
、作
中
か
ら
一
切
の
「
売
文
」

的
要
素
が
排
除
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
創
作
行
為
と
経
済
活
動
を
結
び
付
け

る
場
と
し
て
の
出
版
制
度
は
、
作
品
の
中
で
「
売
文
」
の
具
象
性
を
体
現
す
る

も
の
で
あ
り
、
出
版
制
度
に
関
す
る
言
及
は
「
戯
作
三
昧
」
の
中
に
ふ
ん
だ
ん

に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
次
に
掲
げ
る
、
原
稿
依
頼
に
来
た
本
屋
の
市
兵
衛
を

半
ば
無
理
や
り
に
追
い
返
し
た
後
の
馬
琴
が
耽
る
物
思
い
に
は
、
そ
ん
な
こ
の

小
説
に
表
れ
た
出
版
制
度
に
対
す
る
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。

彼
は
、
こ
の
自
然
と
対
照
さ
せ
て
、
今
更
の
や
う
に
世
間
の
下
等
さ
を

思
出
し
た
。
下
等
な
世
間
に
住
む
人
間
の
不
幸
は
、
そ
の
下
等
さ
に
煩
は

さ
れ
て
、
自
分
も
亦
下
等
な
言
動
を
、
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
所
に
あ
る
。

現
に
今
自
分
は
、
和
泉
屋
市
兵
衛
を
逐
ひ
払
つ
た
。
逐
ひ
払
ふ
と
云
ふ
事

は
、
勿
論
高
等
な
事
で
も
何
で
も
な
い
。
が
、
自
分
は
相
手
の
下
等
さ
に

よ
つ
て
、
自
分
も
亦
そ
の
下
等
な
事
を
、
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
所
ま
で

押
し
つ
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
し
た
。
し
た
と
云
ふ
意
味
は
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作
者
が
自
ら
〈
気
に
入
つ
た
〉
作
品
を
そ
の
価
値
が
わ
か
る
と
判
断
し
た
相

手
に
直
接
贈
与
す
る
、
こ
の
崋
山
の
振
る
舞
い
は
、
出
版
制
度
の
中
で
不
特
定

の
読
者
に
向
か
っ
て
書
き
続
け
る
、
馬
琴
の
作
品
発
表
の
形
態
と
は
対
照
的
で

あ
る
。
こ
う
し
た
作
品
の
直
接
贈
与
が
常
に
崋
山
か
ら
馬
琴
へ
と
一
方
的
に
し

か
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、〈
何
時
も
頂
戴
ば
か
り
し
て
ゐ
て
恐
縮
で
す
が
〉

と
い
う
馬
琴
の
言
葉
か
ら
も
窺
え
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
馬
琴
の
作
品
が
す
で

に
商
品
と
し
て
出
版
制
度
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
崋
山
の
よ
う
に
気
に
入
っ

た
作
品
を
自
分
で
選
ん
だ
相
手
に
贈
る
自
由
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

当
時
の
出
版
制
度
を
鑑
み
る
と
、
版
木
の
所
有
者
に
大
き
な
権
利
が
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
今
日
の
著
作
権
意
識
と
は
懸
け
離
れ
た
状
況
が
あ
っ
た
。
市
古
夏

生
に
よ
れ
ば
、
作
者
に
無
断
で
作
品
が
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
に
転
用
さ
れ
た
り
、

読
本
が
合
巻
に
改
め
ら
れ
る
な
ど
、
基
本
的
に
〈
自
己
の
手
を
離
れ
た
作
品
に

対
し
て
作
者
が
無
力
で
あ（

12
）〉

っ
た
と
い
う
。
馬
琴
は
自
作
に
対
し
て
、
た
と
え

ば
〈
己
の
八
犬
傳
〉（
五
）
と
い
う
よ
う
な
、
作
者
と
し
て
作
品
に
対
す
る
所
有

権
を
主
張
す
る
よ
う
な
表
現
を
用
い
る
が
、
本
と
し
て
大
量
に
複
製
さ
れ
、
出

版
さ
れ
る
彼
の
作
品
が
、
読
者
の
手
元
に
届
く
ま
で
に
は
作
家
以
外
の
多
く
の

人
間
の
手
を
経
る
こ
と
に
な
る
。
挿
絵
を
描
く
画
工
や
板
木
を
彫
る
た
め
の
本

文
を
清
書
す
る
筆
工
、
板
木
を
彫
る
板
木
師
、
製
本
を
行
う
仕
立
屋
、
そ
し
て

編
集
か
ら
販
売
ま
で
を
担
当
す
る
本
屋
な
ど
、
実
に
様
々
な
人
間
が
関
係
し
て

い
る
。
少
な
く
と
も
本
と
い
う
商
品
は
、
作
家
一
人
だ
け
で
つ
く
ら
れ
る
物
で

は
な
い
。
馬
琴
が
職
業
作
家
と
い
う
生
き
方
を
選
ん
だ
以
上
、
彼
の
作
品
は
、

の
住
む
相
州
朽
木
上
新
田
に
ま
で
流
通
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
事
の
発
端
で
あ

り
、ま
た
、〈
眇
の
小
銀
杏
〉
の
男
も
〈
読
本
の
批
評
を
し
て
ゐ
る
〉（
四
）
以
上
、

流
通
す
る
馬
琴
の
作
品
を
手
に
取
っ
た
者
の
一
人
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
馬
琴

の
〈
不
快
な
心
も
ち
〉（
十
）
の
淵
源
に
は
出
版
制
度
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
出
版
制
度
は
、
文
学
作
品
を
商
品
と
し
て
流
通
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
よ
う
に
誰
で
も
が
そ
の
作
品
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
創

出
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
作
家
は
顔
の
見
え
な
い
不
特
定
の
読
者
を
抱
え

る
こ
と
を
必
然
的
に
宿
命
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

出
版
制
度
下
に
お
い
て
、
作
家
自
身
の
意
図
を
越
え
て
作
品
が
見
知
ら
ぬ
読

者
に
届
け
ら
れ
る
事
態
が
こ
の
よ
う
に
否
定
的
に
描
か
れ
る
一
方
で
、
自
分
の

絵
を
直
接
馬
琴
に
贈
る
た
め
に
馬
琴
宅
を
訪
れ
た
渡
邊
崋
山
を
〈
馬
琴
は
喜
ん

で
〉〈
わ
ざ
B
C
玄
関
ま
で
、
迎
へ
に
出
〉（
十
）
る
。

「
こ
れ
は
昨
日
描
き
上
げ
た
の
で
す
が
、
私
に
は
気
に
入
つ
た
か
ら
、

御
老
人
さ
へ
よ
け
れ
ば
差
上
げ
よ
う
と
思
つ
て
持
つ
て
来
ま
し
た
。」

崋
山
は
、鬚
の
痕
の
青
い
顋
を
撫
で
な
が
ら
、満
足
さ
う
に
か
う
云
つ
た
。

「
勿
論
気
に
入
つ
た
と
云
つ
て
も
、
今
ま
で
描
い
た
も
の
ゝ
中
で
は
と

云
ふ
位
な
所
で
す
が

―
と
て
も
思
ふ
通
り
に
は
、
何
時
に
な
つ
て
も
、

描
け
は
し
ま
せ
ん
。」

「
そ
れ
は
有
難
い
。
何
時
も
頂
戴
ば
か
り
し
て
ゐ
て
恐
縮
で
す
が
。」

（
十
一
）
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を
書
い
て
改
作
を
命
じ
ら
れ
た
際
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
改
作
を
〈
愚
な

る
こ
と
〉
と
批
判
的
に
み
て
い
る
こ
と
は
「
戯
作
三
昧
」
と
同
様
だ
が
、
そ
の

後
に
〈
渡
世
之
為
な
れ
ば
不
レ

及
二

是
非
一

〉
と
続
け
ら
れ
て
い
る
点
は
大
き
く

異
な
る
。「
戯
作
三
昧
」
の
馬
琴
は
、
改
名
主
に
よ
る
図
書
検
閲
に
対
し
て
た

し
か
に
批
判
的
で
は
あ
る
が
、
な
ぜ
自
ら
〈
下
等
〉
と
断
じ
る
改
名
主
の
横
暴

に
従
う
の
か
と
い
う
、
そ
の
理
由
に
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
。『
馬
琴
日
記
鈔
』

に
は
は
っ
き
り
と
〈
渡
世
之
為
〉
と
記
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
戯
作

三
昧
」
で
そ
の
箇
所
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。〈
改
作
さ
せ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は

御
老
人
の
恥
辱
に
な
る
訳
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
〉（
十
二
）
と
崋
山
に
語
ら
せ
た

「
戯
作
三
昧
」に
は
、図
書
検
閲
に
お
け
る
改
作
の
責
任
を
改
名
主
の
み
に
求
め
、

あ
く
ま
で
作
家
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
窺
え
る
。
改
名
主
の
権
限
が
強

い
と
い
っ
て
も
、
命
じ
ら
れ
る
ま
ま
に
改
作
し
た
と
い
う
事
実
は
、
作
家
が
権

力
に
屈
し
、
創
作
に
お
い
て
妥
協
し
た
こ
と
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

必
ず
し
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
描
か
れ
た
馬
琴
と
混
同
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
史
実
上
の
馬
琴
は
山
東
京
傳
と
の
連
名
で
、
肝
煎
名
主
に
著
述
を
行

う
う
え
で
の
自
己
規
制
を
行
う
旨
の
口
上
書
き
を
提
出
し
て
い
る（

13
）。

そ
の
こ
と

に
対
し
て
ジ
ェ
イ
・
ル
ー
ビ
ン（

14
）は

〈
勧
善
懲
悪
主
義
が
、
そ
の
萌
芽
期
に
お
い

て
さ
え
主
と
し
て
検
閲
官
を
な
だ
め
る
た
め
の
仕
組
み
で
あ
っ
た
〉
と
述
べ
て

お
り
、
馬
琴
が
検
閲
対
策
を
意
識
し
て
創
作
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
主
張
は
興

味
深
い
。「
戯
作
三
昧
」
の
馬
琴
も
〈
戯
作
の
価
値
を
否
定
し
て
「
勧
懲
の
具
」

と
称
し
な
が
ら
、
常
に
彼
の
中
に
磅
礴
す
る
芸
術
的
感
興
に
遭
遇
す
る
と
、
忽

自
身
の
軽
蔑
す
る
〈
下
等
な
世
間
〉
の
介
入
な
し
に
は
存
在
し
え
な
い
の
で
あ

る
。
馬
琴
が
〈
崋
山
が
自
分
の
絵
の
事
ば
か
り
考
へ
て
ゐ
る
の
を
、
妬
ま
し
い

や
う
な
心
も
ち
で
、
眺
め
〉（
十
一
）
る
の
は
、〈
下
等
な
世
間
〉
に
関
係
な
く
自
分

の
作
品
を
成
立
さ
せ
ら
れ
る
崋
山
に
対
す
る
羨
望
の
表
れ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
馬
琴
の
創
作
の
自
律
性
を
考
え
る
う
え
で
は
、
崋
山
と
の
会
話
の
中

で
言
及
さ
れ
る
図
書
検
閲
の
問
題
も
無
視
で
き
な
い
。
こ
こ
で
も
馬
琴
は
〈
公

儀
の
御
咎
め
を
受
け
る
な
ど
と
云
ふ
事
が
な
い
〉（
十
一
）
崋
山
を
羨
み
、
自
分

が
〈
改
作
を
命
ぜ
ら
れ
た
事
実
〉（
十
二
）
と
し
て
、
役
人
が
賄
賂
を
受
け
取
る

場
面
を
書
い
て
改
作
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
、〈
獄
屋
へ
衣
食
を
送
る
件
〉
を
書
い

て
〈
五
六
行
削
ら
れ
た
事
〉（
同
）
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
馬
琴
日
記
鈔
』
中
に
「
改
名
主
の
事
」
と
し
て
文
政
十
一

年
（
一
八
二
八
年
）
八
月
二
日
と
十
三
日
の
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
者

の
記
述
を
次
に
掲
げ
る
。

鶴
屋
喜
兵
衛
来
る
。
過
日
改
名
主
和
田
源
七
故
障
申
し
水
滸
傳
六
編
の
内

の
直
し
尚
又
ひ
と
や
へ
衣
食
を
お
く
る
な
ど
い
ふ
不
レ

宜
旨
申
由
に
て
直

し
く
れ
候
様
申
レ

之
右
稿
本
持
参
、
愚
な
る
こ
と
な
れ
ど
も
渡
世
之
為
な

れ
ば
不
レ

及
二

是
非
一

其
く
だ
り
少
々
直
し
且
昨
日
校
合
い
た
し
お
き
候
八

編
七
之
巻
写
本
并
八
編
稿
本
八
冊
喜
兵
衛
へ
遣
す
。

こ
こ
で
は
「
戯
作
三
昧
」
よ
り
も
さ
ら
に
詳
細
に
〈
獄
屋
へ
衣
食
を
送
る
件
〉
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５
．
売
文
す
る
馬
琴

こ
こ
ま
で
馬
琴
が
芸
術
家
と
し
て
語
ら
れ
る
一
方
で
、
売
文
に
関
す
る
情
報

が
作
中
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
い
う
「
戯
作
三
昧
」
の
語
り
の
傾
向
を
確
認
し
て

き
た
が
、で
は
、奥
野
久
美
子（

15
）

が
〈（
十
五
）
の
三
昧
境
で
は
、実
は
一
度
も
〈
芸

術
〉
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、三
昧
境
は
〈
戯
作
三
昧
〉、馬
琴
は
〈
戯

作
者
〉
と
書
か
れ
て
い
る
〉
と
指
摘
す
る
最
終
章
の
問
題
は
ど
う
捉
え
る
べ
き

だ
ろ
う
か
。
創
作
に
専
念
す
る
馬
琴
が
〈
不
可
思
議
な
悦
び
〉・〈
恍
惚
た
る
悲

壮
の
感
激
〉
を
味
わ
う
こ
の
場
面
で
は
、
そ
の
時
の
馬
琴
の
内
面
が
〈
彼
の
王

者
の
や
う
な
眼
に
映
つ
て
ゐ
た
も
の
は
、
利
害
で
も
な
け
れ
ば
、
愛
憎
で
も
な

い
。
ま
し
て
毀
誉
に
煩
は
さ
れ
る
心
な
ど
は
、
と
う
に
眼
底
を
払
つ
て
消
え
て

し
ま
つ
た
〉
と
語
ら
れ
る
。
奥
野
は
、
こ
の
と
き
の
馬
琴
か
ら
は
〈
作
品
自
体

の
内
容
や
価
値
を
気
に
か
け
る
意
識
も
消
え
て
い
る
〉
と
し
て
、さ
ら
に
〈〈
芸

術
家
〉
で
あ
る
と
い
う
、（
十
四
）
ま
で
の
意
識
が
消
え
〉
た
こ
と
が
〈
戯
作
三

昧
〉〈
戯
作
者
〉
と
い
う
語
に
表
れ
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、（
一
）

〜
（
十
四
）
ま
で
で
〈
芸
術
家
〉
と
い
う
語
を
用
い
て
馬
琴
を
語
っ
て
い
た
の
は

あ
く
ま
で
物
語
の
語
り
手
で
あ
り
、
馬
琴
自
身
が
自
ら
を
そ
の
よ
う
に
称
し
た

こ
と
は
な
く
、
そ
も
そ
も
天
保
二
年
に
生
き
る
馬
琴
に
芸
術
家
と
い
う
認
識
が

あ
っ
た
の
か
も
疑
わ
し
い
。「
戯
作
三
昧
」
の
語
り
手
は
、
永
栄
啓
伸（

16
）

が
〈
馬

琴
に
見
え
な
い
部
分
を
補
塡
し
な
が
ら
物
語
を
進
行
さ
せ
て
い
る
〉
と
指
摘
す

る
よ
う
に
、
馬
琴
の
知
り
え
な
い
情
報
も
知
る
作
中
人
物
を
越
え
た
存
在
で
あ

ち
不
安
を
感
じ
出
し
〉（
十
）、自
身
の
小
説
を
〈「
先
王
の
道
」
の
芸
術
的
表
現
〉

と
称
し
な
が
ら
、
儒
教
道
徳
の
た
め
に
創
作
を
行
う
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
追
究
し
て
ゆ
け
ば
、
馬
琴
の
作
家
と
し
て
の
在
り
方
を

み
つ
め
直
す
根
源
的
な
問
い
に
逢
着
し
た
は
ず
だ
が
、
物
語
は
〈
そ
こ
へ
折
よ

く
久
し
ぶ
り
で
、
崋
山
渡
辺
登
が
尋
ね
て
来
た
〉（
十
）
と
い
う
展
開
を
用
意

す
る
こ
と
で
、
そ
の
機
会
を
馬
琴
か
ら
奪
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
結

局
馬
琴
は
、検
閲
と
い
う
制
度
に
よ
っ
て
創
作
内
容
を
規
制
さ
れ
、い
わ
ば
「
書

か
さ
れ
て
い
る
」
自
己
を
明
確
に
意
識
化
し
え
な
い
ま
ま
、
単
に
改
名
主
へ
の

不
満
を
吐
き
出
す
だ
け
で
、
自
分
の
作
品
の
自
律
性
の
問
題
に
は
思
い
至
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
戯
作
三
昧
」
で
は
『
馬
琴
日
記
鈔
』
に
描
か
れ
て
い
た
出
版

や
検
閲
に
関
す
る
職
業
作
家
の
生
々
し
い
現
実
感
覚
が
ほ
と
ん
ど
消
去
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
た
め
本
来
出
版
制
度
へ
向
か
う
べ
き
馬
琴
の
批
評
意
識
は
対
象

を
失
い
、
宙
吊
り
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
出
版
制
度
を
〈
下
等
な
世
間
〉
に

同
定
し
、
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
の
小
説
は
、
出
版
制
度
の
一
画
と
し
て
す
で
に

そ
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
作
家
と
い
う
職
業
を
あ
え
て
そ
の
配
置
か
ら
切
り
離

し
、
出
版
制
度
を
外
部
か
ら
批
判
す
る
特
権
的
な
立
場
へ
と
仮
構
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
作
家
と
出
版
制
度
と
の
切
断
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が
、
原
稿
料

の
問
題
を
隠
蔽
す
る
と
い
う
方
法
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
出
版
制
度
の
外
部

に
立
ち
え
た
作
家
に
与
え
ら
れ
る
の
が
「
芸
術
家
」
と
い
う
呼
び
名
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
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両
者
が
連
続
し
た
空
間
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
馬
琴
の
創
作
活
動
が

〈
碌
な
お
金
に
も
な
ら
な
い
〉
売
文
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
馬
琴
も
家

族
た
ち
の
経
済
活
動
に
参
与
し
て
お
り
、両
者
の
間
に
み
い
だ
さ
れ
て
き
た「
芸

術
／
生
活
」
と
い
う
対
立
の
図
式
も
無
効
と
な
る
。〈
或
午
前
〉（
一
）
の
こ
と

と
し
て
語
り
始
め
ら
れ
た
「
戯
作
三
昧
」
は
、
そ
の
日
中
の
世
界
に
お
い
て
は

世
間
的
な
芸
術
家
と
し
て
の
馬
琴
を
語
り
、〈
そ
の
夜
の
事
で
あ
る
〉（
十
五
）

最
終
章
は
、
そ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
続
け
て
き
た
「
芸
術
」
と
い
う
語
を
慎
重
に

回
避
し
な
が
ら
、
表
面
化
し
に
く
い
売
文
を
行
う
馬
琴
の
姿
を
語
り
分
け
て
い

る
。
こ
の
小
説
に
お
い
て
真
に
重
要
な
の
は
、〈
下
等
な
世
間
〉
を
軽
蔑
す
る

芸
術
家
の
生
活
が
描
か
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
芸
術
家
の
イ
メ
ー

ジ
を
重
ね
ら
れ
た
作
家
も
出
版
制
度
と
は
無
縁
で
い
ら
れ
な
い
こ
と
を
明
か

し
、〈
碌
な
お
金
に
も
な
ら
な
い
〉
売
文
を
行
い
な
が
ら
、
創
作
活
動
に
没
頭

す
る
作
家
の
姿
に
〈
戯
作
三
昧
〉
と
い
う
言
葉
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
。

「
戯
作
三
昧
」の
発
表
か
ら
一
年
四
カ
月
後
の
大
正
八
年
三
月
、
芥
川
は
海
軍

機
関
学
校
の
嘱
託
教
諭
の
職
を
辞
し
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
に
社
友
と
し
て
入
社

し
て
専
業
作
家
と
な
る
。「
戯
作
三
昧
」
に
お
い
て
売
文
す
る
職
業
作
家
の
生

き
方
に
〈
戯
作
者
の
厳
か
な
魂
〉（
十
五
）
を
み
い
だ
し
え
た
こ
と
が
、
あ
る
い

は
専
業
作
家
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
選
択
す
る
芥
川
の
決
断
を
密
か
に
後
押
し

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
後
、芥
川
が
「
葱
」（『
新
小
説
』
一
九
二
〇
年
一
月
）

や
「
奇
遇
」（『
中
央
公
論
』
一
九
二
一
年
四
月
）
な
ど
、
出
版
制
度
の
規
則
そ
れ
自

体
を
創
作
の
材
料
と
し
、
売
文
を
意
識
化
し
た
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
発
表
す

る
。
し
た
が
っ
て
、（
十
五
）
で
〈
芸
術
家
〉
で
は
な
く
〈
戯
作
者
〉
と
い
う

言
葉
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
馬
琴
で
は
な
く
語
り
手
の
認
識

に
帰
属
す
る
問
題
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
語
り
手
が
（
十
五
）
で
語
る
の
は
、
執
筆
に
没
頭
す
る
馬
琴
と
彼
の
家

族
と
の
対
比
で
あ
る
。
先
行
論
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
馬
琴
が

独
り
で
籠
も
る
〈
書
斎
〉
と
〈
日
常
性
に
主
導
さ
れ
る
小
市
民
的
生
活
空
間
と

規
定
〉
さ
れ
る
〈
茶
の
間
〉
が
〈
基
本
的
に
対
峙
し
て
い
る
空
間
〉
で
あ
る（

17
）こ

と
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
図
式
的
な
「
芸
術
／
生
活
」
の
対
比
に
捉
え
ら
れ
が
ち

で
あ
る
。〈
茶
の
間
〉
に
は
〈
丸
薬
を
ま
ろ
め
る
〉
倅
の
宗
伯
や
〈
縫
物
を
続

け
て
ゐ
る
〉
お
百
と
お
路
た
ち
家
族
の
「
生
活
」
の
た
め
に
労
働
す
る
姿
が
あ

り
、〈
書
斎
〉
で
執
筆
に
励
む
馬
琴
の
姿
は
、
そ
う
し
た
家
族
の
姿
に
対
比
さ

れ
る
こ
と
で
「
芸
術
」
を
体
現
す
る
も
の
と
映
る
。
し
か
し
、
そ
の
馬
琴
の
創

作
行
為
も
お
百
に
よ
っ
て
〈
困
り
も
の
だ
よ
。
碌
な
お
金
に
も
な
ら
な
い
の
に

さ
〉
と
批
評
さ
れ
る
こ
と
で
、
丸
薬
作
り
や
裁
縫
と
同
じ
よ
う
に
家
計
を
助
け

る
労
働
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
売
文
し
な
い
芸
術
家

と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
馬
琴
の
創
作
活
動
も
、
こ
こ
に
き
て
実
は
売
文
と
無
縁

で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
多
く
の
先
行
論
で
は
、お
百
は
〈
下
等
な
世
間
〉
の
象
徴
と
さ
れ
、

馬
琴
の
批
判
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た（

18
）が

、語
り
手
は
〈
蟋
蟀
は
こ
ゝ
で
も
、

書
斎
で
も
、
変
り
な
く
秋
を
鳴
き
つ
く
し
て
ゐ
る
〉（
十
五
）
と
し
て
、
馬
琴

の
〈
書
斎
〉
と
お
百
の
〈
茶
の
間
〉
に
等
し
く
〈
蟋
蟀
〉
を
鳴
か
せ
る
こ
と
で
、
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年
七
月
）

（
７
）
石
割
透
「
藝
術
家
意
識
の
定
着 

―
『
女
体
』
か
ら
『
戯
作
三
昧
』
へ
」（『
駒
沢
短
大

國
文
』
17
、
一
九
八
七
年
三
月
↓
『〈
芥
川
〉
と
呼
ば
れ
た
藝
術
家 

― 

中
期
作
品
の

世
界
』
有
精
堂
、
一
九
九
二
年
八
月
）

（
８
）
大
正
五
年
八
月
九
日
付
松
岡
譲
宛
書
簡
に
お
い
て
〈
あ
の
議
論
を
見
る
と
遊
蕩
を
主

材
と
す
る
小
説
を
否
定
す
る
の
で
な
く
て
長
田
や
何
か
の
小
説
の
や
う
な
観
照
の
態

度
な
り
表
現
の
技
巧
な
り
を
非
難
し
て
ゐ
る
ら
し
い
さ
う
す
る
と
そ
れ
は
遊
蕩
文
学

と
云
ふ
よ
り
も
も
つ
と
外
包
の
ひ
ろ
い
も
の
に
な
つ
て
来
は
し
な
い
か
〉
と
疑
問
を

呈
し
、
以
下
自
説
を
披
瀝
し
て
い
る
。

（
９
）
山
本
芳
明
「
明
治
メ
デ
ィ
ア
と
啄
木 

―
『
小
生
の
文
学
的
運
命
を
小
気
味
よ
く
試

験
す
る
心
算
に
候
』
―
」（『
國
文
學
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
九
八
年
一
一
月
↓

増
補
「
経
済
活
動
と
し
て
の
〈
文
学
〉
― 

明
治
末
年
か
ら
大
正
八
年
ま
で 

―
」『
文
学

者
は
つ
く
ら
れ
る
』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
』）

（
10
）「
ソ
フ
ァ
に
倚
り
て
　
創
作
家
と
資
産
」（『
時
事
新
報
』
一
九
一
八
年
一
月
一
八
日
）

（
11
）「
む
せ
ん
で
ん
わ
」（『
時
事
新
報
』
一
九
一
八
年
二
月
一
八
日
）

（
12
）
市
古
夏
生
「
江
戸
か
ら
明
治
に
至
る
版
権
と
報
酬
の
問
題
」（『
江
戸
文
学
』
42
、

二
〇
一
〇
年
五
月
）

（
13
）
今
田
洋
三
『
江
戸
の
本
屋
さ
ん
　
近
世
文
化
史
の
側
面
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
九
年

一
一
月
）
↑
初
刊
（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
七
年
一
〇
月
）

（
14
）
ジ
ェ
イ
・
ル
ー
ビ
ン
『
風
俗
壊
乱 

― 

明
治
国
家
と
文
芸
の
検
閲
』（
今
井
泰
子
／
大

木
俊
夫
／
木
股
知
史
／
河
野
賢
司
／
鈴
木
美
津
子
・
訳
、
世
織
書
房
、
二
〇
一
一
年

四
月
）

（
15
）
奥
野
久
美
子
「「
戯
作
三
昧
」
論 

―
〈
戯
作
者
〉
と
〈
芸
術
家
〉
―
」（『
國
語
國
文
』

71-4
、
二
〇
〇
二
年
四
月
↓
『
芥
川
作
品
の
方
法 

― 

紫
檀
の
机
か
ら 

』
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
九
年
八
月
）

（
16
）
永
栄
啓
伸
「
背
理
す
る
語
り
（
上
）
― 

芥
川
龍
之
介 

―
」（『
解
釈
』
一
九
九
五
年

る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
戯
作
三
昧
」
は
出
版
制
度
へ
の
批
評
性
と
そ
れ
を
創
作

に
活
か
す
方
法
を
い
ま
だ
確
立
し
え
な
い
ま
で
も
、
そ
う
し
た
も
の
の
萌
芽
が

認
め
ら
れ
る
、
芥
川
の
前プ
レ-

売
文
小
説
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

※
芥
川
の
テ
ク
ス
ト
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
　
第
三
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
一
月
）

に
依
っ
た
。
ま
た
、
全
て
の
引
用
に
お
い
て
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
・
傍
線
等

は
適
宜
省
略
し
た
。

（
注
）

（
１
）
三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
九
月

（
２
）吉
岡
由
紀
彦「
芥
川
龍
之
介「
戯
作
三
昧
」考 
―〈
芸
術
〉＝
〈
人
生
〉の
モ
メ
ン
ト 

―
」

（『
立
命
館
文
學
』
532
、
一
九
九
三
年
一
〇
月
↓
『
芥
川
龍
之
介
作
品
論
集
成
　
第
２

巻
地
獄
変 

― 

歴
史
・
王
朝
物
の
世
界
』
翰
林
書
房
、
海
老
井
英
次
・
編
、
一
九
九
九

年
九
月
）

（
３
）
吉
田
精
一
『
芥
川
龍
之
介
』（
三
省
堂
、
一
九
四
二
年
一
二
月
）

（
４
）
森
本
修
「「
戯
作
三
昧
」
論
考
（
一
）（
二
）」（『
立
命
館
文
學
』
259
〜
260
、
一
九
六
七

年
一
月
〜
二
月
）

（
５
）
そ
の
際
の
馬
琴
は
贈
物
を
受
け
取
ら
ず
に
断
っ
て
い
る
。
こ
の
記
載
に
対
し
『
馬
琴

日
記
鈔
』
の
編
者
の
一
人
で
あ
る
芳
賀
矢
一
は
、〈
曰
、
贈
遺
の
如
き
は
一
毫
の
微
と

雖
も
故
な
く
し
て
は
取
ら
ず
、翁
の
清
廉
高
潔
を
見
る
べ
し
〉と
馬
琴
の
人
格
を
評
し
、

ま
た
、
饗
庭
篁
村
も
〈
曰
、
翁
は
故
な
く
物
を
う
け
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
作
料
と
て

も
前
金
に
受
取
り
し
事
な
し
〉
と
述
べ
て
い
る
が
、「
金
瓶
梅
潤
筆
の
事
」
に
見
た
通

り
、
馬
琴
に
は
断
り
切
れ
ず
前
金
を
受
け
取
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
以

上
、
こ
れ
ら
の
言
は
や
や
馬
琴
を
称
揚
す
る
こ
と
に
傾
き
す
ぎ
て
い
る
と
い
え
る
。

（
６
）
海
老
井
英
次
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
11
　
芥
川
龍
之
介
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
一
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一
〇
月
）

（
17
）
海
老
井
英
次
「
芥
川
文
学
に
お
け
る
空
間
の
問
題
（
一
）
―
「
戯
作
三
昧
」の
〈
書
斎
〉

と
「
玄
鶴
山
房
」
の
〈
離
れ
〉
―
」（『
文
学
論
輯
』
29
、
一
九
八
三
年
三
月
↓
『
芥
川

龍
之
介
作
品
論
集
成
　
第
６
巻
河
童
・
歯
車 

― 

晩
年
の
作
品
世
界
』
翰
林
書
房
、
宮

坂
覺
・
編
、
一
九
九
九
年
一
二
月
）

（
18
）
平
岡
敏
夫
「『
戯
作
三
昧
』
か
ら
『
地
獄
変
』
へ
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八
一
年

一
二
月
↓
『
芥
川
龍
之
介
　
抒
情
の
美
学
』
大
修
館
書
店
、
一
九
八
二
年
一
一
月
）

を
は
じ
め
、
吉
岡
由
紀
彦
「
芥
川
龍
之
介
「
戯
作
三
昧
」
考 

―
〈
芸
術
〉
＝
〈
人
生
〉

の
モ
メ
ン
ト 

―
」
な
ど
、
お
百
を
〈
下
等
な
世
間
〉
に
属
す
人
物
と
み
な
す
論
稿
は

多
い
。

― 

お
お
に
し
・
ひ
さ
あ
き
、
松
江
工
業
高
等
専
門
学
校
助
教 

―

国
文
学
攷
投
稿
規
定

一
、
本
誌
は
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
の
機
関
誌
と
し
て
、
学
会
員
か
ら
の

投
稿
を
常
時
募
集
し
ま
す
。

一
、
投
稿
論
文
の
採
否
は
、
当
学
会
委
員
よ
り
選
出
さ
れ
た
編
集
委
員
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
編
集
委
員
会
で
決
定
し
ま
す
。

一
、
採
否
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
に
は
一
切
応
じ
ま
せ
ん
。

一
、
投
稿
論
文
は
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
換
算
し
て
四
十
枚
以
内
を
原
則
と

し
ま
す
。

一
、
投
稿
論
文
の
末
尾
に
氏
名
の
ふ
り
が
な
・
所
属
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

一
、
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
で
の
投
稿
の
際
に
は
、
縦
書
き
の
場
合
は
三
〇
字
×
二
一

行
、
横
書
き
の
場
合
は
四
〇
字
×
三
五
行
の
書
式
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

一
、
編
集
の
都
合
上
、
な
る
べ
く
電
子
媒
体
で
の
投
稿
を
お
願
い
し
ま
す
。
そ

の
際
、
使
用
の
機
種
・
ソ
フ
ト
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
必
ず
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
原
稿
の
同
封
を
お
願
い
し
ま
す
。

一
、
論
文
掲
載
の
場
合
、
本
誌
三
部
と
抜
き
刷
り
三
十
部
を
贈
呈
し
ま
す
。
余

分
に
必
要
な
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
お
申
し
出
が
あ
れ
ば
、
実
費
で
お
頒

ち
し
ま
す
。

一
、
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
の
著
作
権
は
、
著
者
に
帰
属
し
ま
す
。
た

だ
し
、
当
学
会
は
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
を
電
子
化
し
、
公
開
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

一
、
投
稿
論
文
の
送
り
先

〒
七
三
九
―
八
五
二
二
　
東
広
島
市
鏡
山
一
―
二
―
三
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