
は
じ
め
に

「
こ
ど
も
の
定
期
」（
初
出
二
〇
〇
〇
年
一
月
号
「
現
代
詩
手
帖
」）
は
、
第

十
三
回
（
平
成
十
七
年
度
）
萩
原
朔
太
郎
賞
を
受
賞
し
た
詩
集
『
心
理
』（
二

〇
〇
五
年
五
月
み
す
ず
書
房
）
の
二
番
目
に
置
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。

荒
川
洋
治
は
一
九
七
六
年
一
一
月
韓
国
国
際
文
化
協
会
の
招
待
で
会
田
綱
雄
、

諏
訪
優
、
吉
原
幸
子
、
清
水
哲
男
、
崔
華
國
ら
と
韓
国
を
訪
問
し
て
お
り
、
釜

山
で
許
萬
夏
に
出
合
い
、
爾
来
交
流
を
続
け
て
い
る
。
ま
た
、
荒
川
は
、
韓
国

に
十
一
回
も
旅
行
し
て
い
る
と
い
う
韓
国
好
き
で
も
あ
る
。「
こ
ど
も
の
定
期
」

は
、
韓
国
近
代
文
学
の
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
李
光
洙

イ
・
グ
ァ
ン
ス

の
学
生
時
代
の
物
語
を
組

み
込
ん
だ
作
品
で
あ
る
。

「
こ
ど
も
の
定
期
」は
、一
行
ず
つ
空
白
を
置
い
た
一
〇
連
パ
ー
ト
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
一
連
、
第
三
連
、
第
一
〇
連
は
、
森
鴎
外
の
「
寒
山
拾
得
」（
大
正
五
年

一
月
「
新
小
説
」）、「
寒
山
拾
得
縁
起
」（
大
正
五
年
一
月
「
新
小
説
」）
に
つ

い
て
語
ら
れ
る
。
第
二
連
、
第
四
連
、
第
六
連
、
第
八
連
は
、
朝
鮮
生
ま
れ
の

作
家
李
光
洙
が
、
明
治
学
院
中
等
部
に
留
学
し
て
い
た
少
年
期
を
、
新
潟
女
子

短
期
大
学
教
授
波
田
野
節
子
が
行
っ
た
講
演
内
容
を
引
き
な
が
ら
述
べ
て
い
る
。

第
五
連
、
第
七
連
、
第
九
連
は
、
都
内
の
Ｏ
Ｌ
岩
間
宏
子
が
「
新
・
新
小
説
」

を
定
期
購
読
す
る
と
い
う
設
定
で
物
語
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
論
で
は
こ
と
ば
の
意
味
の
か
か
わ
り
か
ら
作
品
解
釈
を
行
い
、
韓
国
の

作
家
李
光
洙
の
学
生
時
代
が
描
か
れ
て
い
る
意
図
を
考
察
し
た
い
と
考
え
る
。

一
、
寒
山
拾
得

寒
山
と
拾
得
は
唐
代
の
僧
で
生
没
年
は
不
詳
で
あ
る
が
、「
寒
山
詩
」
を
残

し
た
と
さ
れ
る
。
寒
山
、
拾
得
は
、
中
国
浙
江
の
天
台
山
国
清
寺
に
住
み
、
寅

に
乗
っ
て
衆
僧
を
驚
か
せ
た
と
い
う
禅
僧
豊
干
に
師
事
し
た
。
拾
得
は
豊
干
に

拾
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
名
で
あ
り
、
寒
山
は
、
拾
得
に
残
飯
を
与
え
ら
れ
て
生

活
し
た
。
ま
た
、
寒
山
は
文
殊
、
拾
得
は
普
賢
の
化
身
と
い
わ
れ
、
文
殊
、
普
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賢
は
と
も
に
釈
迦
の
脇
士
で
あ
る
。
寅
に
乗
る
豊
干
、
智
慧
と
し
て
の
経
巻
を

持
つ
寒
山
、
実
践
の
箒
を
持
つ
拾
得
の
瓢
逸
な
姿
は
、
禅
画
の
画
題
に
も
さ
れ

て
き
た
。

森
鴎
外
は
こ
の
不
思
議
な
逸
話
を
も
と
に
し
て
、「
寒
山
拾
得
」
と
「
寒
山

拾
得
縁
起
」
を
書
い
た
。
森
鴎
外
の
「
寒
山
拾
得
」
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

天
台
に
赴
任
し
よ
う
と
す
る
閭
丘
胤
の
も
と
に
乞
食
坊
主
の
豊
干
が
現
れ
、

持
病
の
頭
痛
に
悩
む
閭
の
頭
に
水
を
吹
き
付
け
て
癒
し
た
。
閭
は
大
い
に
敬
服

し
、
こ
れ
か
ら
台
州
に
往
く
の
だ
が
、
逢
い
に
往
っ
て
た
め
に
な
る
よ
う
な
え

ら
い
人
は
い
な
い
か
と
聞
い
た
。
豊
干
は
、
天
台
国
清
寺
に
は
寒
山
、
拾
得
と

い
う
人
物
が
い
る
と
い
っ
て
去
る
。
閭
が
赴
任
し
て
早
々
に
国
清
寺
に
赴
い
て

面
会
を
求
め
る
と
拾
得
は
皿
洗
い
で
、
寒
山
は
拾
得
か
ら
与
え
ら
れ
る
残
飯
で

生
き
る
貧
相
な
小
男
た
ち
で
し
か
な
く
、
決
し
て
高
僧
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

も
、
う
や
う
や
し
く
挨
拶
を
し
た
閭
に
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
衣
を
着
た
寒
山
、
拾
得

は
、
腹
の
底
か
ら
笑
い
出
し
、「
豊
干
が
し
ゃ
べ
っ
た
な
」
と
い
っ
て
逃
げ
だ

し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

こ
の
物
語
は
、
な
ぜ
豊
干
が
寒
山
、
拾
得
を
、
逢
い
に
い
っ
て
た
め
に
な
る

よ
う
な
え
ら
い
人
と
し
て
紹
介
し
た
か
、
寒
山
、
拾
得
が
な
ぜ
閭
の
前
か
ら
逃

げ
出
し
た
の
か
、
彼
ら
は
一
体
何
者
な
の
か
等
、
疑
問
も
多
く
不
可
解
な
も
の

で
あ
る
が
、
高
潔
な
説
諭
も
世
俗
の
こ
と
ば
で
は
充
分
に
伝
え
き
れ
な
い
（
不

立
文
字

（
１
）

）
と
す
る
あ
る
種
禅
問
答
的
作
品
で
あ
る
。

森
鴎
外
の
「
寒
山
拾
得
縁
起
」
は
、「
徒
然
草
に
最
初
の
仏
は
ど
う
し
て
で

き
た
か
と
問
は
れ
て
困
っ
た
と
云
ふ
話
が
あ
っ
た
。
子
供
に
物
を
問
は
れ
て
困

る
こ
と
は
度
々
で
あ
る
。」
と
書
き
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
子
供
に
、
難
し
す

ぎ
て
読
め
る
は
ず
も
な
い
「
寒
山
詩
」
を
買
っ
て
く
れ
と
求
め
ら
れ
た
り
、
寒

山
や
拾
得
と
い
う
人
は
ど
ん
な
人
な
の
か
、
文
殊
が
寒
山
で
、
普
賢
が
拾
得
だ

と
い
う
の
が
解
ら
な
い
と
問
い
た
だ
さ
れ
る
。
語
り
手
は
こ
と
を
わ
け
て
話
そ

う
と
す
る
が
な
か
な
か
理
解
し
て
も
ら
え
ず
、
困
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、「
こ
ど
も
の
定
期
」
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

森
鴎
外
の
「
寒
山
拾
得
」

（
ふ
つ
う
は
、
か
ん
ざ
ん
じ
っ
と
く
と
読
む
が
、
こ
ど
も
は
か
ん
ざ
ん
し

ゅ
う
と
く
、
と
読
む
。
ど
ち
ら
も
正
し
い
で
は
な
い
か
）

は
思
わ
ず
に
っ
こ
り
す
る
よ
う
な
い
い
小
説
だ

そ
れ
で
も
鴎
外
の
こ
ど
も
は

鴎
外
に
質
問
す
る

「
そ
の
寒
山
と
云
人
だ
の
、
そ
れ
と
一
し
ょ
に
ゐ
る
拾
得
と
云
ふ
人
だ
の

は
、
ど
ん
な
人
で
ご
ざ
い
ま
す
」（「
寒
山
拾
得
縁
起
」）

ほ
ん
と
、
ど
ん
な
人
だ
ろ
う

（「
こ
ど
も
の
定
期
」
冒
頭
）

拾
得
が
人
名
で
あ
る
か
ら
当
然
と
さ
れ
て
い
る
が
、
拾
う
こ
と
（
拾
わ
れ
る
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こ
と
）
の
意
味
を
差
し
は
さ
む
、
意
表
を
つ
く
文
言
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
ど

も
の
素
朴
な
こ
と
ば
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
ほ
ん
と
、
ど
ん
な
人
だ
ろ
う
」

と
語
り
手
も
興
味
を
示
し
て
い
る
。

正
確
な
こ
と
を
知
っ
て
い
く
と
　
み
ん
な
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う

鴎
外
は

そ
ん
な
点
に
注
意
し
な
が
ら

自
分
の
部
屋
で

「
寒
山
拾
得
」
を
仕
上
げ
て
い
た

（
三
連
一
行
目
〜
五
行
目
）

「
こ
ど
も
の
定
期
」
の
語
り
手
は
、「
正
確
な
こ
と
を
知
っ
て
い
く
と
み
ん
な

ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
」
と
不
安
を
含
ま
せ
て
い
い
、「
鴎
外
は
／
そ
ん
な
点
に

注
意
し
な
が
ら
／
自
分
の
部
屋
で
／
「
寒
山
拾
得
」
を
仕
上
げ
て
い
た
」
と
述

べ
る
。「
寒
山
拾
得
」
は
、「
心
の
中う
ち

で
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
寒
山
、

拾
得
が
文
殊
も
ん
じ
ゅ

、
普
賢
ふ
げ
ん

な
ら
、
虎
に
騎の

っ
た
豊
干
は
な
ん
だ
ら
う
な
ど
と
、
田
舎
者

ゐ
な
か
も
の

が
芝
居
を
見
て
、
ど
の
役
が
ど
の
俳
優
か
と
思
ひ
惑
ふ
時
の
や
う
な
気
分
に
な

っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。」
と
、
閭
の
卑
俗
な
内
心
を
イ
ロ
ニ
ー
的
に
語
っ
て
い

る
。「
そ
ん
な
点
に
注
意
し
な
が
ら
」
と
は
、
痩
せ
て
見
す
ぼ
ら
し
い
小
男
の

寒
山
、
拾
得
が
何
者
か
、
な
ぜ
閭
の
前
か
ら
逃
げ
出
し
た
の
か
等
を
、
慎
重
に

言
語
外
の
こ
と
ば
と
し
て
読
者
に
あ
ず
け
る
よ
う
に
文
脈
を
仕
上
げ
て
い
た
の

で
あ
る
。

文
豪
の
一
人
、
森
鴎
外
は
　
座
敷
か
ら

逃
げ
よ
う
と
す
る
こ
ど
も
た
ち
に

あ
わ
て
て
云
っ
た

「
寒
山
は
、
経
巻
を
も
つ
。

ホ
ウ
キ
を
も
つ
の
が
拾
得
だ
！
（
と
思
う
、
た
し
か
）

二
つ
を

と
り
ち
が
え
な
い
よ
う
に
」
と
。

（
一
〇
連
一
行
目
〜
七
行
目
）

森
鴎
外
の
「
寒
山
拾
得
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
生
成
さ
れ
た
「
こ
ど
も
の
定

期
」
の
こ
ど
も
は
、
一
人
で
は
な
く
二
人
に
な
っ
て
い
る
。「
寒
山
拾
得
」
の

作
品
を
仕
上
げ
よ
う
と
す
る
矢
先
、
森
鴎
外
は
、（
す
で
に
こ
ど
も
た
ち
が
逃

げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
予
期
し
て
）、
逃
げ
よ
う
と
す
る
こ
ど
も
に
向
か
っ

て
、「「
寒
山
は
、
経
巻
を
も
つ
。
／
ホ
ウ
キ
を
も
つ
の
が
拾
得
だ
！
（
と
思

う
、
た
し
か
）
／
二
つ
を
／
と
り
ち
が
え
な
い
よ
う
に
」
と
。」
と
叫
ん
で
い

る
。
こ
ど
も
た
ち
に
そ
の
こ
と
を
教
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
と
れ
る
が
、

二
人
が
演
じ
よ
う
と
し
て
い
る
役
柄
を
確
認
し
て
い
る
よ
う
に
も
と
れ
る
。

鴎
外
の
「
寒
山
拾
得
」
の
寒
山
と
拾
得
は
、
閭
の
前
か
ら
笑
い
な
が
ら
逃
げ

た
。「
寒
山
拾
得
縁
起
」
の
こ
ど
も
は
、
寒
山
、
拾
得
が
文
殊
、
普
賢
の
化
身
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で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
説
明
に
窮
し
た
あ
げ
く
語
り
手

は
、「
実
は
パ
パ
ァ
も
文
殊
な
の
だ
が
、
ま
だ
誰
も
拝
み
に
来
な
い
の
だ
よ
」

と
い
っ
て
い
る
。「
こ
ど
も
の
定
期
」
の
こ
ど
も
た
ち
は
決
し
て
寒
山
、
拾
得

の
化
身
で
は
な
い
。
し
か
し
、
鴎
外
の
前
か
ら
逃
げ
る
の
は
同
じ
で
あ
り
、
そ

の
行
為
を
通
し
て
二
人
の
こ
ど
も
た
ち
は
、
寒
山
、
拾
得
に
重
ね
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。二

、
李
光
洙
と
い
う
作
家

三
枝
寿
勝
「
近
代
史
を
生
き
た
李
光
洙
」（『
韓
国
文
学
を
味
わ
う
』〈
第
Ⅳ

章
〉
一
九
九
七
年
一
二
月

国
際
交
流
基
金
ア
ジ
ア
セ
ン
タ
ー
）
に
よ
る
李
光

洙
に
つ
い
て
の
履
歴
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
李
光
洙
は
一

八
九
二
年
に
朝
鮮
半
島
北
部
定
州
の
貧
し
い
農
家
に
生
ま
れ
た
。
一
一
歳
の
と

き
両
親
が
疫
病
（
コ
レ
ラ
）
で
急
死
し
、
二
人
の
妹
と
と
も
に
孤
児
と
な
り
親

戚
の
家
を
転
々
と
し
な
が
ら
タ
バ
コ
売
り
を
す
る
な
ど
半
放
浪
生
活
を
送
っ
た
。

東
学
教
徒
に
拾
わ
れ
書
記
に
な
っ
た
。
ソ
ウ
ル
で
日
本
語
教
師
に
な
る
が
、
天

道
教
の
派
遣
で
日
本
に
留
学
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
年
天
道
教
の
分
裂
で
一

時
帰
国
す
る
が
、
翌
年
国
費
留
学
で
再
び
来
日
し
、
一
九
〇
七
年
、
明
治
学
院

普
通
部
三
学
年
に
編
入
し
て
今
度
は
キ
リ
ス
ト
教
と
出
会
う
。
一
九
〇
九
年
小

説
を
書
き
始
め
、
短
編
「
愛
か
」
を
『
白
金
学
報
』
に
発
表
す
る
。
一
九
一
〇

年
明
治
学
院
を
卒
業
し
て
帰
国
し
、
五
山
学
校
に
教
員
と
し
て
赴
任
し
、
最
初

の
妻
と
結
婚
す
る
。
そ
の
後
心
身
共
に
疲
労
困
憊
し
、
ア
メ
リ
カ
ヘ
渡
る
つ
も

り
で
シ
ベ
リ
ア
に
行
く
け
れ
ど
も
第
一
次
大
戦
で
帰
国
す
る
。
一
九
一
五
年
再

度
来
日
し
て
九
月
、
早
稲
田
大
学
高
等
予
科
に
編
入
す
る
。
一
九
一
七
年
一
月

か
ら
長
編
「
無
情
」
を
朝
鮮
総
督
府
機
関
誌
『
毎
日
申
報
』
に
連
載
、
続
い
て

「
開
拓
者
」
を
連
載
す
る
な
ど
朝
鮮
近
代
文
学
の
草
分
け
と
な
る
。
一
九
一
九

年
二
・
八
独
立
宣
言
を
起
草
す
る
な
ど
の
活
動
を
し
、
上
海
に
亡
命
し
て
臨
時

政
府
に
加
わ
る
。
し
か
し
、
一
九
二
一
年
帰
国
し
て
親
日
文
学
者
に
転
向
す

る
。
そ
の
た
め
民
族
反
逆
者
扱
い
を
受
け
る
。
一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争
の
な

か
で
北
朝
鮮
に
連
行
さ
れ
て
行
方
不
明
と
な
る
。
一
九
九
一
年
判
明
し
た
と
こ

ろ
に
よ
る
と
、
一
九
五
〇
年
一
〇
月
北
に
連
行
さ
れ
る
途
中
凍
傷
が
悪
化
し
て

死
亡
し
た
と
さ
れ
る
。

韓
国
に
お
い
て
は
、
李
光
洙
（
号
は
春
園
）
は
韓
国
近
代
小
説
の
父
と
い
わ
れ
、

ほ
と
ん
ど
の
人
が
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
日
本
で
は
『
朝
鮮
近
代
文
学
選
集
１
』

（
二
〇
〇
五
年
一
一
月
平
凡
社
）
に
「
無
情
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
程
度
で
知

る
人
は
少
な
い
。

「
寒
山
拾
得
」
が
書
か
れ
る
一
〇
年
ほ
ど
前
の
、
明
治
四
〇
年

朝
鮮
か
ら
来
た
国
費
留
学
生
・
李
光
洙
（
イ
・
グ
ァ
ン
ス
）

が
先
輩
の
下
宿
に
遊
び
に
来
て
い
た

波
田
野
節
子
の
講
演
「
李
光
洙
と
明
治
学
院
」（「
言
語
文
化
」
一
五
号
）

に
よ
る
と

一
五
歳
の
彼
ら
二
人
は
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ど
う
も
「
抱
き
合
っ
て
寝
て
い
た
」
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

狭
い
部
屋
だ
か
ら
？

う
ん
（
と
李
光
洙
は
、
日
本
人
で
あ
る
ぼ
く
に
答
え
る
）

（
二
連
一
行
目
〜
九
行
目
）

「「
李
光
洙
と
明
治
学
院
」（「
言
語
文
化
」
一
五
号
）」
は
、
一
九
九
三
年
一

〇
月
に
開
催
さ
れ
た
明
治
学
院
大
学
公
開
講
座
「
明
治
学
院
ゆ
か
り
の
文
学
者

た
ち
」
の
第
二
回
の
講
演
記
録
で
あ
る
。
明
治
学
院
は
、
島
崎
藤
村
、
岩
野
泡

鳴
な
ど
多
く
の
学
者
、
作
家
を
生
み
、
ま
た
、
中
国
、
韓
国
か
ら
の
留
学
生
を

受
け
い
れ
、
優
秀
な
人
材
を
輩
出
し
て
き
た
。
公
開
講
座
の
第
一
回
は
「
岩
野

泡
鳴
」
で
、
第
二
回
目
が
日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
韓
国
近
代

小
説
の
父
と
い
わ
れ
る
「
李
光
洙
」
で
あ
っ
た
。
講
演
の
あ
と
の
フ
リ
ー
討
議

の
終
り
あ
た
り
で
波
田
野
は
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。

御
稚
児
さ
ん
で
思
い
出
し
ま
し
た
が
、
後
に
『
林
巨
正
』
と
い
う
長
い

作
品
を
書
い
た
洪
命
憙

ホ
ン
・
ミ
ヨ
ン
ヒ
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
彼
は
明
治
学
院
に
は
来
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
同
時
期
東
京
に
留
学
中
で
、
李
光
洙
の
文
学
の
先
輩
格

で
し
た
。
彼
の
下
宿
に
泊
ま
る
時
は
、
抱
き
合
っ
て
寝
て
い
た
よ
う
で
す
。

上
海
に
い
た
と
き
に
も
彼
は
洪
命
憙
と
会
っ
て
い
る
の
で
す
が
、「
も
う
私

た
ち
は
こ
ど
も
じ
ゃ
な
い
か
ら
昔
み
た
い
に
抱
き
合
っ
て
寝
る
わ
け
に
も

い
か
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
人
た
ち
中

学
校
の
と
き
は
そ
う
い
う
寝
方
を
し
て
い
た
の
か
、
と
逆
に
考
え
ま
し
た
。

（「
言
語
文
化
」
一
五
号
）

洪
命
憙
（
一
八
八
八
年
〜
一
九
六
八
年
）
は
、
一
八
八
八
年
忠
清
北
道
槐

山
、
名
門
豊
山
洪
氏
の
家
に
生
ま
れ
た
。
幼
時
か
ら
漢
学
を
学
び
、
成
長
に
つ

れ
て
中
国
大
河
小
説
、
自
然
主
義
文
学
、
と
く
に
、
ロ
シ
ア
文
学
に
影
響
を
受

け
た
。
ソ
ウ
ル
中
橋
義
塾
を
経
て
日
本
に
留
学
中
、
夏
休
み
に
故
郷
に
帰
っ
て

い
た
が
、
そ
の
時
、
父
の
自
決
を
目
撃
し
て
生
涯
忘
れ
る
こ
と
の
な
い
衝
撃
を

受
け
た
。
父
洪
範
植
は
錦
山
郡
守
で
あ
っ
た
が
、
一
九
一
〇
年
日
本
帝
国
支
配

下
で
の
亡
国
の
悲
報
（
日
韓
併
合
）
を
知
り
、
自
決
し
て
国
と
命
運
を
と
も
に

し
た
の
で
あ
る
。
洪
命
憙
は
伝
統
に
従
っ
て
三
年
の
喪
に
服
し
、
そ
れ
が
明
け

る
と
上
海
、
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
を
放
浪
し
、
帰
国
後
三
・
一
独
立
運
動
に
際
し

て
槐
山
で
の
デ
モ
の
先
頭
に
立
ち
、
逮
捕
さ
れ
て
一
年
半
西
大
門
刑
務
所
で
服

役
し
た
。
そ
の
後
独
立
を
目
指
す
民
族
統
一
戦
線
組
織
で
あ
る
「
新
幹
会
」
結

成
（
一
九
二
七
年
）
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
解
放
後
、
南
北
分
断
の
危
機

に
際
し
て
四
八
年
、
金
日
成
主
席
の
呼
び
か
け
で
南
北
諸
政
党
社
会
団
体
連
席

会
議
に
参
加
し
、
そ
の
ま
ま
北
に
残
り
内
閣
副
首
相
な
ど
の
役
職
に
就
い
た
。

彼
の
著
書
は
、
一
九
二
八
年
一
一
月
か
ら
一
九
三
九
年
三
月
ま
で
「
朝
鮮
日

報
」
に
連
載
し
た
「
林
巨
正
」
な
ど
が
あ
る
。「
こ
ど
も
の
定
期
」
の
李
光
洙

の
先
輩
と
い
う
の
は
、
日
本
に
留
学
（
一
九
〇
六
年
来
日
、
一
九
〇
七
年
〜
一

九
一
〇
年
（
私
立
）
大
成
中
学
校
在
籍
）
し
て
い
た
当
時
の
洪
命
憙
で
あ
る
。
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波
田
野
は
「
洪
命
憙
の
東
京
留
学
時
代
」
で
、
李
光
洙
と
洪
命
憙
の
出
会
い

と
彼
ら
の
下
宿
先
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

旅
館
は
費
用
が
か
さ
む
の
で
、
ま
も
な
く
「
本
郷
の
と
あ
る
旅
館
兼
下

宿
」
に
移
り
、
そ
こ
に
半
年
あ
ま
り
住
ん
で
か
ら
、
そ
の
後
は
日
本
で
で

き
た
友
人
た
ち
と
一
緒
に
一
軒
家
を
借
り
て
住
ん
だ
。
当
時
、
仲
間
と
共

同
で
一
軒
家
を
借
り
て
飯
炊
き
女
を
置
く
の
は
、
留
学
生
だ
け
で
な
く
日

本
人
の
上
京
学
生
に
も
見
ら
れ
た
生
活
形
態
で
あ
る
。
下
宿
に
移
り
住
ん

だ
頃
そ
ろ
そ
ろ
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
に
か
か
り
始
め
て
い
た
洪
命
憙
は
、
女
中

か
ら
同
国
人
が
同
宿
に
い
る
と
聞
い
て
喜
ん
だ
。
そ
れ
が
文
一
平
と
李
光

洙
で
あ
っ
た
。
李
光
洙
の
方
で
も
、「
本
郷
区
元
町
の
玉
眞
館
」
に
住
ん

で
い
た
と
き
に
銭
湯
で
洪
命
憙
に
初
め
て
出
会
っ
た
と
い
う
逸
話
を
、
あ

る
座
談
会
で
語
っ
て
い
る
。
明
治
三
九
年
の
本
郷
区
元
町
は
現
在
の
文
京

区
本
郷
一
、
二
丁
目
の
あ
た
り
で
、
い
ま
は
元
町
公
園
が
そ
の
名
前
を
と

ど
め
て
い
る
。
水
道
橋
を
わ
た
る
と
左
手
が
神
田
区
三
崎
町
（
現
在
の
千

代
田
区
三
崎
町
）
で
、
角
に
洪
命
憙
が
中
学
入
学
準
備
の
た
め
に
通
っ
た

東
洋
商
学
校
が
あ
り
、
も
う
少
し
先
に
大
成
中
学
が
あ
っ
た
。

（「
洪
命
憙
の
東
京
留
学
時
代
」
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
「
新
潟
大
学
言
語
文
化
研
究
」
第
六
号
）

こ
れ
は
洪
命
憙
の
側
で
書
か
れ
た
文
章
で
、
一
九
〇
六
年
入
学
時
の
様
子
で
あ

る
。
洪
命
憙
は
李
光
洙
に
さ
ま
ざ
ま
な
本
を
貸
し
与
え
て
文
学
に
目
を
開
か
せ

た
先
輩
で
あ
る
。
文
一
平
は
の
ち
に
著
名
な
歴
史
学
者
に
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

波
田
野
の
コ
メ
ン
ト
で
、「
こ
の
人
た
ち
中
学
校
の
と
き
は
そ
う
い
う
寝
方

を
し
て
い
た
の
か
、
と
逆
に
考
え
ま
し
た
。」
は
、
奇
妙
な
言
い
回
し
だ
が
、

こ
の
発
言
の
前
に
「
李
光
洙
」
の
ホ
モ
・
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
を
疑
う
発
言
が
あ
っ

た
り
、
稲
垣
足
穂
の
名
や
萩
尾
望
都
の
『
ト
ー
マ
の
心
臓
』
を
引
き
合
い
に
出

し
て
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
中
等
教
育
機
関
の
宿
舎
の
こ
と
に
か
ぎ
ら
ず
、
ど
こ
で

も
起
こ
っ
た
少
年
愛
的
な
も
の
で
は
な
い
か
な
ど
の
意
見
も
出
て
い
た
。

「
こ
ど
も
の
定
期
」
は
、「
狭
い
部
屋
だ
か
ら
？
／
う
ん
（
と
李
光
洙
は
、
日

本
人
で
あ
る
ぼ
く
に
答
え
る
）」
と
、（
ホ
モ
・
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
性
を
認
識
し
な

が
ら
）
あ
え
て
そ
の
こ
と
を
避
け
る
よ
う
な
問
答
で
、
ず
ら
し
な
が
ら
さ
ら
り

と
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
四
連
で
も
、
李
光
洙
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
か

か
わ
る
語
り
は
続
け
ら
れ
る
。

抱
き
合
う
人
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
不
幸
な
こ
と
だ

女
を
抱
か
な
い
と
話
も
で
き
な
い
、
そ
ん
な
男
に
ど
う
し
て
生
ま
れ
た
の
か

李
光
洙
は
日
本
に
来
る
と
早
々
と
女
の
場
所
に
行
き

自
分
の
一
五
歳
を
次
々
に
捨
て
て
い
っ
た

「
お
庭
で
も
み
ま
し
ょ
う
よ
」
と
婦
人
が
い
う
と

廊
下
の
陰
に
か
く
れ
て
多
く
の
男
た
ち
が
眠
っ
て
し
ま
う
よ
う
に

（
四
連
一
行
目
〜
六
行
目
）
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波
田
野
は
、
質
疑
応
答
で
「
李
光
洙
の
名
誉
の
た
め
に
付
け
加
え
ま
す
と
、

自
叙
伝
に
は
、「「
吉
原
に
は
行
っ
た
け
れ
ど
も
、
お
化
け
の
よ
う
な
顔
を
見
て

驚
い
て
帰
っ
て
き
た
」
と
、
書
い
て
あ
り
ま
す
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
講
演
で

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
彼
は
明
治
学
院
に
入
学
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
出
会
い
、
ト

ル
ス
ト
イ
を
知
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
理
想
を
も
っ
て
清
ら
か
な
生
活
を

送
り
た
い
と
、
最
初
は
考
え
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
あ
と
い
ろ
い

ろ
な
本
を
読
ん
で
彼
も
だ
ん
だ
ん
と
考
え
が
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
前
半

に
は
ト
ル
ス
ト
イ
、
木
下
尚
江
、
特
に
木
下
尚
江
の
『
火
の
柱
』
に
は
感

銘
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
ま
が

（
マ
マ
）

、
後
半
に
な
り
ま
す
と
、
自

然
主
義
の
文
学
を
た
く
さ
ん
読
み
、
バ
イ
ロ
ン
に
心
酔
し
た
り
し
て
酒
を

飲
み
、
そ
し
て
「
吉
原
に
も
出
掛
け
た
。
自
分
は
汚
れ
た
」
と
も
書
い
て

い
ま
す
。
こ
の
頃
の
彼
は
快
楽
至
上
主
義
、
本
能
満
足
主
義
と
い
う
言
葉

に
心
酔
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

皆
さ
ん
の
お
手
元
に
お
配
り
し
た
の
は
、『
富
の
日
本
』
と
い
う
雑
誌

に
光
洙
が
李
寶
鏡
と
い
う
名
前
で
投
稿
し
た
作
文
で
す
。「
明
治
学
院
普

通
部
第
五
年
韓
国
留
学
生
李
寶
鏡
」
と
あ
り
、
左
側
に
は
こ
の
時
代
の
李

光
洙
の
写
真
が
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
作
文
を
読
み
ま
す
と
、「
快
楽
は

吾
人
生
存
中
の
最
大
全
体
の
目
的
で
あ
る
」
と
か
、「
快
楽
こ
そ
が
人
間

の
存
在
の
目
的
だ
」
と
か
、「
本
能
を
満
足
さ
せ
る
の
が
よ
い
」
と
い
う

よ
う
な
、
い
か
に
も
高
山
樗
牛
あ
た
り
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
言
辞
を
弄
し

て
お
り
ま
す
。

（「
言
語
文
化
」
一
五
号
）

李
光
洙
は
、
天
道
教
の
派
遣
で
日
本
に
留
学
す
る
が
、
明
治
学
院
に
入
学
し

て
キ
リ
ス
ト
教
に
出
会
う
。
波
田
野
の
講
演
は
、
李
光
洙
の
読
書
遍
歴
と
思
想

的
な
変
化
、
そ
れ
に
と
も
な
う
行
動
と
彼
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
語
る
も
の

で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
純
粋
主
義
か
ら
、
歴
史
・
社
会
的
課
題
を
主
題
と
す

る
ト
ル
ス
ト
イ
へ
向
か
っ
た
と
い
う
。
木
下
尚
江
「
火
の
柱
」
は
、
日
露
戦
争

開
戦
ま
で
の
明
治
後
期
を
舞
台
に
清
廉
な
主
人
公
篠
田
長
二
が
、
警
察
の
ス
パ

イ
の
陰
謀
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
る
物
語
で
あ
る
。
篠
田
長
二
は
、
キ
リ
ス
ト
教

社
会
主
義
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
李
光
洙
の
読
ん
だ
バ
イ
ロ
ン
は
、「
チ
ャ
イ

ル
ド
＝
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
」
な
ど
の
作
品
が
あ
り
、
愛
と
苦
悩
の
詩
人
と
し
て

も
知
ら
れ
て
い
る
。
波
田
野
は
、
明
治
学
院
時
代
の
記
述
の
な
か
か
ら
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
文
言
を
抽
出
し
て
、
文
学
の
影
響
と
当
時
の
彼
の
心

理
状
況
を
対
応
さ
せ
て
語
っ
て
い
る
。

「
言
語
文
化
」
一
五
号
で
は
、
後
半
の
討
議
の
な
か
で
、
李
光
洙
の
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
に
か
か
わ
つ
て
さ
ら
に
追
求
さ
れ
る
。
天
沢
退
二
郎
は
、
次
の
よ

う
に
質
問
す
る
。

『
愛
か
』
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
折
口
信
夫
と
比
較
で
き
る
と
い
う
こ
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と
を
言
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
少
年
愛
の
小
説
と
言
え
る
も
の

で
す
が
。『
口
笛

（
マ
マ
）』

な
ど
初
期
の
い
く
つ
か
の
短
編
で
も
少
年
愛
の
テ
ー

マ
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
折
口
信
夫
の
場
合
に
は
ホ
モ
・
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
生
涯
を
通
じ
て
あ
る
わ
け
で
す
が
、
李
光
洙
の
場
合
に

も
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

（「
言
語
文
化
」
一
五
号
）

と
の
問
い
に
、
波
田
野
は
「
こ
の
『
愛
か
』
を
一
番
最
初
に
発
掘
さ
れ
た
の

は
大
村
先
生
で
す
が
、
…
…
」
と
い
い
淀
み
、
四
方
田
犬
彦
が
「
こ
れ
か
ら
研

究
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
で
す
ね
」
と
口
を
は
さ
む
。
そ
し
て
、
波
田
野

は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

必
ず
し
も
彼
に
は
そ
う
い
う
性
向
が
あ
っ
た
と
い
う
気
は
し
な
い
の
で

す
が
…
…
作
品
に
あ
ら
わ
れ
て
る
か
ど
う
か
も
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
も

し
、
本
当
に
そ
う
い
う
性
向
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
的
な
制
約
が
強

け
れ
ば
な
お
さ
ら
作
品
に
は
出
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
か
わ
り
に
近
代
的
な
恋
愛
小
説
を
た
く
さ
ん
書
い
た
、
と
逆
に

考
え
る
と
こ
わ
い
で
す
が
（
笑
）。
作
品
で
は
『
愛
か
』
だ
け
だ
と
思
い

ま
す
。
た
だ
、
そ
う
言
わ
れ
て
み
ま
す
と
、
例
え
ば
丹
齋
（
申
采
浩
）
と

い
う
思
想
家
は
最
後
ま
で
思
想
を
曲
げ
ず
、
獄
中
死
し
た
人
で
す
が
、
そ

の
人
の
こ
と
を
李
光
洙
は
「
私
は
彼
を
本
当
に
愛
し
て
い
た
、
恋
人
の
よ

う
に
心
か
ら
愛
し
て
い
た
」
と
あ
る
回
想
記
に
書
い
て
い
ま
す
。
こ
う
い

う
ふ
う
に
書
く
の
か
な
、
と
回
想
文
を
読
み
な
が
ら
驚
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
。

（「
言
語
文
化
」
一
五
号
）

波
田
野
は
、
李
光
洙
の
ホ
モ
・
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
だ
け

で
断
定
は
し
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
作
品
資
料
の
な
か
で
語
ろ
う
と
す
る
。

作
品
に
表
れ
て
い
る
と
し
た
ら
『
愛
か
』
で
あ
り
、
丹
齋
（
申
采
浩
）
に
つ
い

て
の
記
述
も
あ
る
が
、
表
現
上
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
と
こ
の
件
に
つ
い
て
は

断
定
を
避
け
て
い
る
。「
こ
ど
も
の
定
期
」
は
、「
正
確
な
こ
と
を
知
っ
て
い
く

と
み
ん
な
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
」（
三
連
一
行
目
）
と
、
戸
惑
い
を
見
せ
る
。

「
言
語
文
化
」
一
五
号
の
参
加
者
た
ち
は
不
明
な
こ
と
に
つ
い
て
学
問
的
興
味

を
示
す
が
、「
こ
ど
も
の
定
期
」
の
語
り
は
、
か
り
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て

も
「
狭
い
部
屋
だ
か
ら
？
」
と
避
け
て
い
る
。「
正
確
な
こ
と
を
知
っ
て
い
く

と
み
ん
な
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
文
言
は
、
む
し
ろ
、
第
一
連
九
行
目

（
寒
山
、
拾
得
と
は
）「
ほ
ん
と
、
ど
ん
な
人
だ
ろ
う
」
と
つ
な
が
り
、
寒
山
、

拾
得
が
単
な
る
貧
し
く
貧
相
な
小
男
た
ち
以
外
の
何
者
で
も
な
か
っ
た
と
か
、

ま
た
、
文
殊
、
普
賢
の
化
身
で
あ
る
と
か
判
明
し
て
し
ま
う
こ
と
を
懸
念
す
る

こ
と
に
移
行
し
て
い
る
。
李
光
洙
は
、
謎
め
い
た
生
い
た
ち
を
も
ち
、
日
本
の

中
学
校
、
大
学
に
通
い
、『
無
情
』
で
文
学
界
に
躍
り
出
て
朝
鮮
独
立
運
動
に

挺
身
し
、
の
ち
に
親
日
派
と
し
て
世
間
か
ら
民
族
の
「
傷
口
」
と
い
う
汚
名
を
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被
せ
ら
れ
、
忽
然
と
消
え
た
人
物
で
あ
る
。
キ
ム
ヒ
ョ
ン
と
い
う
研
究
者
は
、

こ
の
こ
と
を
「
李
光
洙
は
触
れ
れ
ば
触
れ
る
ほ
ど
に
血
の
噴
き
出
す
民
族
の
傷

口
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
あ
、
そ
れ
か
ら
！
」
と
李
の
友
人
は

白
金
の
坂

（
２
）

を
お
い
か
け
て
来
て
い
う

日
本
は
い
ま
わ
し
い
が

ぼ
く
は
ぼ
く
の
い
る
い
ま
の
日
本
を
少
し
ず
つ
だ
い
じ
に

思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
よ

ぼ
く
は
ぼ
く
と
い
う
、
こ
ど
も
を

こ
の
国
に
捧
げ
た
の
だ
か
ら

で
も
あ
の
濃
い
み
そ
汁
だ
け
は
な
ん
と
も
　
と
笑
い

笑
顔
の
半
分
を
た
や
す
く
夕
日
に
あ
て
た

（
八
連
一
行
目
〜
九
行
目
）

八
連
の
文
言
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
場
面
で
あ
る
。
韓
国
の
人
々
の
心

情
を
よ
く
知
る
荒
川
で
あ
る
が
、
李
の
友
人
に
こ
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
。

洪
命
憙
の
父
洪
範
植
は
日
韓
併
合
に
対
し
て
自
決
し
、
洪
命
憙
は
三
年
の
喪
に

服
し
、
後
に
北
朝
鮮
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
日
本
人
の
韓
国
、
朝
鮮

の
支
配
意
識
の
残
酷
さ
に
対
す
る
心
情
を
「
日
本
は
い
ま
わ
し
い
」
と
い
う
文

言
で
表
現
し
て
い
る
。
一
方
「
ぼ
く
は
ぼ
く
と
い
う
、
こ
ど
も
を
／
こ
の
国
に

捧
げ
た
の
だ
か
ら
／
で
も
あ
の
濃
い
み
そ
汁
だ
け
は
な
ん
と
も
　
と
笑
い
／
笑

顔
の
半
分
を
た
や
す
く
夕
日
に
あ
て
た
」
と
抒
情
的
場
面
を
沿
わ
せ
て
語
ら
せ

て
い
る
。
洪
命
憙
は
日
本
の
学
校
で
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
が
、
彼
の
人
生
を

重
ね
る
と
大
き
な
齟
齬
が
生
じ
る
。
洪
命
憙
の
当
時
の
日
本
に
た
い
す
る
怨
恨

は
、
そ
の
よ
う
に
日
本
人
が
考
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

李
光
洙
も
後
期
、
親
日
派
に
転
向
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
世
間
か
ら
民
族
の
「
傷

口
」
と
い
う
汚
名
を
被
せ
ら
れ
た
心
情
は
複
雑
な
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

だ
が
、
李
光
洙
の
友
人
が
洪
命
憙
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
ま
た
、「
こ

ど
も
の
定
期
」
は
個
人
の
履
歴
や
歴
史
を
語
る
散
文
で
は
な
く
、
李
光
洙
も
友

人
も
あ
く
ま
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
の
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
韓
の
軋
轢

が
解
消
す
る
こ
と
を
願
う
方
向
の
作
品
で
も
あ
る
。「
笑
顔
の
半
分
を
た
や
す

く
夕
日
に
あ
て
た
」
か
ら
は
、
民
族
の
痛
い
心
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
こ
ど
も
の
定
期
」
の
「
寒
山
拾
得
」
の
物
語
が
森
鴎
外
の
「
寒
山
拾
得
」

と
「
寒
山
拾
得
縁
起
」、
李
光
洙
の
物
語
が
波
田
野
節
子
の
講
演
「
李
光
洙
」

（「
言
語
文
化
」
一
五
号
）
を
も
と
に
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
都
内
に
住
む

Ｏ
Ｌ
の
岩
間
宏
子
の
物
語
は
、
文
献
に
も
と
づ
か
ず
現
代
の
社
会
状
況
を
基
礎

に
し
た
作
家
独
自
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

都
内
Ｏ
Ｌ
、
岩
問
宏
子
は
思
い
立
っ
て

平
成
一
二
年
の
五
月
か
ら
、「
新
・
新
小
説
」
の
定
期
購
読
を
は
じ
め
た
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あ
る
月
の
「
新
・
新
小
説
」
に
お
も
し
ろ
い
記
事
が
の
っ
た
た
め
だ

こ
の
雑
誌
を
続
け
て
よ
み
た
い
が

い
つ
も
い
つ
も
書
店
に
来
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

彼
は
わ
た
し
が
書
店
に
入
る
と
わ
た
し
の
ス
カ
ー
ト
を
ひ
っ
ぱ
る
し
で

な
か
な
か
「
人
間
に
つ
い
て
の
本
来
の
行
動
を
と
れ
な
い
」

そ
れ
で
「
女
性
が
」
確
実
に
入
手
す
る
に
は

定
期
購
読
し
か
な
い
と
思
っ
た
の
だ

昼
休
み
に
郵
便
局
へ
購
読
料
を
振
込
み
に
で
か
け
る
の
は
手
間
だ
が

（
彼
は
わ
た
し
が
郵
便
局
へ
行
こ
う
と
す
る
と
パ
ン
ツ
を
ひ
っ
ぱ
る
の
だ
）

定
期
購
読
を
し
て
み
る
と
、
次
々
に
い
い
こ
と
が
起
こ
っ
た

あ
の
よ
う
に
　
毎
月
確
実
に
訪
れ
る
の
で
安
心
だ
し

封
筒
を
切
る
お
り
の
感
じ
も
平
ら
な
坂
を
降
り
て
い
る
よ
う
で
こ
こ
ち
よ
い

「
あ
な
た
の
期
限
は
来
た
る
四
月
に
切
れ
ま
す
。
引
き
続
き
の
ご
購
読
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
」
と
あ
り

自
分
が
忘
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
、
と
感
じ
る
ひ
と
と
き
は
濃
厚
な
み
そ
汁

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

（
五
連
一
行
目
〜
一
八
行
目
）

「
都
内
の
Ｏ
Ｌ
、
岩
間
宏
子
は
思
い
立
っ
て
平
成
一
二
年
の
五
月
か
ら
「
新
・

新
小
説
」
の
定
期
購
読
を
は
じ
め
た
」（
四
連
一
行
目
〜
二
行
目
）
と
あ
る
。

森
鴎
外
の
「
寒
山
拾
得
」
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
は
「
新
小
説
」
で
あ
る
。「
新
・

新
小
説
」
と
い
う
雑
誌
は
な
く
、
森
鴎
外
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
「
新
小
説
」

を
現
代
に
位
置
づ
け
る
た
め
「
新
・
新
小
説
」
と
し
て
い
る
。

岩
間
宏
子
が
そ
の
雑
誌
を
読
み
は
じ
め
た
動
機
は
興
味
を
ひ
く
記
事
が
あ
っ

た
た
め
で
、
彼
女
は
こ
の
雑
誌
を
続
け
て
読
み
た
い
と
思
っ
た
。
だ
が
、
岩
間

宏
子
は
「
新
・
新
小
説
」
を
入
手
す
る
に
は
「
彼
は
わ
た
し
が
書
店
に
入
る
と

わ
た
し
の
ス
カ
ー
ト
を
ひ
っ
ぱ
る
し
で
」（
五
連
六
行
目
）、「（
彼
は
わ
た
し
が

郵
便
局
へ
行
こ
う
と
す
る
と
パ
ン
ツ
を
ひ
っ
ぱ
る
の
だ
）」（
五
連
一
一
行
目
）

と
い
う
彼
の
誘
惑
か
ら
遠
ざ
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
女
は
確
実
に
入
手

す
る
に
は
定
期
購
読
す
る
以
外
に
な
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
彼
」

と
い
う
人
物
は
岩
間
宏
子
に
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
人
物
で
あ
り
、
卑
猥
で
滑
稽

な
場
面
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。「
彼
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
比
喩
の
よ
う
で

あ
る
が
、
明
確
な
指
示
対
象
は
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
現
代
は
欲
望
が
ひ
し
め

い
て
お
り
、
消
費
の
時
代
で
あ
る
。
彼
女
を
人
間
に
つ
い
て
の
本
来
の
行
動
、

文
化
的
楽
し
み
に
向
か
わ
せ
な
い
刺
激
、
誘
惑
は
至
る
所
に
存
在
す
る
。
ス
カ

ー
ト
、
パ
ン
ツ
と
い
う
洋
服
類
、〈
パ
ン
ツ
を
下
着
と
と
る
な
ら
下
着
類
〉
に

目
を
向
け
さ
せ
る
刺
激
的
販
売
競
争
が
あ
る
。
購
買
欲
を
そ
そ
る
誘
惑
で
あ

る
。
彼
女
は
定
期
購
読
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
誘
惑
に
煩
わ
さ
れ

る
こ
と
な
く
確
実
に
「
新
・
新
小
説
」
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。大

衆
の
一
人
、
岩
間
宏
子
は
「
新
・
新
小
説
」
新
年
号
を
手
に
し

― 22―



印
刷
も
ま
あ
た
ら
し
い
「
寒
山
拾
得
」
を
読
む

山
寺
の
二
人
、
あ
ら
わ
れ
方
、
か
わ
い
い
な
あ
、
ふ
ふ
と

わ
ら
い
、
定
期
購
読
は
こ
の
点
で
も
よ
か
っ
た
わ
と
思
う

（
山
な
か
の
長
い
坂
道
を
歩
く
よ
う
に
）

（
七
連
一
行
目
〜
五
行
目
）

定
期
購
読
は
、
彼
女
を
満
足
さ
せ
、
楽
し
み
を
与
え
た
。
彼
女
を
単
に
無
名

の
大
衆
の
一
人
と
し
て
で
は
な
く
、「
引
き
続
き
の
ご
購
読
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
」
と
彼
女
の
存
在
を
大
切
に
扱
っ
て
く
れ
る
。
森
鴎
外
の
「
寒
山
拾
得
」

の
内
容
は
、
正
確
に
理
解
で
き
な
い
が
、「
山
寺
の
二
人
、
あ
ら
わ
れ
方
、
か

わ
い
い
な
あ
、
ふ
ふ
ふ
と
」
一
人
坂
を
降
り
る
よ
う
に
若
い
現
代
女
性
風
に
読

み
進
ん
で
い
く
と
、
し
あ
わ
せ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
女
は
自
身
の

自
由
の
猶
予
期
間
、
若
さ
で
売
り
込
め
る
魅
力
の
期
限
を
四
月
ま
で
と
考
え
て

い
る
。
そ
れ
ま
で
の
間
、「
誰
か
が
追
い
か
け
て
き
て
な
に
か
を
述
べ
る
こ
と

も
あ
る
」
と
期
待
す
る
が
、
四
月
ま
で
と
い
う
期
限
を
考
え
る
と
ぐ
っ
た
り
と

疲
労
を
催
す
の
で
あ
る
。
現
代
は
消
費
的
経
済
社
会
で
あ
り
、
女
性
の
若
さ
に

魅
力
の
価
値
を
置
く
一
方
、
独
身
女
性
を
一
人
前
と
認
め
よ
う
と
し
な
い
社
会

で
も
あ
る
。
岩
間
宏
子
は
現
代
社
会
に
生
き
る
孤
独
な
女
性
の
姿
で
あ
り
、
そ

の
あ
り
方
を
イ
ロ
ニ
ー
を
添
え
て
表
現
し
て
い
る
。

七
連
冒
頭
の
「
大
衆
の
一
人
、
岩
間
宏
子
は
」
と
い
う
文
言
と
、
一
〇
連
冒

頭
の
「
文
豪
の
一
人
、
森
鴎
外
は
」
は
対
応
し
て
お
り
、
七
連
五
行
目
の
「
坂

道
」
は
、
李
光
洙
が
友
人
と
別
れ
る
場
面
六
連
四
行
目
の
「
白
金
台
の
坂
」
と

対
応
し
て
お
り
、
森
鴎
外
の
「
寒
山
拾
得
」
の
物
語
、
李
光
洙
の
物
語
に
重
ね

ら
れ
て
い
る
。
岩
間
宏
子
の
物
語
は
「
寒
山
拾
得
」
の
物
語
、
李
光
洙
の
物
語

を
、
現
代
に
引
き
寄
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

三
、
こ
ど
も
の
定
期

「
こ
ど
も
の
定
期
」
は
、
森
鴎
外
の
「
寒
山
拾
得
」、「
寒
山
拾
得
縁
起
」
に

ま
つ
わ
る
物
語
と
、
李
光
洙
が
日
本
に
留
学
し
て
い
た
少
年
時
代
の
物
語
、
そ

し
て
、「
新
・
新
小
説
」
の
読
者
と
い
う
現
代
の
都
内
の
Ｏ
Ｌ
岩
間
宏
子
の
物

語
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

森
鴎
外
の
「
寒
山
拾
得
」、「
寒
山
拾
得
縁
起
」
に
ま
つ
わ
る
物
語
と
、
李
光

洙
が
日
本
に
留
学
し
て
い
た
少
年
時
代
の
物
語
の
意
味
を
結
ぶ
も
の
の
一
つ
は
、

寒
山
拾
得
の
正
体
の
不
明
確
さ
で
あ
り
、
李
光
洙
と
そ
の
先
輩
で
あ
る
洪
命
憲

と
の
間
に
ホ
モ
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
っ
た
か
、
な
か
っ
た
か
の
不
明
確

さ
で
あ
る
。
ま
た
、「（
ふ
つ
う
は
、
か
ん
ざ
ん
じ
つ
と
く
と
読
む
が
、
こ
ど
も

は
か
ん
ざ
ん
し
ゅ
う
と
く
、
と
読
／
　
む
。
ど
ち
ら
も
正
し
い
で
は
な
い
か
）」

（
一
連
二
行
目
〜
三
行
目
）
と
い
う
こ
と
ば
と
李
光
洙
の
物
語
中
の
「
日
本
で

は
拾
得
は
「
し
ゅ
う
と
く
」
で
は
な
く
「
じ
っ
と
く
」
で
あ
る
と
思
い
な
が

ら
」（
五
連
七
行
目
）
と
い
う
語
句
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
拾
得
の
名
は
豊
干

に
拾
わ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
が
、
李
光
洙
は
東
学
教
徒
に
拾
わ
れ
て

の
ち
日
本
に
留
学
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
終
結
部
で
は
、
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人
物
が
と
も
に
ぐ
ら
つ
き
な
が
ら
品
川
方
面
に
向
か
う
の
で
あ
る
。

寒
山
拾
得
が
、
文
殊
普
賢
の
化
身
で
あ
る
よ
う
に
、
李
光
洙
、
洪
命
憙
が
寒

山
拾
得
で
あ
る
と
は
決
し
て
い
え
な
い
。
し
か
し
森
鴎
外
の
「
寒
山
拾
得
」、

「
寒
山
拾
得
縁
起
」
に
ま
つ
わ
る
物
語
は
、
李
光
洙
と
洪
命
憙
の
少
年
時
代
の

物
語
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

三
つ
の
物
語
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。
寒
山
、
拾
得
は
、

「
寒
山
詩
」
を
残
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
実
態
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
文
殊
、

普
賢
の
化
身
と
い
う
が
、
寒
山
、
拾
得
は
世
俗
の
な
か
で
生
き
る
姿
を
通
し
て

釈
迦
の
教
え
を
説
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
寒
山
、
拾
得
は
あ
ま
り
に
世
俗

的
な
姿
で
あ
る
た
め
、
時
に
森
鴎
外
の
「
寒
山
拾
得
縁
起
」
の
語
り
手
の
こ
と

ば
の
、「
実
は
パ
パ
ァ
も
文
殊
な
の
だ
が
、
ま
だ
誰
も
拝
み
に
来
な
い
の
だ
よ
」

の
よ
う
に
、
軽
く
こ
と
ば
に
乗
せ
ら
れ
た
り
も
す
る
。「
こ
ど
も
の
定
期
」
は
、

李
光
洙
の
物
語
を
主
軸
に
し
て
お
り
、「
寒
山
拾
得
」
の
物
語
は
、
俗
習
に
と

ら
わ
れ
ず
、
屈
託
な
く
お
お
ら
か
な
生
き
る
姿
を
李
光
洙
、
洪
命
憙
に
投
影
し

て
い
る
。

「
こ
ど
も
の
定
期
」
の
鴎
外
か
ら
逃
げ
出
し
た
こ
ど
も
は
、
定
期
券
を
見
て
、

自
分
が
拾
得
で
あ
る
こ
と
を
、「
じ
っ
と
く
？
？
」
と
「
し
ゅ
う
と
く
」
と
読

ん
だ
こ
と
と
重
ね
て
不
思
議
が
る
。
品
川
方
向
に
少
し
ぐ
ら
つ
き
な
が
ら
歩
く

と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
ま
た
、「
こ
ど
も
の
定
期
」
は
、
期
限
と
い
う
観
念
で
結

ば
れ
て
い
る
。
李
光
洙
が
日
本
の
学
校
で
お
お
ら
か
に
生
き
る
の
は
こ
ど
も
時

代
で
あ
る
。
都
内
Ｏ
Ｌ
の
岩
間
宏
子
が
「
新
・
新
小
説
」
な
ど
を
楽
し
ん
だ
り

す
る
独
身
生
活
は
ま
だ
魅
力
の
あ
る
四
月
ま
で
で
、
そ
の
う
ち
結
婚
す
る
か
も

し
れ
な
い
。

李
光
洙
は
こ
ど
も
の
時
東
学
教
徒
に
拾
わ
れ
て
日
本
に
留
学
し
た
。
洪
命
憙

と
い
う
秀
才
と
め
ぐ
り
あ
っ
て
文
学
に
目
覚
め
た
。
か
れ
ら
は
当
時
の
日
本
の

厳
し
い
偏
見
の
な
か
で
も
お
お
ら
か
に
学
園
で
の
青
春
を
送
っ
た
。
学
業
を
身

に
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
し
文
学
も
学
ん
だ
。
同
国
人
に
限
ら
ず
、
日
本
人
、

中
国
人
の
親
友
た
ち
と
も
深
く
交
わ
っ
た
。
寒
山
拾
得
の
よ
う
に
瓢
々
と
智
と

実
践
に
生
き
た
の
で
あ
る
。
先
輩
の
洪
命
憙
が
白
金
の
坂
を
追
い
か
け
て
き
て

「
日
本
は
い
ま
わ
し
い
が
／
ぼ
く
は
ぼ
く
の
い
る
い
ま
の
日
本
を
／
少
し
ず
つ

だ
い
じ
に
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
よ
／
ぼ
く
は
ぼ
く
と
い
う
、
こ
ど
も
を
／
こ

の
国
に
捧
げ
た
の
だ
か
ら
／
で
も
あ
の
濃
い
み
そ
汁
だ
け
は
な
ん
と
も
　
と
笑

い
／
笑
顔
の
半
分
を
た
や
す
く
夕
日
に
あ
て
た
」（
八
連
三
行
目
〜
九
行
目
）

と
語
っ
て
い
る
。
洪
命
憙
は
、
日
本
の
優
位
意
識
の
強
い
当
時
の
日
本
で
あ
っ

て
も
、
か
け
が
え
の
な
い
青
春
の
数
年
間
を
過
ご
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
し

で
も
好
感
を
持
つ
よ
う
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
李
光
洙
や
洪
命

憙
の
「
こ
ど
も
の
定
期
」
の
期
限
は
一
九
一
〇
年
ま
で
で
あ
っ
た
。
李
光
洙
、

洪
命
憙
は
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
数
奇
な
運
命
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。

「
こ
ど
も
の
定
期
」
は
、
大
人
に
な
る
直
前
の
人
物
の
挿
話

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
成
り
立
っ
て

い
る
。
こ
ど
も
の
期
間
〈
青
年
期
〉
は
、
驚
異
的
成
長
を
と
げ
る
貴
重
な
期
間

で
あ
る
。
都
内
の
Ｏ
Ｌ
岩
間
宏
子
は
誘
惑
を
排
し
て
「
新
・
新
小
説
」
を
定
期

購
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
に
つ
い
て
の
本
来
の
行
動
を
経
験
し
た
。
朝
鮮
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か
ら
の
留
学
生
李
光
洙
や
そ
の
友
人
は
学
園
生
活
で
熱
心
に
学
習
し
て
優
秀
な

成
績
を
お
さ
め
た
し
、
多
く
の
友
人
と
交
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。
寒
山
拾
得
は

深
遠
な
理
念
を
現
実
的
な
生
活
に
飄
逸
な
形
で
具
現
す
る
物
語
で
あ
る
。
か
れ

ら
は
と
も
に
あ
る
が
ま
ま
の
姿
で
素
朴
に
こ
ど
も
時
代
を
過
ご
す
。
あ
る
が
ま

ま
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
こ
ど
も
の
特
権
で
あ
り
、
人
間
に
と
っ
て
か

け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
こ
ど
も
の
定
期
」
の
登
場
人
物
た
ち
の
物
語
は
、
坂
道
を
降
り
る
際
に
躊

躇
い
を
示
す
よ
う
に
少
し
ぐ
ら
つ
く
と
こ
ろ
で
終
わ
つ
て
い
る
。
現
代
の
大
衆

的
な
読
者
の
岩
間
宏
子
の
物
語
も
坂
道
を
降
り
る
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
。

李
光
洙
、
寒
山
、
拾
得
、
あ
る
い
は
森
鴎
外
と
い
っ
た
固
有
名
詞
が
も
つ
物
語

は
歴
史
の
な
か
に
茫
漠
と
広
が
っ
て
い
る
。
鴎
外
の
寒
山
拾
得
は
文
殊
と
普
賢

の
影
を
引
い
て
い
た
。「
こ
ど
も
の
定
期
」
の
鴎
外
の
こ
ど
も
た
ち
は
寒
山
拾

得
を
な
ぞ
る
よ
う
に
生
成
さ
れ
て
い
た
し
、
李
光
洙
と
、
そ
の
先
輩
の
洪
命
憙

に
あ
わ
く
重
ね
ら
れ
て
い
た
。「
正
確
な
こ
と
を
知
っ
て
い
く
と
み
ん
な
ど
う

な
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
文
言
を
開
い
て
い
く
と
、
際
限
な
い
広
が
り
が
見
え

て
く
る
。
そ
の
後
か
れ
ら
は
〈
こ
ど
も
〉
で
は
な
く
李
光
洙
や
洪
命
憙
と
し
て

生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

彼
ら
の
物
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
履
歴
を
な
ぞ
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
彼
ら
の

作
品
や
行
動
の
評
価
は
生
成
さ
れ
て
い
く
。
李
光
洙
は
、
日
本
で
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
な
い
が
、
韓
国
近
代
文
学
の
祖
と
し
て
広
く
読
ま
れ
て
い
く
だ
ろ

う
。
韓
国
で
は
名
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
後
期
の
親
日
的
傾
向
の
た
め
複
雑
な

国
民
感
情
を
呼
び
起
こ
す
存
在
で
あ
る
。
キ
ム
ヒ
ョ
ン
と
い
う
研
究
者
は
、「
李

光
洙
は
触
れ
れ
ば
触
れ
る
ほ
ど
に
血
の
噴
き
出
す
民
族
の
傷
口
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
評
価
も
歴
史
の
な
か
で
変
わ
っ
て
い
く
か
も
知
れ
な

い
。
固
有
名
詞
が
持
つ
深
遠
さ
で
あ
る
。

「
こ
ど
も
の
定
期
」
は
九
〇
年
も
前
の
李
光
洙
の
学
生
時
代
の
物
語
で
あ
る

が
、
岩
間
宏
子
と
い
う
無
名
の
森
鴎
外
読
者
に
よ
っ
て
現
代
に
引
き
寄
せ
ら
れ

た
。
日
本
は
現
在
な
お
硬
直
し
た
北
朝
鮮
と
の
関
係
が
あ
り
、
韓
国
に
も
充
分

に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
最
も
近
い
国
で
あ
り
な
が
ら
朝
鮮
半
島

を
め
ぐ
る
日
本
の
抱
え
る
課
題
は
重
い
。

註（
１
）
禅
の
思
想
は
、
不
立
文
字
、
教
外
別
伝
、
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
の
概
念
で
示
さ

れ
、
他
か
ら
教
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
善
悪
、
美
醜
、
幸
不
幸
、
真
偽
、
有
無

な
ど
、
一
元
的
価
値
判
断
に
と
ら
わ
れ
ず
、
教
典
以
外
に
真
理
が
存
在
し
、
悉
有
仏

性
の
真
実
が
あ
り
、
自
己
の
内
に
目
覚
め
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

（
２
）
坂
、
坂
道
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
洪
命
憙
が
東
京
に
住
ん
だ
の
は
本
郷
区
元
町
（
現

在
の
文
京
区
本
郷
一
―
二
丁
目
）
の
玉
眞
館
で
あ
っ
た
。
水
道
橋
を
わ
た
る
と
左
手

が
神
田
区
三
崎
町
（
現
在
の
千
代
田
区
三
崎
町
）
で
、
角
に
東
洋
商
学
校
が
あ
り
、

も
う
少
し
先
に
大
成
中
学
が
あ
っ
た
。
李
光
洙
も
中
学
入
学
準
備
の
た
め
、
東
洋
商

学
校
に
通
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
、「
こ
ど
も
の
定
期
」
の
場
面
設
定
は
、〈
明
治
学
院
中
等
部
留
学
生
・
李
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光
洙
は
友
人
の
下
宿
を
出
て
／
白
金
台
の
坂
を
降
り
る
平
ら
な
と
こ
ろ
で
／
少
し
ぐ
ら

つ
く
よ
う
に
し
て
品
川
の
方
角
に
向
か
っ
た
〉（
六
連
三
行
目
）
と
し
て
い
る
。
白
金

台
に
は
日
吉
坂
や
日
東
坂
が
あ
る
が
、
明
治
学
院
前
を
通
る
桑
原
坂
（
白
金
台
一
丁

目
か
ら
三
丁
目
の
間
）
あ
た
り
と
推
察
さ
れ
る
。
桑
原
坂
を
さ
ら
に
南
に
向
か
う
と

品
川
で
あ
る
。

―
よ
し
だ
・
た
か
し
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
―

― 26―




