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近
頃
は
大
分
方
々
の
雑
誌
か
ら
談
話
を
し
ろ
し
ろ
と
責
め
ら
れ
て
、
頭
が

が
ら
ん
胴
に
な
っ
た
か
ら
、
当
分
品
切
れ
の
看
板
で
も
懸か
け
た
い
く
ら
い
に

思
っ
て
い
ま
す
。
現
に
今
日
も
一
軒
断
わ
り
ま
し
た
。
向
後
日
本
の
文
壇
は

ど
う
変
化
す
る
か
な
ど
と
い
う
大
問
題
は
な
か
な
か
分
り
に
く
い
。
い
わ
ん

や
二
三
日
前
ま
で
『
文﹅
学﹅
評﹅
論﹅
』
の
訂
正
を
し
て
い
て
、
頭
が
痺しび
れ
た
よ
う

に
疲
れ
て
い
る
か
ら
、 
早  
速 

さ
っ
そ
く

に
分
別
も
浮
び
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
似
寄
っ
た

事
を
せ
ん
だ
っ
て
ご
く
簡
略
に
『
秀﹅
才﹅
文﹅
壇﹅
』
の
人
に
話
し
て
し
ま
っ
た
。

あ
い
に
く
こ
の
方
面
も
種
切
れ
で
す
。
が
、
ま
あ
せ
っ
か
く
だ
か
ら
　
　
い

つ
お
い
で
に
な
っ
て
も
、
私
の
談
話
が
御
役
に
立
っ
た
試
が
な
い
よ
う
だ
か

ら
　
　
つ
ま
ら
ん
事
で
も
責
任
逃
れ
に
話
し
ま
し
ょ
う
。
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私
が
小
説
を
書
き
出
し
た
の
は
、
何
年
前
か
ら
か
確しか
と
覚
え
て
も
い
な
い

が
、
け
っ
し
て
古
く
は
な
い
。
見
方
に
よ
れ
ば
ご
く
近
頃
で
あ
る
と
云
っ
て

も
よ
ろ
し
い
。
し
か
る
に
我
が
文
壇
の
潮
流
は
非
常
に
急
な
も
の
で
、
私
よ

り
あ
と
か
ら
、
小
説
家
と
し
て
、
世
に
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
一
般
か
ら
作
家
と

し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
が
大
分
あ
る
。
今
も
続
々
出
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
私
は
多
忙
な
身
だ
か
ら
、
ほ
か
の
人
の
作
を
一
々
通
読
す
る
暇
が
な

い
。
た
て
こ
ん
で
来
る
と
、
つ
い
読
み
損
っ
て
、
そ
れ
ぎ
り
に
す
る
事
も
あ

る
が
、
で
き
る
だ
け
は
参
考
の
た
め
、
研
究
の
た
め
、
あ
る
い
は
興
味
の
た

め
、
目
を
通
し
て
見
る
。
と
こ
ろ
が
年
一
年
と
日
を
経
る
に
従
っ
て
、
み
ん

な
面
白
い
。
だ
ん
だ
ん
老
熟
の
手
腕
が
短
篇
の
う
ち
に
行
き
渡
っ
て
来
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
妙
な
比
較
を
す
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
近
来
日
本
の
雑
誌
に
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出
る
創
作
物
の
価
値
は
、
英
国
の
通
俗
雑
誌
に
掲
載
せ
ら
れ
る
短
篇
も
の
よ

り
も
、
ず
っ
と
程
度
の
高
い
も
の
と
自
分
は
信
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
日
本
の

文
壇
は
前
途
多
望
、
大
い
に
楽
観
す
べ
き
現
象
に
充み
ち
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
今
云
っ
た
通
り
新
参
の
私
の
あ
と
か
ら
、
す
で
に
四
五
人
の
新
進

作
家
が
出
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
そ
の
あ
と
か
ら
も
ま
た
出
て
来
る
に
違
な
い
。

現
に
出
つ
つ
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
ま
た
未
来
に
出
よ
う
と
し
て
待
ち
構
え
て

い
る
人
も
定
め
て
多
い
事
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
て
見
る
と
こ
れ
ら
の
四

五
の
新
進
作
家
　
　
必
ず
し
も
こ
れ
ら
の
人
に
限
る
必
要
は
な
い
が
　
　
は

ま
た
新
ら
し
い
競
争
者
を
得
ら
る
る
事
と
信
ず
る
。

　
こ
の
競
争
者
の
出
か
た
で
あ
る
。
出
か
た
に
二
た
通
り
あ
る
。
一
つ
は
自

分
の 

縄  

張 

な
わ
ば
り

う
ち
へ
這は
入い
っ
て
来
て
、
似
寄
っ
た
武
器
と
、
同
種
の
兵
法
剣
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術
で
競
争
を
や
る
。
元
来
競
争
と
な
る
と
た
い
て
い
の
場
合
は
同
種
同
類
に

限
る
よ
う
で
す
。
同
種
同
類
で
な
い
と
、
本
当
の
比
較
が
で
き
な
い
か
ら
で

も
あ
る
し
、
ひ
と
つ
、
あ
い
つ
を
乗
り
越
し
て
や
ろ
う
と
云
う
時
は
、
裏
道

が
あ
っ
て
も
か
え
っ
て
気
が
つ
か
な
い
で
、
や
っ
ぱ
り
当
の
敵
の
向
う
に
見

え
る
本
街
道
を
あ
と
を
慕
っ
て
走か
け
出
す
の
が
心
理
的
に
普
通
な
状
態
で
あ

り
ま
す
。
す
る
と
同
圏
内
で
競
争
が
起
り
ま
す
。
こ
の
競
争
の
刺
激
に
よ
っ

て
、
作
物
が
だ
ん
だ
ん
深
さ
を
増
し
て
来
る
。
種
類
が
同
じ
だ
か
ら
深
さ
以

外
に
競
争
の
し
よ
う
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
今
一
つ
の
競
争
は
圏
外
に
新
手
が
出
る
事
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
新
た

に
文
壇
に
顔
を
出
そ
う
と
機
を
覗ねら
っ
て
い
る
人
、
も
し
く
は
す
で
に
打
っ
て

出
た
人
の
う
ち
で
、
今
ま
で
の
も
の
と
は
径
路
を
同
じ
ゅ
う
す
る
事
を
好
ま
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な
い
事
が
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
こ
れ
は
今
ま
で
の
作
物
に
飽
き
足
ら
ぬ
か
、

も
し
く
は
、
お
れ
は
お
れ
だ
か
ら
是
非
一
派
を
立
て
て
見
せ
る
と
自
己
の
特

色
に
自
信
を
お
く
か
、
ま
た
は
世
間
の
注
意
を
惹ひ
く
に
は
何
か
異
様
な
武
者

ぶ
り
を
見
せ
な
い
と
効
力
が
少
な
い
と
か
、
い
ろ
い
ろ
の
動
機
か
ら
起
る
だ

ろ
う
が
、
要
す
る
に
模
擬
者

も
ぎ
し
ゃ

で
も
な
け
れ
ば
、
同
圏
内
の
競
争
者
で
も
な
い
。

す
な
わ
ち
圏
外
の
敵
で
あ
る
。
こ
の
種
の
競
争
者
が
出
て
来
る
と
、
文
壇
の

刺
激
は
種
類
と
種
類
の
間
に
起
る
。
種
類
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
文
壇
は
多

趣
多
様
に
な
っ
て
、
互
に
競せ
り
合あい
が
始
ま
る
訳
で
あ
る
。

　
も
し
こ
の
二
種
類
の
競
争
す
な
わ
ち
圏
の
内
外
に
互
に
競
争
が
同
時
に
起

る
と
す
る
と
、
向
後
吾
人
の
受
く
る
作
物
は
、
こ
の
両
個
の
刺
激
か
ら
し
て
、

在
来
の
は
ま
す
ま
す
在
来
の
方
向
で
深
く
発
達
し
た
も
の
、
新
興
の
は
新
興
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の
領
分
で
出
来
得
る
限
り
を
開
拓
し
て
変
化
を
添
え
る
よ
う
な
も
の
に
な
る
。

も
っ
と
も
圏
外
の
競
争
が
烈はげ
し
く
な
る
と
、
圏
内
の
競
争
は
比
較
的
穏
か
に

な
る
。
ま
た
圏
内
の
競
争
が
烈
し
い
時
は
、
比
較
的
圏
外
が
平
和
で
あ
る
。

　
圏
内
の
競
争
が
烈
し
く
な
る
か
、
圏
外
の
競
争
が
烈
し
く
な
る
か
、
ど
ち

ら
に
傾
く
か
は
、
読
書
界
の
傾
向
で
大
部
き
め
ら
れ
る
問
題
で
あ
り
ま
す
。

も
し
読
書
界
が
把
住
性
が
強
く
っ
て
、
在
来
の
作
物
か
ら
な
お
或
物
を
予
期

し
つ
つ
あ
る
間
は
、
圏
内
の
競
争
の
方
が
烈
し
い
。
ま
た
読
書
界
が
推
移
性

に
支
配
さ
れ
つ
つ
あ
っ
て
、
何
か
新
発
展
を
希
望
す
る
場
合
に
は
圏
外
に
優

勢
な
も
の
が
あ
ら
わ
れ
勝
に
な
る
。
も
し
読
書
界
が
両
分
さ
れ
て
半
々
に
な

る
と
き
は
圏
内
圏
外
共
に
相
応
の
競
争
が
あ
っ
て
、
相
応
の
読
者
を
有
す
る

訳
に
な
り
ま
す
。
私
は
実
際
の
作
物
に
あ
た
っ
て
、
と
か
く
の
評
を
す
る
事
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を
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
向
後
の
読
書
界
が
ど
う
い
う
作
物
を
ど
う
歓
迎
す

る
か
も
云
え
な
い
。
た
だ
形
式
ば
か
り
の
話
で
は
な
は
だ
つ
ま
ら
な
い
が
、

各
自
こ
の
形
式
を
実
地
に
あ
て
は
め
て
見
た
ら
い
ろ
い
ろ
な
鑑
定
が
で
き
る

だ
ろ
う
と
思
う
。

　
競
争
は
と
う
て
い
免まぬ
が
れ
な
い
。
ま
た
競
争
が
な
け
れ
ば
作
物
は
進
歩
し

な
い
。
今
日
の
作
物
が
こ
れ
ま
で
進
歩
し
た
の
は
作
家
の
天
分
に
も
よ
る
だ

ろ
う
け
れ
ど
も
大
部
分
は
競
争
の
賜
物
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
英
国
の
政
党

が
立
憲
政
治
の
始
ま
っ
た
時
か
ら
二
派
に
分
れ
て
い
る
。
あ
れ
は
偶
然
の
よ

う
な
必
然
の
よ
う
な
歴
史
を
有
し
て
い
る
が
相
互
に
相
互
を
研
究
し
啓
発
す

る
と
云
う
大
原
則
を
政
治
上
に
う
ま
く
応
用
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
も
っ

と
も
こ
れ
は
圏
外
の
競
争
の
意
味
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
日
本
の
作
物
が
輓ば
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近 
ん
き
ん
四
五
年
間
に
大
変
進
歩
し
た
の
は
、
全
く
こ
の
圏
外
の
競
争
心
の
結
果

で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　
圏
外
の
競
争
は
一
方
に
お
い
て 

反  

撥 

は
ん
ぱ
つ

を
意
味
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ

の
反
撥
の
裏
面
に
は
同
化
の
芽
を
含
ん
で
い
る
。
反
撥
す
る
と
云
う
事
が
す

で
に
対
者
を
知
ら
ね
ば
で
き
な
い
事
に
な
る
。
対
者
を
知
る
た
め
に
は
一
種

の
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
研
究
を
し
て
反
撥
し
合
っ
て
い
る

う
ち
に
対
者
の
立
場
や
ら
長
所
や
ら
を
自
然
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

う
に
な
る
。
そ
の
時
に
あ
る
程
度
の
同
化
は
ど
う
し
て
も
起
る
べ
き
は
ず
で

あ
る
。
文
壇
が
こ
の
期
に
達
し
た
時
に
は
混
戦
の
状
態
に
陥おち
い
る
。
混
戦
の

状
態
に
陥
る
と
一
騎
打
の
競
争
よ
り
ほ
か
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
日
本
の

文
壇
が
す
で
に
混
戦
時
代
に
達
し
た
か
、
あ
る
い
は
達
せ
ん
と
し
つ
つ
あ
る
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か
は
読
者
の
判
断
に
任
せ
て
お
き
ま
す
。

　
い
わ
ゆ
る
文
明
社
界
に
住
む
人
の
特
色
は
何
だ
と
纏まと
め
て
云
っ
て
御
覧
な

さ
い
。
私
に
は
こ
う
見
え
る
。
い
わ
ゆ
る
文
明
社
会
に
住
む
人
は
誰
を
捉つか
ま

え
て
も
た
い
て
い
同
じ
で
あ
る
。
教
育
の
程
度
、
知
識
の
範
囲
、
そ
の
他
い

ろ
い
ろ
の
資
格
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
似
通
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
誰
か
れ
の
差
別

は
な
い
。
皆
同
じ
で
あ
る
。
が
同
時
に
一
方
か
ら
見
る
と
文
明
社
会
に
住
む

人
ほ
ど
個
人
主
義
な
も
の
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
我
は
我
で
通
し
て
い
る
。

人
の
威
圧
や
ら
束
縛
を
け
っ
し
て
肯
う
け
がわ
な
い
。
信
仰
の
点
に
お
い
て
も
、
趣

味
の
点
に
お
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
意
見
に
お
い
て
も
、
か
つ
て
雷
同
附
和
の

必
要
を
認
め
な
い
。
ま
た
阿
諛
迎
合

あ
ゆ
げ
い
ご
う
の
必
要
を
認
め
な
い
。
し
て
み
る
と
い

わ
ゆ
る
文
明
社
界
に
生
息
し
て
い
る
人
間
ほ
ど
平
等
的
な
る
も
の
は
な
く
、
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ま
た
個
人
的
な
る
も
の
は
な
い
。
す
で
に
平
等
的
で
あ
る
以
上
は
圏
を
画
し

て
圏
内
圏
外
の
別
を
説
く
必
要
は
な
い
。
英
国
の
二
大
政
党
の
ご
と
き
は
単

に
採
決
に
便
宜
べ
ん
ぎ
な
る
約
束
的
の
団
隊
と
見み
傚な
し
て  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

な
い
。
ま
た
す

で
に
個
人
的
で
あ
る
以
上
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
特
色
を
自
己
の
特
色
と
し

て
保
存
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
文
壇
の
諸
公
を
い
わ
ゆ
る
文
明
社
会
に
住
む
人
と
見
傚
せ
ば
、
勢
い
こ
の

性
質
を
具
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
と
し
て
こ
の
性
質
を
帯
び
て

い
る
以
上
は
作
物
の
上
に
も
早
晩
こ
の
性
質
を
発
揮
す
る
の
が
天
下
の 

趨  

す
う
せ

勢 い
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
混
戦
時
代
が
始
ま
っ
て
、
彼ひ
我が
相
通
じ
、
し
か
も

彼
我
相
守
り
、
自
己
の
特
色
を
失
わ
ざ
る
と
共
に
、
同
圏
異
圏
の
臭
味
を
帯

び
ざ
る
よ
う
に
な
っ
た
暁
が
、
わ
が
文
壇
の
歴
史
に
一
段
落
を
告
げ
る
時
で
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は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
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