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一
人
の
作
家
の
生
涯
を
、
そ
の
ひ
と
の
一
生
が
終
っ
た
あ
と
で
回
顧
す
る

と
き
に
は
、
誰
し
も
そ
の
作
家
の
生
き
た
時
代
や
、
そ
の
時
代
に
か
か
わ
り

あ
っ
て
行
っ
た
そ
の
人
ら
し
い
生
き
か
た
の
姿
を
、
比
較
的
は
っ
き
り
つ
か

み
出
し
て
、
観
察
す
る
こ
と
も
批
評
す
る
こ
と
も
出
来
る
。

　
し
か
し
、
作
家
た
ち
め
い
め
い
が
生
き
て
仕
事
を
し
て
い
る
真
最
中
で
、

し
か
も
時
代
は
お
そ
ろ
し
く
迅
速
に
展
開
し
て
い
る
よ
う
な
と
き
、
そ
の
相

互
的
な
関
係
の
中
で
行
わ
れ
る
作
家
個
人
の
成
長
と
時
代
の
歴
史
的
な
消
長

と
の
摩
擦
、
融
合
の
過
程
は
恐
ろ
し
く
複
雑
で
、
云
っ
て
み
れ
ば
本
人
に
も

そ
の
実
相
が
掴
み
に
く
い
よ
う
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
は
た
か
ら
は
、
云
い
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
通
り
お
か
目
八
目
で
、
そ
の
い
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り
こ
ん
だ
関
係
の
大
略
が
見
え
て
い
る
場
合
も
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
観
察

が
下
さ
れ
て
も
ゆ
く
。
だ
け
れ
ど
も
、
作
家
当
人
は
、
生
活
も
文
学
も
自
分

の
内
心
で
自
分
を
動
か
す
極
め
て
執
拗
で
強
情
で
わ
き
目
を
ふ
り
た
が
ら
な

い
何
か
の
力
に
よ
っ
て
推
し
す
す
め
て
行
っ
て
い
て
、
そ
の
道
は
誰
に
何
と

云
わ
れ
よ
う
と
わ
が
足
で
ふ
み
し
め
て
見
な
く
て
は
お
さ
ま
れ
な
い
の
だ
か

ら
、
そ
の
最
中
に
は
、
は
た
の
観
察
を
い
き
な
り
そ
れ
を
承
認
し
た
形
で
は

う
け
と
り
難
い
も
の
だ
ろ
う
と
思
え
る
。

　
作
家
と
批
評
家
と
の
関
係
で
、
作
家
の
側
か
ら 

屡  

々 

し
ば
し
ば

作
家
を
育
て
る
よ

う
な
批
評
が
な
い
、
と
文
芸
評
論
へ
の
軽
侮
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
が
作
家
の
心
理
の
現
実
の
全
体
で
は
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
時
を
経
て
も
、
作
家
と
い
う
も
の
は
自
分
の
作
品
に
つ
い
て
心
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に
刻
み
こ
ま
れ
た
評
言
の
切
れ
端
だ
っ
て
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
の
だ

か
ら
、
何
に
つ
け
彼
に
つ
け
、
そ
の
印
刻
は
心
の
な
か
で
揉
ま
れ
ほ
ぐ
さ
れ

吟
味
さ
れ
つ
づ
け
て
、
そ
の
無
言
内
奥
の
作
業
の
果
、
遂
に
作
家
が
明
ら
か

な
確
信
を
も
っ
て
批
評
を
評
価
し
き
っ
た
と
き
、
は
じ
め
て
そ
の
批
評
は
心

の
そ
と
に
忘
ら
れ
て
ゆ
く
の
だ
と
思
う
。
そ
の
と
き
は
、
作
家
に
と
っ
て
そ

の
批
評
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
が
十
分
心
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
、
さ
も

な
け
れ
ば
そ
の
批
評
を
加
え
た
ひ
と
の
人
生
態
度
に
迄
せ
ま
っ
て
作
家
と
し

て
の
批
評
を
加
え
終
っ
た
と
き
か
、
或
は
、
そ
の
批
評
の
く
い
ち
が
い
そ
の

も
の
の
間
か
ら
、
批
評
し
た
ひ
と
の
全
然
知
ら
な
い
別
の
何
も
の
か
を
、
作

家
が
わ
が
芸
術
の
糧
と
し
て
ひ
き
出
し
た
か
し
た
と
き
な
の
で
あ
る
。

　
ひ
と
こ
ろ
文
芸
評
論
の
萎
靡
が
人
々
の
注
目
を
ひ
い
て
、
文
芸
雑
誌
は
そ
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の
た
め
に
関
心
を
示
し
た
。
文
芸
評
論
が
再
び
興
隆
し
た
と
い
う
意
味
と
は

ち
が
う
形
で
、
そ
の
頃
文
学
の
領
域
に
は
議
論
が
盛
だ
と
思
う
。
随
分
議
論

だ
ら
け
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
作
家
と
時
代
と
の
い
き
さ
つ
を
、
本
当
に
大

局
か
ら
み
て
、
歴
史
の
足
ど
り
が
そ
の
爪
先
を
向
け
て
い
る
磁
力
の
方
向
と
、

そ
の
関
連
に
於
て
作
家
一
人
一
人
が
そ
れ
な
し
に
文
学
は
創
造
も
さ
れ
ず
存

在
も
し
な
い
個
々
の
独
自
、
必
然
な
道
を
ど
う
見
出
し
て
行
く
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
何
と
な
し
遠
く
大
き
い
見
と
お
し
の
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ

る
議
論
は
、
割
合
に
多
く
な
い
。
文
芸
評
論
に
あ
ら
わ
れ
た
変
化
と
し
て
そ

う
い
う
現
象
そ
の
も
の
が
、
今
日
の
日
本
の
社
会
と
文
学
の
性
格
を
語
っ
て

い
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
日
本
と
い
う
も
の
が
益
々
世
界
的
規
模
で
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
文
学
と
い
う
も
の
が
従
っ
て
拡
大
さ
れ
た
世
界
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文
学
の
動
き
の
中
で
考
え
ら
れ
る
時
代
に
来
つ
つ
あ
る
と
す
れ
ば
、
作
家
の

生
活
感
情
の
具
体
的
な
周
密
沈
着
な
現
実
へ
の
沈
潜
と
、
そ
の
沈
潜
に
お
い

て
世
界
史
的
実
感
が
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
豊
富
に
さ
れ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
痛
切
な
希
望
だ
と
思
う
。

　
外
国
に
暫
く
旅
行
し
た
り
滞
在
し
た
り
し
た
日
本
の
作
家
は
、
殆
ど
例
外

な
く
、
国
に
い
る
と
き
知
ら
な
か
っ
た
一
つ
の
制
作
的
欲
望
に
刺
戟
さ
れ
た

経
験
を
も
つ
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
、
日
本
を
愛
す
る
わ
が
故
国
と
し
て

初
め
て
地
理
的
に
も
客
観
す
る
立
場
に
立
っ
た
こ
と
の
お
ど
ろ
き
と
新
鮮
な

感
動
、
同
時
に
、
身
辺
に
熱
い
音
を
立
て
て
流
れ
め
ぐ
り
諸
関
係
を
変
化
さ

せ
つ
つ
あ
る
地
つ
づ
き
の
諸
国
の
社
会
的
推
移
の
様
へ
の
つ
き
な
い
興
味
と

か
ら
、
こ
れ
迄
そ
の
作
家
が
思
い
も
そ
め
な
か
っ
た
よ
う
な
大
規
模
な
、
つ
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ま
り
世
界
史
的
な
小
説
へ
の
欲
望
を
刺
戟
さ
れ
る
。
そ
ん
な
人
類
的
な
小
説

が
か
い
て
み
た
い
気
が
動
か
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
そ
の
作
家

の
描
く
も
の
、
即
ち
描
け
た
も
の
は
ど
ん
な
作
品
か
と
云
え
ば
、
池
谷
信
三

郎
氏
の
「
望
郷
」
か
ら
横
光
利
一
氏
の
「
郷
愁
」
に
至
る
ま
で
、
い
ず
れ
も

例
外
な
く
そ
の
作
家
の
身
辺
的
な
素
材
に
立
っ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
面
白
い
作
家
の
欲
望
と
現
実
と
の
間
に
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
一
つ
は

日
本
の
近
代
文
学
が
伝
統
と
し
て
来
た
私
小
説
の
性
質
か
ら
の
制
約
、
小
さ

な
私
と
い
う
も
の
の
歴
史
的
な
本
質
か
ら
の
障
害
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
だ

ろ
う
し
、
他
の
一
つ
の
理
由
は
、
小
説
と
い
う
も
の
が
そ
れ
ほ
ど
作
家
が
生

活
し
て
い
る
社
会
生
活
の
髄
の
髄
か
ら
抽
き
育
っ
て
創
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
だ

と
い
う
動
し
が
た
い
事
実
を
も
示
し
て
い
る
と
思
う
。
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時
代
は
、
日
本
文
学
を
世
界
文
学
の
中
に
お
い
て
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
な

っ
て
来
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
日
本
文
学
の
創
造
さ
れ
る
現
実
の
過

程
は
、
寧
ろ
極
め
て
大
言
壮
語
的
な
ら
ざ
る
作
家
の
孜し
し々

た
る
日
々
夜
々
の

生
活
者
と
し
て
の
成
長
に
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
実
に

深
い
意
味
を
含
ん
で
い
る
と
思
う
。
作
家
が
現
実
に
ひ
る
ま
な
い
生
き
手
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
目
の
前
に
何
が
つ
き
出
さ
れ
、
ど
ん

な
非
条
理
が
あ
っ
て
も
平
ち
ゃ
ら
だ
、
と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
全
く

な
い
と
思
う
。
最
も
美
し
い
高
貴
な
憤
り
を
憤
れ
る
も
の
、
最
も
深
い
劬
い
た
わり

と
同
感
と
を
、
時
代
時
代
が
堪
え
て
発
展
さ
せ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

互
の
弱
さ
や
無
智
や
無
力
に
対
し
て
抱
け
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
う
。
そ
う
い
う
情
感
そ
の
も
の
が
、
世
界
史
的
規
模
を
そ
の
底
に
湛
え
る
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も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
の
生
活
の
端
々
を
も
瑞
々
し
く
と
ら
え
深
め
描
き
出

し
て
ゆ
く
、
そ
う
い
う
作
家
が
育
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
思
え
る
。

　
作
家
と
し
て
の
自
分
の
心
の
な
か
に
そ
う
い
う
遠
い
遠
い
願
望
が
ひ
そ
ん

で
い
て
、
そ
う
い
う
願
い
の
あ
っ
た
側
か
ら
評
論
の
よ
う
な
も
の
も
か
き
、

こ
ち
ら
側
か
ら
小
説
を
か
き
と
い
う
風
に
生
き
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
暫
く
、

小
説
が
な
る
た
け
た
く
さ
ん
書
き
た
い
。
自
分
の
願
望
と
自
分
の
作
家
的
現

実
と
の
間
が
、
ど
の
位
及
び
が
た
い
開
き
を
も
っ
て
い
る
か
、
そ
の
こ
と
を

容
赦
な
く
自
分
に
見
き
わ
め
る
た
め
に
、
ど
っ
さ
り
小
説
を
か
い
て
見
た
い

と
思
う
。
そ
し
て
、
自
分
と
い
う
も
の
を
、
蕾
が
内
か
ら
の
勢
で
ほ
こ
ろ
び

る
よ
う
に
新
し
い
自
分
に
向
っ
て
ほ
こ
ろ
ば
せ
て
開
い
て
み
た
い
も
の
だ
と

思
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
〇
年
十
二
月
〕
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