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一

　
東
京
新
聞
七
月
三
十
一
日
号
に
、
火
野
葦
平
の
「
文
芸
放
談
」
第
二
回
が

の
っ
て
い
る
。
「
同
人
雑
誌
の
活
溌
化
」
が
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
。

　
こ
の
ご
ろ
の
出
版
不
況
で
、
文
芸
雑
誌
の
い
く
つ
か
が
廃
刊
し
た
。
そ
し

て
、
雑
誌
を
廃
刊
し
、
ま
た
経
営
不
振
に
お
ち
い
っ
た
出
版
社
は
、
ほ
と
ん

ど
戦
後
の
新
興
出
版
社
で
あ
り
、
「
老
舗
は
の
こ
っ
て
い
る
」
。

　
出
版
不
況
は
、
戦
後
の
浮
草
的
出
版
業
を
淘
汰
し
た
と
同
時
に
、
同
人
雑

誌
の
活
溌
化
を
み
ち
び
き
出
し
て
い
る
。
「
先
輩
た
ち
が
同
人
雑
誌
を
守
っ

て
十
年
十
五
年
と
修
業
し
た
の
ち
、
や
っ
と
文
壇
に
出
ら
れ
た
」
そ
の
よ
う

3



な
「
同
人
雑
誌
本
来
の
面
目
に
か
え
る
日
が
来
た
こ
と
を
」
火
野
葦
平
は
よ

ろ
こ
び
と
し
て
い
る
。
「
文
学
の
道
場
と
し
て
、
ま
た
文
壇
へ
の
登
龍
門
と

し
て
、
同
人
雑
誌
の
貴
重
さ
に
及
ぶ
も
の
は
な
い
。
」
「
先
輩
た
ち
は
」

「
そ
こ
で
骨
身
を
け
ず
る
修
業
を
し
た
。
」
「
そ
し
て
老
舗
と
な
る
素
地
を

蓄
え
た
の
で
あ
る
」
「
戦
後
の
ハ
ッ
タ
リ
精
神
と
ヤ
ミ
の
没
落
は
文
学
の
面

で
も
象
徴
的
で
あ
っ
た
」
火
野
葦
平
は
文
学
に
対
す
る
同
人
雑
誌
の
任
務
、

出
版
関
係
が
「
昔
に
か
え
っ
た
」
こ
と
を
慶
祝
し
て
い
る
。

　
戦
後
の
出
版
界
の
空
さ
わ
ぎ
は
、
出
版
社
と
い
う
も
の
が
、
つ
ま
り
は
ブ

ロ
ー
カ
ー
的
存
在
で
あ
っ
て
、
自
分
が
何
一
つ
生
産
手
段
を
も
っ
て
な
く
て

も
、
当
る
原
稿
を
と
る
こ
と
さ
え
成
功
す
れ
ば
、
相
当
の
利
ざ
や
を
掠
め
と

る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
る
。
戦
時
中
、
大
軍
需
会
社
の
下
う
け
を
や
っ
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て
い
て
、
小
金
を
た
め
た
よ
う
な
小
企
業
家
が
、
さ
て
、
敗
戦
と
同
時
に
、

何
か
別
途
に
金
を
ふ
や
す
方
法
を
さ
が
し
た
。
軍
部
関
係
で
闇
に
流
れ
た
莫

大
な
紙
が
あ
っ
た
。
戦
後
、
続
出
し
た
新
興
出
版
事
業
者
は
、
ほ
と
ん
ど
例

外
な
し
に
、
こ
の
敗
戦
お
き
み
や
げ
た
る
紙
の
操
作
に
よ
っ
て
出
発
し
た
。

こ
れ
ら
の
事
実
に
つ
い
て
は
火
野
葦
平
の
み
な
ら
ず
、
軍
と
「
民
間
」
と
の

消
息
に
通
じ
た
多
く
の
人
が
も
と
よ
り
無
智
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
か
っ
た
。

　
ま
っ
た
く
、
「
バ
ク
ロ
ウ
が
牛
の
掘
り
出
し
も
の
で
も
さ
が
す
よ
う
に
」

新
人
が
売
り
出
さ
れ
た
。
現
代
文
学
の
素
質
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
戦
時
中

の
荒
廃
を
と
り
も
ど
す
ど
こ
ろ
か
、
実
名
小
説
に
ま
で
低
下
し
て
来
た
。
一

九
三
三
年
に
石
坂
洋
次
郎
が
、
左
翼
へ
の
戯
画
と
し
て
か
い
た
「
麦
死
な
ず
」

と
、
一
九
五
〇
年
に
三
好
十
郎
が
書
い
た
「
ス
ト
リ
ッ
プ
・
シ
ョ
ウ
・
殺
意
」
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と
を
見
く
ら
べ
れ
ば
、
現
代
文
学
の
傾
斜
が
明
瞭
に
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ

の
「
殺
意
」
と
「
三
木
清
に
お
け
る
人
間
の
研
究
」
「
た
ぬ
き
退
治
」
と
は
、

そ
れ
の
か
か
れ
る
精
神
の
状
況
に
お
い
て
連
関
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品

は
、
決
し
て
民
主
的
な
精
神
が
率
直
に
評
価
さ
れ
て
い
る
時
代
に
は
書
か
れ

も
し
な
い
し
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
買
い
も
し
な
い
。

　
文
学
に
関
心
を
も
つ
す
べ
て
の
人
々
は
、
こ
ん
に
ち
の
日
本
文
学
の
多
く

が
こ
れ
で
も
文
学
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
い
を
抱
い
て
い
る
。
人
間
と
し
て

生
き
て
い
る
何
か
の
意
味
の
感
じ
ら
れ
る
文
学
を
も
と
め
て
い
る
。
小
説
は
、

退
屈
ま
ぎ
ら
し
に
よ
む
も
の
と
し
て
い
る
人
々
で
も
、
ま
ず
い
タ
バ
コ
を
軽

蔑
す
る
よ
う
に
、
ど
れ
も
こ
れ
も
同
じ
よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
文
学
に
は
、

う
ん
ざ
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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文
学
が
ボ
ロ
イ
仕
事
で
な
い
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
理
の
当
然
で

あ
る
。
そ
し
て
、
商
業
主
義
と
文
学
の
修
業
と
は
両
立
し
が
た
い
本
質
の
差

を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
金
に
な
ら
な
く
て
も
、
文
学
の
勉
強
は
や
め
ら
れ
な

い
意
味
で
、
同
人
雑
誌
へ
の
関
心
が
た
か
ま
っ
た
こ
と
も
、
た
し
か
に
「
わ

る
く
な
い
現
象
」
で
あ
る
。
『
新
日
本
文
学
』
の
編
集
委
員
会
は
、
原
稿
料

の
極
端
に
や
す
い
こ
と
、
或
は
金
の
出
せ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
従
来
の
よ

う
な
経
済
主
義
一
点
ば
り
で
非
難
さ
れ
、
冷
視
さ
れ
る
こ
と
も
、
い
く
ら
か

減
っ
て
ゆ
く
か
も
し
れ
な
い
。

　
商
品
生
産
を
目
標
と
し
な
い
文
学
の
研
究
と
発
表
場
面
が
よ
り
増
し
て
ゆ

く
と
い
う
点
で
、
同
人
雑
誌
の
活
溌
化
は
日
本
の
現
実
の
う
ち
で
何
の
非
難

さ
れ
る
と
こ
ろ
も
な
い
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
火
野
葦
平
の
文
章
を
よ
ん
だ
読
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者
の
心
に
は
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
生
じ
は
し
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
火
野
葦
平
は
、
文
学
、
出
版
の
現
象
に
お
い
て
老
舗
の
権
威
が
恢
復
さ
れ

「
昔
に
か
え
っ
た
」
そ
の
一
つ
の
こ
と
と
し
て
同
人
雑
誌
の
活
溌
化
に
も
ふ

れ
て
い
る
。
「
昔
に
か
え
っ
た
」
火
野
葦
平
の
社
会
的
よ
ろ
こ
び
の
感
情
の

底
は
深
い
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
文
芸
放
談
」
第
三
回
は
、
そ
の
点
で
つ

よ
く
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
火
野
葦
平
が
同
人
雑
誌
の
活
溌
化
に

ふ
れ
て
語
っ
て
い
る
自
身
の
、
陰
忍
自
重
四
年
の
間
待
っ
た
甲
斐
あ
る
こ
ん

に
ち
の
よ
ろ
こ
び
は
、
い
か
に
も
意
味
が
ふ
か
い
。
首
相
は
朝
鮮
で
の
事
件

を
、
「
天
佑
で
あ
る
」
と
よ
ろ
こ
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
こ
ろ
に
通
じ
る
も
の

が
あ
る
よ
う
で
、
火
野
葦
平
、
林
房
雄
、
今
日
出
海
、
上
田
広
、
岩
田
豊
雄

な
ど
今
回
戦
争
協
力
に
よ
る
追
放
か
ら
解
除
さ
れ
た
諸
氏
に
共
通
な
感
懐
で
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も
あ
ろ
う
か
。

　
東
京
新
聞
に
の
っ
た
火
野
の
文
章
の
ど
こ
の
行
を
さ
が
し
て
も
、
「
昔
に

か
え
っ
た
」
出
版
界
の
事
情
「
老
舗
が
の
こ
っ
て
い
る
」
こ
ん
に
ち
の
状
況

に
、
最
近
三
年
の
間
強
行
さ
れ
つ
づ
け
て
来
た
言
論
圧
迫
の
影
響
と
結
果
を

見
よ
う
と
さ
れ
て
い
な
い
。
ゆ
う
べ
（
八
月
一
日
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
街
頭
録
音
は
、

「
政
党
は
選
挙
公
約
の
実
現
に
努
力
し
た
か
」
と
い
う
題
目
で
あ
っ
た
。

「
は
い
、
そ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
若
い
方
」
と
指
さ
れ
て
答
え
た
人
は
自

由
党
支
持
者
で
あ
っ
た
が
、
意
見
と
し
て
、
自
由
党
は
少
し
言
論
の
圧
迫
を

し
す
ぎ
る
と
思
い
ま
す
、
と
答
え
た
。
自
由
党
の
支
持
者
で
、
同
じ
意
見
を

の
べ
た
人
が
も
う
一
人
あ
っ
た
。
常
識
に
う
つ
っ
て
い
る
こ
の
現
実
は
、
作

家
た
る
火
野
葦
平
に
よ
っ
て
、
お
の
れ
と
と
も
に
「
昔
に
か
え
っ
た
」
姿
と
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し
て
だ
け
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
民
主
的
出
版
物
の
編
集
が
、
ひ
と
り
合
点
で
、
不
馴
れ
で
あ
る
し
拙
劣
で

あ
る
上
に
、
第
三
者
に
真
の
努
力
を
感
じ
さ
せ
る
だ
け
の
迫
力
を
欠
い
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
出
版
文
化
委
員
会
の
席
上
で
、
し
ば
し
ば
発
言
さ
れ
た

こ
と
で
あ
っ
た
。
出
版
の
仕
事
は
客
観
的
な
現
実
の
う
ち
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
事
業
だ
か
ら
、
特
殊
な
え﹅
こ﹅
ひ﹅
い﹅
き﹅
を
し
て
弁
解
に
な
る
も
の
で
は
な
い

し
、
「
立
場
」
の
正
当
性
ば
か
り
で
成
立
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
は
そ

れ
と
し
て
自
身
の
存
在
を
た
た
か
い
、
確
立
を
か
ち
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
べ
て
の
人
民
の
事
業
は
き
び
し
く
同
じ
現
実
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
点
で
は
、
民
主
出
版
事
業
の
自
己
批
判
が
た
ゆ
み
な
く
も
と
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
善
意
の
民
主
的
出
版
社
が
自
身
の
拙
劣
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さ
と
ひ
と
り
よ
が
り
だ
け
の
原
因
で
、
経
営
破
綻
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
た

と
え
ば
「
民
報
」
が
つ
ぶ
れ
た
の
は
、
編
集
が
下
手
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
か

っ
た
。
金
が
な
い
、
と
い
う
原
因
か
ら
ば
か
り
で
の
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。

も
と
よ
り
読
者
の
支
持
が
な
か
っ
た
か
ら
、
つ
ぶ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

苦
闘
し
て
い
た
「
民
報
」
の
最
後
に
打
撃
を
加
え
た
出
火
事
件
の
真
相
に
対

し
て
、
官
憲
は
ど
ん
な
調
査
を
し
た
だ
ろ
う
。

　
の
こ
っ
て
い
る
老
舗
の
一
つ
が
、
依
然
と
し
て
講
談
社
で
あ
り
、
そ
の
す

べ
て
の
講
談
社
的
特
性
に
お
い
て
残
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
の
現
代
に

何
を
語
る
だ
ろ
う
。
戦
争
の
年
々
に
老
舗
た
る
貫
録
を
加
え
、
「
信
ず
る
と

こ
ろ
あ
っ
て
筆
を
守
っ
て
来
た
」
或
る
種
の
作
家
の
も﹅
ち﹅
の﹅
よ﹅
さ﹅
が
、
こ
ん

に
ち
証
明
さ
れ
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
日
本
の
人
民
の
生
活
と
文
学
と
に
対
し
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て
、
何
を
告
げ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
匿
名
批
評
家
に
ア
ト
ム
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
と
あ
り
、
小
原
壮
助
と
い
う
一
つ
の

獅
子
頭
を
三
人
の
ひ
と
が
か
ぶ
っ
て
い
る
。
小
原
壮
助
１
／
３
が
、
七
月
十

五
日
東
京
新
聞
の
「
大
波
小
波
」
に
「
出
版
の
自
由
か
不
自
由
か
」
と
い
う

一
文
を
か
か
げ
た
。

『
新
日
本
文
学
』
六
月
号
が
掲
載
し
た
、
「
サ
ガ
レ
ン
の
文
化
」
の
中
で
、

ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
の
権
力
の
下
で
は
同
人
雑
誌
を
出
す
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
と

い
う
こ
と
を
知
っ
た
、
「
同
人
雑
誌
こ
そ
新
し
い
文
学
の
唯
一
の
温
床
で
あ
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る
の
に
、
そ
れ
を
欠
く
革
命
後
の
ソ
連
文
学
が
シ
ー
モ
ノ
フ
に
せ
よ
」
「

『
虹
』
に
せ
よ
、
全
く
大
衆
小
説
で
第
二
の
ゴ
ル
キ
ー
が
出
な
い
の
も
、
か

か
る
出
版
の
自
由
（
す
な
わ
ち
不
自
由
）
の
も
た
ら
す
成
果
で
あ
ろ
う
」
と

結
ば
れ
て
い
る
。

『
新
日
本
文
学
』
六
月
号
「
サ
ガ
レ
ン
の
文
化
　
　
転
換
期
の
一
断
面
」
埴

原
一
丞
の
文
章
の
小
原
壮
助
に
着
目
さ
れ
て
い
る
部
分
で
は
こ
う
か
い
て
い

る
。
一
九
四
七
年
、
豊
原
市
に
二
十
人
位
の
文
学
志
望
者
が
あ
っ
て
、
新
聞

『
新
生
命
』
を
中
心
に
樺
太
文
学
協
会
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

第
一
回
会
合
が
新
生
命
社
で
も
た
れ
、
「
サ
ガ
レ
ン
文
学
」
を
出
す
こ
と
に

き
め
た
が
、
新
聞
社
主
筆
ミ
シ
ャ
ロ
フ
少
佐
が
、
そ
れ
を
禁
じ
た
。
理
由
を

き
く
と
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
た
。
「
そ
れ
は
同
人
雑
誌
の
形
式
で
す
。
ロ
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シ
ア
に
も
以
前
、
革
命
前
に
は
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
あ
り
ま
せ
ん
。
芸
術

は
社
会
の
も
の
で
、
個
人
の
も
の
で
あ
り
ま
せ
ん
。
同
人
雑
誌
は
個
人
の
も

の
に
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
」

　
そ
し
て
、
六
月
号
の
『
新
日
本
文
学
』
を
読
ん
で
い
る
人
に
、
く
だ
く
だ

し
く
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、
埴
原
一
丞
は
、
ミ
シ
ャ
ロ
フ
少
佐
の
説
明

と
し
て
、
資
本
主
義
の
下
で
の
出
版
と
社
会
主
義
社
会
で
の
出
版
の
方
法
が
、

ど
の
よ
う
に
ち
が
う
か
を
の
べ
て
い
る
。
労
働
者
農
民
の
文
学
好
き
な
人
た

ち
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
職
場
か
ら
の
通
信
員
と
な
り
、
大
衆
場
面
で
文
学

的
成
長
を
と
げ
て
ゆ
く
か
と
い
う
過
程
に
ふ
れ
て
い
る
。
サ
ガ
レ
ン
で
は
経

験
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、
一
九
三
〇
年
ご
ろ
か
ら
ソ
ヴ
ェ
ト
で
は
自
立

劇
団
と
少
数
民
族
劇
団
が
年
に
一
度
モ
ス
ク
ワ
で
演
劇
オ
リ
ム
ピ
ア
ー
ド
を
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開
い
て
、
一
年
間
の
成
果
を
評
価
し
あ
う
。
そ
の
よ
う
な
労
農
通
信
員

ラ
ブ
セ
ル
コ
ル

の
ル

ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
・
コ
ン
ク
ー
ル
、
小
説
コ
ン
ク
ー
ル
も
も
た
れ
、
優
秀
な
作

品
は
出
版
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
出
版
物
は
、
特
別
な
も
の
の
ほ
か
、
い
つ
も

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
や
小
説
、
詩
の
た
め
の
場
面
を
、
大
衆
の
中
か
ら
の
執
筆

者
に
向
っ
て
開
放
し
て
い
る
。
現
代
の
若
い
作
家
の
大
多
数
は
、
そ
の
よ
う

な
道
を
と
お
っ
て
成
長
し
て
来
て
い
る
。

　
小
原
壮
助
は
、
社
会
主
義
社
会
で
は
大
衆
的
な
場
面
を
通
っ
て
、
一
人
の

若
も
の
が
作
家
と
し
て
成
長
し
て
来
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
全
然
懐

疑
的
で
あ
り
、
否
定
的
で
あ
る
。
「
大
衆
の
批
判
と
い
う
も
の
が
ど
ん
な
も

の
か
、
我
国
の
場
合
で
考
え
て
も
、
志
賀
直
哉
と
吉
川
英
治
を
国
民
大
衆
の

討
議
に
か
け
れ
ば
、
後
者
が
選
ば
れ
る
こ
と
論
を
ま
た
な
い
」
と
。
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小
原
壮
助
が
、
社
会
機
構
や
生
活
感
情
の
す
べ
て
の
、
ま
る
で
ち
が
う

「
我
国
の
場
合
」
を
躊
躇
な
く
例
と
し
て
ひ
い
て
来
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ

れ
る
。
た
し
か
に
「
我﹅
国﹅
の﹅
場﹅
合﹅
で﹅
考﹅
え﹅
」
る
と
、
吉
川
英
治
が
一
位
を
し

め
る
か﹅
も﹅
し﹅
れ﹅
な﹅
い﹅
。
わ
た
し
た
ち
は
、
一
九
四
九
年
度
の
毎
日
文
化
賞
の

た
め
の
世
論
調
査
の
結
果
と
し
て
、
第
一
位
が
長
崎
の
永
井
隆
「
こ
の
子
を

の
こ
し
て
」
で
あ
り
、
第
何
位
か
に
吉
川
英
治
を
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
か

ら
。
し
か
し
、
こ
の
一
つ
の
事
実
は
、
そ
の
事
実
が
結
論
さ
れ
て
来
る
ま
で

の
条
件
と
し
て
他
の
も
う
一
つ
の
予
備
的
事
実
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
そ
れ
は

一
九
四
九
年
度
の
調
査
の
た
め
に
、
毎
日
新
聞
は
一
九
四
七
年
度
の
調
査
に

あ
ら
わ
れ
た
特
に
読
書
率
の
低
い
地
方
を
対
象
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

大
都
市
よ
り
も
農
村
に
。
組
織
労
働
者
の
多
い
と
こ
ろ
よ
り
、
全
体
と
し
て
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自
覚
あ
る
労
働
者
の
す
く
な
い
地
方
、
政
治
的
覚
醒
の
著
し
い
と
見
ら
れ
て

い
な
い
地
方
を
対
象
と
し
た
。

　
毎
日
新
聞
の
こ
の
方
法
は
、
何
回
か
の
調
査
の
う
ち
に
或
る
均
衡
を
見
出

そ
う
と
す
る
あ
る
試
み
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
化
賞
の
た
め
の
具

体
的
根
拠
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
文
学
の
委
員
会
は
、
そ
れ
ら
の
調
査
の

ど
こ
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
「
中
島
敦
全
集
」
と
そ
の
出
版
社
に
文
化
賞

を
与
え
る
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
毎
日
文
化
賞
そ
の

も
の
の
社
会
的
文
化
的
意
義
の
動
揺
を
語
っ
て
い
る
。
文
化
賞
の
対
象
の
選

定
に
あ
た
っ
て
、
「
老
舗
」
の
の
れ
ん
が
物
を
い
う
反
民
主
性
に
屈
伏
す
る

こ
と
で
あ
る
の
に
、
お
ど
ろ
か
ず
に
は
い
ら
れ
ま
い
と
思
う
。

「
同
人
雑
誌
」
で
さ
え
あ
れ
ば
そ
れ
が
新
し
い
文
学
の
温
床
な
の
で
は
な
く

17



て
、
旧
来
の
文
壇
気
質
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
現
代
文
学
の
空
虚
さ
に
あ
き

た
り
な
い
何
か
の
つ
よ
い
生
活
的
文
学
的
欲
求
が
あ
り
、
そ
の
表
現
と
し
て

商
品
性
に
抵
抗
す
る
同
人
雑
誌
が
あ
ら
わ
れ
て
こ
そ
、
同
人
雑
誌
と
し
て
の

意
義
が
あ
る
。
昭
和
の
は
じ
め
に
簇
出
し
た
『
文
芸
時
代
』
『
近
代
生
活
』

『
文
芸
都
市
』
そ
の
他
は
、
資
本
主
義
の
社
会
の
生
活
と
文
学
の
中
で
個
人

的
な
展
開
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
々
の
同
人
雑
誌
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
文
学
上
の
流
派
が
　
　
新
感
覚
派
に
し
ろ
、

新
心
理
主
義
に
し
ろ
、
当
時
に
何
か
ア
ッ
ピ
ー
ル
す
る
も
の
が
あ
っ
た
た
め

に
、
商
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
に
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
同

人
雑
誌
の
中
に
自
然
の
生
存
競
争
が
生
じ
、
数
名
の
「
老
舗
」
と
、
歴
史
の

波
間
に
か
く
さ
れ
る
他
の
数
名
と
を
生
ん
で
来
た
。
火
野
葦
平
が
「
文
壇
登

18しかし昔にはかえらない



龍
門
」
と
し
、
「
道
場
」
と
い
う
同
人
雑
誌
も
、
そ
こ
か
ら
現
在
の
文
壇
有

名
人
の
大
部
分
が
出
て
来
て
い
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
底
に
は
、
そ
れ
ら

の
同
人
雑
誌
が
当
時
に
も
っ
て
い
た
何
か
の
前
進
性
、
敢
て
試
み
る
文
学
上

の
何
か
の
勇
気
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
っ
た
。

　
小
原
壮
助
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
に
同
人
雑
誌
を
発
行
す
る
自
由
が
な
い
と
い
う

面
だ
け
に
ひ
ど
く
と
ら
わ
れ
て
、
い
ち
ず
に
、
「
同
人
雑
誌
こ
そ
新
し
い
文

学
の
唯
一
の
温
床
」
と
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
新﹅
し﹅
い﹅
文﹅
学﹅
と
は
何
で

あ
ろ
う
か
。
「
バ
ク
ロ
ウ
が
牛
の
掘
り
だ
し
も
の
を
さ
が
す
よ
う
に
」
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
に
見
つ
け
出
さ
れ
、
製
造
さ
れ
た
新
人
の
多
く
が
、
本
質
的
に

新
し
い
文
学
を
創
る
力
を
も
つ
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
、
火
野
葦
平
は
む

し
ろ
、
欣
然
と
し
て
認
め
て
い
る
。
小
原
壮
助
の
実
体
の
明
か
で
な
い
同
人
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雑
誌
尊
重
の
論
を
、
火
野
葦
平
の
「
同
人
雑
誌
本
来
の
姿
」
に
関
す
る
説
明

と
あ
わ
せ
よ
ん
だ
ひ
と
は
、
「
新
し
い
文
学
の
唯
一
の
温
床
」
た
る
同
人
雑

誌
が
、
も
し
火
野
葦
平
の
考
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

全
く
「
昔
の
と
お
り
」
文
壇
ギ
ル
ド
へ
の
立
ち
が
え
り
で
あ
り
、
先
輩
、
後

輩
間
の
封
建
的
な
格
づ
け
に
従
属
す
る
こ
と
で
あ
る
の
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
現
代
文
学
は
創
作
方
法
に
お
い
て
、
益
々
行
き
づ
ま
っ
て
来
て
い
て
、
文

壇
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
文﹅
学﹅
意
識
で
は
、
打
開
す
る
に
道
も
見
出
し
に
く
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い
有
様
に
な
っ
た
。

　
一
人
一
派
的
な
文
学
上
の
独﹅
創﹅
性﹅
を
求
め
て
、
同
人
雑
誌
に
よ
る
と
し
て

も
、
徒
労
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
ん
に
ち
わ
た
し
た
ち
に
と

っ
て
最
も
重
要
な
の
は
、
戦
後
五
年
間
の
日
本
で
、
誰
の
目
に
も
お
お
い
が

た
く
す
り
か
え
ら
れ
て
来
た
反
民
主
的
な
諸
力
に
対
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の

生
活
と
文
学
は
、
ど
の
よ
う
に
た
た
か
い
つ
づ
け
て
ゆ
く
か
、
と
い
う
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
も
っ
て
い
る
か
、
も
っ
て
い
な
い
か
の
問
題
で
あ
る
か
ら
。
最
近

数
年
間
、
労
働
者
階
級
は
、
と
も
か
く
自
分
た
ち
の
階
級
と
し
て
組
織
さ
れ

た
闘
争
力
を
も
っ
て
い
た
。
階
級
の
自
主
的
な
文
化
の
課
題
と
し
て
文
学
が

語
ら
れ
て
い
た
。
現
在
、
こ
の
網
目
は
、
ず
た
ず
た
に
切
ら
れ
破
ら
れ
つ
つ

あ
る
。
集
団
と
し
て
経
済
、
政
治
、
文
化
の
問
題
を
と
り
あ
つ
か
い
、
よ
り
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社
会
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
言
説
の
反
面
に
、
同
じ
テ
ム
ポ
で
成
熟
す
る
ひ
ま

の
な
か
っ
た
新
し
い
労
働
者
階
級
の
人
間
性
　
　
階
級
的
人
格
形
成
の
問
題

が
の
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
ん
に
ち
た
だ
、
文
学
の
問
題
に
止
る
現
実

で
は
な
い
。

　
有
形
無
形
の
集
団
力
に
よ
っ
て
働
い
て
来
た
生
活
が
、
孤
立
さ
せ
ら
れ
た

と
き
、
そ
の
心
理
は
複
雑
で
、
多
く
自
分
と
い
う
も
の
の
再
発
見
、
再
確
認

が
行
わ
れ
る
。
そ
の
再
発
見
、
再
確
認
の
過
程
で
、
そ
の
人
の
運
命
と
階
級

の
運
命
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
望
ま
し
い
力
と
し
て
自
己
を
再
発
見
す
る

か
、
と
い
う
こ
と
は
、
簡
単
に
保
証
で
き
な
い
。
そ
の
人
の
階
級
的
人
間
性

が
、
ど
の
よ
う
に
階
級
と
し
て
の
理
由
に
よ
っ
て
覚
醒
さ
れ
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
に
多
く
の
比
重
が
か
か
っ
て
来
る
。
階
級
の
文
学
を
、
組
合
主
義
、
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目
先
の
効
用
主
義
一
点
ば
り
で
理
解
す
る
よ
う
に
啓
蒙
さ
れ
て
来
た
人
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
街
の
角
々
に
貼
り
出
さ
れ
て
い
た
矢
じ
る
し
目
あ

て
に
機
械
的
に
歩
か
せ
ら
れ
て
来
て
い
た
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
一
夜
の
大

雨
で
す
べ
て
の
矢
じ
る
し
が
剥
が
れ
て
し
ま
っ
た
あ
る
朝
、
当
然
わ
が
行
手

に
迷
う
当
惑
に
陥
る
。
階
級
的
人
間
形
成
の
道
と
し
て
の
政
治
、
文
学
の
教

育
は
、
つ
け
ら
れ
た
矢
じ
る
し
を
た
よ
り
に
、
か
け
声
か
け
て
走
る
人
々
ば

か
り
を
つ
く
る
こ
と
で
は
な
い
わ
け
だ
っ
た
。
権
力
と
そ
の
結
托
者
た
ち
の

残
虐
性
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
孤
立
に
お
か
れ
よ
う
と
も
、
世
界
の
人
民

と
し
て
の
階
級
連
帯
の
感
覚
、
そ
の
文
学
と
し
て
の
人
民
と
し
て
の
人
民
的

世
界
性
を
見
失
わ
な
い
一
個
の
階
級
人
と
し
て
構
成
さ
れ
た
存
在
、
そ
の
方

向
へ
自
主
的
に
発
展
し
て
ゆ
く
可
能
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
は
な
か
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っ
た
ろ
う
か
。

　
現
在
民
主
的
な
新
し
い
文
学
を
念
願
し
て
、
そ
の
た
め
に
生
活
的
に
も
文

学
的
に
も
努
力
し
て
い
る
人
々
の
間
に
、
い
く
つ
も
の
同
人
雑
誌
が
発
刊
さ

れ
て
い
る
。
最
近
出
て
い
る
こ
れ
ら
の
同
人
雑
誌
に
は
共
通
な
一
つ
の
特
色

が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
同
人
雑
誌
は
、
一
九
二
五
、
六
年
ご
ろ

川
端
康
成
そ
の
他
十
九
名
の
同
人
に
よ
っ
て
発
刊
さ
れ
た
『
文
芸
時
代
』
の

よ
う
に
、
「
新
感
覚
派
」
と
い
う
一
つ
の
文
学
流
派
を
旗
じ
る
し
と
し
て
い

な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
「
『
戦
旗
』
創
刊
と
対
立
す
る
も
の
」
（
伊

藤
整
「
新
興
芸
術
派
と
新
心
理
主
義
文
学
」
近
代
文
学
八
月
）
と
し
て
、

『
近
代
生
活
』
『
文
芸
都
市
』
が
、
「
非
左
翼
的
同
人
雑
誌
の
う
ち
の
最
も

有
力
な
作
家
を
集
め
て
つ
く
っ
た
集
団
」
を
目
ざ
し
て
、
創
刊
さ
れ
て
い
る
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の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
集
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
「
鋳
物
の
街
・

川
口
の
表
情
」
「
地
の
平
和
の
緑
樹
園
、
安
行
植
木
苗
木
地
帯
を
往
く
」
な

ど
で
、
生
活
的
・
文
学
的
感
覚
を
社
会
的
に
ひ
ろ
め
深
め
て
ゆ
こ
う
と
努
力

し
て
い
る
点
で
注
目
を
ひ
い
て
い
る
『
埼
玉
文
学
』
に
し
ろ
、
同
人
た
ち
は
、

よ
り
人
間
ら
し
い
社
会
生
活
の
確
保
と
、
そ
の
文
学
の
確
立
の
た
め
に
尽
力

し
て
ゆ
く
と
い
う
大
き
く
て
永
続
的
な
人
民
的
努
力
の
う
ち
に
、
埼
玉
在
住

の
人
々
の
各
種
各
様
の
文
学
的
傾
向
と
素
質
と
を
つ
つ
ん
で
、
民
主
的
方
向

に
発
展
さ
せ
よ
う
と
志
し
て
い
る
。
会
の
運
営
は
民
主
的
な
会
議
制
を
原
則

と
す
る
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
も
、
旧
い
文
壇
の
先
輩
、
後
輩
の
し
き
た
り

に
と
ら
わ
れ
た
り
、
ひ﹅
き﹅
に
た
よ
っ
た
り
す
る
文
学
的
卑
屈
さ
を
排
そ
う
と

す
る
性
格
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
同
人
雑
誌
で
あ
っ
て
も
そ
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の
中
で
積
極
的
な
能
力
を
示
す
、
人
々
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
も
と
に
一
つ
の
せ

ま
い
文
壇
的
流
派
に
あ
つ
め
よ
う
と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
、

よ
り
細
分
さ
れ
た
文
学
愛
好
者
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
旧
い
文
学
と
文
壇
潮
流

か
ら
う
け
て
来
て
い
る
個
性
の
偏
倚
や
文
学
観
の
か
た
よ
り
を
解
放
し
よ
う

と
す
る
方
向
に
あ
る
。
一
定
の
成
功
を
示
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
ま
だ
緒

に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
か
、
と
い
う
ち
が
い
は
あ
る
に
し
ろ
、
こ
ん
に
ち
、

人
民
生
活
の
独
立
と
自
由
と
平
和
を
ね
が
っ
て
、
文
学
も
そ
の
心
の
叫
び
と

し
、
行
動
と
信
じ
て
い
る
人
々
の
間
で
、
同
人
雑
誌
は
、
少
く
と
も
在
来
の

文
壇
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
に
「
老
舗
」
た
ら
ん
と
す
る
「
文
壇
の
登
龍

門
」
や
「
道
場
」
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
五
〇
年
十
一
月
〕
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