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こ
の
集
に
は
、
一
九
三
七
年
、
三
九
年
、
四
〇
年
の
間
に
か
い
た
十
篇
の

小
説
と
亡
く
な
っ
た
父
母
に
つ
い
て
記
念
の
た
め
の
随
筆
二
篇
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。

　
一
九
三
七
年
と
云
え
ば
、
中
国
へ
の
侵
略
戦
争
を
拡
大
し
な
が
ら
日
本
の

内
部
の
あ
ら
ゆ
る
部
面
に
軍
事
的
な
専
制
が
強
力
に
し
か
れ
は
じ
め
た
時
期

で
あ
っ
た
。
二
・
二
六
事
件
が
あ
っ
た
の
が
前
年
の
三
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　
一
九
三
八
年
（
昭
和
十
三
年
）
一
月
か
ら
中
野
重
治
と
私
と
他
に
数
人
の

評
論
家
が
、
思
想
傾
向
の
上
か
ら
内
務
省
と
し
て
執
筆
さ
せ
る
こ
と
を
望
ま

な
い
、
と
い
う
表
現
で
、
事
実
上
の
執
筆
禁
止
を
う
け
た
。
そ
の
前
後
か
ら

雑
誌
や
単
行
本
に
対
す
る
取
締
り
が
ひ
ど
く
な
っ
て
、
少
し
で
も
日
本
の
軍
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事
行
動
に
対
し
て
疑
問
を
示
し
た
り
、
戦
争
に
よ
っ
て
人
民
生
活
が
不
安
に

さ
れ
て
行
く
こ
と
を
と
り
あ
げ
た
文
章
は
禁
止
さ
れ
た
。
一
月
ご
と
に
そ
の

程
度
と
範
囲
が
際
限
な
く
ひ
ろ
が
っ
て
、
客
観
的
に
公
平
に
、
国
際
問
題
や

経
済
、
政
治
問
題
を
と
り
扱
っ
た
内
容
さ
え
忌
諱
に
ふ
れ
た
。
日
本
の
な
か

に
、
客
観
的
な
真
実
、
学
問
上
の
真
理
、
生
活
の
現
実
を
否
定
し
て
、
日
本

民
族
の
優
秀
性
と
、
侵
略
的
大
東
亜
主
義
を
宣
伝
す
る
文
筆
だ
け
が
許
さ
れ

る
段
階
に
入
り
つ
つ
あ
っ
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
は
、
規
準
の
わ
か
ら

な
い
発
禁
つ
づ
き
に
閉
口
し
て
、
内
務
省
の
係
の
人
に
執
筆
を
希
望
し
な
い

作
家
、
評
論
家
の
名
を
あ
げ
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
十
人
足
ら
ず
の
氏
名
が
あ

げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
あ
る
回
想
か
ら
」
と
い
う
私
の
文
章
の
な
か
で
割
合
く
わ
し
く
ふ
れ
て
い
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る
け
れ
ど
も
、
中
野
と
私
と
は
内
務
省
へ
行
っ
て
そ
う
い
う
理
由
の
は
っ
き

り
し
な
い
執
筆
禁
止
に
つ
い
て
抗
議
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
私
は
、
当
時
、
保

護
観
察
所
と
云
っ
て
、
治
安
維
持
法
に
ふ
れ
た
こ
と
の
あ
る
人
々
を
、
四
六

時
中
つ
け
ま
わ
し
て
思
想
的
生
活
的
に
制
約
す
る
こ
と
を
仕
事
に
し
て
い
た

役
所
へ
行
っ
て
、
検
事
で
あ
る
そ
の
所
長
に
会
っ
て
話
し
た
。
当
時
は
ま
だ
、

作
家
の
生
活
権
を
奪
う
と
い
う
こ
と
か
ら
の
抗
議
に
対
し
て
は
内
務
省
も
保

護
観
察
所
も
、
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
だ
っ
た
。
同
じ
事
情
に

お
か
れ
た
評
論
家
の
中
に
は
、
早
速
内
務
省
へ
個
別
的
に
自
分
の
思
想
的
立

場
を
釈
明
し
た
文
書
を
出
し
た
人
が
あ
り
、
そ
う
い
う
人
に
は
す
ぐ
特
別
の

は
か
ら
い
を
し
た
と
い
う
役
人
の
言
葉
で
あ
っ
た
。

　
中
野
も
私
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
し
ま
い
と
い
う
こ
と
に
相
談
を
き
め
た
。
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そ
し
て
、
一
九
三
八
年
ま
る
一
年
と
翌
年
の
初
夏
ま
で
、
私
は
か
い
た
も
の

の
発
表
が
出
来
な
か
っ
た
。
中
野
重
治
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思

う
。

「
そ
の
年
」
と
い
う
小
説
は
、
こ
う
い
う
ひ
ど
い
時
期
の
記
念
の
作
品
と
な

っ
た
。
『
文
芸
春
秋
』
が
、
一
九
三
九
年
の
春
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
私
も
作
品

発
表
が
可
能
ら
し
い
と
い
う
見
込
み
で
、
「
そ
の
年
」
の
原
稿
を
印
刷
に
す

る
前
に
内
務
省
の
内
閲
に
出
し
た
。
や
が
て
、
内
閲
か
ら
戻
さ
れ
て
来
た
原

稿
を
も
っ
て
『
文
芸
春
秋
』
の
編
輯
者
が
目
白
に
住
ん
で
い
た
わ
た
し
の
と

こ
ろ
へ
来
た
。
そ
し
て
、
当
惑
し
て
原
稿
を
さ
し
出
し
、
何
し
ろ
赤
鉛
筆
の

ス
ジ
の
と
こ
ろ
は
い
け
な
い
っ
て
云
う
ん
で
す
が
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

原
稿
を
あ
け
て
み
て
、
わ
た
し
は
お
こ
る
よ
り
先
に
呆
れ
、
や
が
て
笑
い
出
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し
た
。
原
稿
に
は
、
実
に
よ
く
赤
鉛
筆
が
は
い
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
各
頁
、

各
行
だ
っ
た
。
赤
鉛
筆
の
と
ぎ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
ひ
ろ
っ
て
読
め
ば
、
そ

の
と
こ
ろ
は
、
た
だ
「
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
」
と
か
「
で
あ
る
は
ず
な
の

に
」
と
い
う
風
な
箇
所
だ
っ
た
。
は
じ
め
か
ら
赤
鉛
筆
を
手
に
も
っ
て
、
べ

た
ス
ジ
を
ひ
く
こ
と
に
し
て
読
み
は
じ
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
一
目
瞭
然

で
あ
っ
た
。
赤
ス
ジ
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
文
章
さ
え
の
こ
っ
て
い
な
い
の

だ
か
ら
、
小
説
と
し
て
発
表
が
出
来
る
わ
け
も
な
い
。
「
そ
の
年
」
の
よ
う

に
お
だ
や
か
な
作
品
で
さ
え
も
そ
う
い
う
取
扱
だ
っ
た
。
即
ち
小
説
は
一
九

三
九
年
の
九
月
に
か
い
て
十
一
月
の
中
央
公
論
に
発
表
さ
れ
た
「
杉
垣
」
が
、

禁
止
以
来
は
じ
め
て
の
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
随
筆
を

二
三
篇
か
き
、
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
清
風
お
も
む
ろ
に
吹
き
来
つ
て
」
と
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い
う
随
筆
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
明
治
か
ら
現
代
ま
で
の
文
学
史
と
婦
人

作
家
の
研
究
に
と
り
か
か
っ
た
。
「
そ
の
年
」
の
原
稿
は
、
日
本
の
言
論
抑

圧
の
標
本
と
し
て
、
赤
鉛
筆
の
姿
を
そ
の
ま
ま
、
い
つ
か
多
く
の
人
の
目
に

ふ
れ
る
機
会
を
も
つ
だ
ろ
う
。

「
朝
の
風
」
と
い
う
作
品
は
、
作
者
が
心
い
っ
ぱ
い
に
も
っ
て
い
る
思
い
を
、

そ
の
ま
ま
自
然
に
表
現
の
出
来
な
い
た
め
に
、
ま
る
で
猿
ぐ
つ
わ
の
す
き
間

か
ら
洩
れ
る
声
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
口
だ
け
動
か
し
て
い
る
が
声
が
き

き
と
れ
な
い
よ
う
な
作
品
と
も
云
え
る
。
見
え
る
見
え
な
い
周
囲
の
圧
迫
は
、

こ
ん
な
不
具
な
作
品
し
か
う
ま
せ
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
事
情
で
作
品
を
歪

ま
さ
れ
た
の
は
、
わ
た
し
一
人
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
う
い
う
事
情
で
と
も
か
く
作
品
の
発
表
が
出
来
た
の
は
、
一
九
三
九
年
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も
秋
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
の
に
、
一
九
四
一
年
に
は
又
も
や
一
月
か
ら
、

発
表
禁
止
を
う
け
た
。
太
平
洋
戦
争
に
突
入
す
る
準
備
を
強
行
し
て
い
た
日

本
絶
対
主
義
の
軍
事
力
は
、
極
度
に
言
論
圧
迫
を
行
っ
て
、
科
学
で
も
、
文

学
で
も
、
子
供
の
歌
ま
で
侵
略
万
能
に
統
一
し
た
。
情
報
局
の
陸
海
軍
人
が

出
版
物
統
制
に
あ
た
っ
て
、
自
分
た
ち
の
書
い
た
も
の
を
出
版
さ
せ
て
印
税

を
む
さ
ぼ
り
な
が
ら
す
べ
て
の
平
和
、
自
由
を
窒
息
さ
せ
た
。
文
学
報
国
会

が
大
会
を
陸
海
軍
軍
人
の
演
説
に
よ
っ
て
開
会
し
、
出
席
す
る
婦
人
作
家
は

も
ん
ぺ
い
姿
を
求
め
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
日
本
の
文
学
史
の
惨
憺

た
る
一
頁
で
あ
っ
た
。

　
わ
た
し
は
四
一
年
一
月
か
ら
一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
ま
で
、
一
切
の
書

く
も
の
を
発
表
禁
止
さ
れ
た
。
そ
の
間
に
四
一
年
十
二
月
九
日
か
ら
翌
年
七
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月
末
、
巣
鴨
拘
置
所
で
病
気
が
悪
化
し
意
識
不
明
に
な
る
ま
で
と
め
て
お
か

れ
た
。
少
し
眼
も
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
四
三
年
の
春
か
ら
秋
に
か
け

て
、
調
べ
の
つ
づ
き
と
い
う
こ
と
で
、
警
察
や
検
事
局
へ
よ
ば
れ
た
。
警
察

で
は
、
「
三
月
の
第
四
日
曜
」
と
い
う
小
説
の
題
に
、
何
か
特
別
の
意
味
が

あ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
問
い
さ
え
う
け
た
。
三
月
に
は
四
度
日
曜
が
あ
る
。

三
十
一
日
の
月
だ
か
ら
。
彼
等
は
そ
れ
さ
え
、
疑
い
の
種
に
な
る
。
そ
の
頃

の
特
高
警
察
の
仕
事
の
や
り
か
た
と
い
う
も
の
は
、
常
識
を
は
ず
れ
、
知
識

を
は
ず
れ
、
正
気
の
人
間
に
出
来
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

「
今
朝
の
雪
」
は
婦
人
雑
誌
の
た
め
に
か
い
た
作
品
で
、
柔
軟
な
も
の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
文
学
報
国
会
は
理
由
を
告
げ
ず
年
鑑
作
品
集
に
入
れ
る
こ
と

を
拒
ん
だ
。
作
品
を
収
録
す
る
か
ら
と
云
っ
て
、
私
に
送
ら
せ
た
の
に
。
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わ
た
し
の
母
は
一
九
三
四
年
六
月
に
、
歿
し
た
。
わ
た
し
が
そ
の
年
の
一

月
か
ら
警
察
に
と
め
て
お
か
れ
て
い
た
と
き
に
。
わ
た
し
の
父
は
一
九
三
六

年
一
月
、
亡
く
な
っ
た
。
わ
た
し
が
市
ヶ
谷
刑
務
所
に
い
た
と
き
。
直
接
作

品
に
あ
ら
わ
れ
て
は
い
な
い
が
宮
本
の
父
は
一
九
三
八
年
六
月
に
亡
く
な
っ

た
。
宮
本
は
巣
鴨
拘
置
所
で
拘
禁
生
活
の
六
年
目
、
わ
た
し
は
執
筆
を
禁
止

さ
れ
て
い
た
年
に
。
父
母
と
、
こ
う
い
う
状
況
の
下
に
死
別
し
た
人
々
は
、

そ
の
頃
の
日
本
に
わ
た
し
た
ち
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
拘
禁
生
活
を
さ
せ

ら
れ
て
い
た
人
々
ば
か
り
で
な
く
、
ど
っ
さ
り
の
人
は
戦
地
に
お
く
ら
れ
て
、

通
信
の
自
由
で
な
か
っ
た
家
郷
の
愛
す
る
も
の
の
生
死
か
ら
ひ
き
は
な
さ
れ

て
、
自
分
た
ち
の
生
命
の
明
日
を
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
。
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き
ょ
う
読
み
か
え
し
て
み
る
と
、
日
本
の
戦
争
進
行
の
程
度
に
つ
れ
て
、

わ
た
し
の
文
章
は
ふ
く
み
声
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
云
い
た
い
こ
と
、
表
現

す
べ
き
言
葉
が
ぼ
か
さ
れ
た
り
、
暗
示
に
と
ど
ま
っ
た
り
、
省
略
さ
れ
た
り

し
て
い
る
。
「
鈍
・
根
・
録
」
の
冒
頭
の
文
章
で
は
警
察
と
留
置
さ
れ
て
い

た
自
分
の
関
係
が
ぼ
や
か
さ
れ
て
い
て
、
き
ょ
う
の
読
者
の
理
解
に
は
不
便

で
あ
る
。
「
わ
が
父
」
の
は
じ
め
も
、
父
の
葬
儀
の
た
め
市
ヶ
谷
刑
務
所
か

ら
仮
出
獄
し
た
わ
た
し
が
再
び
刑
務
所
に
戻
っ
て
、
裸
に
さ
れ
て
青
い
着
物

を
着
た
と
き
の
事
情
が
、
わ
か
り
に
く
く
か
か
れ
て
い
る
。
同
じ
こ
の
理
由

か
ら
、
前
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
突
堤
」
の
は
じ
ま
り
の
文
章
も
分
り
に

く
い
。
当
時
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
あ
か
ら
さ
ま
に
書
く
と
い
う
心
持
そ
の

も
の
が
抗
議
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
さ
れ
て
い
て
、
治
安
維
持
法
の
対
象
と
さ
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れ
た
の
だ
っ
た
。
あ
の
頃
の
作
者
と
読
者
と
は
ほ
ん
と
に
敏
感
で
、
お
た
が

い
に
片
言
で
も
の
を
云
っ
て
、
そ
れ
で
や
っ
と
心
を
通
わ
せ
合
っ
て
暮
し
た
。

そ
ん
な
に
日
本
中
が
牢
獄
的
で
あ
っ
た
。

　
わ
た
し
は
そ
の
頃
の
日
本
の
す
べ
て
の
人
民
の
苦
痛
と
精
神
も
肉
体
も
不

具
に
さ
れ
て
い
た
日
の
記
念
と
し
て
、
き
ょ
う
で
は
お
か
し
く
意
味
の
不
明

瞭
に
書
か
れ
て
い
る
文
章
の
ま
ま
、
傷
つ
い
て
い
る
姿
の
ま
ま
、
作
品
を
の

こ
し
て
お
く
。
愛
す
る
日
本
が
、
ま
た
再
び
作
家
に
か
た
こ
と
を
云
わ
せ
る

よ
う
な
非
条
理
な
強
権
に
決
し
て
屈
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
。
言
論
の
自

由
と
い
う
こ
と
は
、
ど
ん
な
に
人
間
の
社
会
生
活
に
と
っ
て
基
本
的
に
主
張

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
な
権
利
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
忘

れ
な
い
た
め
に
。
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一
九
四
八
年
二
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
八
年
二
月
〕
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
十
八
巻
」
新
日
本
出
版
社

　
　
　1981
（
昭
和56

）
年5

月30

日
初
版
発
行

　
　
　1986

（
昭
和61

）
年3

月20

日
第2

版
第1

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
十
五
巻
」
河
出
書
房

　
　
　1953

（
昭
和28
）
年1
月
発
行

初
出
：
「
宮
本
百
合
子
選
集
　
第
五
巻
」
安
芸
書
房

　
　
　1948

（
昭
和23

）
年2

月
発
行

※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-

86

）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
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入
力
：
柴
田
卓
治

校
正
：
土
屋
隆

2007

年7
月24

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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