
弓

、

は
、
自
分
を
語
る
一
」
と
な
の
で
す
が
、
就
中
、
作
家

論
は
、
そ
の
極
る
と
こ
ろ
と
言
へ
ま
せ
う
。

そ
の
作
家
を
自
分
が
撰
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
必

然
性
、
そ
の
作
家
と
の
血
み
ど
ろ
の
戦
ひ
、
そ
こ
に

何
を
見
出
し
、
何
を
学
び
と
っ
た
か
を
、
生
々
と
語

る
と
こ
ろ
に
、
作
家
論
は
成
り
立
ち
ま
せ
う
。

近
頃
は
、
一
寸
し
た
伝
記
害
ブ
ー
ム
の
感
か
あ
り

ま
す
が
、
多
く
、
あ
り
き
た
り
の
材
料
と
月
並
な
見

解
を
や
り
く
り
し
た
だ
け
の
も
の
の
や
う
で
す
。

堺
君
は
、
序
説
で
か
う
書
き
ま
す
。
「
今
、
、
現

代
を
考
え
る
時
、
文
学
と
い
い
、
思
想
と
い
い
混
沌

か
ら
で
す
。
も
と
も
と
、
文
章
を
書
く
と
い
ふ
こ
と

で
も
な
く
、
本
書
の
良
い
と
こ
ろ
も
、
足
ら
ざ
る
点
往
年
の
立
命
館
出
版
部
の
よ
う
な
出
版
機
関
が
立
命

も
す
べ
て
だ
れ
よ
り
も
著
者
自
身
が
一
番
よ
く
知
つ
館
大
学
の
事
業
と
し
て
再
開
さ
れ
る
こ
と
を
、
こ
の

て
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

本
書
が
世
に
出
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
後
記

に
書
い
て
居
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１

１

作
家
論
は
恐
ろ
し
い
。
自
分
を
語
る
に
他
な
ら
ぬ

堺
光
一
君
の
「
上
田
秋
成
」
を
め
ぐ
る
饒
舌

村
田
穆

の
上
を
覆
う
て
い
る
。
今
日
ほ
ど
、
真
実
な
人
間
倫

理
そ
し
て
新
し
い
思
想
と
文
学
の
創
造
が
待
望
さ
れ

て
い
る
時
代
は
ほ
か
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
に

あ
た
っ
て
、
二
百
五
十
年
前
の
危
機
の
時
代
を
不
屈

に
生
き
抜
い
た
秋
成
が
、
自
身
の
苦
脳
と
時
代
の
危

機
の
中
で
如
何
に
自
己
を
追
求
し
、
如
何
に
現
実
話

生
き
、
如
何
に
思
想
し
、
そ
し
て
如
何
に
文
学
し
た

か
と
い
う
こ
と
を
探
っ
て
み
る
こ
と
は
意
義
深
い
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
秋
成
の
人
間
像
、

思
想
、
文
学
の
歩
み
の
過
程
を
考
え
て
ゆ
こ
う
と
思

う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
私
は
秋
成
の
文
学
及
び
思

と
し
て
迷
路
に
踏
み
｛
」
ん
で
い
る
。
否
そ
れ
以
上
に

人
間
存
在
に
つ
い
て
の
深
い
悩
み
が
わ
れ
わ
れ
全
休

際
切
に
お
ね
が
い
し
た
い
。

わ
た
く
し
は
鈴
木
弘
道
氏
の
今
日
の
し
あ
わ
せ
を

と
も
に
よ
ろ
こ
び
と
し
た
い
の
で
あ
る
。

一
ｕ

し
て
次
第
に
秋
成
の
本
質
論
に
お
よ
ぶ
こ
と
と
す

る
。
」
二
三
頁
’
一
四
頁
）

現
代
を
二
百
五
十
年
前
に
対
比
し
、
秋
成
の
追
求

に
自
分
の
生
き
方
を
探
ら
う
と
し
た
堺
君
の
、
熱
っ

ぽ
い
傾
倒
が
、
ま
づ
此
の
害
を
凡
百
の
秋
成
論
か
ら

区
別
す
る
の
で
す
。
ど
の
一
節
を
切
り
ぬ
い
て
も
、

大
て
い
は
堺
君
の
生
血
が
噴
き
出
す
の
で
す
。

さ
て
、
本
論
で
は
、
第
一
章
で
、
「
人
間
と
し
て

の
秋
成
」
が
論
じ
ら
れ
ま
す
。
彼
の
生
涯
を
分
つ

い
ら
も
の

て
、
「
Ｉ
浮
浪
子
時
代
」
「
１
国
学
者
時
代
」
「
Ⅲ

狂
蕩
者
時
代
」
と
し
、
「
そ
の
大
き
な
差
異
を
端
的

五
三

主
体
性
と
し
て
の
個
性
が
如
何
に
し
て
形
成
さ
れ
て

ら
、
事
実
の
上
か
ら
語
っ
て
ゆ
こ
う
と
思
ゞ
フ
。

う
な
歴
史
の
劃
期
で
あ
っ
た
時
代
の
中
で
、
秋
成

ろ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
私
は
、
ま
ず
、
こ

想
に
づ
い
て
性
急
な
本
質
論
を
、
て
つ
と
ｈ
且

い
っ
た
か
を
、
↓
歴
史
的
な
現
実
と
対
応
さ
せ
な
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５
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四
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三
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に
い
う
な
ら
ば
、
青
年
期
に
お
い
て
は
放
蕩
生
活
で

あ
り
、
壯
年
期
に
は
学
問
に
専
念
し
た
こ
と
で
あ
り
、

老
年
期
に
至
っ
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
秋
成
的
世
界
の
追

求
に
終
始
し
た
」
（
一
六
頁
）
と
い
ふ
の
で
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
大
切
な
黍
」
と
は
秋
成
が
不
遇

な
生
涯
と
は
い
え
、
ま
た
数
奇
な
運
命
を
背
負
っ
た

と
は
い
え
、
決
し
て
、
時
代
の
敗
者
で
も
、
ま
た

運
命
に
破
れ
た
と
い
う
の
で
も
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
の
み
か
、
不
遇
と
戦
い
時
代
に
お
も

（
マ
マ
）

ね
ず
、
し
か
も
自
己
を
い
つ
わ
ら
ず
に
、
不
屈
な
精

神
を
も
っ
て
、
生
涯
を
生
き
抜
い
た
人
で
あ
っ
た
」

（
一
七
頁
）
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
君
の
秋
成
観
は
端

的
に
打
ち
出
さ
れ
て
ゐ
る
と
言
へ
ま
せ
う
。

と
こ
ろ
で
私
は
、
こ
の
章
の
内
容
を
詳
述
す
る
か

は
り
に
、
君
の
態
度
に
触
れ
て
お
き
た
く
思
ひ
ま

す
。
国
文
学
界
と
い
ふ
と
↑
」
ろ
は
、
ま
だ
ま
、
だ
素
朴

な
風
が
強
く
て
、
作
者
の
言
ひ
分
だ
と
、
鵜
呑
み
に

し
勝
ち
な
の
で
す
が
、
近
世
と
も
な
れ
ば
、
作
者
は

複
雑
な
性
格
を
も
っ
て
来
て
、
ま
と
，
も
に
物
は
言
ひ

ま
せ
ん
。
堺
君
は
、
そ
こ
を
承
知
し
て
ゐ
ま
す
。
例

へ
ぱ
、
「
浮
浪
子
時
代
」
を
形
成
す
る
秋
成
の
し
ば

し
ば
言
ふ
「
放
蕩
」
を
「
文
字
ど
お
り
受
取
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
↑
」
に
は
文
飾
の
配
慮
が
う
か
が
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
三
○
頁
）
と
し
た
り
、
妻
た

r

ま
が
尼
と
な
っ
た
時
、
秋
戊
は
「
瑚
聴
と
名
を
付

た
。
い
か
に
と
問
た
故
字
は
ま
ゞ
の
皮
じ
ゃ
、
コ
レ

コ
レ
と
呼
ぶ
に
勝
手
が
よ
さ
じ
や
」
（
胆
大
小
心

録
）
と
書
く
の
を
、
堺
君
は
、
瑚
漣
の
出
所
を
論
語

に
求
め
て
、
「
瑚
漣
と
は
中
国
で
は
玉
の
こ
と
で
あ

る
。
秋
成
は
妻
た
ま
の
名
で
あ
る
『
玉
』
を
中
国
読

み
に
し
て
「
瑚
漣
』
と
し
、
そ
れ
に
『
コ
レ
コ
レ
』

を
掛
け
て
名
づ
け
た
も
の
と
思
う
。
と
ま
れ
尼
形
に

な
っ
た
妻
に
秋
成
は
は
じ
め
て
そ
の
器
量
を
感
じ
た

の
で
あ
っ
た
。
」
（
八
四
頁
’
八
五
頁
）
と
し
た
り
、

秋
成
の
蛎
晦
の
言
に
た
ぶ
ら
か
さ
れ
な
い
で
、
見
る

だ
け
の
も
の
は
ち
ゃ
ん
と
見
て
あ
り
ま
す
。

第
二
章
「
秋
成
の
思
想
」
で
は
、
そ
れ
「
を
論
ず

る
場
合
、
国
文
学
、
史
学
、
歌
学
、
国
語
学
、
音
韻

学
、
医
学
、
洋
学
へ
お
よ
び
茶
道
の
祖
述
と
そ
の
他

広
範
囲
に
わ
た
っ
て
研
讃
を
重
ね
、
ひ
ろ
い
視
野
に

立
っ
て
真
理
の
探
求
に
と
り
く
ん
で
い
る
こ
と
を
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
「
し
か
し
、
か
か
る
寛
政
期

第
一
流
の
知
識
人
秋
成
を
特
色
づ
け
た
思
想
と
は
何

よ
り
も
国
学
を
お
い
て
の
ほ
か
は
な
く
、
」
「
し
か

も
」
「
国
学
は
」
「
秋
成
独
自
の
見
識
を
も
つ
国
学

で
あ
っ
た
が
故
に
、
秋
成
の
思
想
の
本
領
は
秋
成
の

国
学
を
中
心
と
し
て
述
べ
て
ゆ
く
の
が
適
当
で
あ

る
。
」
（
二
六
頁
’
二
七
頁
）
と
の
立
場
が
と

五
四

ら
れ
ま
す
。
評
論
な
ら
、
「
雨
月
」
な
り
「
春
雨
」

な
り
を
撫
で
ま
は
す
だ
け
で
、
事
足
り
ま
せ
う
。

が
、
学
問
な
ら
、
そ
の
根
を
洗
は
ね
ば
な
り
ま
す
ま

い
。
そ
の
学
識
の
多
岐
で
思
想
の
根
深
い
と
こ
ろ

に
、
秋
成
の
文
学
を
解
き
明
か
す
難
し
さ
が
あ
る
の

で
す
。
学
者
の
、
生
涯
を
か
け
て
な
か
な
か
に
及
ば

ぬ
所
以
で
す
９
堺
君
は
、
「
や
や
説
明
に
す
ぎ
る
き

ら
い
が
あ
る
が
、
」
と
前
置
き
し
て
、
「
先
ず
国
学

誕
生
に
い
た
る
封
建
思
想
の
潮
流
と
秋
成
国
学
に
お

よ
ぶ
国
学
の
系
譜
を
」
「
洗
」
ふ
こ
と
二
一
七

頁
）
か
ら
は
じ
め
て
、
秋
成
の
「
本
質
と
な
っ
た
人

生
観
」
を
「
狂
蕩
」
に
お
き
、
そ
れ
は
、
秋
成
が

「
楡
の
杣
」
や
「
自
伝
」
や
「
藤
簸
冊
子
」
や
「
文

反
古
」
な
ど
に
繰
り
返
し
た
以
上
に
、
堺
君
の
繰
り

返
し
蕊
っ
ぽ
く
説
く
と
』
」
ろ
で
す
が
。
「
秋
成
の
狂

蕩
と
は
」
「
自
己
に
い
つ
わ
り
な
く
純
粋
に
生
き
る

と
い
う
‐
一
「
人
生
態
度
」
で
、
「
俗
悪
に
さ
か
ら

い
、
虚
偽
を
き
ら
い
私
智
策
略
に
反
す
る
、
つ
よ

い
反
俗
精
神
と
批
判
精
神
と
が
あ
っ
た
の
で
、
」
そ

れ
ゆ
ゑ
に
、
「
狂
務
」
は
「
国
学
上
の
合
言
葉
と
し

て
の
「
直
き
心
』
」
と
「
同
じ
精
神
で
あ
り
、
同
じ

本
質
で
あ
っ
て
．
」
か
く
一
‐
秋
成
が
自
己
の
人
生
観

と
学
問
の
見
解
き
が
相
分
つ
こ
と
な
く
緊
密
に
一
つ

の
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に
、
そ
こ
に
特
異
な
国
学
が



’ 生
れ
た
と
と
も
に
↑
」
れ
ら
の
自
覚
が
た
だ
ち
に
文
学

意
識
に
結
び
つ
き
高
ま
っ
て
ゆ
く
契
機
が
あ
り
」
、

「
そ
し
て
か
か
る
自
覚
な
り
文
学
意
識
の
表
出
が
、

宣
長
一
派
の
国
学
者
と
対
立
す
る
学
説
と
な
り
、
ま

た
生
活
態
度
と
な
っ
て
浮
浪
子
と
な
り
、
文
学
創
造

と
な
っ
た
。
」
（
一
四
○
頁
）
と
い
ふ
の
で
す
。

次
に
、
第
三
章
「
秋
成
の
文
学
」
に
移
り
ま
す
。

ま
づ
、
「
世
間
独
」
と
「
妾
形
気
」
と
に
つ
い
て

は
、
第
二
早
の
方
に
引
用
に
都
合
の
よ
い
要
約
が
あ

り
ま
す
。
』
」
の
二
作
の
「
秋
成
の
気
質
物
」
「
に

は
先
雌
の
文
芸
の
方
法
や
様
式
を
ふ
ま
え
な
が
ら

も
、
」
「
そ
の
中
に
す
で
に
秋
成
独
自
の
人
間
追
求
が

微
弱
な
が
ら
試
み
ら
れ
て
お
り
、
従
来
の
文
芸
の
方

法
や
様
式
を
打
破
し
て
、
自
己
の
文
学
意
識
を
表
現

し
よ
う
と
す
る
文
学
創
造
の
身
が
ま
え
が
現
わ
れ
」

て
を
り
、
「
説
話
の
と
り
上
げ
方
に
お
い
て
も
、
つ

ね
に
徒
労
に
終
る
不
運
な
民
衆
に
目
を
そ
そ
い
で
、

当
時
の
失
わ
れ
て
ゆ
く
町
人
生
活
に
な
ん
ら
か
の
可

能
性
を
見
と
ど
け
よ
う
と
す
る
文
学
の
態
度
が
あ

り
、
」
か
う
し
た
「
気
質
物
を
書
い
た
こ
と
に
よ

り
、
一
つ
は
そ
の
低
俗
性
を
認
識
し
て
こ
れ
を
嫌
悪

し
、
同
時
に
現
実
を
写
実
す
る
こ
と
に
よ
り
現
実
を

よ
り
深
く
認
識
し
文
学
意
識
を
高
め
て
い
っ
て
、
つ

い
に
そ
の
気
質
物
も
克
服
し
訣
別
し
た
。
」
（
四
二

頁
Ｉ
四
七
頁
）
と
あ
り
ま
す
。

「
雨
月
物
語
」
は
「
現
実
へ
の
反
逆
精
神
の
形
象

化
で
、
」
「
反
逆
の
精
神
化
が
霊
界
や
幻
界
に
お
い

て
、
苦
脳
を
解
決
し
、
自
我
を
貫
徹
す
る
の
で
、
」

「
そ
こ
に
は
き
は
め
て
浪
漫
主
義
的
な
内
容
を
も
っ

て
詩
的
感
情
の
興
奮
を
も
り
あ
げ
、
日
本
独
特
否
世

界
に
も
ま
れ
な
怪
異
小
説
を
創
造
し
」
た
の
み
な
ら

ず
、
「
近
代
文
学
の
散
文
の
様
式
が
き
ざ
し
で
は
あ

る
が
発
見
さ
れ
る
」
と
い
ひ
、
更
に
「
要
す
る
に

『
雨
目
物
語
伽
一
は
気
質
物
か
ら
作
家
的
に
転
身
を
し

て
人
間
を
第
三
者
的
に
傍
観
す
る
の
で
な
く
、
一
歩

進
ん
で
人
間
の
魂
の
奥
底
を
の
ぞ
こ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
秋
成
の
初
期
の
文
芸
『
気
質

物
』
と
晩
年
の
文
学
『
春
雨
物
語
」
の
人
間
追
求
の

過
程
に
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
」
（
二
○
六
頁

’
二
○
七
頁
）

最
後
に
、
』
「
春
雨
物
語
」
に
つ
い
て
、
「
十
篇
は

す
べ
て
、
直
き
心
の
純
粋
な
人
間
」
の
物
語
で
、
そ

の
「
幸
不
幸
は
」
「
問
題
で
な
」
「
く
う
け
得
た
資

質
を
心
直
ぐ
十
分
に
生
き
る
《
」
と
で
あ
っ
た
。
」

「
そ
こ
に
は
儒
教
仏
教
の
教
理
を
ま
っ
た
く
空
論
と

し
て
排
斥
さ
れ
た
人
間
中
心
主
義
が
論
じ
ら
れ
人
間

の
自
主
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
自
主

性
な
り
真
理
の
追
求
に
自
由
討
議
の
精
神
が
主
張
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
自
由
な
人
間
存
在
の
肯
定
は

封
建
的
悪
に
つ
い
て
執
渤
に
追
求
し
て
ゆ
く
、
そ
し

て
悪
は
単
に
悪
で
は
な
く
、
悪
に
も
強
く
、
善
に
も
、

強
く
、
直
ぐ
強
く
鮨
き
る
と
こ
ろ
に
悟
り
も
あ
れ
ば

救
済
も
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
て
、
人
間
は
人

間
以
上
の
何
者
で
も
な
く
、
叉
人
間
以
下
の
何
者
で

も
な
い
。
人
間
と
生
れ
て
、
人
間
ら
し
く
生
き
よ
と

語
る
の
で
あ
っ
た
。
」
「
つ
ま
り
小
説
の
中
に
批
判

精
神
を
も
っ
て
、
人
間
の
本
質
を
探
求
し
、
知
的
操

作
に
よ
っ
て
人
生
の
真
実
を
浮
び
あ
が
ら
せ
て
、
職

種
的
な
倫
理
形
象
を
と
も
な
っ
た
近
代
性
あ
る
文
学

作
品
で
あ
っ
た
。
」
（
二
六
七
頁
’
二
六
八
頁
）
と

結
ば
れ
ま
す
。

以
上
で
、
杜
撰
な
内
容
紹
介
を
終
り
ま
す
が
、
少

々
気
に
な
る
と
こ
ろ
も
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

揚
げ
足
取
り
染
み
ま
す
が
、
若
干
そ
こ
ら
に
触
れ
て

み
ま
す
。
と
こ
ろ
は
す
べ
て
、
堺
君
が
根
か
ら
確
か

め
た
秋
成
の
こ
と
で
な
し
に
、
周
辺
の
こ
と
で
、
そ

れ
ゆ
ゑ
、
つ
ひ
気
嘔
に
俗
説
を
そ
の
ま
ま
も
ち
こ
ん

だ
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
だ
け
に
、
本
質
的
な
暇
理
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
だ
け
が
ひ
ど
く
目
障
り
な
の

で
す
。

〈
に
）

そ
の
一
・
蜀
山
人
が
「
世
の
中
は
か
ほ
ど
う
る

く
言
い
る
て
」

さ
、
ざ
も
の
は
な
し
ぶ
ん
ぶ
ぶ
ん
ぶ
と
夜
も
ね

五
五

’



ら
れ
ず
」
（
傍
注
が
通
説
）
と
詠
ん
だ
と
い
ふ

の
（
八
一
頁
）
は
、
「
甲
子
夜
話
」
な
ど
に
も
見

え
る
説
な
が
ら
、
こ
れ
は
そ
の
筆
者
松
浦
静
山
に
狂

歌
と
落
首
の
区
別
が
つ
か
ず
、
高
名
の
狂
歌
人
に
下

等
の
落
首
を
附
会
し
た
俗
説
を
代
表
し
た
ま
で
の
こ

と
で
、
罰
山
人
自
身
．
話
一
言
」
に
「
是
大
田
ノ

戯
歌
一
一
ア
ラ
ズ
偽
作
也
。
大
田
ノ
戯
歌
一
一
時
ヲ
誹
リ

タ
ル
歌
ナ
シ
。
落
書
体
ヲ
称
セ
、
ン
ハ
ナ
シ
。
」
と
言

ひ
、
そ
れ
よ
り
先
さ
に
も
「
江
戸
の
花
海
老
」
の
中
で

「
か
り
に
も
落
書
な
ど
い
ふ
様
な
、
鄙
劣
な
歌
を
よ

む
享
な
き
」
と
言
ふ
見
識
か
ら
も
、
誤
説
と
見
た
方

が
よ
い
で
せ
う
。

そ
の
二
。
西
鶴
の
「
諸
国
は
な
し
」
の
「
忍
び
扇

の
長
吾
」
を
「
封
建
倫
理
に
命
を
賭
け
て
反
抗
し
」

た
（
一
二
四
頁
）
と
い
ふ
の
は
、
こ
れ
も
見
当
違
ひ

の
俗
論
で
、
こ
れ
は
当
時
の
町
女
房
の
結
婚
道
徳
が

確
立
し
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
、
一
‐
女
の
一
生
に
男
は
一

人
」
と
い
ふ
根
本
法
則
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
、
物

語
を
上
流
の
女
性
に
托
し
、
町
人
の
事
大
根
性
に
う

つ
た
へ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
，
西
蝿
の
諸
著
作
の

用
例
に
照
ら
し
て
、
明
ら
か
で
す
（
拙
稿
「
再
説
忍

び
扇
の
長
語
」
愛
媛
国
交
研
究
第
八
号
所
收
）
・

そ
の
三
。
「
妾
形
気
」
の
「
や
あ
ら
め
で
た
や
元

旦
の
捨
子
が
福
力
」
の
結
末
の
「
三
人
が
丸
く
お
さ

ま
る
話
」
と
西
偲
「
懐
硯
」
の
「
昔
知
っ
た
寝
所
」

の
「
先
夫
が
妻
と
後
夫
を
殺
し
、
自
分
‐
も
自
殺
し
て

相
果
て
る
と
い
う
固
苦
し
い
結
末
」
と
の
違
ひ
蓮
、

「
時
代
の
隔
り
」
（
一
八
九
頁
）
と
解
し
て
あ
る
の

は
、
む
し
ろ
、
態
度
の
相
違
と
見
る
べ
き
で
せ
う
。

「
妾
形
気
」
の
解
決
は
、
気
質
物
と
い
ふ
戯
作
の
線

に
沿
っ
た
と
こ
ろ
な
の
で
、
「
雨
月
」
や
「
春
雨
」

の
如
き
態
度
な
ら
、
む
し
ろ
か
う
は
あ
り
ま
す
ま

い
。
同
一
作
家
が
同
時
に
書
い
た
と
し
て
〃
も
、
週
刊

紙
の
作
と
文
芸
誌
の
作
と
で
は
、
同
様
に
論
じ
ら
れ

ぬ
と
同
じ
で
せ
う
。

そ
の
四
。
西
側
「
本
朝
二
十
不
孝
」
の
「
大
節
季

に
な
い
袖
の
雨
」
と
「
礎
噌
」
と
の
比
較
も
、
西
鶴

に
つ
い
て
は
当
っ
て
ゐ
ず
せ
ん
。
「
咄
」
の
態
度
と

い
ふ
の
は
、
近
頃
無
暗
に
拡
張
解
釈
が
な
さ
れ
ま
す

が
、
西
鶴
の
こ
の
咄
の
教
訓
め
ぇ
口
吻
か
ら
、
「
古

い
封
建
倫
現
か
ら
完
全
に
ぬ
け
き
ら
ぬ
」
（
二
六
三

頁
）
と
い
ふ
指
摘
は
当
り
ま
せ
ん
ｂ
西
鶴
は
本
文
に

描
く
ご
と
く
、
人
間
精
神
の
す
さ
ま
じ
さ
を
見
て
と

っ
た
の
で
す
。
そ
こ
を
見
事
に
表
現
し
て
お
け
ば
、

西
鶴
の
意
は
尽
き
る
の
で
す
。
あ
と
は
堺
君
の
所
謂

文
飾
で
す
。
読
者
の
求
め
る
結
び
を
書
き
添
へ
た
ま

で
で
、
そ
れ
は
西
鶴
の
信
奉
す
る
結
論
で
は
な
い
の

で
す
。
西
翻
は
自
分
の
言
ひ
た
い
こ
と
と
同
時
に
、

五
六
↓

読
者
を
考
慮
し
て
ゐ
た
の
で
、
そ
こ
で
、
出
版
の
対

象
と
な
り
得
た
の
で
す
。
と
↑
」
ろ
が
、
一
‐
春
雨
」
に

は
そ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
秋
成
は
、
そ
こ
で
は
、
自

分
の
た
め
だ
け
に
し
か
言
い
て
ゐ
な
い
の
で
す
。

「
春
雨
」
が
識
者
に
認
め
ら
れ
数
々
の
写
本
を
残
し

な
が
ら
も
、
つ
ひ
に
近
世
を
通
じ
て
出
版
の
対
象
と

な
り
得
な
か
っ
た
所
以
で
す
。

以
上
は
、
微
砿
で
、
再
版
の
時
に
で
も
削
れ
ば
片

附
く
と
こ
ろ
で
、
秋
成
論
の
根
本
を
弱
め
ま
せ
ん
。

↑
」
れ
を
要
す
る
に
、
従
来
の
秋
成
論
の
多
く
「
妾

形
気
」
程
度
に
と
ど
ま
る
中
で
、
堺
君
の
此
の
書
は

「
雨
月
」
程
度
の
成
果
を
あ
げ
た
も
の
と
言
へ
ま
せ

う
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
私
は
更
に
時
を
経
て
、
堺
君
の

「
春
雨
」
を
完
成
す
る
こ
と
を
望
み
た
い
の
で
す
。

そ
れ
に
は
、
は
じ
め
に
指
摘
し
ま
し
た
熱
っ
ぽ
さ
か

ら
生
れ
る
、
身
に
引
き
つ
け
過
ぎ
て
、
い
さ
さ
か
早

急
に
一
刀
両
断
す
る
と
こ
ろ
か
ら
脱
け
出
し
、
今
一

度
、
距
離
を
お
い
て
秋
成
を
見
直
す
こ
と
、
時
流
に

対
す
る
よ
り
広
い
視
野
、
作
者
と
読
者
と
の
関
係
を

考
慮
す
る
こ
と
、
国
学
を
中
心
に
秋
成
の
思
想
を
更

に
深
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
、
そ
の
結
果
完
成
さ
れ
る

堺
君
の
「
春
雨
」
を
私
は
切
望
す
る
も
の
で
す
。
雌

を
得
た
思
ひ
で
、
蜀
を
望
み
た
い
の
で
す
。
御
自
重

御
自
愛
を
祈
り
ま
す
。
（
三
十
四
年
十
一
月
記
）
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