
本
書
は
、
単
著
と
し
て
は
、
『
啄
木
小
説
の
世
界
』
（
一
九
八
○
・
九

双
文
社
出
版
）
、
『
石
川
啄
木
の
文
学
』
（
一
九
八
七
・
四
桜
楓
社
）
に
続

く
、
著
者
の
三
冊
目
の
啄
木
研
究
で
あ
る
。
駿
木
短
歌
の
考
察
を
中
心
に
し

た
「
Ｉ
短
歌
・
く
い
の
ち
〉
の
光
景
」
、
小
説
や
評
論
に
つ
い
て
の
小
論
と
、

近
親
者
・
同
時
代
者
の
啄
木
回
想
に
つ
い
て
の
書
評
を
集
め
た
「
Ⅱ
歎
木

か
ら
啄
木
へ
」
、
研
究
史
に
つ
い
て
の
論
や
啄
木
研
究
書
の
書
評
を
集
め
た

「
Ⅲ
啄
木
へ
の
道
順
」
の
三
部
か
ら
な
り
、
著
者
の
啄
木
研
究
の
到
達
点

を
示
し
て
い
る
。
著
者
は
、
「
小
さ
な
本
」
（
「
あ
と
が
き
」
）
と
い
う
が
、
こ

れ
ま
で
の
啄
木
研
究
の
成
果
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
展
望
を
も
示

す
充
実
し
た
啄
木
論
に
な
っ
て
い
る
。

著
者
が
「
短
歌
を
中
心
に
し
て
ま
と
め
て
あ
る
」
（
「
あ
と
が
き
」
）
と
い

う
よ
う
に
、
「
Ｉ
短
歌
・
く
い
の
ち
〉
の
光
景
」
の
「
Ⅱ
章
ヨ
握
の
砂
』
・

『
悲
し
き
玩
具
』
の
断
層
」
に
収
め
ら
れ
た
短
歌
評
釈
は
、
本
書
の
核
を
な

し
て
い
る
が
、
短
歌
研
究
・
評
釈
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
重
要

な
暗
示
を
与
え
て
く
れ
る
。
詩
歌
の
研
究
は
む
ず
か
し
い
。
対
象
と
距
離
を

と
り
す
ぎ
る
と
詩
歌
の
生
命
を
取
り
落
と
す
し
、
つ
き
す
ぎ
る
と
個
人
的
な

〔
書
評
〕上

田
博
著
『
石
川
啄
木
杼
情
と
思
想
』

鑑
賞
に
せ
ば
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
著
者
が
採
用
し
た
の
は
、
鑑
賞
と
研
究
の

境
界
を
往
復
で
き
る
評
釈
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
歌
の
成
立
に
か
か
わ
る
事

実
の
解
明
と
あ
り
う
べ
き
理
解
を
示
す
鑑
賞
を
、
一
首
一
首
の
歌
に
つ
い
て

積
み
上
げ
て
ゆ
く
と
い
う
の
が
、
ふ
つ
う
の
評
釈
の
あ
り
方
だ
が
、
著
者
の

採
っ
た
方
法
は
、
独
特
の
も
の
で
あ
る
。
関
心
の
核
に
あ
る
一
首
の
歌
を
ま

ず
取
り
上
げ
る
が
、
や
が
て
散
策
す
る
よ
う
な
調
子
で
多
く
の
関
連
歌
に
つ

い
て
ふ
れ
な
が
ら
、
は
じ
め
の
一
首
が
ふ
く
む
テ
ー
マ
が
生
み
出
す
波
紋
の

か
た
ち
を
読
者
に
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
｜
首
一
首
の
評
釈
の
積
み
重
ね
は
、

一
首
の
歌
を
そ
れ
だ
け
で
完
結
し
て
い
る
と
限
定
し
て
し
ま
え
ば
、
必
ず
し

も
歌
集
の
モ
チ
ー
フ
の
総
体
を
と
ら
え
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
思
い
が
、

著
者
に
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
人
生
の
相
（
す
が
た
こ
、
「
都
市
の
感

受
性
」
、
「
い
の
ち
・
自
然
」
、
「
人
間
の
悲
し
み
」
と
い
う
四
つ
の
視
角
か
ら

ス
ラ
イ
ス
さ
れ
た
、
啄
木
の
二
つ
の
歌
集
の
切
り
口
の
「
断
層
」
か
ら
、
表

現
と
し
て
の
短
歌
の
テ
ー
マ
の
広
が
り
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
「
東
海
の
小
島
の
磯
の
白
砂
に
／
わ
れ
泣
き
ぬ
れ
て
／
蟹
と

た
は
む
る
」
と
い
う
ヨ
握
の
砂
』
の
冒
頭
歌
は
、
「
〈
大
き
な
実
在
の
世
界
〉

木

股

知
釘

五
五

史



と
〈
小
さ
な
私
的
世
界
〉
の
対
照
、
〈
小
さ
な
私
的
世
界
〉
に
縛
り
つ
け
ら

れ
、
身
動
き
も
ま
ま
な
ら
ぬ
自
己
の
人
生
の
あ
り
よ
う
に
涙
す
る
、
悲
し
み

の
歌
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
従
来
の
評

釈
の
積
み
重
ね
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
興
味
深
い
の
は
、
そ
こ
に

い
た
る
過
程
で
あ
る
。
土
井
晩
翠
の
詩
「
詩
神
」
や
、
蟹
を
詠
ん
だ
鉄
幹
の

「
泡
ふ
き
て
、
横
さ
に
わ
し
る
、
蟹
の
子
も
、
世
を
い
き
ど
ほ
る
、
友
に
や

あ
ら
む
・
」
や
、
追
空
の
「
い
き
ど
ほ
る
心
す
べ
な
し
。
手
に
す
ゑ
て
、
蟹

の
は
さ
み
を
も
ぎ
は
な
ち
た
り
」
と
い
う
類
想
歌
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
「
東
海
の
小
島
」
は
、
日
露
戦
争
期
の
啄
木
が
「
日
東
詩
美
の
国
」
と

呼
ん
だ
よ
う
な
、
高
揚
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
表
示
で
は
な
く
、
「
淋
し

い
孤
影
を
感
ぜ
し
め
る
東
洋
の
一
小
島
」
に
変
容
し
て
い
る
と
い
う
時
代
的

な
屈
折
も
、
見
逃
さ
れ
ず
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
視
線
か
ら
は
、

日
露
戦
後
文
学
と
し
て
の
啄
木
短
歌
の
特
質
が
よ
く
見
え
る
よ
う
に
な
る
。

著
者
は
、
「
明
星
」
派
に
共
通
す
る
感
傷
の
大
き
な
身
ぶ
り
は
、
冒
頭
歌
に

お
い
て
は
「
よ
り
大
き
な
視
点
」
を
用
意
し
て
い
る
と
も
指
摘
す
る
が
、
感

傷
を
外
か
ら
見
る
二
重
の
視
線
に
よ
る
独
特
の
杼
情
の
出
発
点
に
ふ
さ
わ
し

い
一
首
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

猪
野
謙
二
が
「
時
事
詩
的
短
歌
」
と
と
ら
え
た
、
「
や
と
ば
か
り
／
桂
首

相
に
手
と
ら
れ
し
夢
み
て
覚
め
ぬ
／
秋
の
夜
の
二
時
」
と
い
う
一
首
に
は
、

抑
圧
的
な
時
代
の
悪
夢
や
誇
大
妄
想
で
は
な
く
、
「
時
の
権
力
者
を
風
俗
化
」

し
て
み
せ
る
視
線
が
読
み
と
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
理
解
に
い
た
る
道
筋
に
は
、

い
く
つ
も
の
補
助
線
が
引
か
れ
る
。
た
と
え
ば
、
正
宗
白
烏
の
上
司
小
剣
宛

の
書
簡
の
な
か
の
、
夢
で
桂
首
相
が
仁
左
衛
門
に
変
身
し
た
と
い
う
記
述
を

五
六

起
点
に
し
て
、
当
時
の
文
士
と
政
府
の
関
係
が
た
ど
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
ニ

コ
ポ
ソ
主
義
」
と
い
う
桂
太
郎
の
懐
柔
術
の
世
俗
的
評
価
の
あ
り
方
に
筆
が

費
や
さ
れ
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
著
者
の
評
釈
の
結
果
に
異
を
唱
え
る

こ
と
は
可
能
だ
が
、
著
者
が
結
論
に
至
る
過
程
で
示
し
た
い
く
つ
も
の
補
助

線
は
、
一
首
の
歌
が
お
か
れ
た
時
代
の
表
現
の
場
を
広
が
り
の
あ
る
も
の
と

し
て
提
示
し
て
お
り
、
一
義
的
な
解
釈
を
争
う
の
で
は
な
い
開
か
れ
た
評
釈

を
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

気
儘
な
散
策
に
見
え
る
著
者
の
評
釈
態
度
は
、
一
見
、
と
て
も
主
観
的
な

作
業
に
見
え
る
が
、
じ
つ
は
た
い
へ
ん
堅
固
な
方
法
意
識
に
貫
か
れ
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
。
評
者
が
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
た
こ
と
を
整
理
し
て
み
よ

気
ノ
○

①
短
歌
は
表
現
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
歌
は
、
一
定
の
事
実
の
組
合
せ
と
し

て
の
状
況
下
に
制
作
さ
れ
る
が
、
背
景
と
な
る
伝
記
的
事
実
に
還
元
し
て

し
ま
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
評
釈
は
、
事
実
を
お
ろ
そ
か
に
は
し
な
い
が
、

あ
く
ま
で
歌
を
表
現
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
作
業
で
あ
る
。

②
一
つ
の
表
現
は
、
他
の
表
現
と
さ
ま
ざ
ま
に
関
連
し
な
が
ら
、
時
代
の
表

現
の
場
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
。
多
く
の
類
想
歌
を
参
照
し
、
表
現
の

志
向
性
の
共
通
点
を
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
の
価
値
の
核
心
と

と
も
に
、
文
学
史
的
な
場
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
。

③
一
義
的
な
解
釈
を
示
す
こ
と
が
、
評
釈
と
い
う
作
業
の
最
終
の
目
的
で
は

な
い
。
重
要
な
の
は
、
評
釈
の
結
論
に
い
た
る
過
程
で
あ
る
。
そ
の
過
程

を
明
確
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
解
釈
が
は
ら
ん
で
い
る
多
面
的

な
可
能
性
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。



こ
う
し
た
前
提
は
、
表
だ
っ
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
散
策
に
似

た
著
者
の
評
釈
の
態
度
を
背
後
で
支
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
「
放
た
れ
し

女
の
ご
と
く
、
／
わ
が
妻
の
振
舞
ふ
日
な
り
。
／
ダ
リ
ヤ
を
見
入
る
。
」
を

取
り
上
げ
た
「
夫
婦
の
情
景
」
と
い
う
一
節
は
、
た
ゆ
た
い
揺
れ
つ
つ
進
む

評
釈
の
醍
醐
味
を
味
わ
わ
せ
て
く
れ
る
。
著
者
に
は
、
す
で
に
、
「
啄
木

「
ダ
リ
ヤ
」
の
歌
ノ
ー
ト
」
二
九
八
二
・
三
「
啄
木
文
庫
」
３
号
）
と

い
う
す
ぐ
れ
た
小
論
が
あ
る
。
「
放
た
れ
し
女
」
の
解
釈
と
し
て
は
、
従
来
、

「
解
放
さ
れ
た
女
」
と
「
追
放
さ
れ
た
女
」
の
二
説
が
対
立
し
て
い
る
が
、

前
者
が
と
ら
れ
、
ダ
リ
ヤ
を
詠
み
込
ん
だ
類
想
歌
が
丁
寧
に
た
ど
ら
れ
、

「
か
っ
て
は
友
人
の
う
ち
に
も
恋
の
ラ
イ
バ
ル
の
い
た
わ
が
妻
が
、
病
と
貧

窮
の
家
に
あ
っ
て
、
つ
か
の
間
の
華
や
い
だ
ふ
る
ま
い
を
す
る
」
と
い
う

「
私
解
」
が
示
さ
れ
た
。
本
書
の
「
夫
婦
の
情
景
」
は
、
か
っ
て
の
こ
の
小

論
を
ふ
ま
え
て
い
る
が
、
さ
ら
に
立
体
的
に
こ
の
歌
の
は
ら
む
問
題
性
を
浮

き
彫
り
に
し
て
い
る
。
ま
ず
、
補
助
線
と
し
て
、
与
謝
野
鉄
幹
、
晶
子
夫
妻

の
夫
婦
関
係
に
か
か
わ
る
歌
が
検
討
さ
れ
、
夫
婦
や
家
庭
に
対
す
る
視
線
の

表
現
さ
れ
た
啄
木
の
歌
が
対
比
さ
れ
、
男
と
女
の
願
い
の
方
向
の
ず
れ
が
取

り
出
さ
れ
る
。
次
に
、
「
放
た
れ
し
女
」
の
対
義
と
な
る
「
囚
は
れ
た
る
婦

人
」
が
依
存
し
て
い
る
「
囚
は
れ
た
る
男
子
」
に
ふ
れ
た
社
会
主
義
の
言
説

が
紹
介
さ
れ
、
家
庭
に
あ
る
女
性
と
働
き
手
と
し
て
の
女
性
の
立
場
の
分
裂

に
苦
し
む
晶
子
の
社
会
意
識
の
あ
り
方
に
つ
な
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
放
た

れ
し
女
」
の
向
こ
う
に
〈
新
し
い
女
〉
の
姿
が
遠
望
さ
れ
る
。

著
者
は
、
「
〈
女
〉
を
狭
い
空
間
に
閉
じ
込
め
て
い
る
の
は
何
か
（
誰
か
？
こ

と
い
う
問
い
は
、
「
問
い
自
体
に
単
純
化
が
あ
っ
て
、
二
重
に
応
答
困
難
な

問
い
で
あ
る
」
と
い
う
。
「
〈
女
〉
は
そ
れ
自
身
〈
女
〉
で
あ
る
と
同
時
に
、

〈
男
〉
を
内
部
に
抱
え
込
ん
で
」
お
り
、
「
〈
男
〉
は
同
様
に
〈
女
〉
を
内
部

に
抱
え
込
ん
で
い
る
」
と
い
う
著
者
は
、
こ
の
一
首
に
夫
の
「
視
線
の
屈
折
」

と
と
も
に
、
妻
と
の
距
離
を
自
覚
し
、
理
想
か
ら
の
落
差
も
知
悉
し
た
「
孤

独
な
内
的
語
ら
い
」
を
読
み
と
っ
て
い
る
。
啄
木
の
内
的
ド
ラ
マ
が
時
代
の

方
に
開
か
れ
な
が
ら
、
微
細
に
た
ど
ら
れ
て
い
て
、
「
放
た
れ
し
女
」
を

「
追
放
さ
れ
た
女
」
と
と
り
、
男
性
原
理
の
時
代
的
限
界
を
読
み
と
る
よ
う

な
割
り
切
っ
た
理
解
よ
り
、
ず
っ
と
陰
影
に
富
ん
で
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
歌
集
論
と
し
て
も
い
く
つ
か
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
古
典
の
慰
め
」
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
「
一
握
の
砂
』
の
「
秋
風
の
こ
こ
ろ

よ
さ
に
」
の
章
の
歌
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
唐
詩
、
『
万
葉
集
』
、
『
源

氏
物
語
』
と
い
っ
た
古
典
の
影
響
が
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
、
古
典
に
よ
る

「
い
の
ち
の
遍
在
す
る
宇
宙
、
い
の
ち
の
な
が
れ
」
の
再
認
識
と
い
う
理
解

が
示
さ
れ
る
が
、
「
秋
風
の
こ
こ
ろ
よ
さ
に
」
の
章
の
配
置
の
意
味
に
つ
い

て
、
一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
人
あ
り
て
電
車
の
な
か
に
唾

を
吐
く
／
そ
れ
に
も
／
心
い
た
ま
む
と
し
き
」
と
い
っ
た
日
常
詠
の
背
後
に

「
崩
落
し
つ
つ
あ
る
意
識
の
世
界
の
深
淵
」
を
さ
ぐ
る
一
連
の
試
み
は
、
折

口
信
夫
や
福
田
恒
存
が
つ
と
に
指
摘
し
た
平
明
に
見
え
る
啄
木
短
歌
の
深
さ

を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
篠
弘
や
太
田
登
の
業
績
を
か
た
わ
ら
に
お
け

、
、
、
、

ば
、
平
明
な
深
さ
と
い
う
、
啄
木
の
杼
情
の
パ
ラ
ド
ク
サ
ル
な
構
造
が
、
か

な
り
明
蜥
に
見
透
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
序
」
と
し
て
「
詩
人
の
日
露
戦
争
」
と
い
う
、
啄
木
の
日
露
戦
争
を
め

ぐ
る
転
向
体
験
に
ふ
れ
た
小
論
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
思
想
史
的
な
把
握

五
七



に
つ
い
て
の
著
者
の
関
心
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。
序
と
本
文
に
ず
れ
を

感
じ
る
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
著
者
に
と
っ
て
の
思
想
史
的
な
把

握
と
は
、
概
念
の
枠
組
み
に
よ
る
裁
断
を
い
う
の
で
は
な
く
、
本
書
の
中
心

に
あ
る
短
歌
評
釈
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
感
覚
の
深
さ
を
時
代
の
表
現
の
場

の
な
か
で
と
ら
え
る
作
業
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
別
の
小
さ

な
文
章
（
「
〈
杼
情
〉
の
運
命
、
世
界
の
ゆ
く
え
」
’
九
九
四
・
一
○
「
国
際

啄
木
学
会
会
報
」
第
六
号
）
で
、
「
〈
感
情
〉
に
拠
っ
て
、
〈
杼
情
〉
に
拠
っ

て
、
近
代
の
、
近
代
主
義
の
毒
を
洗
い
流
す
」
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。
本

書
は
、
著
者
の
啄
木
研
究
の
到
達
点
で
あ
る
と
と
も
に
、
〈
感
情
〉
の
復
権

と
い
う
視
角
か
ら
の
、
明
治
ロ
マ
ン
主
義
の
と
ら
え
直
し
と
い
う
作
業
の
出

発
点
で
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。

上
田
博
著
『
石
川
啄
木
目

四
五
○
頁
三
九
○
○
円
）（

き
ま
た
・
さ
と
し
甲
南
大
学
文
学
部
教
授
）

杼
情
と
思
想
』
（
三
一
書
房
一
九
九
三
・
三

五
八


