
太
宰
治
の

「
散
華
」
三ふ
語冊

ー

l
i
三
つ
の

「死」

の
意
味
l
i

李

黒員

局

は
じ
め
に

太
宰
治
は
昭
和
一
九
年
三
月
吋
新
若
人
」
に
短
編
小
説
「
散
華
」
を
発
表
し
た
。
そ
の
中
に
は
太
平
洋
戦
争
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
え
る
「
玉

砕
」
が
モ
チ
ー
フ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
太
宰
の
作
品
傾
向
を
窺
っ
て
み
る
と
、
兵
隊
の
死
を
直
接
素
材
と
し
て
取
り
入
れ
た

の
は
、
こ
の
「
散
華
」
が
唯
一
の
作
品
と
も
い
え
る
。
そ
れ
で
は
「
散
華
」
の
中
に
、
当
時
の
新
聞
マ
ス
コ
ミ
か
ら
大
い
に
戦
死
を
賛
美
し
、

自
本
国
民
の
感
情
を
総
力
戦
と
一
燭
勤
し
て
い
た
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」
が
、
モ
チ
ー
フ
と
し
て
附
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ

れ
に
は
ま
ず
ア
ッ
ツ
島
で
玉
砕
し
た
兵
士
の
中
に
、
太
宰
の
知
人
で
あ
る
三
田
循
司
、
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
も
う
一
つ
注

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
散
華
」
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
「
新
若
人
」
の
存
在
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
雑
誌
「
新
若
人
」
は
「
皇
道

精
神
」
や
「
民
族
精
神
昂
揚
」
を
青
少
年
に
訴
え
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
性
向
の
強
い
雑
誌
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
散
華
」
に
は
、
玉
砕

に
対
す
る
戦
争
賛
美
の
描
写
と
と
も
に
、
当
時
太
宰
文
学
の
一
つ
の
課
題
と
も
い
え
る
「
死
」
に
対
す
る
思
想
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
は
小
説
「
散
華
」
と
「
新
若
人
」
と
い
う
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
連
性
を
論
じ
な
が
ら
、
「
散
華
」
に
お
け
る
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」

の
意
味
を
追
求
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
と
は
対
照
的
な
も
う
一
つ
の
死
の
分
析
を
通
し
て
、
戦
時
期
の
太
宰
文
学
に
お
け
る
「
散
華
」
の
位
置

付
け
を
試
み
た
い
と
患
う
。
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一
、
「
散
華
」
に
お
け
る
「
玉
砕
」
の
意
味

短
編
小
説
「
散
華
」
の
中
に
は
、
二
人
の
青
年
の
死
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
作
家
で
あ
る
「
私
」
の
若
い
二
人
の
友
人
の
対
照
的
と
も

い
え
る
死
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
家
志
望
の
三
井
君
の
結
核
に
よ
る
病
死
と
、
詩
人
を
め
ざ
し
て
い
た
三
田
君
の
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」
で
あ
っ

た
。
ま
ず
と
の
節
で
は
、
二
一
国
君
の
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」
に
関
す
る
「
私
」
の
感
概
を
め
ぐ
っ
て
具
体
的
に
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

小
説
「
散
華
」
に
登
場
す
る
三
国
循
司
と
そ
の
友
人
の
戸
石
泰
一
は
、
実
際
太
宰
の
知
人
で
あ
り
、
三
田
君
の
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」
も
実

話
を
も
と
に
警
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
が
)
。
東
京
瀞
大
の
国
文
科
の
学
生
だ
っ
た
三
田
君
と
一
戸
石
君
は
、
作
家
の
「
私
」
の
所
に
通
っ
て
い

た
。
戸
石
君
が
快
活
で
愛
嬬
の
よ
い
人
物
で
あ
る
の
と
は
対
照
的
に
、
三
回
君
は
鉄
縁
の
眼
鏡
を
か
け
、
哲
学
者
ふ
う
の
真
面
目
な
人
物
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
私
」
は
崩
聞
を
華
や
か
に
す
る
た
め
に
い
つ
も
道
化
役
を
演
じ
る
戸
石
君
の
昧
方
を
し
て
い
た
。
そ
し
て
詩
人

を
め
ざ
し
て
い
た
三
田
君
は
、
「
私
」
に
一
度
も
認
め
ら
れ
な
い
ま
ま
出
征
し
、
ア
ッ
ツ
島
で
玉
砕
す
る
の
で
あ
る
。

「
散
華
」
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」
と
い
え
ば
、
当
時
の
新
開
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
一
斉
に
報

道
さ
れ
、
日
本
国
民
の
感
情
を
総
力
戦
と
煽
り
立
て
た
宣
伝
と
な
る
最
初
の
「
玉
砕
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
玉
砕
」
と
い
う

言
葉
は
、
「
玉
が
美
し
く
砕
け
る
よ
う
に
、
名
誉
や
忠
義
を
重
ん
じ
て
、
い
さ
ぎ
よ
く
死
ぬ
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
昭
和
一
八
年
五
月
の
ア
ッ

ツ
島
守
備
隊
が
ア
メ
リ
カ
軍
に
対
し
て
総
攻
撃
を
敢
行
し
た
後
全
滅
し
た
こ
と
を
「
玉
砕
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
大
本
営
本
部
が
発
表
し
た

こ
と
が
き
っ
か
け
に
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
ほ
う
で
も
次
々
と
戦
死
を
美
化
す
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
小
説
「
散
華
」
の
中

で
も
「
美
し
く
玉
砕
し
た
」
と
か
「
玉
砕
の
神
の
一
柱
」
な
ど
、
当
時
新
聞
・
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
が
戦
死
賛
美
の
た
め
に
用
い
た
一
一
一
一
口
葉
の
使
用
が

み
ら
れ
る
。
三
田
君
の
戦
死
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
個
所
を
引
用
し
て
み
る
と
、

三
百
循
一
司
君
は
、
こ
と
し
の
五
月
、
づ
ば
抜
け
て
美
し
く
玉
降
し
た
。
三
回
君
の
場
合
は
、
散
華
と
い
ふ
言
葉
も
尚
色
あ
せ
て
感
ぜ
ら

れ
る
。
北
方
の
一
孤
島
に
於
い
て
見
事
に
玉
砕
し
護
国
の
神
と
な
ら
れ
た
(
中
略
)
任
地
に
第
一
歩
を
印
し
た
時
か
ら
、
す
で
に
死
ぬ
る

覚
悟
を
し
て
お
ら
れ
た
ら
し
い
。
自
己
の
た
め
に
死
ぬ
の
で
は
な
い
。
崇
高
な
献
身
の
覚
悟
で
あ
る
。
(
吋
新
若
人
」
昭
和
一
九
年
三
月
号
、

八
一
頁
)
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の
よ
う
に
、
「
美
し
く
玉
砕
し
た
」
「
諮
国
の
神
」
「
崇
高
な
献
身
」
な
ど
の
言
葉
に
よ
っ
て
三
田
君
の
戦
死
が
見
事
に
美
化
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
引
用
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
戦
死
賛
美
の
言
葉
が
、
当
時
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」
を
報
じ
る
新
開
記
事
と
ど
う
関
わ
る
の
か
を
具
体
的
に
み
て

み
よ
う
。
た
と
え
ば
大
本
営
か
ら
ア
ッ
ツ
島
の
日
本
軍
全
滅
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
一
八
年
五
月
三
十
一
自
の
新
開
「
大
阪
毎
日
」
の
「
忠
烈
の

極
・
ア
ツ
ツ
島
守
備
隊
」
と
い
う
大
き
な
見
出
し
か
ら
始
ま
る
記
事
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

ア
ッ
ツ
z

局
の
全
将
兵
遂
に
玉
砕
す
。
(
中
略
)
遂
に
全
員
国
家
の
人
柱
と
な
っ
た
。
(
中
略
)
今
こ
そ
ア
ッ
ツ
島
守
備
部
践
は
こ
の
皇
軍

侍
統
の
精
神
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
も
の
あ
っ
て
、
ま
さ
に
神
兵
の
姿
で
あ
り
、
三
千
年
来
神
武
の
国
土
に
培
っ
た
大
和
魂
の
時
を
得
て

の
花
々
し
き
昨
裂
で
あ
っ
た
。

こ
の
記
事
に
み
ら
れ
る
「
玉
砕
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
患
家
の
人
柱
」
「
神
丘
ハ
」
が
「
護
国
の
神
」
に
、
ま
た
「
皇
軍
得
統
の
精
神
」
「
神

武
の
国
土
に
培
っ
た
大
和
魂
の
時
を
得
て
の
花
々
し
き
昨
裂
」
が
「
崇
高
な
献
身
」
に
対
応
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
戦
死
す
る
こ

と
を
「
軍
神
化
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
日
露
戦
争
か
ら
よ
く
み
ら
れ
る
が
、
太
平
洋
戦
争
の
時
に
な
る
と
、
戦
死
を
賛
美
す
る
表
現
が
多
織
に

な
る
こ
と
で
、
日
本
国
民
の
戦
争
に
対
す
る
感
情
を
高
ぶ
ら
せ
る
文
句
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
日
さ
れ
る
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
散
華
」
に
描
か
れ
て
い
る
三
田
君
の
ア
ッ
ツ
島
で
の
戦
死
が
、
「
玉
砕
」
が
代
表
す
る
よ

う
に
当
時
の
新
聞
メ
デ
ィ
ア
で
み
ら
れ
る
定
型
的
な
文
句
で
賛
美
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
太
宰
の
同
時
代
の
作
品
に
見
ら
れ
る
様
々
な
文

体
へ
の
試
み
か
ら
考
え
る
と
、
当
時
の
ラ
ジ
オ
や
新
開
メ
デ
ィ
ア
が
し
き
り
に
使
っ
て
い
た
定
型
的
表
現
を
そ
の
ま
ま
使
わ
な
く
て
も
、
三
田

君
の
戦
死
は
も
っ
と
個
性
的
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
「
散
華
」
に
は
、
あ
え
て
新
語
紙
上
に
あ
ふ
れ
で
い
る
表
現
を

使
っ
て
、
三
田
君
の
ア
ッ
ツ
島
で
の
戦
死
が
賛
美
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
お
き
ま
り
の
表
現
を
用
い
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
「
散
華
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
雑
誌
「
新
若
人
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
時
に
あ
っ

て
「
新
若
人
」
が
「
皇
道
精
神
」
や
「
民
族
精
神
昂
揚
」
を
発
揚
す
る
も
っ
と
も
フ
ァ
シ
ズ
ム
性
向
の
強
い
雑
誌
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
次
節
で
は
「
散
華
」
に
お
け
る
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
、
小
説
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
「
新
若
人
」
と
の
関
連
を
中
心

に
論
じ
て
み
た
い
。
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二
、
雑
誌
「
新
若
人
」
に
お
け
る
「
散
華
」
の
位
震
い
つ
け

雑
誌
「
新
若
人
」
は
昭
和
一
五
年
九
月
に
「
全
日
本
学
徒
知
的
総
合
誌
」

刊
の
辞
に
は
そ
の
呂
的
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。

と
し
て
創
刊
さ
れ
る
が
、
畑
俊
六
の

「
創
刊
を
祝
す
」
と
い
う
創

(
前
略
)
惟
ふ
に
強
力
国
家
を
組
織
す
る
原
動
力
は
人
に
あ
る
。
従
っ
て
我
が
皇
閣
の
成
員
が
世
界
無
比
の
皇
道
精
神
に
透
徹
し
、
体

力
と
気
力
と
優
秀
な
る
学
術
を
兼
縞
し
、
滅
私
奉
公
、
皇
室
を
中
心
と
す
る
翠
図
一
致
の
団
結
を
完
成
す
る
な
ら
ば
、
世
界
無
比
の
強
力

圏
家
が
建
設
せ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
(
中
略
)
真
に
国
策
的
に
し
て
市
も
青
少
年
の
心
理
に
適
合
す
る
修
養
雑
誌
の
出
版
を
待
望
す
る
こ

と
が
久
し
い
。
然
る
と
こ
ろ
に
、
従
来
受
験
雑
誌
界
に
覇
を
唄
へ
つ
〉
あ
っ
た
欧
文
社
は
逸
速
く
此
の
教
訓
を
捉
え
、
国
策
的
見
地
か
ら

青
少
年
学
徒
の
指
導
を
自
ざ
し
、
且
つ
其
の
修
養
に
資
す
る
雑
誌
「
新
若
人
』
を
出
版
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

『
新
若
人
」
は
戦
時
下
の
「
皇
道
精
神
」
と
徹
践
的
な
「
翠
毘
一
致
の
団
結
」
に
よ
る
「
強
力
国
家
」
を
目
的
と
す
る
青
少
年
学
徒
の
修
養

雑
誌
を
目
指
し
て
創
刊
さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
一
五
年
と
い
え
ば
、
日
本
情
報
局
が
「
日
本
出
版
文
化
協
会
」
を
創
立
し
、
図

書
・
雑
誌
の
出
版
や
流
通
を
掌
握
し
は
じ
め
た
時
期
に
当
た
る
。
そ
れ
に
よ
る
雑
誌
の
廃
刊
や
統
合
が
雑
誌
界
の
大
き
な
反
感
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
は
対
照
的
に
、
雑
誌
吋
新
若
人
」
は
言
論
統
制
機
関
た
る
情
報
局
の
強
い
支
援
を
受
け
て
創

刊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
雑
誌
年
鑑
昭
和
二
ハ
年
」
の
中
で
、
雑
誌
「
新
若
人
』
の
創
刊
に
つ
い
て
言
及
す
る
次
の
文
章
か
ら
も
読
み

取
れ
る
。
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雑
誌
創
刊
の
抑
制
、
既
存
雑
誌
の
整
理
統
合
が
行
は
れ
て
つ
〉
あ
る
時
、
塾
生
i

主
と
し
て
中
等
等
生
を
お
象
と
す
る
総
合
雑
誌
「
新

若
人
」
が
関
係
嘗
局
の
支
援
の
下
に
歌
文
社
(
社
長
赤
尾
好
夫
氏
)
か
ら
創
刊
さ
れ
、
嘗
局
の
出
版
政
策
の
積
極
的
一
面
を
示
す
も
の
と

し
て
注
目
を
惹
い
た
。

雑
誌
「
新
若
人
」
が
当
局
の
絶
対
的
な
支
持
を
得
て
い
た
こ
と
と
、
欧
文
社
の
社
長
赤
尾
好
夫
が
、
新
体
制
準
備
委
員
の
出
版
側
の
代
表
と



し
て
選
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
発
信
す
る
雑
誌
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
石
田

局
の
出
版
政
策
の
積
極
的
一
面
を
示
す
も
の
」
と
い
う
文
章
か
ら
は
、
情
報
局
が
「
皇
道
精
神
」
や
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
青

少
年
に
徹
底
的
に
伝
え
る
た
め
の
国
策
の
手
段
と
し
て
、
雑
誌
「
新
若
人
」
を
誕
生
さ
せ
た
意
図
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
「
新
若
人
」
の
中
に
、
小
説
「
散
華
」
を
置
い
て
み
る
な
ら
ば
、
三
田
君
の
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉

砕
」
を
定
型
的
常
套
句
を
つ
ら
ね
る
こ
と
で
讃
美
す
る
表
現
が
目
立
つ
こ
と
に
は
、
偶
然
の
一
致
と
は
思
え
な
い
あ
る
必
然
性
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
。
作
家
太
宰
治
が
「
散
華
」
の
中
に
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」
が
当
時
の
ラ
ジ
オ
や
新
開
メ
デ
ィ
ア
に
氾
濫
し
て
い
た
言
葉
を
韮
接
に
用

い
て
い
る
の
は
、
雑
誌
「
新
若
人
」
の
性
向
を
念
頭
に
お
い
て
三
日
君
の
死
を
語
ろ
う
と
し
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
号
の
「
新

若
人
い
に
は
、
連
載
小
説
「
半
島
(
第
三
回
)
」
(
牧
野
吉
晴
)
、
評
論
「
日
本
睦
連
の
歴
史
」
(
中
柴
末
純
)
、
「
国
鰭
論
の
典
擦
を
正
せ
」
(
小

島
茂
雄
)
な
ど
の
よ
う
な
「
日
本
主
義
」
傾
向
の
小
説
や
評
論
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
察
知
で
き
る
。

「
玉
砕
」
と
い
う
言
葉
を
戦
意
昂
揚
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
は
、
「
玉
砕
」
と
い
う
言
葉
に
は
「
日
本
軍
全
滅
」
と
い
う
意
味

を
あ
ら
わ
す
と
同
時
に
、
日
本
国
民
に
米
英
軍
に
対
す
る
敵
情
心
を
帰
動
し
、
戦
争
意
識
を
強
化
さ
せ
る
と
い
う
当
局
の
国
策
的
意
図
が
潜
ま

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
掲
し
た
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」
を
報
じ
る
「
大
阪
毎
自
」
の
記
事
の
中
に
、
「
一
億
・
誓
っ
て
仇
を
討
て
」

と
い
う
大
き
な
見
出
下
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
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(
訪
問
略
)
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
勇
士
の
御
盤
に
釘
し
何
を
も
っ
て
躍
ぶ
べ
き
か
、
皮
を
斬
ら
し
て
敵
の
心
臓
を
突
き
抜
き
、
撃
ち
て
止
ま

む
の
決
意
を
毘
め
る
の
み
で
あ
る
、
心
せ
よ
米
鬼
よ
、
こ
の
仇
は
断
じ
て
討
つ
、
覚
悟
せ
よ
ル

i
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
今
に
思
ひ
知
る
べ
し
、
(
後

略
)

こ
の
記
事
か
ら
は
、
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」
を
報
告
し
、
「
勇
士
の
御
霊
」
と
い
う
正
義
の
英
雄
の
死
に
激
し
い
敵
慌
の
心
を
持
っ
て
、
悪
な

る
「
ル

i
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
」
に
「
御
霊
」
の
「
仇
は
断
じ
て
許
」
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
煽
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
読
み
取
れ
る
。
そ

の
壮
烈
な
死
を
称
え
る
と
同
時
に
、
日
本
国
民
に
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
敵
悌
心
を
煽
り
立
て
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
意
函
が
う
か
が
え
る
。
昭
和

一
七
年
六
月
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
!
の
敗
北
か
ら
徐
々
に
敗
戦
の
兆
し
が
見
え
は
じ
め
た
時
期
に
現
れ
た
「
玉
砕
」
と
い
う
言
葉
は
、

E
本
政
府
が
戦

争
に
対
す
る
日
本
国
民
の
感
情
を
一
一
層
高
揚
さ
せ
る
目
的
で
用
い
ら
れ
た
と
考
え
る
・
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
政
府
の
新
聞
報
道
に
対
す
る
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制
眼
は
、
昭
和
十
六
年
一
月
の
新
関
紙
等
掲
載
制
限
令
に
よ
っ
て
一
層
報
道
統
制
の
範
囲
が
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
新
聞
紙
等
掲
載
制
限

令
に
は
、
「
政
府
は
戦
時
に
際
し
国
家
総
動
員
上
必
要
あ
る
と
き
は
勅
令
に
定
む
る
所
に
よ
り
新
関
紙
其
の
他
の
出
版
物
の
掲
載
に
付
制
限
又
は

禁
止
を
為
す
こ
と
を
得
」
と
、
法
律
に
よ
ら
な
い
無
制
限
の
一
一
一
一
口
論
統
制
の
権
限
を
政
府
に
あ
た
え
た
と
さ
れ
る
。

特
に
戦
況
が
悪
化
し
た
以
後
で
は
報
道
は
厳
し
く
管
理
さ
れ
、
た
と
え
ば
昭
和
十
九
年
六
月
の
マ
リ
ア
ナ
沖
海
戦
で
日
本
海
軍
は
空

母
、
航
空
機
の
大
半
を
失
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
聞
で
は
「
サ
イ
パ
ン
大
選
撃
戦
、
五
艦
撃
沈
、
撃
墜
三
百
余
機
」
な
ど
と
い
う
形
で

記
事
が
載
る
こ
と
が
毘
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
(
「
昭
和
編
年
史
!
昭
和
一
八
年
度
版

(2)
」)

「
玉
砕
」
と
い
う
言
葉
も
大
本
営
本
部
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
聖
戦
ま
た
は
「
玉
砕
」
と
い
う
戦
意
高
揚
に
関
す
る

一
一
一
一
口
論
統
制
が
い
か
に
厳
し
く
管
理
さ
れ
て
い
た
か
は
想
像
で
き
る
。

特
に
青
少
年
の
読
者
層
を
持
つ
「
新
若
人
』
の
よ
う
な
率
先
し
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
指
向
す
る
雑
誌
側
が
そ
れ
に
対
し
て
敏
感
な
反
応
を
示
さ

な
い
は
ず
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
雑
誌
号
制
若
人
」
の
編
集
方
針
は
、
読
者
投
稿
欄
「
若
人
の
叫
び
」
か
ら
も
明
確
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
千

葉
市
の
中
村
天
龍
が
「
白
本
人
全
部
」
と
い
う
題
自
で
書
い
た
投
稿
小
論
に
は
、

(
前
略
)
教
室
で
子
供
達
に
本
年
が
決
戦
の
年
で
あ
る
所
以
を
お
話
し
て
や
っ
た
が
先
づ
最
初
に
か
う
質
問
し
た
。
「
今
、
日
本
の
菌
は

米
英
と
戦
争
を
し
て
ゐ
る
が
、
一
体
誰
が
闘
っ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
」
「
日
本
人
全
部
で
す
。
」
と
元
気
よ
く
答
へ
た
子
供
の
顔
が
未
だ
に
忘

れ
ら
れ
な
い
。
(
中
略
)
私
は
今
日
の
佳
き
日
を
迎
へ
て
、
陛
下
の
赤
子
を
教
育
さ
せ
て
戴
く
光
栄
あ
る
素
務
に
、
感
激
を
新
た
に
し
教

壇
上
に
散
る
の
決
意
を
よ
り
一
一
層
強
国
に
し
た
次
第
で
あ
る
。
(
「
日
本
人
全
部
」
千
葉
市
中
村
天
龍
昭
和
一
五
年
一
一
月
)

「
陛
下
の
赤
子
」
を
教
育
す
る
こ
と
が
光
栄
で
あ
り
、
こ
の
決
戦
下
に
は
教
育
へ
の
情
熱
が
一
一
層
強
く
な
っ
た
と
い
う
文
章
か
ら
は
戦
時
下

の
「
皇
道
精
神
」
が
強
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
そ
の
背
景
に
は
い
か
に
一
一
一
一
口
論
統
制
が
当
時
の
日
本
人
の
心
に
ま
で
泌
み

込
ん
で
い
た
か
が
わ
か
る
。
ま
た
昭
和
一
七
年
六
月
号
に
は
、
倉
林
治
英
は
「
一
念
不
生
の
境
地
」
の
題
目
下
で
、



(
前
略
)
落
に
於
て
そ
れ
等
軍
神
の
後
を
継
ぎ
、
そ
の
光
輝
あ
る
功
績
と
偉
大
な
る
教
剖
と
を
身
じ
鰭
し
て
未
来
の
邦
家
を
饗
一
屑
に
摺

ふ
べ
き
我
等
若
人
は
、
そ
の
重
大
な
る
任
務
を
負
ふ
に
、
恥
ぢ
ざ
る
臼
本
臣
民
た
る
べ
く
、
之
等
偉
大
な
る
先
輩
の
壮
烈
無
比
な
る
散
華
を

竪
く
心
中
に
銘
記
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
(
遁
信
宮
吏
練
習
所
)

と
、
述
べ
て
い
る
。
こ
の
読
者
欄
か
ら
も
「
皇
道
精
神
」
を
強
調
す
る
と
同
時
に
、
青
少
年
た
ち
に
戦
争
昂
揚
意
識
を
訴
え
て
い
る
こ
と
が
読

み
壊
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
投
稿
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
小
説
「
散
華
」
に
関
係
す
る
「
偉
大
な
る
壮
烈
無
比
な
る
散
華
」
と
い
う
言
葉
が
、
「
玉

砕
」
の
向
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
散
華
」
と
い
う
言
葉
が
「
玉
砕
」
と
民
様
に
戦
死
讃
美
の
表
現
と
し
て
使

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
く
れ
る
。
雑
誌
「
新
若
人
」
の
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
戦
略
が
、
読
者
欄
の
中
で
明
確
に
読
み

取
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
創
作
欄
に
掲
載
さ
れ
る
作
品
に
つ
い
て
も
、
作
家
が
雑
誌
「
新
若
人
」
の
編
集
方
針
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
汲

み
取
る
必
要
性
を
感
じ
た
こ
と
も
確
か
だ
ろ
う
。
小
説
「
散
華
」
の
中
に
、
定
型
的
常
套
句
に
よ
っ
て
登
場
人
物
の
戦
死
へ
の
賛
美
が
見
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
雑
誌
『
新
若
人
」
の
戦
略
と
深
く
関
わ
り
が
あ
る
と
み
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
当
時
の
太
宰
の
創
作
傾
向
と
比
較
し
て
み
る
と
一
層
明
ら
か
に
な
る
。
戦
時
期
の
太
宰
文
学
の
傾
向
に
つ
い
て
三
枝
康
高
は
「
太
宰

治
l

i
太
宰
治
の
古
典
意
識
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

保
田
は
当
時
の
民
衆
が
苦
杯
を
な
め
た
、
現
実
と
の
接
触
を
あ
え
て
断
ち
き
っ
て
、
ひ
た
す
ら
上
へ
上
へ
と
爆
発
的
に
上
昇
し
、
つ
い

に
は
天
皇
、
皇
室
ま
で
も
包
括
し
て
し
ま
う
、
大
ょ
う
の
美
学
を
樹
立
し
た
。
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
時
期
に
、
太
宰
は
さ
か
さ
ま
に

「
下
降
志
向
」
と
も
呼
ば
れ
る
態
度
を
も
っ
て
、
権
力
に
た
い
す
る
揺
微
な
内
面
的
抵
抗
を
胸
中
に
秘
め
、
抜
き
が
た
い
自
己
矛
盾
と
イ

ン
フ
ェ
リ
オ
リ
テ
ィ
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
媒
介
と
し
て
、
民
衆
に
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
心
情
に
傾
斜
し
た
の
で
あ
る
。

三
枝
康
一
品
は
、
太
宰
の
戦
時
期
の
文
学
の
特
徴
と
し
て
、
保
田
与
重
郎
の
よ
う
な
作
家
た
ち
が
天
皇
・
皇
室
を
賛
美
す
る
い
わ
ゆ
る
「
上
昇

志
向
」
と
は
距
離
を
お
い
て
、
む
し
ろ
「
下
降
志
向
」
の
態
度
を
と
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
戦
時
期
の
太
宰
文
学
の
代
表
作
と
も

言
わ
れ
て
い
る
「
津
軽
」
(
昭
和
十
九
年
十
一
月
、
吋
小
山
謹
回
白
い
)
に
も
よ
く
表
れ
て
い
訂
o

「
津
軽
」
は
太
宰
自
身
の
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
を

あ
ら
た
め
て
旅
行
し
て
書
い
た
紀
行
形
式
の
小
説
で
あ
る
が
、
太
宰
は
自
分
の
十
五
年
間
の
東
京
生
活
を
回
想
し
た
「
十
五
年
間
」
(
昭
和
二
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十
一
年
四
月
吋
文
化
展
望
」
)

の
中
で
、
「
津
軽
」
を
書
い
た
こ
ろ
を
ふ
り
か
え
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
は
或
る
出
版
社
か
ら
旅
費
を
も
ら
ひ
、
津
軽
旅
行
を
企
て
た
。
そ
の
頃
日
本
で
は
、
南
方
へ
南
方
へ
と
、
皆
の
関
心
が
も
っ
ぱ
ら
そ

の
方
面
に
ば
か
り
集
中
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
私
は
そ
の
正
反
封
の
本
州
の
北
端
に
向
っ
て
旅
立
っ
た
。
自
分
の
身
も
、
い
つ
ど

の
や
う
な
事
に
な
る
か
わ
か
ら
ぬ
。
い
ま
の
う
ち
に
自
分
の
生
れ
て
育
っ
た
津
軽
を
、
よ
く
み
て
置
か
う
と
思
ひ
立
っ
た
の
で
あ
る
。
(
「
太

宰
治
全
集
第
八
巻
」
(
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
、
二
一
六
頁
)

「
津
軽
」
の
執
筆
が
日
本
軍
部
の
南
方
進
出
と
い
う
当
時
の
日
本
の
趨
勢
に
逆
行
し
て
い
た
こ
と
は
、
太
宰
自
ら
も
充
分
認
識
し
て
い
た
。

小
説
「
津
軽
」
に
み
ら
れ
る
庶
民
へ
の
ま
な
ざ
し
は
そ
れ
自
体
が
日
本
文
壇
の
趨
勢
に
抵
抗
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て

こ
の
「
津
軽
」
で
も
読
み
取
れ
る
「
下
降
志
向
」
は
、
戦
時
期
の
太
宰
文
学
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
位
量
削
つ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
戦
時
期
の
太
宰
文
学
の
傾
向
に
対
し
て
、
小
説
「
散
華
」
に
み
ら
れ
る
三
田
君
の
「
玉
砕
」
に
対
す
る
賛
美
の
描
写
は
、
そ
れ

に
相
反
し
て
い
る
と
し
か
一
一
一
日
う
よ
う
が
な
い
。
と
い
う
の
は
「
玉
砕
」
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
「
死
」
の
意
味
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
国
家

(
甘
天
皇
)
の
た
め
に
命
を
捧
げ
る
と
い
う
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
な
思
想
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
散
華
」
に
み
ら

れ
る
三
田
君
の
戦
死
を
賛
美
す
る
描
写
は
、
前
掲
し
た
戦
時
期
の
太
宰
文
学
の
傾
向
と
は
逆
行
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
小
説

「
散
華
」
と
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
「
新
若
人
」
の
戦
略
と
の
関
連
牲
が
一
一
層
明
確
に
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
前
掲
し
た
よ
う
に
日
本
の
敗
戦

の
色
が
だ
ん
だ
ん
濃
く
な
っ
て
く
る
時
期
に
な
る
と
、
新
聞
・
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
当
局
の
検
関
が
厳
重
に
な
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
に
お
い
て
作
家
は
、
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
を
た
ん
な
る
作
品
と
読
者
と
の
媒
介
と
い
う
機
能
だ
け
で
は
な
く
、
雑
誌
メ

デ
ィ
ア
に
強
い
ら
れ
て
い
た
国
策
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ま
で
を
充
分
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
散
華
」
の
戦
死
を
賛
美
す
る
事
に
対
し
て
、
高
木
知
子
は
「
太
宰
の
意
図
は
と
も
か
く
、
戦
争
の
た
め
の
死
を
賛
美
す
る
と
い
う
こ

と
、
そ
れ
自
体
が
、
戦
争
と
い
う
状
況
下
で
は
戦
意
高
揚
の
小
説
と
し
て
の
任
を
果
た
す
で
あ
ろ
均
」
と
、
「
散
華
」
が
戦
意
高
揚
小
説
で
あ

る
と
断
言
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
「
散
華
」
の
戦
死
賛
美
の
表
現
だ
け
を
み
る
と
、
高
木
知
子
の
批
評
は
妥
当
だ
と
言
え
る
が
、
「
散
華
」
は
単

な
る
戦
死
賛
美
小
説
に
止
ま
っ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
に
は
三
田
君
の
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」
と
は
対
照
的
に
、
も
う
一
人
の
青
年
三
井
の
平
凡

な
死
が
、
こ
の
世
で
も
っ
と
も
「
美
し
い
」
死
と
し
て
三
田
君
の
死
を
語
る
前
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
構
想
か
ら
考
え
て
も



「
散
華
」
と
い
う
小
説
の
評
舗
は
決
し
て
三
田
君
の
「
玉
砕
」
だ
け
で
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
も
、
小
説
「
散
華
」
の
中

に
描
か
れ
て
い
る
三
井
君
の
病
死
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
か
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
節
で
は
「
散
華
」
に
描
か
れ
て
い
る
も

う
一
つ
の
死
の
意
味
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
小
説
「
散
華
」
が
一
体
何
を
訴
え
か
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。

三
、
も
う
一
つ
の
「
死
」
の
意
味

「
散
華
」
に
は
三
田
君
の
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」
と
と
も
に
、
も
う
一
人
の
青
年
の
死
が
搭
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
三
井
君
の
死
で
あ
る
が
、

三
田
君
の
玉
砕
と
は
対
照
的
な
平
凡
な
病
死
で
あ
っ
た
。
三
井
君
は
病
気
(
肺
結
核
)
の
た
め
に
兵
誌
に
も
な
れ
な
い
と
い
う
失
意
の
う
ち
、

病
気
が
進
行
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
素
直
に
受
け
入
れ
て
母
親
の
側
で
静
か
に
患
を
引
き
取
る
。
そ
れ
は
、
三
田
君
が
百
本
国
の
た
め
に
壮

烈
に
「
玉
砕
」
し
た
の
と
は
、
き
わ
め
て
対
照
的
な
死
に
方
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
散
華
」
の
中
で
は
こ
の
三
井
君
の
死
が
、
こ
の

世
の
中
で
も
っ
と
も
「
美
し
い
臨
終
」
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

三
井
君
の
臨
終
の
美
し
さ
は
、
比
類
が
な
い
。
美
し
さ
、
な
ど
と
い
ふ
無
責
任
な
お
座
な
り
め
い
た
巧
言
は
、
あ
ま
り
使
い
た
く
な
い

の
だ
が
、
で
も
、
そ
れ
は
実
際
、
美
し
い
の
だ
か
ら
仕
械
が
な
い
。
一
二
井
君
は
寝
な
が
ら
、
枕
頭
の
お
針
仕
事
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
御

母
堂
を
椙
手
に
、
し
づ
か
に
世
間
話
を
し
て
ゐ
た
。
ふ
と
口
を
喋
ん
だ
。
そ
れ
き
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
う
ら
う
ら
と
晴
れ
て
、
ま
っ
た

く
少
し
も
風
の
無
い
春
の
自
に
、
そ
れ
で
も
、
楼
の
花
が
花
自
身
の
重
さ
に
堪
へ
か
ね
る
の
か
、
お
の
づ
か
ら
、
ざ
っ
と
こ
ぼ
れ
る
や
う

に
散
っ
て
、
小
さ
い
花
吹
雪
を
現
出
さ
せ
る
事
が
あ
る
。
(
中
略
)
私
は
三
井
君
を
、
神
の
よ
ほ
ど
の
寵
阻
ん
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か

と
思
っ
た
。
人
間
の
最
高
の
栄
冠
は
、
美
し
い
臨
終
以
外
の
も
の
で
は
な
い
と
患
っ
た
。
(
八
一
一
員
)
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母
の
側
で
静
か
に
臨
終
を
迎
え
た
三
井
君
の
死
の
美
し
さ
は
「
比
類
が
な
い
」
と
語
ら
れ
、
「
人
間
同
の
最
高
の
栄
冠
は
、
美
し
い
臨
終
以
外

の
も
の
で
は
な
い
」
と
断
一
一
一
目
す
る
。
そ
し
て
「
捜
の
花
が
花
自
身
の
重
さ
に
堪
へ
か
ね
る
の
か
、
お
の
づ
か
ら
、
ざ
っ
と
こ
ぼ
れ
る
や
う
に
散

っ
て
、
小
さ
い
花
吹
雪
を
現
出
さ
せ
る
事
が
あ
る
」
と
い
う
引
用
か
ら
は
言
葉
と
お
り
の
「
散
華
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て

「
ず
ば
ぬ
け
て
美
し
く
玉
砕
し
た
」
と
賛
美
さ
れ
た
三
田
君
の
死
と
並
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
あ
る
意
図
を
読
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
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は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
二
人
の
死
に
つ
い
て
鳥
居
邦
朗
は
「
十
九
年
〕
の
中
で
、

少
な
く
と
も
二
人
の
死
が
等
価
の
も
の
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
美
し
き
死
と
し
て
等
価
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
玉
砕
死
と
病
死
と
の
間
に
弟
一
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
基
準
は
ど
う
や
ら
世
俗
の
そ
れ
と
は
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る

ら
し
い
。

と
、
一
二
回
君
の
玉
砕
と
三
井
君
の
病
死
を
「
等
価
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
対
照
的
に
も
み
え
る
二
人
の
死
が
「
玉
砕
」
と
「
散
華
」
と
い
う
等

質
の
言
葉
で
美
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
し
て
浮
か
ん
で
く
る
の
は
、
「
散
華
」
に
位
寵
す
る
三
井
君
の
死
の
意
味
で
あ
る
。

三
田
君
と
い
う
人
物
は
一
戸
石
泰
一
の
回
想
や
堤
重
久
の
回
想
か
ら
も
実
在
人
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
が
、
三
井
君
と
い
う
人
物
に

対
し
て
は
、
実
在
人
物
か
ど
う
か
は
一
一
一
一
一
口
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
北
川
透
が
「
文
学
の
一
丘
ハ
ホ
了

l
太
宰
治
の
「
散
華
」
に
つ
い

D
の
中

で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
二
一
井
君
に
つ
い
て
は
、
三
回
君
の
よ
う
な
出
身
地
・
学
歴
・
容
貌
な
ど
の
具
体
的
な
描
写
が
な
い
の
は
確
か
で
あ

る
。
た
だ
作
家
志
望
の
文
学
青
年
と
し
か
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
三
井
君
の
ほ
う
は
実
在
人
物
で
は
な
く
、
太
宰
に
よ
っ
て
創
ら
れ

た
架
空
の
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
と
す
る
と
、
問
題
に
な
る
の
は
、
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」
と
い
う
一
ニ
田
君
の
戦
死
を
描
く
の
に
、
そ

れ
と
は
対
照
的
な
三
井
君
の
病
死
が
な
ぜ
必
要
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
三
井
君
の
平
凡
な
死
」
が
持
つ
意
味
を
太
宰
文

学
に
位
霞
づ
け
て
考
え
る
こ
と
に
し
て
み
た
い
。

太
宰
の
戦
時
期
の
文
学
(
中
期
文
学
)
の
傾
向
に
つ
い
て
、
渡
部
芳
紀
の
「
太
宰
治
論
l
i中
期
を
中
心
に
i
i
i」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。前

期
の
理
想
に
向
か
っ
て
の
人
工
的
で
複
雑
な
狂
乱
の
世
界
か
ら
抜
け
出
し
、
静
か
で
、
透
明
な
暖
か
い
世
界
に
は
い
っ
て
来
た
の
で

あ
る
。
〈
素
朴
〉
と
〈
単
純
〉
を
愛
し
〈
正
直
〉
に
振
舞
う
こ
と
を
期
す
の
で
あ
る
。

太
宰
の
前
期
の
作
品
と
は
ま
っ
た
く
異
っ
た
傾
向
と
し
て
、
〈
素
朴
〉
〈
単
純
〉
〈
正
甚
〉
を
戦
時
期
の
太
宰
文
学
の
特
徴
と
し
て
指
摘
す
る

の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
戦
争
の
深
刻
化
と
と
も
に
、
太
宰
を
強
く
魅
了
し
て
行
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
作
品
の
中
で
、



も
っ
と
も
詳
細
の
高
い
「
富
山
獄
百
景
」
(
「
文
体
」
昭
和
一
四
年
二
丹
i
三
月
)
に
は
、
渡
部
の
い
う
〈
素
朴
〉
〈
単
純
〉
〈
正
直
〉
の
特
徴
が
よ

く
現
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
百
本
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
う
べ
き
富
士
山
の
様
々
な
姿
が
〈
素
朴
〉
〈
単
純
〉
な
文
体
で
描
か
れ
て
い
る
が
、

次
の
よ
う
な
有
名
な
一
文
が
あ
る
。

(
前
略
)
一
せ
い
に
車
窓
か
ら
首
を
出
し
て
、
い
ま
さ
ら
の
ご
と
く
、
そ
の
変
哲
も
な
い
三
角
の
山
を
眺
め
で
は
、
ゃ
あ
、
と
か
、
ま

あ
、
と
か
間
抜
け
た
嘆
撃
を
設
し
て
、
車
内
は
ひ
と
し
き
り
、
ざ
わ
め
い
た
。
け
れ
ど
も
、
私
の
と
な
り
の
御
隠
居
は
、
胸
に
深
い
憂
間

で
も
あ
る
の
か
、
他
の
遊
覧
客
と
ち
が
っ
て
、
富
士
に
は
一
瞥
も
輿
へ
ず
、
か
へ
っ
て
富
士
と
反
釣
側
の
、
山
路
に
沿
っ
た
断
山
涯
を
じ
っ

と
見
つ
め
て
、
私
に
は
そ
の
様
が
、
か
ら
だ
が
し
び
れ
る
ほ
ど
快
く
感
ぜ
ら
れ
、
私
も
ま
た
、
富
士
な
ん
か
、
あ
ん
な
俗
な
山
、
見
度
く

も
な
い
と
い
ふ
、
高
尚
な
い
虚
無
の
心
を
、
そ
の
老
婆
に
み
せ
て
や
り
た
く
思
っ
て
、
あ
な
た
の
お
苦
し
み
、
わ
び
し
さ
、
み
な
よ
く
わ
か

る
、
と
頼
ま
れ
も
せ
ぬ
の
に
、
共
鳴
の
素
振
り
を
み
せ
て
あ
げ
た
く
、
老
婆
に
甘
え
か
か
る
や
う
に
、
そ
っ
と
す
り
寄
っ
て
、
老
婆
と
お

な
じ
姿
勢
で
、
ぼ
ん
や
り
患
の
方
を
、
挑
め
て
や
っ
た
。

老
婆
も
何
か
し
ら
、
私
に
安
心
し
て
ゐ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
ら
う
、
ぼ
ん
や
り
ひ
と
こ
と
、

「
お
や
、
月
見
草
」

さ
う
言
っ
て
、
細
い
指
で
も
っ
て
、
路
傍
の
一
一
館
所
を
ゆ
び
さ
し
た
。
さ
っ
と
、
パ
ス
は
過
ぎ
て
ゆ
き
、
私
の
自
に
は
、
い
ま
、
ち
ら
と

ひ
と
め
見
た
黄
金
色
の
月
見
草
の
花
ひ
と
つ
、
花
糠
も
あ
ざ
や
か
に
消
え
ず
残
っ
た
。

三
七
七
八
米
の
富
士
の
山
と
、
立
派
に
相
対
峠
し
、
み
じ
ん
も
ゆ
る
が
ず
、
な
ん
と
言
ふ
の
か
、
金
剛
力
草
と
で
も
言
ひ
た
い
く
ら
い
、

け
な
げ
に
す
っ
く
と
立
っ
て
ゐ
た
あ
の
丹
見
草
は
、
よ
か
っ
た
。
富
士
に
は
、
月
見
草
が
よ
く
似
合
ふ
。
(
吋
太
宰
治
全
集
第
三
巻
」
筑
摩

書
一
関
、
一
九
九
八
年
、
一
三
五
;
一
三
六
頁
)
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こ
の
引
用
は
「
富
山
獄
吉
景
」
を
論
じ
る
際
、
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
個
所
で
あ
る
が
、
日
本
の
シ
ン
ボ
ル
の
富
士
山
と
何
処
で
も
み
ら
れ
る

月
見
草
が
見
事
に
対
照
化
さ
れ
て
拙
か
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
太
宰
文
学
に
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
素
朴
〉
と
い
う
素
材
を
利
用
し
て
、
文
学

の
〈
か
る
さ
〉
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
よ
く
み
ら
れ
る
。
ま
さ
に
「
ニ
ッ
ポ
ン
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
富
士
に
、

け
な
げ
な
「
月
見
草
」
を
対
潰
す
る
も
の
」
と
い
う
解
釈
が
物
語
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
シ
ン
ボ
ル
の
富
士
山
と
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
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く
対
立
的
な
存
在
と
も
い
え
る
素
朴
な
「
月
克
草
」
を
対
照
化
さ
せ
、
日
本
の
シ
ン
ボ
ル
の
富
士
山
に
栂
侠
つ
で
も
っ
と
も
似
合
う
存
在
と
し

て
描
こ
う
と
す
る
の
は
、
「
富
山
獄
百
景
」
に
お
け
る
太
宰
文
学
の
一
つ
の
方
法
論
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
前
節
の
中
で
言
及
し
た

戦
時
期
の
太
宰
文
学
に
お
け
る
「
下
降
志
向
」
と
も
相
通
じ
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
散
華
」
の
中
に
存
在
す
る
三
井
君
の
平
凡

な
病
死
は
、
三
日
君
の
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」
と
い
う
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
言
え
る
戦
必
死
に
対
照
さ
せ
る
た
め
の
平
凡
な

「
月
見
草
」
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
掲
し
た
よ
う
に
、
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」
は
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
象
徴
す
る

戦
死
賛
美
の
シ
ン
ボ
ル
の
最
初
の
玉
砕
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
三
井
君
の
平
凡
な
死
を
対
照
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
母
親
の
側
で
静

か
に
患
を
ひ
き
と
る
三
井
君
の
死
が
、
三
田
君
の
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」
と
椙
侠
っ
て
、
こ
の
世
の
中
で
も
っ
と
も
美
し
い
と
い
う
こ
と
に
は

変
わ
り
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
私
」
の
二
人
の
死
に
対
す
る
姿
勢
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
死
に
方
を
し
よ
う
と
「
人
間
の
最
高

の
栄
冠
」
は
「
美
し
い
臨
終
」
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
と
い
う
あ
る
死
生
観
を
う
か
が
う
こ
と
が
こ
と
が
で
き
る
。

也
、
「
文
学
の
た
め
の
死
」
の
意
味

-113-

小
説
「
散
華
」
の
末
尾
に
は
玉
砕
し
た
三
田
君
か
ら
死
ぬ
甚
前
に
戦
地
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
一
枚
の
葉
書
が
紹
介
さ
れ
、

後
の
便
り
に
感
動
を
受
け
る
「
私
」
の
心
憶
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
ニ
田
君
の
最
後
の
葉
書
は
三
国
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
三
回
君
の
最

御
元
気
で
す
か
。

速
い
空
か
ら
御
向
ひ
し
ま
す

無
事
、
任
地
に
着
き
ま
し
た
。

大
い
な
る
文
事
の
た
め
に
、

死
ん
で
く
だ
さ
い
。

自
分
も
死
に
ま
す
、

こ
の
戦
争
の
た
め
に
。

(
八
五
頁
)



詩
人
を
目
指
し
て
い
た
三
田
君
の
最
後
の
葉
書
に
「
私
」
は
大
き
な
感
動
を
お
ぼ
え
る
。
そ
し
て
い
ま
ま
で
は
認
め
な
か
っ
た
三
田
君
の
詩

人
気
質
を
認
め
、
「
い
ち
ば
ん
い
い
詩
人
」
の
ひ
と
り
で
あ
る
と
信
じ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
最
後
の
便
り
は
、
こ
の
物
語
を
描
く
動

機
を
与
え
て
く
れ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。

は
じ
め
か
ら
私
の
意
盟
は
、
た
っ
た
つ
し
か
無
か
っ
た
。
私
は
、
最
後
の
一
過
を
受
け
取
っ
た
と
き
の
感
動
を
盟
国
き
た
か
っ
た
の
で

あ
る
。
(
中
略
)
死
ん
で
下
さ
い
、
と
い
ふ
そ
の
三
田
君
の
一
言
が
、
私
に
は
、
な
ん
と
も
尊
く
、
あ
り
が
た
く
、
う
れ
し
く
て
、
た
ま

ら
な
か
っ
た
の
だ
。
(
八
五
頁
)

「
私
」
は
、
最
後
の
便
り
の
中
で
、
「
こ
の
戦
争
の
た
め
に
」
死
ぬ
と
い
う
三
回
君
の
決
断
よ
り
も
、
自
分
に
「
文
学
の
た
め
に
死
ん
で
く
だ

さ
い
」
と
言
っ
て
く
れ
た
一
一
一
一
一
口
に
強
く
心
打
た
れ
て
い
る
。
そ
し
て
三
田
君
の
「
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
」
よ
り
、
む
し
ろ
こ
の
一
枚
の
葉
書
に

よ
っ
て
、
「
私
」
は
三
田
君
を
尊
敬
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

繰
り
返
し
繰
り
返
し
読
ん
で
ゐ
る
う
ち
に
、
私
に
は
こ
の
三
田
君
の
短
い
お
便
り
が
寅
に
最
高
の
誌
の
や
う
な
気
さ
へ
し
て
来
た
の
で

あ
る
。
ア
ッ
ツ
玉
砕
の
報
を
閣
か
ず
と
も
、
私
は
こ
の
お
便
り
だ
け
で
、
こ
の
年
少
の
友
人
を
心
か
ら
尊
敬
す
る
事
が
出
来
た
の
で
あ
っ

た
。
純
粋
の
献
身
を
、
人
の
世
の
最
も
美
し
い
も
の
と
し
て
あ
こ
が
れ
努
力
し
て
ゐ
る
事
に
於
い
て
は
、
兵
士
も
、
ま
た
詩
人
も
、
あ
る

ひ
は
私
の
や
う
な
巷
の
作
家
も
、
違
っ
た
と
こ
ろ
は
無
い
の
で
あ
る
。
(
八
六
頁
)

こ
の
引
用
に
は
、
「
純
粋
の
献
身
」
を
媒
介
に
兵
士
の
戦
争
の
た
め
の
死
と
、
作
家
の
「
大
い
な
る
文
学
の
た
め
の
死
」
が
同
一
化
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
「
純
粋
の
献
身
」
は
こ
の
「
散
華
」
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
作
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
純
粋
の
献
身
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
太
寄
が
「
散
華
」
を
執
筆
し
て
い
た
頃
、
幾
つ
か
の
作
品
の
中
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。

当
時
の
太
宰
の
作
品
を
う
か
が
っ
て
み
る
と
、
「
純
粋
の
献
身
」
を
象
徴
さ
せ
る
、
あ
る
物
語
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
口
そ
れ

は
「
あ
る
水
夫
の
死
」
を
素
材
と
し
た
物
語
で
あ
る
が
、
こ
の
「
あ
る
水
夫
の
一
死
」
の
物
語
は
、
短
編
小
説
「
雪
の
夜
の
話
」
(
「
少
女
の
友
」

昭
和
一
九
年
五
月
)
や
エ
ッ
セ
イ
「
一
つ
の
約
束
」
(
昭
和
一
九
年
)
、
長
編
「
惜
別
」
(
昭
和
二

O
年
九
円
)
の
三
編
に
同
じ
く
引
用
さ
れ
て
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い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
物
語
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

若
い
水
夫
は
難
破
し
て
怒
瀧
に
巻
き
込
ま
れ
、
岸
に
た
た
き
つ
け
ら
れ
、
無
我
夢
中
で
し
が
み
つ
い
た
と
こ
ろ
は
、
燈
台
の
窓
縁
で
あ

っ
た
、
ゃ
れ
う
れ
し
ゃ
、
た
す
け
を
求
め
て
叫
ば
う
と
し
て
、
ふ
と
窓
の
中
を
の
ぞ
く
と
、
い
ま
し
も
燈
台
守
の
一
家
が
つ
つ
ま
し
く
も

楽
し
く
夕
食
を
は
じ
め
よ
う
と
し
て
ゐ
る
、
あ
あ
、
い
け
な
い
、
お
れ
が
い
ま
「
た
す
け
て
え
!
」
と
凄
い
声
を
出
し
て
叫
ぶ
と
こ
の
一

家
の
団
壌
が
滅
茶
苦
茶
に
な
る
と
思
っ
た
ら
、
窓
縁
に
し
が
み
つ
い
た
指
先
の
力
が
抜
け
た
と
た
ん
に
、
ざ
あ
っ
と
ま
た
大
浪
が
来
て
、

水
夫
の
か
ら
だ
を
沖
に
連
れ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
(
後
略
)

こ
の
「
あ
る
水
夫
の
死
」
は
、
「
純
粋
の
献
身
」
を
象
徴
さ
せ
る
美
し
い
死
と
し
て
、
太
宰
の
作
品
の
中
に
繰
り
返
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
エ
ッ
セ
イ
「
一
つ
の
約
束
」
と
長
編
「
惜
別
」
の
中
に
は
、
「
あ
る
水
夫
の
死
」
を
に
引
用
し
た
後
、
次
の
よ
う
な
ま
っ
た
く
同
じ
文

章
が
書
き
加
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
作
者
の
幻
想
の
不
思
議
が
存
在
す
る
。
事
実
は
、
小
説
よ
り
も
奇
な
り
、
と
言
う
。
し
か
し
、
誰
も
克
て
い
な
い
事
実
だ
っ
て

世
の
中
に
は
、
あ
る
の
だ
。
そ
う
し
て
、
そ
の
や
う
な
事
実
に
こ
そ
、
高
貴
な
宝
玉
が
光
っ
て
ゐ
る
場
合
が
多
い
の
だ
。
そ
れ
を
こ
そ
書

き
た
い
と
い
う
の
が
、
作
者
の
生
き
甲
斐
に
な
っ
て
ゐ
る
。

当
時
の
太
宰
の
作
者
と
し
て
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
一
文
で
あ
る
が
、
「
あ
る
水
夫
の
死
」
の
話
は
、
「
誰
も
見
て
い
な
い
事
実
」
と
解
釈
さ

れ
、
こ
の
事
実
を
克
つ
け
出
し
て
描
く
の
が
作
家
の
任
務
で
あ
り
、
生
き
甲
斐
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
全
く
同
じ
文
章
が
二
つ
の
作
品

で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
、
「
誰
も
み
て
い
な
い
事
実
」
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
小
説
「
散
華
」
に
み
え

る
「
純
粋
の
献
身
を
、
人
の
世
の
最
も
美
し
い
も
の
と
し
て
あ
こ
が
れ
努
力
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
作
者
の
姿
勢
と
相
通
じ
る
も
の
が
感
じ
ら
れ

る
。
そ
れ
は
エ
ッ
セ
イ
「
一
つ
の
約
束
」
の
中
に
、
引
き
続
け
て
書
か
れ
て
い
る
次
の
文
章
を
み
る
と
明
ら
か
に
な
る
。

第
一
線
に
於
い
て
、
戦
っ
て
居
ら
れ
る
諸
君
。
意
を
安
じ
て
給
へ
。
誰
に
も
知
ら
れ
ぬ
或
る
呂
、
或
る
一
階
に
於
け
る
諸
君
の
美
し
い



行
為
は
、
か
な
ら
ず
一
群
の
作
者
た
ち
に
依
っ
て
、
あ
や
ま
た
ず
、
の
こ
り
く
ま
な
く
、
子
々
遜
々
に
諮
り
侍
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
日

本
の
文
撃
の
歴
史
は
、
三
千
年
来
そ
れ
を
行
ひ
、
今
後
も
ま
た
、
轡
る
事
な
く
、
そ
の
侍
統
を
繕
承
す
る
。

「
あ
る
水
夫
の
死
」
と
い
う
物
語
が
「
誰
も
見
て
い
な
い
事
実
」
の
美
し
い
死
と
し
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
争
の
た
め
に
戦
っ
て

い
る
兵
士
た
ち
の
「
美
し
い
行
為
」
が
「
誰
も
見
て
い
な
い
事
実
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
日
本
文
学
の

歴
史
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
兵
士
た
ち
の
誰
も
見
て
い
な
い
「
美
し
い
行
為
」
は
作
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
子
孫
に
括
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
諮
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
当
時
の
新
聞
・
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
を
過
し
て
大
い
に
報
じ
ら
れ
る
も
の
、
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
誰
に
も
知
ら

れ
ぬ
或
る
日
、
或
る
一
隅
に
於
け
る
諸
君
の
美
し
い
行
為
」
こ
そ
、
日
本
文
学
の
歴
史
に
残
し
た
い
も
の
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が

「
散
華
」
の
末
尾
に
は
、
「
純
粋
の
献
身
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
す
な
わ
ち
「
散
華
」
に
お
け
る
「
大
な
る
文
学

の
た
め
の
死
」
と
い
う
の
は
、
戦
争
に
お
け
る
兵
士
た
ち
の
誰
も
克
て
い
な
い
純
粋
の
献
身
こ
そ
が
日
本
文
学
の
歴
史
に
刻
ま
れ
る
よ
う
に
努

力
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
日
本
文
学
に
お
け
る
作
者
の
姿
勢
が
「
散
華
」
を
執
筆
し
て
い
た
頃
、
太
宰
の
他

作
品
か
ら
も
う
か
が
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
大
な
る
文
学
の
た
め
の
死
」
と
い
う
言
葉
に
は
戦
時
下
に
生
き
て
い
た
作
者
た
ち
の
自
本
文
学

に
対
す
る
姿
勢
が
表
象
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

A
U
 

む
す
び

い
ま
ま
で
小
説
「
散
華
こ
に
警
か
れ
て
い
る
戦
死
賛
美
の
表
現
を
中
心
に
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
新
若
人
」
と
い
う
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
と
の
関

連
性
を
追
求
し
て
み
た
。
ま
た
「
玉
碍
」
と
は
対
照
的
と
も
い
え
る
も
う
一
人
の
青
年
の
平
凡
な
死
の
分
析
を
通
し
て
、
「
散
華
」
を
戦
時
期

の
太
宰
文
学
の
中
に
新
た
な
位
醤
付
け
を
試
み
た
。
そ
し
て
末
尾
に
表
れ
て
い
る
、
「
純
粋
の
献
身
」
と
「
大
な
る
文
学
の
た
め
の
死
」
の
解

釈
を
通
し
て
戦
時
期
の
作
者
た
ち
の
文
学
に
対
す
る
姿
勢
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

小
説
「
散
華
」
の
特
徴
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
太
宰
文
学
で
は
み
ら
れ
な
い
戦
死
賛
美
に
対
す
る
毘
策
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

が
明
確
に
読
み
と
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
散
華
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
雑
誌
「
新
若
人
」
の
布
在

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
新
若
人
」
が
青
少
年
読
者
を
持
つ
、
戦
時
下
の
も
っ
と
も
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
性
向
の
強
い
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
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た
こ
と
を
考
え
る
と
、
小
説
「
散
華
」
に
お
け
る
戦
死
賛
美
の
表
現
の
必
然
性
が
浮
か
ん
で
く
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
散
華
」
に
は
、
戦

死
賛
美
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
え
る
「
ア
ッ
ツ
島
玉
砕
」
と
は
対
立
的
な
も
う
ひ
と
り
の
青
年
の
平
凡
な
死
が
照
一
化
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
戦
時
期
の
太
宰
文
学
の
中
で
よ
く
見
ら
れ
る
、
日
本
の
象
徴
的
な
存
在
に
平
凡
さ
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
ピ
ッ

ク
ア
ッ
プ
さ
せ
る
と
す
る
一
つ
の
方
法
論
と
も
言
え
よ
う
。

小
説
「
散
華
」
に
は
、
戦
時
下
の
雑
誌
「
新
若
人
」
の
性
向
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
当
時
の
太
宰
の
「
死
」
に
対
す
る
意
識
が
明
確
に
表

れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
「
散
華
」
は
、
戦
時
期
の
太
宰
文
学
に
お
け
る
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
研
究
に
重
要
な
作
品
と
し
て
位
量
づ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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士ム
(1)
堤
重
久
の
「
太
宰
治
と
の
七
年
間
」
の
中
に
、
太
宰
か
ら
三
田
循
司
の
玉
砕
の
話
を
告
げ
ら
れ
た
時
の
感
想
を
、
「
三
田
さ
ん
と
は
、
太
宰
さ
ん
の
お
宅
で
二
、
三

度
顔
を
合
わ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
二
、
一
二
度
と
も
、
友
人
の
一
戸
石
君
の
か
げ
に
隠
れ
る
よ
う
に
し
て
、
広
い
額
を
う
つ
む
け
か
げ
ん
に
し
て
座
っ
て
い
た
、

娘
鏡
を
か
け
た
学
生
服
姿
の
青
年
が
思
い
出
さ
れ
て
、
私
は
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
」
(
一
五

O
頁
)
と
回
想
し
て
い
る
。

(2)
「
玉
砕
の
思
想
と
白
兵
突
撃
」
(
河
野
仁
「
戦
争
と
軍
隊
い
一
九
九
九
年
八
月
、
岩
波
書
庖
)
の
中
に
「
「
玉
砕
」
と
い
う
言
葉
が
人
口
に
謄
突
し
始
め
た
の
は
昭
和

一
八
年
五
月
の
ア
ッ
ツ
島
守
備
隊
が
総
攻
撃
を
敢
行
後
全
滅
し
た
こ
と
を
「
玉
砕
」
と
大
本
営
が
発
表
し
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
」
と
警
か
れ
て
い
る
。
(
一

七
二
頁
)

(3)
「
広
辞
苑
」
一
六
二
真
参
照
。

(4)

マ
キ
ノ
島
の
玉
砕
、
タ
ラ
ワ
島
の
玉
砕
、
サ
イ
パ
ン
の
玉
砕
な
ど
敗
戦
の
日
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。

(5)
問
、
「
昭
和
十
五
年
度
雑
誌
界
報
」
(
一
二
頁
)

(6)
明
治
大
正
昭
和
新
聞
研
究
会
編
、
「
昭
和
編
年
史
1
1
6
昭
和
一
八
年
度
版

(2)
」
、
東
京
新
開
資
料
品
版
、
一
九
九
五
年
。

(7)
注
6
参
照
。

(8)
三
枝
康
高
「
太
宰
治
i
i太
宰
治
の
古
典
意
識
」
、
新
有
堂
、
一
九
八

O
年。

(9)
亀
井
勝
一
郎
は
、
「
文
芸
評
論
家
」
(
一
九
五
一
年
八
月
)
の
中
で
、
「
彼
の
本
質
を
一
番
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
「
津
軽
』
で
あ
る
。
私
は
全
作
品
の
中
か
ら

何
か
一
編
だ
け
選
べ
と
云
わ
れ
る
な
ら
、
こ
の
作
品
を
挙
げ
た
い
。
」
と
「
津
軽
」
が
太
宰
文
学
の
代
表
作
品
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。

(
凶
)
高
木
知
子
「
太
宰
治
i
i抵
抗
か
屈
服
か
」
(
「
戦
争
と
文
学
者
」
、
一
一
二
書
房
、
一
九
八
三
年
、
一
七
八
頁
)

(
日
)
「
国
文
学
t
i
i解
釈
と
鑑
賞
」
、
九
九
三
年
六
月
号
。
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(
ロ
)
一
戸
石
泰
一
「
吋
散
華
」
の
頃
」
(
「
太
宰
治
研
究
〕
、
筑
摩
書
層
、
一
九
五
六
年
)

(
日
)
堤
準
久
「
太
宰
治
と
の
七
年
間
」
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
。

(
川
口
)
吋
日
本
文
学
研
究
」
(
梅
光
女
学
院
大
学
)
、
一
九
九
九
年
三
月
号
。

(
日
二
国
文
字
l
解
釈
と
鑑
賞
与
一
九
八
七
年
四
月
号
。

(
日
)
松
本
能
一
吋
太
宰
治
と
そ
の
時
代
含
差
の
入
門
第
三
文
明
社
、

151 

一
九
八
二
年
、
九
二
頁
。
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