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Ⅰ本
稿
は
文
学
と
美
術
の
協コ

ラ
ボ
レ
ー
シ
ヨ
ン

同
関
係
、
さ
ら
に
は
小
説
本
文
・
挿

絵
・
メ
デ
ィ
ア
の
相
互
関
係
か
ら
な
る
新
聞
小
説
研
究
を
進
め
る
た

め
の
契
機
と
し
て
、
挿
絵
画
家
と
し
て
の
中
村
研
一
と
そ
の
挿
絵
に

注
目
す
る
。
ま
ず
、
事
典
記
述
か
ら
参
照
し
て
お
く
。

�

中
村
研
一　
な
か
む
ら
・
け
ん
い
ち　

洋
画
家

�

［
生
年
月
日
］
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
年
）
五
月
一
四
日

�

［
没
年
月
日
］
昭
和
四
二
年
（
一
九
六
七
年
）
八
月
二
八
日

�
�［
出
身
地
］
福
岡
県　
［
学
歴
］
東
京
美
術
学
校
（
現
・
東
京
芸

術
大
学
）
西
洋
画
科
本
科
〔
大
正
九
年
〕
卒　
［
資
格
］
日
本
芸

術
院
会
員
〔
昭
和
二
五
年
〕

�
�

大
正
三
年
京
都
に
出
て
鹿
子
木
孟
郎
の
内
弟
子
と
な
っ
た
が
、

四
年
上
京
、
東
京
美
術
学
校
に
入
学
。
九
年
第
二
回
帝
展
で

「
葡
萄
の
葉
蔭｣

が
初
入
選
、
一
一
年
大
正
博
覧
会
で｢

若
き
画

家
」
三
等
賞
、
一
二
年
第
三
回
帝
展
「
涼
し
き
ひ
ま
」
が
特
選

と
な
っ
た
。
一
三
年
渡
仏
、
昭
和
二
年
サ
ロ
ン
・
ド
ー
ト
ン
ヌ

会
員
。
三
年
帰
国
。
同
年
第
九
回
帝
展
で
「
裸
体
」
が
特
選
、

同
一
一
回
展
「
弟
妹
集
う
」
が
帝
国
美
術
院
賞
を
受
賞
。
四
年

中
村
正
奇
海
軍
少
将
の
長
女
・
富
子
と
結
婚
。
同
年
光
風
会
会

員
、
六
年
以
後
帝
展
、
文
展
各
審
査
員
。
一
二
年
軍
艦
で
訪
英
。

戦
時
中
は
戦
争
画
の
名
作
と
い
わ
れ
る
「
コ
タ
・
バ
ル
」
や

「
安
南
に
憶
う
」
な
ど
を
描
い
た
。
二
〇
年
五
月
戦
災
に
よ
り
東

松

本

和

也

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕
挿
絵
画
家
と
し
て
の
中
村
研
一

―
「
海
燕
」「
女
の
一
生
」「
春
の
行
列
」「
花
と
兵
隊
」
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京･

代
々
木
の
自
宅
と
ア
ト
リ
エ
が
全
焼
、
小
金
井
に
転
居
。

戦
後
も
日
展
に
出
品
、
妻
を
モ
デ
ル
と
し
た
婦
人
像
を
描
き
、

同
展
審
査
員
、
常
務
理
事
な
ど
を
務
め
た
。
二
五
年
日
本
芸
術

院
会
員
。
時
評
や
随
筆
も
よ
く
し
、
共
著
に
「
絵
画
の
見
方
」

が
あ
る
  1
。

こ
う
し
た
キ
ャ
リ
ア
を
も
つ
洋
画
家
・
中
村
研
一
を
め
ぐ
る
研
究

状
況
に
つ
い
て
は
、
高
山
百
合
に
次
の
整
理
が
あ
る
。

�
�　

中
村
研
一
は
、
昭
和
期
の
官
展
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
牽
引
し
た

福
岡
県
宗
像
市
出
身
の
洋
画
家
で
あ
る
。
東
京
美
術
学
校
西
洋

画
科
を
卒
業
し
た
の
ち
フ
ラ
ン
ス
留
学
を
経
て
、
帰
国
後
は
帝

展
で
華
々
し
く
受
賞
を
重
ね
、
戦
後
の
日
展
に
至
る
ま
で
審
査

員
を
歴
任
す
る
な
ど
、
昭
和
期
官
展
洋
画
の
中
心
的
存
在
と
し

て
活
躍
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
福
岡
県
ゆ
か
り
の
作
家
の
中
で

も
重
要
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、｢

官
展
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム｣

自
体
が
、
戦
後
の
美
術
批
評
や

美
術
研
究
の
中
で
否
定
的
に
扱
わ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
軽
視
さ

れ
た
り
し
た
た
め
か
、
官
展
系
作
家
や
個
別
の
作
品
に
関
す
る

研
究
は
未
だ
層
が
薄
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
加

え
、
と
り
わ
け
中
村
研
一
に
関
し
て
は
、
官
展
出
品
作
を
は
じ

め
と
す
る
戦
前
期
の
主
要
作
品
の
多
く
が
戦
災
に
よ
っ
て
失
わ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
や
、
戦
後
に
お
い
て
し
ば
ら
く
の
間

タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
た｢

戦
争
画｣

を
戦
時
中
に
積
極
的
に
描

い
て
い
た
こ
と
、
ま
た
妻
を
モ
デ
ル
と
す
る
婦
人
像
を
中
心
と

す
る
戦
後
作
へ
の
評
価
が
そ
れ
ほ
ど
思
わ
し
く
な
か
っ
た
こ
と

な
ど
の
要
因
が
重
な
り
、
画
壇
や
同
時
代
に
対
す
る
生
前
に
お

け
る
影
響
力
に
比
し
て
、
没
後
に
十
分
な
評
価
が
な
さ
れ
て
き

た
と
は
言
い
難
い
  2
。

も
ち
ろ
ん
、
中
村
研
一
に
関
し
て
は
、
中
村
研
一
記
念
小
金
井
市

立
は
け
の
森
美
術
館
（
東
京
都
小
金
井
市
）、
中
村
研
一
・
中
村
琢
二

生
家
美
術
館
（
福
岡
県
宗
像
市
）
が
そ
の
画
業
を
顕
彰
し
て
お
り
、

定
期
的
な
展
覧
会
が
催
さ
れ
て
き
た
ほ
か
、
近
年
は
戦
争
画
と
い
う

文
脈
か
ら
の
注
目
も
浴
び
て
い
る
。
他
方
、
挿
絵
に
つ
い
て
は
部
分

的
に
紹
介
さ
れ
る
程
度
で
、
中
村
研
一
が
挿
絵
を
描
い
た
新
聞
小
説

の
リ
ス
ト
す
ら
整
っ
て
い
な
い
。

管
見
の
限
り
で
は
、
中
村
研
一
が
挿
絵
を
描
い
た
新
聞
小
説
と
し

て
、
①
小
島
政
二
郎
「
海
燕
」（
一
九
三
二
）、
②
山
本
有
三
「
女
の

一
生
」（
一
九
三
二
～
三
三
）、
③
岡
田
三
郎
「
春
の
行
列
」（
一
九
三

五
）、
④
火
野
葦
平
「
花
と
兵
隊
」（
一
九
三
八
～
三
九
）、
の
四
作
品

が
確
認
で
き
て
い
る
。
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そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
中
村
研
一
の
挿
絵
に
対
す
る
考
え
方
を

確
認
し
た
上
で
（
Ⅱ
）、「
海
燕
」、「
女
の
一
生
」、「
春
の
行
列
」
に

つ
い
て
挿
絵
と
い
う
観
点
か
ら
基
礎
的
な
情
報
の
整
理
・
検
討
を
行

い
（
Ⅲ
）、
そ
の
後
、
日
中
戦
争
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
「
花
と
兵
隊
」

に
つ
い
て
も
検
討
を
く
わ
え
て
い
く
（
Ⅳ
）。

Ⅱ本
節
で
は
中
村
研
一
の
挿
絵
論
を
紹
介
・
検
討
し
て
い
く
。

そ
の
第
一
は
、
中
村
研
一
「
似
た
よ
う
な
似
な
い
よ
う
な
」（『
美

術
新
論
』
一
九
三
三
・
八
）
で
あ
る
。

中
村
は
、「
最
も
高
速
度
の
輪
転
機
か
ら
滝
の
様
に
流
れ
出
る
近

代
の
文
明
の
表
象
の
様
な
、
新
聞
の
そ
の
小
説
の
挿
ゑ
に
限
つ
て
、

小
説
の
作
家
と
挿
ゑ
画
家
と
の
関
係
を
、
折
り
〳
〵
義
太
夫
の
太
夫

と
相
方
（
三
味
線
弾
き
）
と
の
関
係
に
例
へ
て
議
論
せ
ら
る
ゝ
の
を

読
む
」
と
、
複
製
技
術
時
代
の
申
し
子
と
し
て
新
聞
を
捉
え
た
上
で
、

そ
こ
に
掲
載
さ
れ
る
小
説
と
挿
絵
の
関
係
が
、
こ
れ
ま
で
義
太
夫
の

太
夫
と
三
味
線
弾
き
の
喩
え
で
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
  3
を
例
示
し
な

が
ら
、
以
下
の
「
私
見
」
を
開
陳
し
て
い
く
。

先
の
喩
え
に
関
し
て
、「
三
味
線
が
一
応
太
夫
に
従
つ
て
る
如
く

見
え
る
の
は
そ
れ
は
総
合
芸
術
の
常
道
と
し
て
全
体
の
調
和
を
重
ん

ず
る
か
ら
」
だ
と
み
る
中
村
は
、
そ
の
実
、「
三
味
線
は
太
夫
の
隷
属

物
で
な
く
〔
略
〕
実
際
は
太
夫
を
指
導
し
、
人
形
を
も
加
へ
て
、
そ

の
全
体
を
三
味
線
の
テ
ン
ポ
で
、
統
一
し
或
は
指
導
し
て
居
る
」
の

だ
と
、
事
実
を
再
確
認
す
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、「
挿
ゑ
の
場
合
に

は
一
寸
物
理
的
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
」
と
い
う
中
村
は
、「
テ
ク
ス
ト

が
あ
つ
て
の
挿
ゑ
で
あ
つ
て
見
れ
ば
、
挿
ゑ
が
テ
ク
ス
ト
を
指
導
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
小
生
は
挿
ゑ
を
三
味
に
た
と
ふ
る
の

は
こ
の
理
由
で
賛
成
し
か
ね
る
」、「
全
く
挿
ゑ
と
小
説
の
関
係
は
、

太
夫
と
三
味
線
と
の
関
係
と
は
全
然
別
の
も
の
」
だ
と
判
じ
て
い
く

の
だ
。

さ
ら
に
、「
挿
ゑ
に
も
小
説
の
説
明
を
す
る
の
が
正
道
と
す
る
と

い
ふ
見
方
が
な
か
〳
〵
殊
に
挿
ゑ
画
家
の
間
に
あ
る
ら
し
く
、
そ
れ

を
以
つ
て
素
人
玄
人
の
異
を
た
て
る
人
も
あ
る
ら
し
い
が
、
小
生
は

そ
れ
は
す
こ
し
文
学
を
馬
鹿
に
し
す
ぎ
る
様
に
も
思
は
れ
る
」
と
、

挿
絵
（
画
家
）
の
役
割
に
言
及
し
て
い
く
中
村
は
、
次
の
よ
う
に
自

説
を
述
べ
て
い
く
だ
ろ
う
。

�
�　

こ
こ
に
あ
る
一
つ
の
小
説
が
あ
る
、
若
し
そ
の
小
説
の
叙
述

が
充
分
読
者
に
納
得
出
来
る
場
合
、
そ
こ
に
挿
ゑ
画
家
が
読
者

の
想
像
力
を
限
定
す
る
如
き
デ
テ
ー
ル
を
描
く
こ
と
は
、
若
し

心
あ
る
作
家
な
ら
甚
だ
め
い
わ
く
至
極
の
こ
と
で
あ
る
に
ち
が

ひ
な
い
。
私
は
そ
れ
よ
り
は
何
ん
で
も
な
い
も
の
を
た
ゞ
紙
面
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を
に
ぎ
は
す
た
め
の
み
の
目
的
で
描
く
方
を
賛
成
す
る
。
そ
し

て
た
ゞ
読
者
の
想
像
に
あ
る
方
向
を
一
寸
ば
か
り
与
へ
る
方
に

賛
成
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
バ
ル
サ
ツ
ク
ウ
フ
ロ
ベ
ル
の
小
説
に

は
挿
画
は
不
必
要
な
程
叙
述
が
た
し
か
で
あ
る
か
ら
。

こ
う
し
て
、
挿
絵
に
お
け
る
「
小
説
の
説
明
」
と
い
う
役
割
を
否

定
す
る
中
村
は
、
論
点
①
と
し
て
、「
そ
ん
な
ら
な
ぜ
毎
日
の
新
聞
に

挿
画
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
き
わ
め
て

「
簡
単
」
に
「
紙
面
を
に
ぎ
わ
し
た
い
か
ら
」、「
そ
こ
に
小
説
が
あ
る

と
い
ふ
こ
と
を
示
し
た
い
か
ら
」
だ
と
、
挿
絵
の
役
割
（
使
命
）
を

提
示
す
る
。
そ
こ
で
中
村
が
配
慮
し
て
い
る
の
は
、「
新
聞
は
毎
朝
、

目
を
さ
ま
す
と
い
つ
し
よ
に
、
ど
う
か
し
た
人
に
な
る
と
妻
君
が
食

事
す
る
間
床
の
中
で
ひ
ろ
い
読
み
さ
へ
す
る
人
が
あ
る
」
と
い
う
、

生
活
の
中
で
の
新
聞
の
読
ま
れ
方
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
る
よ
う

に
、「
毎
日
の
変
化
を
必
要
と
す
る
」、「
常
に
フ
レ
ツ
シ
ユ
に
読
者
に

ま
み
え
る
こ
と
が
私
は
小
説
の
説
明
以
上
に
必
要
」
だ
と
い
う
中
村

の
「
意
見
」
が
示
さ
れ
る
。

論
点
②
と
し
て
中
村
が
提
示
す
る
の
は
、「
新
聞
紙
は
紙
面
と
い

ふ
も
の
が
あ
り
こ
の
頁
面
と
い
ふ
も
の
は
相
当
重
大
な
も
の
」
だ
と

い
う
、
や
は
り
物
質
的
な
側
面
に
着
目
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る

―
「
活
字
を
額
橡
と
し
た
中
に
挿
画
が
お
さ
ま
る
の
で
、
活
字
の

組
全
体
の
濃
度
と
い
ふ
か
調
子
を
あ
ま
り
破
ら
な
い
挿
画
で
な
く
て

は
そ
の
頁
は
上
品
で
あ
り
得
な
い
」
い
う
こ
と
を
「
挿
画
画
家
の
充

分
心
得
て
置
い
て
然
る
べ
き
こ
と
」
だ
と
し
た
上
で
、
挿
絵
画
家
の

役
割
と
し
て
「
小
説
家
と
二
人
三
脚
の
気
も
ち
に
な
つ
て
小
説
の
品

位
を
上
げ
た
い
」
と
言
明
す
る
に
至
る
。
こ
の
こ
と
と
論
点
①
は
中

村
に
お
い
て
は
密
接
に
関
わ
る
よ
う
で
、「
従
つ
て
挿
画
は
い
つ
も

生
魚
の
様
に
溌
溂
と
あ
る
べ
く
二
面
の
世
界
ニ
ユ
ー
ス
と
同
じ
程
の

フ
レ
ー
シ
ヤ
ー
ル
を
私
は
要
求
す
る
」、「
求
む
る
も
の
は
現
代
の
感

覚
で
あ
る
」
と
述
べ
、
中
村
は
挿
絵
が
「
フ
レ
ツ
シ
ユ
」
で
あ
る
こ

と
を
重
視
す
る
。

論
点
③
と
し
て
中
村
が
強
調
す
る
の
は
、「
も
つ
と
そ
れ
よ
り
心

が
く
べ
き
は
印
刷
効
果
の
方
を
先
に
し
た
い
」
と
い
う
、
物
理
的
か

つ
現
実
的
な
条
件
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
く
。

�
�

原
稿
は
お
く
れ
勝
ち
で
や
が
て
は
そ
の
日
暮
し
も
三
十
分
位
に

な
る
、
挿
画
は
お
く
ら
せ
ら
れ
な
い
、
従
つ
て
工
場
の
諸
君
の

技
術
は
最
も
敏
速
を
要
求
さ
れ
る
、
そ
れ
に
最
も
手
間
取
る
原

画
を
送
る
こ
と
は
考
へ
も
の
で
あ
る
、
こ
れ
は
新
聞
に
絵
を
や

る
の
で
は
な
い
、
印
刷
を
や
る
の
で
印
刷
の
効
果
の
み
に
重
点

を
置
く
べ
き
で
あ
り
、
又
不
満
な
時
は
工
場
の
人
々
と
腐
蝕
剤

の
香
の
中
で
ジ
ン
ク
を
作
り
時
た
ま
窓
か
ら
向
ふ
の
ビ
ル
ヂ
ン
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グ
の
上
の
広
告
球
を
見
る
の
も
中
々
い
ゝ
も
の
で
あ
り
、
原
稿

が
お
く
れ
た
時
深
夜
の
新
聞
社
で
そ
れ
を
画
い
て
Ａ
版
の
朝
刊

を
読
み
な
が
ら
か
へ
つ
て
来
る
の
も
現
代
ら
し
く
つ
て
よ
い
も

の
だ
。

こ
こ
に
は
、「
絵
」
で
は
な
く
新
聞
と
し
て

0

0

0

0

0

「
印
刷
」
す
る
挿
絵

を
、
し
か
も
、
ご
く
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
挿
絵
（
画
家
）
の
置
か
れ
た
現
実
的
な
条
件
に
即
し
た

心
構
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
中
村
は
、
挿
絵
を
描
く
こ
と
を
、

本
画
家
の
妥
協
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
た
な
、
別
の
職
分
と

し
て
認
識
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
を
へ
て
、
中
村
は
議
論
冒
頭
へ
と
還
っ
て
い
く
。

�
�　

そ
こ
で
一
応
相
方
三
味
線
説
に
反
対
だ
が
又
見
よ
う
に
よ
つ

て
は
賛
成
な
様
に
思
は
れ
る
が
私
の
い
ふ
意
味
の
相
方
で
挿
画

も
似
た
よ
う
な
も
の
、
現
代
の
日
本
の
新
聞
の
頁
面
と
い
ふ
も

の
は
挿
画
画
家
が
編
集
長
位
に
は
す
く
な
く
も
小
説
の
頁
を
ひ

き
し
め
る
重
要
な
役
割
を
も
つ
こ
と
、
あ
た
か
も
三
味
線
弾
き

が
人
形
も
太
夫
も
す
べ
て
を
統
率
し
て
る
と
い
う
意
味
で
同
じ

こ
と
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

三
味
線
と
「
テ
ク
ス
ト
あ
つ
て
の
挿
絵
」
と
い
う
本
質
的
な
役
割

の
差
異
か
ら
説
き
お
こ
し
た
中
村
は
、
こ
こ
に
き
て
、
挿
絵
が
三
味

線
同
様
に
「
す
べ
て
を
統
率
」
す
る
の
だ
と
捉
え
返
し
て
は
、
挿
絵

＝
三
味
線
説
へ
と
転
じ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
三
味
線
を
合
わ
せ
鏡
に
、

挿
絵
（
画
家
）
の
役
割
・
使
命
を
説
い
て
来
た
の
が
、
こ
の
エ
ッ
セ

イ
の
構
成
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
「
似
た
よ
う
な
似
な
い
よ
う
な
」
で
示
さ
れ
た
中
村
の
考
え

方
は
、
中
村
の
発
言
の
第
二
と
し
て
紹
介
す
る
、
安
井
曾
太
郎
・
中

村
研
一
・
福
澤
一
郎
・
豊
田
三
郎
「
現
代
絵
画
を
語
る
」（『
行
動
』

一
九
三
五
・
五
）
に
お
い
て
も
反
復
さ
れ
て
い
く
。
豊
田
に
よ
っ
て
、

挿
絵
が
話
題
と
さ
れ
た
件
を
引
い
て
お
く
。

�
�

豊
田　

こ
れ
は
ま
あ
画
家
の
副
業
的
な
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、

新
聞
小
説
の
挿
絵
な
ん
か
に
つ
い
て
ど
う
い
ふ
こ
と
を
お
感
じ

に
な
つ
て
ゐ
ま
す
か
。

�
�

中
村　

私
は
あ
れ
は
い
ま
描
い
て
る
か
ら
仕
方
が
な
い
け
ど
、

こ
れ
は
ま
あ
断
は
ら
れ
ぬ
こ
と
で
描
い
て
居
り
ま
す
が
、
僕
が

今
ま
で
描
い
た
の
は
み
ん
な
さ
う
い
ふ
筋
合
で
描
い
た
の
で

す
。

�
�

豊
田　

こ
の
頃
は
洋
画
方
面
の
人
の
挿
絵
の
方
が
い
い
で
す

ね
、
な
に
か
フ
レ
ツ
シ
ユ
で
、
従
来
の
日
本
画
家
の
描
く
も
の
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よ
り
も
、
感
覚
的
に
惹
か
れ
ま
す
ね
。

�
�

中
村　

新
聞
の
学
芸
欄
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
大
概
小
説
が
あ
る
、

こ
れ
は
中
を
読
め
ば
ど
ん
な
ポ
ピ
ユ
ラ
ー
な
小
説
か
知
ら
ん

が
、
た
ゞ
そ
の
学
芸
欄
の
面
を
品
良
く
す
る
こ
と
ゝ
、
小
説
の

品
を
高
め
る
と
い
ふ
意
味
だ
け
で
引
き
受
け
る
の
で
、
僕
は
中

の
内
容
や
な
ん
か
を
挿
絵
で
限
定
す
る
の
は
文
学
に
対
し
て
あ

ま
り
い
ゝ
こ
と
ぢ
や
な
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。

�
�

豊
田　
大
衆
に
対
し
て
洋
画
を
わ
か
ら
せ
る
と
い
ふ
役
も
し
て

や
し
な
い
で
す
か
。

�
�

中
村　
さ
あ
、
そ
れ
は
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
、
た
と
へ
ば
こ
ゝ

に
一
人
の
作
家
が
大
衆
小
説
排
撃
を
や
つ
た
と
し
ま
す
、
け
れ

ど
も
新
聞
小
説
で
あ
る
以
上
は
日
々
変
化
し
て
行
か
ね
ば
な
ら

ぬ
し
、
や
つ
ぱ
り
大
衆
小
説
の
或
る
法
則
は
受
け
て
行
く
わ
け

で
す
、
そ
の
時
に
大
衆
小
説
筆
法
の
挿
絵
を
も
つ
て
行
く
こ
と

は
、
僕
は
あ
ま
り
賛
成
ぢ
や
な
い
な
。
む
し
ろ
挿
絵
で
そ
こ
を

少
し
高
め
る
程
度
に
し
て
行
く
こ
と
が
、
僕
は
い
は
ゆ
る
女
房

役
の
親
切
だ
と
思
つ
て
、
さ
う
い
ふ
気
組
み
は
持
つ
て
居
り
ま

す
。

こ
こ
か
ら
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
四
つ
あ
る
。
第
一

に
、
挿
絵
（
画
家
）
の
地
位
向
上
を
目
指
し
た
挿
絵
を
描
く
洋
画
家

た
ち
と
は
異
な
っ
て
、
豊
田
同
様
に
中
村
も
、
挿
絵
を
二
義
的
な
も

の
だ
と
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
与
論
を
代
弁
す
る
よ

う
に
し
て
、
豊
田
が
挿
絵
に
お
け
る
洋
画
家
の
活
躍
や
、
彼
ら
が
新

聞
小
説
挿
絵
を
通
じ
て
洋
画
を
広
め
て
い
る
こ
と
、
に
つ
い
て
、
積

極
的
に
評
価
を
し
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、
中
村
は
そ
う
し
た
世
評

か
ら
距
離
を
と
り
な
が
ら
、
挿
絵
を
通
じ
て
新
聞
小
説
の
「
品
を
高

め
る
」
こ
と
を
使
命
と
捉
え
て
い
る
こ
と
。
つ
け
た
せ
ば
、
第
四
と

し
て
、
新
聞
小
説
の
内
容
を
説
明
す
る
挿
絵
や
、
大
衆
小
説
風
の
挿

絵
に
対
し
て
、
批
判
的
な
姿
勢
を
隠
さ
な
い
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り

中
村
は
、
挿
絵
（
画
家
）
と
し
て
の
社
会
的
地
位
の
向
上
に
直
接
的

な
興
味
は
示
さ
な
い
も
の
の
、
挿
絵
の
社
会
的
・
現
実
的
な
あ
り
よ

う
や
役
割
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
意
識
的
・
戦
略
的
な
画
家
だ
っ

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

中
村
の
発
言
の
第
三
と
し
て
紹
介
す
る
の
は
、
中
村
研
一
「「
女
の

一
生
」
の
挿
絵
」（『
書
窓
』
一
九
三
五
・
一
二
）
で
あ
る
。
タ
イ
ト

ル
通
り
、
山
本
有
三
「
女
の
一
生
」
挿
絵
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
で

あ
る
と
同
時
に
、
こ
こ
ま
で
検
証
し
て
き
た
中
村
の
発
言
を
ま
と
め

た
も
の
に
も
な
っ
て
い
る
。

�
�　

新
聞
小
説
の
挿
絵
に
つ
い
て
は
別
に
何
も
考
へ
て
は
居
ま
せ

ん
が
つ
と
め
て
日
日
変
化
せ
し
め
る
こ
と
と
何
か
し
ら
毎
朝
の
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紅
茶
め
い
た
清
鮮
さ
を
日
日
送
り
た
い
と
念
願
致
し
ま
す
。
そ

れ
か
ら
す
く
な
く
も
そ
の
面
を
品
よ
く
し
た
い
と
も
存
じ
ま

す
。
画
家
の
決
し
て
や
つ
て
は
い
け
な
い
の
は
絵
組
で
か
く
こ

と
で
す
。「
女
の
一
生
」
の
様
に
小
説
が
面
白
い
と
楽
み
な
も
の

で
す
。
山
本
有
三
さ
ん
に
感
謝
す
る
の
は
私
の
乞
ひ
を
い
れ
て

一
度
も
絵
組
で
な
く
必
ず
原
稿
を
下
さ
つ
た
し
お
急
ぎ
の
時
は

社
と
私
と
二
通
の
き
れ
い
な
原
稿
を
下
さ
つ
た
り
し
た
こ
と
で

す
。

同
文
に
中
村
は
、
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
も
残
し
て
い
る
。

�
�　

一
枚
を
か
く
の
は
早
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
、
三
分
も
あ
れ
ば

よ
ろ
し
い
で
せ
う
。
が
一
枚
の
挿
画
が
印
刷
や
又
新
聞
の
ポ

ピ
ュ
ラ
リ
テ
を
考
慮
に
入
れ
て
決
定
す
る
ま
で
に
私
は
ど
う
か

す
る
と
十
枚
位
か
き
づ
く
し
ま
す
。

こ
う
し
た
一
節
か
ら
も
、
や
は
り
、
挿
絵
と
し
て
の
適
切
さ

0

0

0

を
重

視
し
た
中
村
の
執
筆
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

総
じ
て
、
挿
絵
画
家
と
し
て
の
中
村
研
一
は
、
新
聞
お
よ
び
新
聞

小
説
の
特
性
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
論
点
①
小
説
の
図
案
化
に
よ
る
説

明
で
は
な
く
、
小
説
に
新
鮮
さ
を
も
た
ら
す
た
め
、
ま
た
、
論
点
②

紙
面
の
品
を
高
め
る
た
め
に
、
論
点
③
新
聞
印
刷
技
術
に
適
し
た
挿

絵
を
描
く
こ
と
を
、
挿
絵
の
執
筆
に
際
し
て
留
意
し
て
い
た
の
だ
。

な
ら
ば
、
こ
う
し
た
考
え
を
も
つ
中
村
研
一
が
新
聞
小
説
に
よ
せ

た
挿
絵
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

Ⅲ本
節
で
は
、
中
村
研
一
が
挿
絵
を
よ
せ
た
新
聞
小
説
三
作
品
に
つ

い
て
、
作
品
情
報
の
確
認
と
あ
わ
せ
て
、
実
際
に
挿
絵
も
瞥
見
し
て

い
く
。
昭
和
初
年
代
の
『
朝
日
新
聞
』
新
聞
小
説
の
位
置
づ
け
に
つ

い
て
は
、
坂
崎
坦
に
「
学
芸
部
の
仕
事
の
語
ら
れ
る
限
り
、
紙
面
は

小
さ
い
乍
ら
、
何
と
い
っ
て
も
歴
史
的
な
朝
刊
第
五
面
が
主
体
と
な

つ
て
考
へ
ら
れ
る
」、「
此
面
に
扱
は
れ
る
原
稿
の
中
で
最
も
重
要
な

役
目
を
持
つ
の
は
連
載
さ
れ
る
長
篇
家
庭
小
説
」、「
新
聞
に
於
け
る

組
織
的
な
文
芸
娯
楽
記
事
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
以
外
に
そ
れ
は
新
聞

の
売
行
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
て
居
る
が
故
に
販
売
政
策
上
か
ら
も

非
常
に
重
要
脱
さ
れ
て
ゐ
る
  4
」
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

挿
絵
に
つ
い
て
も
坂
崎
は
「
東
京
朝
日
新
聞
で
は
数
年
前
か
ら
こ
の

方
面
に
一
つ
の
開
拓
的
な
方
針
を
と
つ
て
進
ん
で
ゐ
る
」
と
し
て
、

次
の
よ
う
に
つ
づ
け
て
い
る
。

�
�

従
来
新
聞
小
説
界
に
定
つ
て
登
場
し
た
所
謂
挿
絵
画
家
よ
り
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も
、
現
画
壇
に
雄
飛
す
る
美
術
家
に
執
筆
を
依
頼
す
る
と
い
ふ

方
針
で
進
み
相
当
の
成
果
を
あ
げ
て
ゐ
る
が
、
以
前
は
大
家
な

る
が
故
に
挿
絵
な
ど
…
…
と
軽
蔑
気
味
に
見
え
た
の
が
、
最
近

は
そ
れ
ら
専
門
大
家
が
喜
ん
で
執
筆
を
承
諾
を
し
て
く
れ
る
様

に
な
つ
た
。
一
般
美
術
家
に
対
す
る
新
ら
し
い
道
が
開
け
て
来

た
わ
け
で
、
既
に
美
術
家
の
方
か
ら
積
極
的
に
執
筆
希
望
の
機

運
さ
へ
動
い
て
来
た
ほ
ど
で
、
こ
れ
か
ら
挿
絵
界
は
益
々
面
白

く
な
る
こ
と
ゝ
想
ふ
  5
。

こ
う
し
た
新
聞
社
の
方
針
と
挿
絵
画
家
の
社
会
的
地
位
向
上
の
機

運
  6
と
が
重
な
り
、
洋
画
家
・
中
村
研
一
が
登
場
す
る
の
だ
。

小
島
政
二
郎
「
海う

み

燕つ
ば
め

」（『
大
阪
／
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
二
・

一
・
一
～
一
九
三
二
・
五
・
一
一
〔
全
一
三
〇
回
（
休
刊
＝
一
九

三
二
・
一
・
二
、
一
九
三
二
・
四
・
四
）〕）

「
海
燕
」
は
、
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。

�
�　

妻
子
が
あ
り
な
が
ら
ど
こ
か
寂
し
げ
な
作
家
・
海
野
に
、
作

家
志
望
の
人
妻
三
千
代
は
い
つ
し
か
心
魅
か
れ
始
め
る
。
世
間

の
モ
ラ
ル
に
反
し
家
族
を
裏
切
る
不
安
に
怯
え
な
が
ら
も
、
お

互
い
の
足
枷
を
取
り
除
く
た
め
の
懸
命
の
努
力
を
二
人
は
重
ね

る
。
文
壇
が
舞
台
の
不
倫
、
女
性
か
ら
の
手
切
れ
金
な
ど
、
ま

だ
女
性
へ
の
抑
圧
が
強
か
っ
た
時
代
に
、
女
性
読
者
の
眼
を
釘

付
け
に
し
た
話
題
の
新
聞
小
説
  7
。

し
か
も
、
と
い
う
べ
き
か
、「
海
燕
」
は
作
者
自
身
を
モ
デ
ル
と
し

た
モ
デ
ル
小
説
で
も
あ
る
。「
そ
の
頃
政
二
郎
は
、
三
人
の
子
を
持
つ

人
妻
小
林
き
よ
（
一
九
○
○
～
八
七
。
後
に
画
家
・
鳥
海
青
児
と
再

婚
し
た
美
川
き
よ
）
と
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
」、「
妻
み
つ
子
と
別
れ
、

真
剣
に
き
よ
と
結
婚
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
  8
」
と
前
後
の
事
情
を

紹
介
す
る
山
田
幸
伯
は
、
こ
の
時
期
の
小
島
政
次
郎
の
作
品
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
概
説
し
て
い
る
。

�
�

昭
和
七
年
一
～
五
月
、『
心
の
青
空
』
を
発
展
さ
せ
、
二
人
が
結

ば
れ
る
ま
で
を
描
い
た
『
海
燕
』
を
、
政
二
郎
は
「（
東
京
・
大

阪
）
朝
日
新
聞
」
に
連
載
し
た
。
評
判
は
上
々
で
、
さ
ら
に
三

年
後
の
九
年
三
～
八
月
、
今
度
は
実
体
験
が
素
材
で
な
い
虚
構

小
説
『
花
咲
く
樹
』
を
同
じ
「
朝
日
新
聞
」
に
発
表
す
る
と
、

人
気
は
沸
騰
し
た
  9
。

さ
ら
に
、
朝
日
新
聞
社
員
・
新
延
修
三
の
回
想
に
よ
れ
ば
、「
海

燕
」
連
載
が
決
ま
っ
た
時
、
小
島
は
次
の
よ
う
に
喜
ん
だ
と
い
う
。
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�
�「

こ
れ
で
、
僕
も
立
派
に
一
人
前
に
世
に
出
る
こ
と
に
な
っ
た
」

�
�

と
、
小
島
は
、
目
を
輝
か
せ
て
喜
ん
で
く
れ
た
。
挿
絵
は
、
い

わ
ゆ
る
挿
絵
画
家
で
な
く
、
帝
展
の
中
村
研
一
で
あ
る
。
こ
れ

も
小
島
が
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
だ
 10
。

管
見
の
限
り
で
は
、「
帝
展
の
中
村
研
一
」
が
新
聞
小
説
に
挿
絵
を

よ
せ
た
の
は
、「
海
燕
」
を
以
て
嚆
矢
と
す
る
。

さ
て
、「
海
燕
」
に
関
し
て
中
村
研
一
は
、
挿
絵
一
三
〇
枚
、
タ
イ

ト
ル
カ
ッ
ト
二
八
枚
を
描
い
た
。
挿
絵
の
多
く
は
、［
図
１
～
４
］
の

よ
う
に
、
物
語
内
容
に
即
し
つ
つ
も
、
凝
っ
た
構
図
を
用
い
た
、
瀟

洒
な
洋
画
風
の
も
の
で
あ
る
。［
図
２
］
の
よ
う
に
人
物
が
描
か
れ
な

い
も
の
や
、［
図
３
］
の
よ
う
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
も
、
芸
術
性

を
感
じ
さ
せ
る
仕
上
げ
に
な
っ
て
い
る
。

山
本
有
三
「
女
の
一
生
」（『
大
阪
／
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
二
・

一
〇
・
二
〇
～
一
九
三
三
・
六
・
六
〔
全
二
二
八
回
（
休
刊
＝
一

九
三
三
・
四
・
四
〕）

す
で
に
、
新
聞
小
説
と
し
て
「
波
」、「
風
」
を
発
表
し
て
い
た
山

本
有
三
は
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
「
連
載
小
説
の
作
家
と
作
品
」（『
新
潮
』

一
九
三
三
・
二
）
に
お
い
て
「
連
載
小
説
で
は
朝
日
の
お
抱
へ
作
家

に
な
つ
て
ゐ
る
ら
し
い
」
と
さ
さ
や
か
れ
る
程
度
の
地
位
に
は
あ
る

図 １　1932/1/21

図 ２ 　1932/1/27

図 3　1932/3/12

図 4　1932/4/24
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小
説
家
だ
っ
た
 11
。
連
載
に
先
立
っ
て
は
、「
次
の
朝
刊
小
説　

女
の

一
生
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
二
・
一
〇
・
一
八
）
が
掲
出
さ

れ
、
次
の
よ
う
に
予
告
さ
れ
た
。

�
�　

小
説
「
暴
風
帯
」
は
好
評
の
う
ち
に
十
九
日
を
以
て
完
結
し

ま
す
、
引
続
い
て
掲
出
す
る
「
女
の
一
生
」
は
作
者
山
本
有
三

氏
が
雌
伏
一
年
有
半
の
苦
心
経
営
に
な
る
も
の
で
さ
き
に
本
紙

を
飾
つ
た
「
波
」「
風
」
に
も
増
し
て
読
者
の
賞
賛
を
博
す
べ
き

は
疑
ひ
を
容
れ
ま
せ
ん
。
挿
絵
は
「
海
燕
」
で
御
な
じ
み
の
中

村
研
一
画
伯
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
小
説
家
も
挿
絵
画
家
も
、『
朝
日
新
聞
』
紙
上
で
実
績
の

あ
る
二
人
の
協コ

ラ
ボ
レ
ー
シ
ヨ
ン

同
関
係
と
し
て
、「
女
の
一
生
」
は
期
待
さ
れ
て
い
た

の
だ
。
ま
た
、
同
じ
紙
面
に
山
本
有
三
は
「
女
の
一
生
」
を
よ
せ
、

そ
こ
で
執
筆
企
図
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
も
い
た
。

�
�

モ
ー
パ
ツ
サ
ン
の
「
女
の
一
生
」
は
モ
ー
パ
ツ
サ
ン
の
生
き
て

ゐ
た
時
代
の
、
フ
ラ
ン
ス
の
あ
る
一
人
の
女
の
生
活
で
す
が
、

今
日
で
は
同
じ
フ
ラ
ン
ス
に
し
て
も
大
分
違
つ
た
「
女
の
一

生
」
が
出
来
て
も
よ
い
は
ず
で
す
〔
。〕
そ
の
意
味
で
「
女
の
一

生
」
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
ま
た

日
本
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
そ
れ
〴
〵
の
作
家
に
よ
つ

て
書
か
れ
て
も
よ
い
も
の
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
さ
う
考
へ
て

わ
た
く
し
は
殊
更
意
識
し
て
同
じ
題
名
を
つ
け
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
モ
ー
パ
ツ
サ
ン
の
書
い
た
御
名
と
ど
れ
だ
け
違
つ
た
女

が
書
け
る
か
そ
れ
は
大
に
疑
問
で
す
が
、
私
は
こ
れ
か
ら
兎
に

角
あ
る
一
人
の
女
の
生
活
を
書
い
て
行
つ
て
見
た
い
と
思
つ
て

ゐ
ま
す
。

さ
て
、
こ
う
し
た
「
女
の
一
生
」
に
関
し
て
中
村
研
一
は
、
挿
絵

二
二
八
枚
、
タ
イ
ト
ル
カ
ッ
ト
一
七
枚
を
書
い
た
。
挿
絵
は
原
則
的

に
は
、
説
明
的
に
な
り
す
ぎ
な
い
程
度
に
物
語
内
容
を
補
う

0

0

も
の
が

多
い
が
、
連
載
回
数
の
多
さ
も
あ
っ
て
か
、
モ
チ
ー
フ
も
雰
囲
気
も

多
彩
で
あ
る
。［
図
５
］
が
人
物
を
、［
図
７
］
が
風
景
を
書
い
た
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
な
タ
イ
プ
の
挿
絵
だ
と
し
た
ら
、
本
作
に
は
ユ
ニ
ー
ク

な
タ
イ
プ
の
挿
絵
の
方
が
多
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
一
例
が
［
図

６
］
で
、
物
語
内
容
に
お
い
て
登
場
し
た
黒
板
へ
の
落
書
き
を
、
そ

の
ま
ま
図
案
化
し
た
も
の
で
、
本
文
通
り
の
文
字
ま
で
書
き
こ
ま
れ

て
い
る
。
も
う
一
例
、［
図
８
］
は
左
端
に
白
文
字
で
書
き
こ
ま
れ
た

通
り
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
「
聖
家
族
」
を
模
写
よ
ろ
し
く
挿
絵
に
し
た

も
の
で
あ
る
（
ち
な
み
に
、「
女
の
一
生
」
挿
絵
で
は
、
た
び
た
び
天

使
が
描
か
れ
る
）。
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岡
田
三
郎
「
春
の
行
列
」（『
時
事
新
報
』
一
九
三
五
・
一
・
一
〇
～

七
・
一
八
〔
全
一
九
〇
回
〕）

岡
田
三
郎
「
春
の
行
列
」
は
、
連
載
終
了
後
に
は
純
粋
小
説
全
集

に
収
め
ら
れ
て
単
行
本
化
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
の
広
告
、
有
光
社

「
岡
田
三
郎
著　

春
の
行
列
」（『
文
学
界
』
一
九
三
六
・
一
〇
）
に
お

い
て
は
、「
虐
げ
ら
れ
、
蹂
躙
さ
れ
、
ぶ
ち
の
め
さ
れ
た
若
き
女
性
の

血
み
ど
ろ
な
生
活
苦
闘
記
録
」
と
い
う
見
出
し
に
つ
づ
き
、
次
の
よ

う
な
内
容
紹
介
が
み
ら
れ
た
。

�
�

嘗
て
左
翼
運
動
華
や
か
な
り
し
頃
、
た
つ
た
一
人
の
兄
が
獄
中

の
人
と
な
つ
て
か
ら
、
柳
原
須
美
子
の
身
辺
に
は
異
常
な
恐
怖

が
迫
つ
て
来
た
。
伯
父
も
叔
母
も
、
従
弟
も
、
否
！
彼
女
が
胸

底
深
く
秘
め
た
恋
人
さ
へ
も
、
彼
女
か
ら
は
次
第
に
遠
ざ
か
つ

た
。
貧
苦
は
彼
女
を
生
活
戦
線
に
送
り
出
し
、
職
場
に
は
多
く

の
誘
惑
と
、
権
力
と
、
軽
蔑
と
が
待
ち
構
へ
て
ゐ
た
。
然
し
、

彼
女
の
美
し
い
心
は
若
き
出
版
事
業
家
日
下
部
詮
吉
を
す
つ
か

り
感
激
さ
せ
、
既
に
妻
子
を
有
す
る
彼
と
の
道
な
ら
ぬ
愛
恋
生

活
の
第
一
歩
が
始
ま
り
、
そ
こ
か
ら
旋
風
的
な
情
熱
地
獄
に
落

ち
込
ん
で
行
く
…
…
。

さ
て
、「
春
の
行
列
」
に
関
し
て
中
村
研
一
は
、
挿
絵
一
九
〇
点
、

図 5　1932/11/16図 7　1933/1/8

図 6　1933/1/4図 8　1933/1/22
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タ
イ
ト
ル
カ
ッ
ト
一
四
点
を
描
い
た
。
挿
絵
は
全
体
と
し
て
、
洋
画

風
に
女
性
登
場
人
物
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
こ
と
が
多
く
、
慣
れ
な
い

媒
体
ゆ
え
か
、
特
異
な
も
の
は
少
な
い
。［
図
９
、
11
、
12
］
の
よ
う

に
画
面
全
体
は
暗
く
、
顔
の
表
情
ま
で
は
わ
ざ
と
読
み
と
れ
な
い
よ

う
に
描
か
れ
た
も
の
が
多
く
、
挿
絵
に
よ
っ
て
物
語
世
界
の
雰
囲
気

を
提
示
し
つ
つ
、
読
者
に
も
想
像
の
領
分
を
残
し
て
い
る
。
珍
し
い

も
の
と
し
て
は
、
作
中
話
題
と
な
っ
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
が
描
か
れ
た
、

［
図
10
］
の
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
、
日
本
を
舞
台
と
し
た
現
代
物
三
作
品
に
よ
せ
た
中
村

研
一
の
挿
絵
を
瞥
見
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
中
村
研
一
は
自
ら
言

明
し
て
い
た
挿
絵
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
、
か
な
り
の
程
度
、
実
践

し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
小
説
本
文
が
あ
る
以
上
、
全

く
物
語
内
容
を
説
明
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
過
剰
に

説
明
的
な
挿
絵
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
場
面
を
図
案
化
す
る
際
に
も
顔

（
表
情
）
を
描
か
な
い
な
ど
、
読
者
に
想
像
の
た
め
の
空
白
を
担
保
し

た
ま
ま
、
間
接
的
な
補
助
線
を
提
示
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
う

し
た
小
説
本
文
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
何
を
ど
の
よ
う
に
描
く
か
に

腐
心
し
た
結
果
が
、
洋
画
家
・
中
村
研
一
の
持
ち
味
を
生
か
し
た
、

品
の
あ
る
挿
絵
に
結
実
し
た
。

図 9　1935/1/10

図 10　1935/1/15

図 11　1935/3/26

図 12　1935/4/9
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Ⅳ日
中
戦
争
開
戦
の
翌
年
、「〝
彩
管
部
隊
〟
中
支
へ
出
動
」（『
東
京

朝
日
新
聞
』
一
九
三
八
・
四
・
一
六
）
と
い
う
記
事
に
お
い
て
、
中

村
研
一
を
部
隊
長
と
し
た
彩
管
部
隊
が
、
中
支
戦
線
へ
と
出
動
す
る

こ
と
が
報
じ
ら
れ
る
。
そ
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

�
�

こ
の
一
隊
は
今
事
変
に
よ
る
従
来
の
従
軍
画
家
と
違
ひ
上
海
の

現
地
陸
軍
報
道
班
か
ら
招
き
を
受
け
て
彩
管
報
国
に
従
軍
す
る

も
の
で
今
事
変
の
戦
争
画
を
後
代
に
伝
へ
る
た
め
当
局
か
ら
ピ

ツ
ク
ア
ツ
プ
さ
れ
た
も
の

そ
の
後
、「
敵
前
で
ス
ケ
ツ
チ　

藤
島
・
中
村
両
画
伯
彩
管
の
凱

旋
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
八
・
六
・
二
七
）
に
お
い
て
帰
国

が
報
じ
ら
れ
る
と
、
翌
月
に
は
座
談
会
が
催
さ
れ
る
。

藤
島
武
二
・
中
村
研
一
・
向
井
潤
吉
・
川
端
龍
子
・
清
水
登
之
・

川
島
理
一
「
近
代
戦
争
と
絵
画
（
一
）
従
軍
画
家
を
迎
へ
て
」（『
東

京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
八
・
七
・
二
九
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
興
味

深
い
や
り
と
り
が
み
ら
れ
る
。

�
�

服
部
〔
学
芸
部
長
〕　

あ
ち
ら
で
絵
を
描
い
て
来
ら
れ
ま
し
た

か

�
�

中
村
氏　
僕
は
何
も
描
い
て
は
来
ま
せ
ん
、
僕
達
七
人
の
使
命

は
そ
れ
〴
〵
戦
争
画
を
描
く
や
う
に
軍
か
ら
委
嘱
さ
れ
、
僕
は

南
京
の
光
華
門
の
戦
ひ
を
描
く
こ
と
に
な
つ
た
の
で
南
京
に
行

つ
て
戦
跡
を
見
て
来
ま
し
た
、
現
場
を
見
た
り
、
兵
隊
さ
ん
か

ら
そ
の
時
の
話
を
き
い
た
り
し
て
、
い
ろ
〳
〵
想
像
を
め
ぐ
ら

し
て
皇
軍
の
勇
ま
し
い
戦
闘
ぶ
り
を
描
き
、
皇
軍
の
勇
武
を
高

揚
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
、
従
つ
て
単
に
戦
跡
を
ス
ケ
ツ
チ
し
て

も
絵
に
な
り
ま
せ
ん
ね

ま
た
、
つ
づ
く
「
近
代
戦
争
と
絵
画
（
二
）
従
軍
画
家
を
迎
へ
て
」

（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
八
・
七
・
三
〇
）
に
お
い
て
も
、
や
は

り
戦
争
画
に
関
わ
る
、
次
の
よ
う
な
発
言
が
あ
る
。

�
�

坂
崎
調
査
部
長　
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
や
う
な
英
雄
が
出
る
と
、
絵

に
な
る
の
で
せ
う
が
…
…

�
�

中
村
氏　
今
の
戦
争
に
は
ヒ
ー
ロ
ー
が
あ
り
ま
せ
ん
、
従
つ
て

主
題
を
と
る
の
が
困
難
で
す
、
戦
争
画
の
狙
ひ
ど
こ
ろ
は
ナ
ポ

レ
オ
ン
が
馬
上
豊
か
に
一
軍
を
率
ゐ
て
居
る
、
そ
れ
が
絵
に
な

り
ま
す
、
今
の
戦
争
は
全
兵
士
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
で
す
、
し
か
し
、

画
家
は
実
際
に
戦
争
を
見
な
く
て
は
よ
い
戦
争
画
は
描
け
ま
せ
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ん
、
機
関
銃
を
射
つ
一
兵
卒
で
も
戦
争
で
は
生
命
が
け
で
す
、

迫
つ
た
力
が
す
べ
て
に
溢
れ
て
ゐ
ま
す
わ
れ
〳
〵
は
絵
の
中
に

こ
の
切
迫
し
た
、
生
命
が
け
の
感
じ
を
昂
揚
し
た
い
、
そ
れ
に

は
想
像
で
は
だ
め
で
す
実
戦
場
に
行
つ
て
兵
隊
さ
ん
の
緊
迫
し

た
精
神
と
姿
に
接
し
な
け
れ
ば
…
…
そ
し
て
愛
国
精
神
の
昂
揚

と
い
ふ
見
地
か
ら
描
く
に
は
、
材
料
は
油
が
便
利
だ
と
思
ひ
ま

す
こ
う
し
た
従
軍
体
験
を
も
つ
洋
画
家
の
中
村
研
一
が
日
中
戦
争
開

戦
後
に
引
き
受
け
た
挿
絵
は
、
火
野
葦
平
「
花
と
兵
隊
」
で
あ
る
。

一
兵
士
と
し
て
日
中
戦
争
に
従
軍
し
て
い
た
火
野
は
、
戦
争
文
学
の

第
一
作
「
麦
と
兵
隊
」
が
各
界
か
ら
絶
賛
さ
れ
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と

な
り
、
第
二
作
「
土
と
兵
隊
」
も
高
く
評
価
さ
れ
、
引
っ
張
り
だ
こ

と
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
、
第
三
作
「
花
と
兵
隊
」
は
、
火
野

に
と
っ
て
初
の
新
聞
小
説
へ
の
挑
戦
と
な
っ
た
。

火
野
葦
平
「
花
と
兵
隊
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
八
・
一
二
・

二
〇
夕
～
一
九
三
九
・
六
・
二
四
夕
／
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九

三
八
・
一
二
・
二
〇
夕
～
一
九
三
九
・
六
・
二
七
夕
〔
全
一
三
〇

回
、
連
載
期
間
中
の
休
載
等
五
五
回
 12
〕）

  

ま
ず
、
連
載
予
告
「
夕
刊
の
新
小
説
『
花
と
兵
隊
』　

戦
争
文
学

巨
篇
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
八
・
一
二
・
一
六
）
か
ら
確
認

し
て
み
よ
う
。
新
聞
社
の
紹
介
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

�
�

今
回
、
硝
煙
の
中
に
あ
つ
て
、
文
名
高
き
火
野
葦
平
こ
と
玉
井

軍
曹
は
長
篇
「
花
と
兵
隊
」
を
特
に
本
社
の
た
め
に
陣
中
で
執

筆
、
こ
れ
ま
た
近
日
の
夕
刊
紙
上
よ
り
連
載
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
、
既
に
発
表
さ
れ
た
作
品
は
い
ふ
な
ら
ば
い
づ
れ
も
単

な
る
戦
争
実
記
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
花
と
兵
隊
」
は
日
記

体
で
も
書
簡
体
で
も
な
く
、
陣
中
初
め
て
執
筆
す
る
戦
争
小
説

で
あ
り
ま
す
、
氏
の
素
朴
に
し
て
強
靱
な
表
現
に
漲
る
正
義
歓マ

マ

と
美
し
い
親
愛
は
鬼
神
も
泣
く
壮
絶
な
る
皇
軍
の
奮
戦
と
、
建

設
途
上
に
あ
る
新
支
那
の
朗
景
を
活
写
し
て
余
さ
ず
、
戦
争
が

鍛
錬
す
る
純
粋
に
し
て
健
康
な
人
間
の
姿
は
、
人
々
の
心
の

隅
々
迄
も
揺
り
動
か
さ
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
り
ま
せ
う
、

つ
ま
り
、
原
則
と
し
て
毎
日
刊
行
さ
れ
る
新
聞
連
載
小
説
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
作
は
陣
中
で
書
か
れ
た
の
だ
。
し
か
も
、
火

野
は
同
時
期
に
「
海
と
兵
隊
」
を
『
東
京
日
日
／
大
阪
毎
日
新
聞
』

に
連
載
し
て
も
い
た
 13
（
挿
絵
＝
林
唯
一
）。
こ
う
し
た
条
件
ゆ
え

に
、
小
説
の
掲
載
自
体
も
困
難
を
極
め
た
と
い
う
が
、
挿
絵
（
執
筆
・

印
刷
）
に
つ
い
て
の
困
難
が
そ
れ
以
上
だ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
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な
い
。
新
延
修
三
に
次
の
回
想
が
あ
る
。

�
�

挿
絵
を
引
受
け
た
中
村
研
一
に
、
原
稿
の
内
容
を
電
話
で
伝
え

な
が
ら
、
一
方
で
、
同
時
に
原
稿
部
の
お
使
い
さ
ん
に
、
吉
祥

寺
の
中
村
邸
ま
で
オ
ー
ト
バ
イ
を
走
ら
せ
て
も
ら
う
の
で
あ

る
。

�
�　

オ
ー
ト
バ
イ
が
着
く
頃
に
は
、
中
村
の
挿
絵
が
出
来
上
っ
て

い
る
。
そ
い
つ
を
持
っ
て
帰
っ
て
く
る
と
、
ま
ず
製
版
部
に
回

し
て
東
京
の
版
を
取
り
、
そ
の
あ
と
、
大
阪
に
電
送
写
真
で
送

る
。
い
つ
も
口
や
か
ま
し
い
中
村
研
一
も
「
花
と
兵
隊
」
に
関

す
る
限
り
絵
組
み
覚
悟
で
文
句
を
い
わ
な
か
っ
た
 14
。

既
出
の
「「
女
の
一
生
」
の
挿
絵
」
に
お
い
て
、
絵
組
で
挿
絵
を
描

く
こ
と
を
望
ま
し
く
な
い
と
言
明
し
て
い
た
中
村
だ
が
、
条
件
の
厳

し
い
「
花
と
兵
隊
」
で
は
自
説
を
曲
げ
て
、
と
も
か
く
挿
絵
を
間
に

合
わ
せ
る
こ
と
に
腐
心
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、「
花
と
兵
隊
」
に
関
し
て
中
村
研
一
は
、
挿
絵
一
三
〇
点
、

タ
イ
ト
ル
カ
ッ
ト
二
〇
点
を
描
い
た
。
挿
絵
は
物
語
内
容
に
即
し

て
、［
図
13
］
の
よ
う
に
戦
場
に
お
け
る
兵
隊
の
日
常
の
ほ
か
、［
図

14
］
の
よ
う
な
杭
州
西
湖
の
風
景
、
さ
ら
に
は
［
図
15
］
の
よ
う
に

中
国
人
（
女
性
）
と
の
交
流
な
ど
が
モ
チ
ー
フ
と
さ
れ
た
。
ま
た
、

図 13　1938/12/22　夕

図 14　1939/3/8　夕

図 15　1939/3/23　夕

図 16　1939/6/18　夕
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こ
こ
で
中
村
は
、「
花
と
兵
隊
」
の
文
学
作
品
と
し
て
の
「
面
白

さ
」
を
顕
揚
し
な
が
ら
、
本
文
に
「
正
確
な
説
明
」
が
あ
る
が
ゆ
え

に
、「
挿
画
は
実
に
書
き
よ
い
」
も
の
だ
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
現
実
的
な
困
難
は
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
。

�
�　

ず
ゐ
分
無
理
を
し
て
来
る
原
稿
故
、
こ
の
方
の
工マ

マ

労
は
、
朝

日
の
学
芸
部
の
係
り
の
人
々
に
も
、
私
に
も
空
前
絶
後
と
い
ふ

程
の
も
の
で
あ
つ
た
で
せ
う
、
夕
五
時
に
来
て
五
時
廿
分
に
は

渡
す
と
い
ふ
日
、
深
夜
の
十
二
時
に
来
て
一
時
に
待
つ
て
も
ら

つ
て
、
渡
す
と
い
ふ
日
、
そ
ん
な
日
の
当
直
の
係
り
の
人
は
大

変
気
の
毒
で
し
た
。
せ
め
て
前
晩
読
ん
で
翌
朝
か
け
る
と
い
ゝ

と
幾
度
び
か
念
じ
た
こ
と
で
す
。
墨
と
兵
隊
な
ど
弥
次
ら
れ
ま

し
た
が
あ
れ
は
印
刷
の
技
術
の
こ
と
で
紙
、
イ
ン
キ
、
油
、
プ

レ
ス
の
経
過
時
間
等
の
差
が
出
る
の
で
す
。
大
阪
朝
日
の
印
刷

は
私
は
満
足
し
て
居
ま
す
、
但
伝
送
が
多
か
つ
た
の
で
気
の
毒

で
す
。
東
京
も
後
半
は
ず
ゐ
分
よ
い
印
刷
で
し
た
。
作
者
の
い

ふ
た
く
ま
し
い
兵
隊
が
か
き
た
か
つ
た
。
そ
れ
か
ら
全
部
モ
デ

ル
無
し
、
想
像
で
か
く
事
を
練
習
の
つ
も
り
で
や
り
ま
し
た
。

杭
州
を
全
然
し
ら
な
い
の
で
こ
の
方
は
友
人
が
貸
し
て
呉
れ
た

画
は
が
き
で
ゆ
き
ま
し
た
、
杭
州
叙
述
の
名
文
は
一
寸
挿
画
が

か
け
ぬ
程
に
美
し
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

戦
争
画
で
は
な
い
が
、
特
に
連
載
後
半
で
は
戦
闘
を
書
い
た
本
文
に

即
し
て
、［
図
16
］
の
よ
う
に
、
挿
絵
に
お
い
て
も
生
々
し
い
交
戦
場

面
や
負
傷
者
な
ど
が
描
か
れ
て
い
っ
た
。

連
載
終
了
後
、
中
村
は
次
に
引
く
「『
花
と
兵
隊
』
挿
画
感
想
」

（『
日
本
学
芸
新
聞
』
一
九
三
九
・
七
・
二
〇
）
を
発
表
す
る
。

�
�　

よ
く
人
か
ら
話
が
変
ら
な
い
の
で
書
き
に
く
い
だ
ら
う
と
い

ふ
風
に
云
は
れ
ま
し
た
が
私
は
そ
ん
な
風
に
感
じ
ま
せ
ん
で
し

た
。
挿
画
を
か
く
に
は
小
説
が
面
白
い
の
が
一
番
か
き
よ
い
の

で
す
、『
花
と
兵
隊
』
は
私
の
考
へ
で
は
大
変
面
白
い
小
説
で
あ

り
ま
し
た
、
所
謂
通
俗
読
者
に
こ
び
た
所
が
無
く
従
つ
て
私
は

そ
の
辺
の
配
慮
は
何
も
せ
ん
で
済
み
ま
し
た
。
思
ひ
の
外
客
観

的
な
か
き
方
な
の
で
、
そ
し
て
作
者
の
腕
は
案
外
に
確
に
物
事

を
は
つ
き
り
想
像
せ
し
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。
自
分
独
り
わ
か

つ
た
叙
述
で
、
読
者
も
い
ゝ
か
げ
ん
に
読
ん
だ
り
す
る
小
説
とマ

マ

ず
ゐ
分
あ
る
の
で
す
が
、
火
野
氏
の
場
合
で
は
必
ず
正
確
な
説

明
が
あ
る
、
そ
れ
で
挿
画
は
実
に
画
き
よ
い
こ
と
に
な
る
の
で

あ
り
ま
す
〔
。〕
又
面
白
い
の
で
毎
日
次
の
分
を
待
つ
の
が
楽
し

み
な
位
で
あ
り
ま
し
た
。
あ
れ
は
『
読
ま
な
い
こ
と
』
を
自
慢

す
る
一
部
の
人
が
考
へ
て
居
る
よ
り
は
なマ

マ
か
に
面
白
い
小
説
で

あ
り
ま
し
た
。
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こ
こ
で
中
村
は
一
挙
に
多
く
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
第
一
に
、

本
稿
Ⅱ
で
確
認
し
た
論
点
③
に
関
わ
る
、
時
間
的
制
約
の
中
で
の
挿

絵
の
製
版
・
印
刷
に
関
わ
る
問
題
（
東
西
新
聞
の
差
異
）
が
あ
る
。

普
段
以
上
の
悪
条
件
の
中
で
な
お
、
中
村
を
こ
の
仕
事
に
向
か
わ
せ

た
要
因
と
し
て
は
、「
花
と
兵
隊
」
と
い
う
作
品
の
出
来
、
そ
れ
か
ら

こ
の
戦
争
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、
中

支
へ
の
視
察
経
験
を
も
つ
中
村
で
は
あ
っ
た
が
、
杭
州
は
実
見
し
た

こ
と
が
な
い
と
の
こ
と
で
、「
画
は
が
き
」
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら

「
想
像
」
で
挿
絵
を
描
い
た
の
だ
と
い
う
。
も
と
よ
り
、
戦
争
画
で
は

な
く
挿
絵
な
の
だ
が
、
座
談
会
「
近
代
戦
争
と
絵
画
」
で
の
発
言
と

あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
中
村
は
従
軍
経
験
時
の
心
持
ち
と
「
画
は
が

き
」
の
図
案
と
に
「
想
像
」
を
ま
じ
え
て
挿
絵
執
筆
に
向
か
っ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
第
三
に
、
論
点
①
に
関
わ
っ
て
、
小
説
本
文
が
「
名

文
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
挿
絵
の
入
り
こ
む
余
地
が
な
か
っ
た
と
い

う
言
明
が
読
ま
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
新
聞
小
説
の
存
在
を
清
新
に
示

す
た
め
に
、
中
村
の
挿
絵
は
連
日
紙
面
を
飾
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ

は
「
花
と
兵
隊
」
に
対
す
る
、
最
大
級
の
賛
辞
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
そ
の
こ
と
は
、
同
文
末
尾
の
次
の
一
節
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

�
�　

と
も
角
、
当
時
私
はP. A

. R
oy

のA
vec les houneurs de la 

guerre

を
読
ん
で
居
り
ま
し
た
が
、
戦
争
の
叙
述
な
ど
私
は
火

野
氏
が
は
る
か
に
う
ま
い
事
を
ほ
こ
ら
し
く
思
つ
て
挿
画
し
た

こ
と
で
し
た
。（
七
、
十
一
）

こ
の
後
、
中
村
が
戦
争
画
を
描
き
つ
い
で
い
く
こ
と
を
思
え
ば
、

こ
の
「
花
と
兵
隊
」
挿
絵
は
、
戦
争
（
戦
場
）
を
描
く
「
練
習
」
と

し
て
も
大
き
な
意
義
を
も
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
日
中

戦
争
を
ど
の
よ
う
に
報
道
／
表
象
し
て
い
く
か
、
と
い
う
新
聞
／
芸

術
家
に
と
っ
て
の
実
践
的
応
答
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。

最
後
に
、
挿
絵
画
家
と
し
て
の
中
村
研
一
に
注
目
し
た
本
稿
の
成

果
を
足
が
か
り
と
し
て
、
新
聞
小
説
・
挿
絵
研
究
に
関
す
る
今
後
の

課
題
・
展
望
を
示
し
て
ま
と
め
に
か
え
た
い
。

第
一
に
、
中
村
研
一
に
よ
る
挿
絵
論
や
そ
こ
に
書
か
れ
た
事
例
に

即
し
て
、
他
の
挿
絵
画
家
の
考
え
方
や
製
作
経
緯
と
の
比
較
や
、
そ

れ
ら
の
要
因
が
個
別
の
事
情
に
よ
る
の
か
、
印
刷
技
術
も
含
め
た
時

代
的
な
条
件
に
よ
る
の
か
な
ど
は
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

第
二
に
、
本
稿
で
は
限
ら
れ
た
点
数
し
か
掲
出
で
き
な
か
っ
た

が
、
中
村
研
一
の
挿
絵
そ
れ
自
体
、
さ
ら
に
は
新
聞
小
説
各
回
の
本

文
と
挿
絵
の
関
係
・
意
味
作
用
の
検
討
も
、
今
後
の
基
礎
作
業
と
し

て
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
従
来
の
よ
う
な
文
学
者
や
新
聞
小
説
の

立
場
か
ら
で
は
な
く
、
挿
絵
（
画
家
）
の
立
場
か
ら
検
討
す
る
こ
と

で
、
新
た
な
問
題
領
域
が
見
出
せ
る
だ
ろ
う
。
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第
三
と
し
て
、
特
に
「
花
と
兵
隊
」
に
関
わ
っ
て
、
戦
争
の
表
象

と
い
う
観
点
か
ら
、
中
村
研
一
の
挿
絵
／
戦
争
画
に
つ
い
て
、
差
異

と
同
一
性
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
同
時

期
に
火
野
葦
平
が
新
聞
連
載
し
て
い
た
「
海
と
兵
隊
」
と
の
、
文
字
・

イ
メ
ー
ジ
の
比
較
検
討
も
、
有
意
義
な
課
題
で
あ
る
。

総
じ
て
、
新
聞
小
説
を
対
象
と
し
な
が
ら
、
挿
絵
（
画
家
）
と
い

う
観
点
か
ら
具
体
的
な
検
討
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
、
こ
れ
が
今

後
の
課
題
で
あ
り
、
本
稿
は
そ
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
で
あ
る
。

【
注
】

１　

日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
編
『
美
術
家
人
名
事
典

─
古
今･

日
本
の
物
故
画
家

三
五
〇
〇
人
』（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、
二
〇
〇
九
）。

２　

高
山
百
合
「
昭
和
期
官
展
洋
画
の
寵
児･

中
村
研
一

─
光
と
影
を
生
き
た

画
家
」（
高
山
百
合
編
『
没
後
五
〇
年　

中
村
研
一
展
』
福
岡
県
立
美
術
館
・

宗
像
市
・
新
居
浜
美
術
館
、
二
〇
一
八
）。

３　

木
村
莊
八
は
「
実
話
と
挿
絵
」（『
講
演
』
一
九
三
一
・
二
／
引
用
は
『
木
村

莊
八
全
集　

第
二
巻
』
講
談
社
、
一
九
八
二
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る

─
「
私
な
ど
の
考
え
で
は
挿
絵
と
い
う
も
の
は
、
ち
ょ
う
ど
義
太
夫

に
於
け
る
太
夫
対
三
味
線
の
関
係
だ
と
思
っ
て
居
り
ま
す
。
三
味
線
だ
け
で

も
独
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
無
論
で
す
が
、
併
し
な
が
ら
義
太
夫
を
き

く
場
合
、
或
い
は
義
太
夫
を
賞
翫
す
る
場
合
に
は
、
三
味
線
が
脇
に
な
っ
て
出

て
、
太
夫
が
語
っ
て
、
こ
の
二
つ
が
と
け
て
一
つ
の
、
或
る
特
殊
の
も
の
に
な

る
」。

４　

坂
崎
坦
「
学
芸
部
の
組
織
と
活
動
」（『
綜
合
チ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
講
座　

第
一

二
巻
』
内
外
社
、
一
九
三
一
）。

５　

注
（
４
）
に
同
じ
。

６　

拙
論
「
同
時
代
の
な
か
の
「
挿
絵
事
件
」

─
『
大
菩
薩
峠
』（
作
・
中
里

介
山
、
画
・
石
井
鶴
三
）
と
挿
絵
著
作
権
」（『
文
芸
研
究
』
二
〇
一
五
・
九
）、

出
口
智
之
「
中
里
介
山
作
・
石
井
鶴
三
画
「
大
菩
薩
峠
」
と
「
挿
絵
事
件
」
の

背
景

─
挿
絵
制
作
の
時
代
的
転
換
と
旧
著
作
権
法
の
解
釈
に
つ
い
て
」

（『
信
州
大
学
附
属
図
書
館
研
究
』
二
〇
一
八
・
一
）
参
照
。

７　

新
潮
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
小
島
政
二
郎
『
海
燕
』
紹
介

ペ
ー
ジ
〔https:// w

w
w

.shinchosha.co.jp/ book/865251/

〕、
最
終
閲
覧
日
二

〇
一
九
・
一
・
五
。

８　

山
田
幸
伯
『
敵
中
の
人　

評
伝
・
小
島
政
二
郎
』（
白
水
社
、
二
〇
一
五
）。

９　

注
８
に
同
じ
。

10　

新
延
修
三
「
小
島
政
次
郎
」（『
朝
日
新
聞
の
作
家
た
ち
』
波
書
房
、
一
九
七

三
）。

11　

平
浩
一
「「
通
読
」
さ
れ
る
新
聞
連
載
小
説

─
山
本
有
三
「
生
き
と
し
生

け
る
も
の
」「
波
」「
風
」
の
評
価
軸
の
形
成

─
」（『
国
文
学
論
輯
』
二
〇
一

八
・
三
）
参
照
。

12　

拙
論
「
戦
場
に
お
け
る
〝ヒ

ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム

人
間
（
性
）〟

─
火
野
葦
平
「
花
と
兵
隊
」
序

論
」（『
日
中
戦
争
開
戦
後
の
文
学
場　

報
告
／
芸
術
／
戦
場
』
神
奈
川
大
学
出

版
会
、
二
〇
一
八
）
参
照
。

13　
『
大
阪
』
版
は
、
挿
絵
で
は
な
く
写
真
が
掲
出
さ
れ
る
日
が
あ
る
な
ど
、『
東
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京
』
版
と
大
き
く
異
な
る
。

14　

新
延
修
三
「
火
野
葦
平
」（『
朝
日
新
聞
の
作
家
た
ち
』
前
掲
）。

15　

拙
文
「
複
製
／
表
象
と
し
て
の
絵
は
が
き
（
杭
州
西
湖
）

─
火
野
葦
平

作
・
中
村
研
一
画
「
花
と
兵
隊
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『C

A
S N

ew
s L

etter

』
二

〇
一
七
・
七
）
参
照
。

※
本
研
究
はJSP

S

科
研
費16 K02420

・17 K02462

の
助
成
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
。

�

（
神
奈
川
大
学
）


