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一
、
は
じ
め
に

　

野
田
宇
太
郎
（
一
九
〇
九
〜
一
九
八
四
年
）
は
一
九
五
〇
年
末
に
文
学
散

歩
を
考
案
し
た（
１

）。
坂
崎
重
盛
は
こ
の
活
動
を
次
の
よ
う
に
評
価
す
る（
２

）。

　

野
田
宇
太
郎
の
「
文
学
散
歩
」
は
、
今
日
、
わ
れ
わ
れ
が
、
と
も

す
れ
ば
お
気
楽
な
趣
味
的
「
文
学
散
歩
」
の
気
分
と
は
ま
っ
た
く
異

な
り
、
痛
恨
に
満
ち
て
い
る
。
と
き
に
足
早
に
、
そ
の
地
に
向
か
い
、

作
家
の
事
跡
に
到
れ
ば
茫
然
と
た
た
ず
む
。
戦
争
に
よ
っ
て
傷
つ

き
、
失
わ
れ
た
文
芸
へ
の
鎮
魂
の
巡
り
歩
き
と
も
い
え
る
。

　

坂
崎
は
「
野
田
宇
太
郎
の
文
学
散
歩
」
を
「
痛
恨
」「
茫
然
」「
鎮
魂
」

と
重
い
印
象
の
言
葉
で
、「
わ
れ
わ
れ
の
文
学
散
歩
」
を
「
お
気
楽
」「
趣

味
的
」
の
よ
う
な
軽
い
印
象
の
言
葉
で
評
価
す
る
。
こ
う
い
っ
た
認
識
は

坂
崎
に
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
野
田
の
業
績
を
特
別
視
す
る
評
価
は
少

な
く
な
い
。
と
は
い
え
、「
野
田
宇
太
郎
の
文
学
散
歩
」
と
「
わ
れ
わ
れ

の
文
学
散
歩
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
と
し
て
も
、
今
日
で
は
一

般
に
そ
の
違
い
が
特
に
意
識
さ
れ
ず
、
い
ず
れ
も
単
に
文
学
散
歩
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
二
つ
の
意
味
が
文
学
散
歩
に
含
ま
れ
る
の
は
な

ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
文
学
散
歩
と
い
う
用
語
が
登
場
し
た
背
景

を
探
っ
た
上
で
、
そ
の
意
味
す
る
範
囲
が
拡
張
す
る
過
程
を
論
じ
る
。

二
、
文
学
散
歩
の
誕
生
と
そ
の
評
価

　
『
日
本
読
書
新
聞
』
紙
上
の
野
田
の
連
載
「
新
東
京
文
学
散
歩
」
の
編

集
担
当
・
長
岡
光
郎
は
、
そ
の
誕
生
経
緯
を
次
の
よ
う
に
回
想
す
る（
３

）。

　

こ
の
度
の
戦
争
で
灰
燼
と
化
し
、
漸
く
立
ち
直
り
を
始
め
よ
う
と

す
る
東
京
の
姿
、
と
い
う
意
味
を
こ
め
て
「
新
東
京
」
と
銘
う
ち
、

「
文
学
的
散
歩
」
と
名
づ
け
る
こ
と
に
し
た
。（
中
略
）
は
じ
め
の
企

画
で
は
、
本
郷
・
上
野
界
隈
を
野
田
氏
に
頼
み
、
浅
草
、
銀
座
、
な

ど
を
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
人
に
依
頼
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
野
田

氏
と
打
ち
合
わ
せ
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
野
田
氏
は
た
い
そ
う
乗
り
気

で
、
こ
の
際
、
東
京
全
般
を
や
り
た
い
と
希
望
さ
れ
、
ま
た
、
自
分

三
つ
の
文
学
散
歩

│
│ 

野
田
宇
太
郎
か
ら
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
タ
ウ
ン
へ 

│
│

岡
　
野
　
裕
　
行
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の
親
し
い
織
田
一
磨
画
伯
の
ス
ケ
ッ
チ
を
挿
絵
に
し
て
添
え
た
い
と

の
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
に
お
願
い
し
た
。
ま
た
、
表
題
が
「
文
学
的
」

で
は
堅
苦
し
い
感
じ
が
す
る
の
で
「
的
」
は
削
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う

と
い
う
意
見
で
、
結
局
、「
文
学
散
歩
」
と
決
め
た
わ
け
で
あ
る
。

　

野
田
が
始
め
た
文
学
散
歩
は
、
二
つ
の
過
程
（
①
ま
ち
を
「
歩
く
」
こ
と
、

②
ま
ち
に
つ
い
て
「
書
く
」
こ
と
）
の
組
み
合
わ
せ
で
構
成
さ
れ
る
。
当
初

の
案
「
文
学
的
散
歩
」
は
、
グ
ウ
ル
モ
ン
『
哲
学
的
散
歩
』（
一
九
三
七
年
）・

『
文
学
的
散
歩
』（
一
九
三
八
年
）
や
宇
野
浩
二
『
文
学
的
散
歩
』（
一
九
二

四
年
）
の
影
響
が
あ
っ
た
と
長
岡
は
述
べ
る
が
、
そ
の
表
記
に
堅
苦
し
さ

を
感
じ
た
野
田
は
、
よ
り
簡
潔
な
文
学
散
歩
と
い
う
用
語
を
提
案
す
る
（
４

）（
５

）。

野
田
は
文
学
散
歩
へ
の
思
い
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る（
６

）。

　

私
は
ふ
と
近
代
文
学
が
歴
史
化
さ
れ
る
段
階
と
云
う
も
の
を
考
え

た
。
そ
の
第
一
は
明
治
三
十
七
八
年
の
日
露
戦
争
、
次
は
明
治
と
云

う
年
号
の
大
正
へ
の
改
元
転
換
時
代
。
そ
し
て
大
正
十
二
年
の
関
東

大
震
災
。
今
度
の
大
戦
禍
は
そ
の
決
定
的
な
ピ
リ
オ
ド
と
も
な
っ
た

よ
う
で
あ
る
。（
中
略
）

　

古
き
も
の
は
滅
び
る
、
そ
れ
は
自
然
の
理
で
あ
ろ
う
。
新
し
き
も

の
は
古
び
る
、
こ
れ
も
自
然
の
理
で
あ
る
。
私
は
よ
し
な
い
こ
と
を

繰
り
返
す
つ
も
り
は
な
い
。
滅
び
去
っ
た
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
を
蘇

ら
せ
て
も
詮
な
い
こ
と
で
あ
る
。
然
し
、
そ
れ
ら
の
歴
史
は
本
当
に

滅
び
去
り
古
び
去
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
私
は
反
問
す
る
。
否
！　

も
し
滅
び
去
っ
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
滅
び
去
っ
た
も
の
を
知
ら
な

け
れ
ば
、
生
々
流
転
の
法
理
さ
え
、
私
に
は
納
得
出
来
そ
う
も
な
い
。

　

そ
う
思
っ
て
私
は
と
あ
る
冬
の
日
に
、
新
し
い
東
京
の
文
学
散
歩

を
思
い
立
っ
た
。
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
某
日
の
こ
と
で
あ
る
。
近

代
文
学
の
足
跡
を
求
め
て
、
と
云
お
う
か
、
そ
れ
と
も
、
心
の
あ
と

を
求
め
て
と
云
お
う
か
。
そ
れ
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
。
私
は
東
京
生

ま
れ
で
は
な
い
か
ら
、
懐
古
の
情
に
の
み
誘
わ
れ
て
歩
こ
う
と
す
る

わ
け
で
も
な
い
。
云
う
な
ら
ば
、
過
去
を
惜
し
む
、
又
、
冢
中
枯
骨

を
拾
う
代
り
に
、
冢
中
宝
玉
を
求
む
る
気
持
か
ら
で
あ
る
。

　

私
は
着
古
し
た
破
れ
外
套
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
黄
色
の
鉛
筆
一
本
と
、

小
さ
な
手
帳
、
そ
れ
に
一
冊
の
新
東
京
地
図
と
い
う
の
を
し
の
ば
せ

た
。
こ
れ
が
す
べ
て
で
あ
る
。
履
き
馴
れ
た
日
和
下
駄
に
蝙
蝠
傘
と

い
う
あ
の
三
十
六
年
前
の
「
日
和
下
駄
」
の
雅
士
と
は
く
ら
ぶ
べ
く

も
な
い
私
の
心
と
姿
で
あ
る
。

　

野
田
の
言
葉
に
は
、
今
日
の
文
学
散
歩
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
広
く
流
布

し
て
い
る
軽
さ
は
な
い
。
野
田
が
文
学
散
歩
の
著
作
を
連
載
・
出
版
し
始

め
た
頃
は
、
占
領
下
の
検
閲
に
よ
っ
て
写
真
に
使
用
制
限
が
あ
っ
た
た

め
、
イ
ラ
ス
ト
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
遠
藤
理
一
は
指
摘
す
る（
７

）。

文
化
破
壊
を
恐
れ
た
野
田
は
、
東
京
の
ま
ち
な
か
に
点
在
す
る
「
近
代
文

学
の
足
跡
」
を
熱
意
と
覚
悟
を
も
っ
て
記
録
に
残
し
始
め
る
。
そ
こ
に

至
っ
た
背
景
を
、
野
田
は
「
当
時
進
駐
軍
の
占
領
下
で
、
日
本
語
さ
え
も

が
危
う
く
な
る
よ
う
な
非
常
事
態
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
そ
れ
を
書
く
動
因

で
あ
っ
た
」「
文
学
の
環
境
探
求
な
ど
と
言
う
よ
う
な
悠
長
な
こ
と
で
な

く
、
も
っ
と
根
本
的
な
日
本
文
化
の
擁
護
、
敗
戦
の
混
乱
に
よ
る
文
化
破

壊
の
防
御
と
反
抗
が
そ
の
目
的
だ
っ
た
」
と
も
語
っ
て
い
る（
８

）。
占
領
下
の
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非
常
事
態
は
、「
擁
護
」「
防
御
」「
反
抗
」
の
感
情
を
野
田
に
芽
生
え
さ

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
野
田
の
語
り
口
を
現
代
風
に
言
い

換
え
る
な
ら
、
文
学
情
報
の
ア
ー
カ
イ
ブ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
占
領
期
ま
で
待
た
ず
と
も
、
野
田
が
文
化
保
存
に

強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
東
京
大
空
襲
に
よ
る
森
鷗
外
の
住

居
・
観
潮
楼
の
焼
失
後
の
対
応
に
も
表
れ
て
い
る
。
佐
藤
春
夫
は
次
の
よ

う
に
回
想
す
る（
９

）。

　

観
潮
楼
址
を
修
め
整
へ
て
永
く
記
念
し
た
い
と
い
う
考
え
を
具
体

的
に
抱
い
た
人
は
、
わ
た
く
し
の
知
る
限
り
で
は
詩
人
で
ジ
ャ
ア
ナ

リ
ス
ト
を
兼
ね
た
野
田
宇
太
郎
で
あ
ろ
う
。
失
火
炎
上
の
時
か
ら
そ

れ
を
云
っ
て
い
た
が
、
兵
火
に
か
か
っ
て
か
ら
は
、
白
い
胸
像
の
あ

ざ
や
か
に
見
ら
れ
る
廃
園
を
そ
の
編
輯
し
て
い
る
雑
誌
「
藝
林
閒

歩
」
の
口
絵
に
掲
げ
た
り
、
同
じ
誌
上
で
観
潮
楼
址
を
記
念
し
よ
う

と
天
下
に
呼
び
か
け
た
の
も
彼
で
あ
っ
た
。

　

先
の
引
用
文
で
、
野
田
は
関
東
大
震
災
（
一
九
二
三
年
）
に
も
言
及
し

て
い
る
。
震
災
前
後
で
景
観
が
変
貌
し
た
東
京
の
ま
ち
の
様
子
を
複
数
の

作
家
で
書
き
連
ね
た
『
大
東
京
繁
昌
記
（
山
手
篇
・
下
町
篇
）』（
一
九
二
八

年
）
は
、
震
災
／
戦
災
と
い
う
違
い
は
あ
る
に
し
ろ
、
野
田
の
取
組
み
に

先
行
す
る
作
品
で
あ
る）
10
（

。
ま
ち
が
大
規
模
に
荒
廃
し
、
人
々
の
間
に
社
会

的
不
安
が
増
大
す
る
状
況
下
で
は
、
そ
の
前
後
の
個
人
的
記
録
を
残
そ
う

と
す
る
強
い
気
持
ち
が
人
々
の
間
に
芽
生
え
て
く
る
。
時
代
は
異
な
る

が
、
近
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
（
一
九
九
五
年
）
や
東
日
本
大
震
災
（
二

〇
一
一
年
）
の
後
に
、
ま
ち
の
記
録
を
残
そ
う
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
震
災

ア
ー
カ
イ
ブ
が
速
や
か
に
つ
く
ら
れ
た
動
き
と
も
重
な
る
だ
ろ
う）

11
（

。

　

ま
た
、
永
井
荷
風
が
「
今
日
東
京
市
中
の
散
歩
は
私
の
身
に
取
っ
て
生

れ
て
か
ら
今
日
に
至
る
過
去
の
生
涯
に
対
す
る
追
憶
の
道
を
辿
る
に
外
な

ら
な
い
。
之
に
加
う
る
に
日
々
昔
な
が
ら
の
名
所
古
蹟
を
破
却
し
て
行
く

時
勢
の
変
遷
は
市
中
の
散
歩
に
無
情
悲
哀
の
寂
し
い
詩
趣
を
帯
び
さ
せ

る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ま
ち
の
変
貌
の
き
っ
か
け
は
大
規
模
な
戦

災
・
震
災
だ
け
で
な
く
、
日
常
的
な
「
時
勢
の
変
遷
」
の
影
響
も
受
け

る）
12
（

。
野
田
は
ま
ち
を
歩
く
こ
と
で
自
ら
の
視
点
を
書
き
留
め
つ
つ
、
先
行

す
る
『
日
和
下
駄
』『
大
東
京
繁
昌
記
』
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
過
去
の

作
家
た
ち
が
東
京
の
ま
ち
を
記
録
化
し
た
こ
と
も
含
め
て
筆
を
進
め
て
い

く）
13
（

。
野
田
の
文
章
の
な
か
で
「
近
代
文
学
の
足
跡
」
が
時
間
を
超
え
て
重

層
的
に
描
か
れ
る
。
木
下
杢
太
郎
は
「
古
典
と
は
背
に
廻
っ
た
未
来
で
あ

る
」
と
語
り
遺
し
て
お
り
、
木
下
に
心
酔
す
る
野
田
は
こ
の
言
葉
を
大
事

に
し
て
い
た
と
さ
れ
る）
14
（

。
野
田
の
文
学
散
歩
は
「
近
代
文
学
の
足
跡
」
を

辿
り
、
そ
れ
を
言
語
化
・
可
視
化
し
続
け
た
取
組
み
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、「
野
田
さ
ん
が
お
も
し
ろ
い
文
学
研
究
を
は
じ
め
た
が
、『
文

学
散
歩
』
と
い
う
の
は
一
寸
か
る
す
ぎ
る
言
葉
だ
ね
」
と
い
う
評
価
を
受

け
て
し
ま
う）
15
（

。
野
田
が
「
擁
護
」「
防
御
」「
反
抗
」
と
い
う
思
い
を
込
め

て
み
て
も
、
文
学
散
歩
は
軽
い
言
葉
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う

な
風
潮
は
、
野
田
と
同
じ
よ
う
に
文
学
に
絡
め
て
ま
ち
を
め
ぐ
り
歩
い
た

前
田
愛
の
業
績
も
、「
た
だ
の
文
学
散
歩
じ
ゃ
な
い
か
」
と
酷
評
さ
れ
た

こ
と
に
も
表
れ
て
い
る）
16
（

。
文
学
散
歩
と
い
う
用
語
が
広
ま
っ
た
当
時
の
様

子
を
、
野
田
は
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
で
次
の
よ
う
に
説
明
す
る）
17
（

。
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文
学
散
歩
は
か
な
ら
ず
し
も
著
書
の
内
容
説
明
で
は
な
く
、
敗
戦

の
灰
燼
に
被
い
隠
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
お
も
に
近
代
の
詩
人
作
家
を
歩

き
求
め
、
そ
れ
を
実
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
き
め
の
細
か
な
文
学
史

を
地
理
的
に
風
土
的
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
戦
後
急
激

に
発
達
し
た
マ
ス
コ
ミ
が
こ
の
文
学
散
歩
を
取
り
あ
げ
た
こ
と
か
ら

流
行
語
化
し
、
つ
い
に
容
易
に
古
典
近
代
現
代
の
見
境
も
な
く
文
学

と
名
の
つ
く
も
の
を
地
域
的
に
羅
列
す
る
よ
う
な
題
名
盗
用
ま
た
は

模
倣
的
書
物
が
出
版
さ
れ
、
レ
ジ
ャ
ー
向
き
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に

名
称
を
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。

　

本
来
、
事
典
に
は
客
観
的
な
記
述
が
求
め
ら
れ
る
が
、「
見
境
も
な
く
」

と
い
っ
た
感
情
的
な
言
葉
が
つ
か
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
野
田
の
書
き
振

り
は
主
観
的
で
あ
る
。
や
や
適
正
を
欠
く
表
現
だ
が
、
野
田
が
自
身
の
考

案
し
た
文
学
散
歩
の
独
自
性
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
伝
わ
っ
て
く

る
。
野
田
の
指
摘
に
見
ら
れ
る
「
模
倣
的
書
物
」
に
は
、
文
学
作
品
や
作

家
の
ゆ
か
り
の
場
所
を
取
り
上
げ
な
が
ら
も
、
事
実
関
係
の
紹
介
に
主
眼

が
置
か
れ
た
案
内
記
の
形
態
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
槌
田
満
文
編
著

『
文
学
東
京
案
内
』（
一
九
五
六
年
）
に
は
、
塩
田
良
平
が
「
世
に
文
学
散

歩
と
い
う
言
葉
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
そ
れ
と
ち
が
っ

て
、
東
京
風
景
を
著
名
な
文
学
作
品
の
叙
述
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
」
と
序
文
に
寄
稿
し
て
い
る）
18
（

。
先
行
す
る
文
学
散
歩
を
明
白
に

意
識
し
な
が
ら
、
塩
田
は
野
田
の
名
前
を
い
っ
さ
い
出
さ
ず
に
推
薦
文
を

書
い
て
い
る
。
東
京
案
内
と
い
う
本
の
書
名
は
明
治
時
代
に
も
使
用
例
が

確
認
で
き
る
あ
り
ふ
れ
た
表
現
だ
が
、
槌
田
と
塩
田
は
文
学
を
主
題
と
し

た
案
内
記
を
押
し
出
す
こ
と
で
、
文
学
散
歩
と
の
違
い
を
強
調
す
る）
19
（

。
独

自
性
を
主
張
し
た
い
が
た
め
に
、
本
来
な
ら
ば
野
田
の
名
前
に
触
れ
る
べ

き
と
こ
ろ
で
言
及
を
避
け
た
よ
う
な
書
き
振
り
に
な
っ
て
い
る
が
、
同
時

代
に
お
い
て
は
肯
定
的
／
否
定
的
い
ず
れ
の
文
脈
で
あ
っ
て
も
、
文
学
散

歩
の
存
在
を
強
く
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
題
名
盗
用
」
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
は
、
高
橋
健
二
『
ド
イ

ツ
文
学
散
歩
』（
一
九
五
四
年
）
や
村
松
嘉
津
『
巴
里
文
学
散
歩
』（
一
九

五
六
年
）
な
ど
が
早
い
時
期
の
事
例
で
あ
る）
21
）（
20
（

。
こ
れ
ら
は
海
外
の
都
市
や

作
家
を
収
録
対
象
に
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
書
名
の
つ
け
方
に
は
同
時
代

の
野
田
の
影
響
が
見
ら
れ
る）
22
（

。
あ
る
い
は
斎
藤
三
郎
は
、
石
川
啄
木
の
生

涯
を
辿
っ
た
調
査
記
録
に
『
啄
木
文
学
散
歩
』（
一
九
五
六
年
）
と
い
う
書

名
を
つ
け
、
そ
の
ま
え
が
き
の
な
か
で
「
啄
木
と
そ
の
肉
親
の
欠
点
短
所

を
追
求
し
、
結
果
と
し
て
は
文
学
散
歩
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
人
間
探

求
に
終
始
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
釈
明
気
味
に
書
い
て
い
る）
23
（

。
書
名

と
内
容
に
齟
齬
が
あ
る
と
著
者
自
身
も
理
解
し
な
が
ら
、
流
行
に
便
乗
し

て
文
学
散
歩
と
い
う
用
語
を
書
名
に
含
め
た
事
例
と
言
え
る
。

　

後
に
野
田
は
「
プ
ロ
ム
ナ
ア
ド
・
リ
テ
レ
エ
ル
を
文
学
散
歩
と
訳
し
た

の
が
そ
も
そ
も
私
の
失
敗
で
、
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
成
功
と
云
う
わ
け
で

あ
っ
た
」
と
も
回
想
す
る
が
、
文
学
散
歩
と
い
う
用
語
は
野
田
に
続
く
模

倣
者
た
ち
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
が
上
書
き
さ
れ
た
の
で
あ
る）
24
（

。
た
だ
し
、

野
田
が
文
学
散
歩
の
先
導
役
だ
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
土
屋
忍
が
「
そ

の
初
発
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
到
る
ま
で
の
経
験
に
お
い
て
も
、
多
く
の

人
々
の
着
想
と
尽
力
が
あ
っ
た
」「
野
田
の
実
践
が
継
続
さ
れ
た
の
は
、
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多
く
の
賛
同
者
が
い
た
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
野
田
が
独
力

で
成
し
遂
げ
た
成
果
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
も
留
意
し
た
い）
25
（

。

三
、
紀
行
文
学
と
し
て
の
文
学
散
歩

　

野
田
は
一
九
五
一
年
一
月
に
連
載
を
開
始
し
て
以
降
、
文
学
散
歩
に
関

す
る
著
作
を
刊
行
し
続
け
る）
26
（

。
特
に
一
九
五
〇
年
代
に
は
、「
東
京
文
学

散
歩
」
に
関
す
る
著
作
を
次
々
に
発
表
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

が
、
こ
れ
は
最
初
の
著
作
『
新
東
京
文
学
散
歩
』（
日
本
読
書
新
聞
）
の
時

点
で
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
問
題
（
①
調
査
の
積
み
残
し
、
②
解
決
で
き
ず

に
残
さ
れ
た
疑
問
点
、
③
取
り
扱
わ
な
か
っ
た
地
域
の
存
在
、
④
刻
々
と
変
化

す
る
東
京
の
姿
を
取
り
込
む
方
法
の
検
討
）
が
あ
っ
た
た
め
、
何
度
も
決
定

版
を
試
み
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
藤
井
淑
禎
は
説
明
す
る）
27
（

。
行
吉
正
一
と

田
中
実
穂
は
、
こ
の
よ
う
な
野
田
の
業
績
を
次
の
よ
う
に
評
価
す
る）
28
（

。

　

野
田
宇
太
郎
の
文
学
散
歩
は
、
一
種
の
「
紀
行
文
学
」
で
あ
る
と

い
う
の
が
一
番
正
確
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
様
ざ
ま
な
場
所
を
訪

れ
、
文
学
者
の
居
住
し
た
こ
と
、
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
こ
と
な
ど

を
、
そ
の
土
地
の
歴
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
記
す
の
だ
が
、
そ
こ
に
、

そ
の
と
き
野
田
宇
太
郎
が
感
じ
、
考
え
た
こ
と
も
し
っ
か
り
と
記
し

て
ゆ
く
。
そ
こ
に
は
、
詩
人
と
し
て
野
田
宇
太
郎
が
、
生
き
つ
づ
け

て
い
る
感
じ
を
受
け
る
。
野
田
宇
太
郎
の
「
文
学
散
歩
」
は
、
単
に

そ
の
地
域
を
文
学
の
面
か
ら
紹
介
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体

が
、
一
編
の
文
学
作
品
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
新
東
京
文
学
散
歩
』
の
本
文
を
確
認
す
る
と
、
た
と
え
ば
硯
友
社
跡

に
佇
ん
だ
際
に
、「
こ
こ
に
、
近
代
文
学
発
祥
地
硯
友
社
之
跡
と
で
も
い

う
よ
う
な
立
派
な
記
念
碑
を
建
て
て
置
き
た
い
も
の
だ
」
と
野
田
の
主
観

的
な
言
葉
が
記
述
さ
れ
て
い
る）
29
（

。
行
吉
・
田
中
が
指
摘
す
る
通
り
、
東
京

の
ま
ち
を
歩
き
回
る
野
田
の
個
人
的
な
思
い
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
野
田
は
『
新
東
京
文
学
散
歩
』
の
序
文
の
な
か
で
、「
足
で

書
く
近
代
文
学
史
」
と
い
う
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
よ
り
正
確
な
文
学
史

を
書
く
た
め
に
は
次
の
点
に
注
意
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い
る）
30
（

。

　

先
ず
そ
の
人
間
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
を
知
る
た
め
に
は

そ
の
自
然
と
環
境
を
も
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
生
活
を
理
会
せ
ね

ば
そ
の
文
学
を
本
当
に
理
会
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
東
京
こ
そ

は
、
実
に
近
代
文
学
史
上
に
名
を
刻
ん
だ
殆
ど
す
べ
て
の
人
々
の
私

生
活
の
場
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
東
京
を
知
ら
ず
し
て
は
近
代
文
学

の
真
実
に
触
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
│
│
と
私
は
考
え
た
。

　

本
稿
で
は
「
野
田
宇
太
郎
の
文
学
散
歩
」
に
代
表
さ
れ
る
文
学
散
歩
を

「
第
一
の
文
学
散
歩
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
「
私
」
を
主
語
と
し
た
紀
行
文

学
と
し
て
書
か
れ
る
た
め
、
著
者
自
身
の
主
観
的
な
記
述
が
中
心
と
な

る
。『
日
和
下
駄
』『
大
東
京
繁
昌
記
』
な
ど
も
同
じ
く
紀
行
文
学
と
評
価

で
き
る
が
、
こ
れ
ら
は
文
学
散
歩
と
い
う
用
語
の
登
場
以
前
の
作
品
で
あ

る
た
め
、「
第
一
の
文
学
散
歩
」
の
流
れ
に
連
な
る
前
史
に
位
置
づ
け
る）
31
（

。

四
、
案
内
記
と
し
て
の
文
学
散
歩

　

一
方
、
観
光
目
的
に
ま
ち
を
「
歩
く
」「
書
く
」
文
学
散
歩
も
あ
る
。

こ
れ
は
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
軽
さ
を
想
起
さ
せ
る
「
わ
れ
わ
れ
の
文
学
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散
歩
」
と
も
重
な
る
も
の
で
、
案
内
記
は
そ
の
た
め
の
参
考
資
料
と
し
て

用
い
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
「
第
二
の
文
学
散
歩
」
と
呼
ぶ
。

　

し
か
し
、
文
作
散
歩
に
軽
さ
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
野
田
が

書
き
残
し
て
き
た
重
み
の
あ
る
言
葉
は
、
読
者
の
も
と
に
届
き
づ
ら
く
な

る
。
そ
の
事
例
を
一
つ
挙
げ
る
。
高
校
生
を
対
象
に
都
内
の
文
学
散
歩
を

実
践
し
て
い
る
堀
越
正
光
は
、
二
〇
〇
五
年
に
『
東
京
「
探
見
」』
と
い

う
案
内
記
を
出
版
す
る）
32
（

。
堀
越
は
同
書
の
巻
末
に
参
考
文
献
一
覧
と
し
て

五
五
点
に
及
ぶ
資
料
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代

に
野
田
が
公
刊
し
た
著
作
を
一
冊
も
含
め
て
い
な
い
。
戦
前
の
本
と
し

て
、
唯
一
『
瓦
版
の
は
や
り
唄
』（
一
九
二
六
年
）
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ

の
ほ
か
は
い
ず
れ
も
一
九
七
〇
〜
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
の
本
で
あ
る
。
堀

越
の
想
定
す
る
読
者
層
が
高
校
生
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
案
内
記

と
し
て
の
軽
さ
が
求
め
ら
れ
る
「
第
二
の
文
学
散
歩
」
で
は
、
紀
行
文
学

の
よ
う
な
主
観
的
記
述
の
重
要
性
は
低
下
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う）
34
）（
33
（

。

　
『
新
東
京
文
学
散
歩
』
は
「
私
」
を
主
語
と
し
て
野
田
自
身
の
見
解
を

述
べ
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
ま
ち
を
歩
き
回
る
主
体
が
著
者
自
身
で
あ

る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
前
述
し
た
槌
田
の
『
文
学
東
京
案

内
』
で
は
、「
歌
舞
伎
座
の
前
通
り
け
り
初
芝
居　

正
岡
子
規
」
と
い
う

俳
句
の
紹
介
と
、「
興
行
師
千
葉
勝
五
郎
と
組
ん
だ
福
地
桜
痴
が
、
改
良

演
劇
の
劇
場
と
し
て
木
挽
町
に
建
て
た
歌
舞
伎
座
は
、
明
治
二
十
二
年
十

一
月
に
開
場
し
ま
し
た
」
と
い
う
事
実
解
説
文
が
併
記
さ
れ
る
。
そ
の
ほ

か
に
も
「
帝
国
劇
場
は
」「
日
比
谷
公
園
は
」
な
ど
の
よ
う
に
、
建
物
や

土
地
を
主
語
と
し
て
そ
の
客
観
的
事
実
を
示
す
部
分
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
作

家
の
小
説
作
品
の
断
片
や
詩
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
半

分
ず
つ
を
占
め
、
著
者
自
身
の
見
解
は
本
文
中
に
記
さ
れ
な
い
。
東
京
の

ま
ち
を
題
材
に
自
ら
の
考
え
を
語
る
野
田
と
、
ま
ち
に
関
す
る
事
実
解
説

的
な
情
報
を
示
そ
う
と
す
る
槌
田
の
執
筆
方
法
の
違
い
は
明
白
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
新
東
京
文
学
散
歩
』
に
は
野
田
自
身
の
詩
も
本
文
の
な
か
に

何
度
も
挿
入
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
詩
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
た

野
田
な
ら
で
は
の
表
現
方
法
だ
ろ
う
。
参
考
文
献
を
も
と
に
事
実
解
説
を

す
る
案
内
記
は
、
調
査
さ
え
で
き
れ
ば
一
般
の
人
で
も
あ
る
程
度
の
も
の

を
書
け
る
だ
ろ
う
が
、
通
読
に
耐
え
う
る
紀
行
文
学
を
書
く
こ
と
は
簡
単

な
話
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
寺
田
寅
彦
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る）
35
（

。

　

案
内
記
が
系
統
的
に
完
備
し
て
い
る
と
い
う
事
と
、
そ
れ
が
読
む

人
の
感
興
を
ひ
く
と
い
う
事
と
は
全
然
別
な
事
で
、
む
し
ろ
往
々
相

容
れ
な
い
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
案
内
記
の
無
味
乾
燥
な

の
に
反
し
て
優
れ
た
文
学
者
の
自
由
な
紀
行
文
や
あ
る
い
は
鋭
い
科

学
者
の
纏
ま
ら
な
い
観
察
記
は
、
そ
れ
が
い
か
に
狭
い
範
囲
の
題
材

に
限
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
の
中
に
躍
動
し
て
い
る
活
き
た
体
験
か
ら

流
露
す
る
あ
る
も
の
は
、
直
接
に
読
者
の
胸
に
滲
み
込
む
、
そ
し
て

た
と
え
そ
れ
が
間
違
っ
て
い
る
場
合
で
さ
え
も
、
書
い
た
人
の
真
を

求
め
る
魂
だ
け
は
力
強
く
読
者
に
訴
え
、
読
者
自
身
の
胸
裡
に
あ
る

同
じ
よ
う
な
も
の
に
火
を
つ
け
る
。
そ
う
し
て
誌
さ
れ
た
内
容
と
は

無
関
係
に
そ
こ
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
土
地
そ
の
物
に
対
す
る
興
味
と

愛
着
を
呼
び
起
す
。

　

事
実
関
係
の
記
述
は
観
光
の
役
に
は
立
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
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案
内
記
は
「
無
味
乾
燥
」
と
寺
田
は
酷
評
し
、「
優
れ
た
文
学
者
」
や
「
鋭

い
科
学
者
」
が
書
く
文
章
と
の
質
の
違
い
を
強
調
す
る
。
川
本
三
郎
は

『
日
和
下
駄
』
の
解
説
文
の
な
か
で
、「
散
歩
は
荷
風
に
と
っ
て
は
、
き
わ

め
て
孤
独
な
文
学
的
行
為
だ
っ
た
と
い
え
る
し
、
ま
た
、
徹
底
し
た
一
人
、

個
の
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
、
町
の
隠
居
の
散
歩
と
は
明

ら
か
に
違
っ
た
近
代
人
の
知
的
行
為
で
も
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
が
、
こ

れ
は
そ
の
ま
ま
野
田
の
実
践
に
も
通
じ
る
捉
え
方
だ
ろ
う）
36
（

。
荷
風
の
『
日

和
下
駄
』
の
時
代
か
ら
さ
ら
に
時
間
が
経
過
し
、
戦
災
に
よ
っ
て
変
貌
し

た
東
京
の
風
景
に
残
る
文
学
的
風
景
を
、
野
田
は
自
ら
の
「
文
学
的
行
為
」

「
知
的
行
為
」
で
あ
る
文
学
散
歩
に
よ
っ
て
残
そ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

　

紀
行
文
学
と
い
う
形
式
の
「
第
一
の
文
学
散
歩
」
は
、
あ
く
ま
で
も
野

田
が
個
人
的
な
思
い
か
ら
始
め
た
活
動
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
第
二

の
文
学
散
歩
」
は
他
者
と
体
験
を
共
有
す
る
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
企
画
さ

れ
、
案
内
役
と
案
内
さ
れ
る
側
の
参
加
者
が
協
働
で
つ
く
り
上
げ
る
も
の

で
あ
る
。
文
学
散
歩
の
先
駆
者
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
野
田
に
は
、
や
が

て
「
第
二
の
文
学
散
歩
」
の
案
内
役
も
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
土
屋

が
「
文
学
散
歩
を
企
画
し
実
践
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
学
を
立
体
的
に

演
出
す
る
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
舞
台
で
作
品
を
演
じ

る
役
者
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
も
、
人
に

よ
っ
て
演
奏
は
異
な
り
、
観
客
に
よ
っ
て
演
奏
も
異
な
っ
た
も
の
に
な

る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
文
学
散
歩
の
案
内
役
の
仕
事
は
簡
単
に
は
務
ま

ら
な
い）
37
（

。
既
に
実
績
の
あ
る
野
田
に
依
頼
が
な
さ
れ
る
の
は
当
然
の
成
り

行
き
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
社
会
か
ら
の
要
請
に
対
し
、「
私
に
は
近
頃

妙
な
別
名
が
第
三
者
に
よ
っ
て
附
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
散
歩
や

さ
ん
、
文
学
巡
礼
者
。
甚
だ
面
白
く
な
い
名
前
だ
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
」

と
野
田
は
不
満
げ
に
回
想
す
る）
38
（

。
そ
う
い
っ
た
野
田
の
気
持
ち
を
押
し
流

し
な
が
ら
、
文
学
散
歩
の
ア
イ
デ
ア
は
戦
後
の
日
本
社
会
に
模
倣
者
を
生

み
出
し
、
誰
も
が
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
公
共
財
へ
と
変
化
す
る）
39
（

。
松

下
浩
幸
は
文
学
散
歩
に
つ
い
て
、「
文
学
作
品
に
触
れ
る
面
白
さ
は
勿
論
、

言
葉
だ
け
を
対
象
に
し
た
場
合
で
も
得
る
こ
と
は
出
来
る
だ
ろ
う
。
だ
が

今
、
重
要
な
こ
と
は
、
近
代
文
学
の
作
品
が
読
者
を
失
い
つ
つ
あ
る
現
在
、

面
白
さ
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
回
路
は
、
多
様
な
方
が
い
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
」
と
、
回
路
の
多
様
性
と
い
う
視
点
を
提
示
す
る）
40
（

。
良
い
取
組

み
や
面
白
い
活
動
は
模
倣
者
を
生
み
出
す
力
が
あ
る
。
つ
ま
り
考
案
者
で

あ
る
野
田
の
手
を
離
れ
、
模
倣
者
が
そ
れ
に
続
い
た
か
ら
こ
そ
文
学
散
歩

が
社
会
に
広
ま
り
、
各
地
に
定
着
し
た
と
評
価
で
き
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
舛
谷
鋭
は
「
文
学
散
歩
の
現
在
に
お
け
る
実
践
は
、
ま
ち

づ
く
り
と
教
育
と
い
う
、
観
光
研
究
に
も
関
わ
り
を
持
つ
場
面
で
行
わ
れ

て
い
る
」
と
述
べ
た
上
で
、
①
自
治
体
や
作
家
関
係
者
に
よ
る
文
学
館
の

設
立
、
②
中
高
大
学
の
教
員
ら
に
よ
る
文
学
散
歩
の
実
践
、
な
ど
へ
の
影

響
を
指
摘
す
る）
41
（

。
ま
た
、
渡
辺
裕
は
「
文
学
散
歩
は
、
作
品
を
現
実
の
都

市
と
結
び
つ
け
、
重
ね
合
わ
せ
る
体
験
を
提
供
し
て
く
れ
る
き
わ
め
て
生

産
的
な
場
で
あ
る
」「
小
説
が
単
な
る
虚
構
の
世
界
を
こ
え
て
、
現
実
の

都
市
や
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
表
象
の
欠
か
せ
な
い
要
素
と

な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
つ
つ
、
文
学
散
歩
の
取
組
み
が
「
現
実
の
場
所

と
小
説
と
を
媒
介
す
る
装
置
」
と
し
て
機
能
し
、
私
た
ち
に
刻
み
込
ま
れ
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た
「
都
市
の
記
憶
」
の
一
面
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
述
べ
る）
43
）（
42
（

。
こ
の
よ
う

に
「
第
二
の
文
学
散
歩
」
で
は
、
案
内
記
を
「
書
く
」
作
業
を
案
内
役
が

引
き
受
け
、
実
際
に
ま
ち
を
「
歩
く
」
取
組
み
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
参

加
者
と
時
間
を
共
有
し
な
が
ら
実
施
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
観
光
学
や
コ

ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
も
結
び
つ
き
や
す
い
と
い
う
特
徴
も
見
ら
れ
る
。

五
、 

百
科
事
典
と
し
て
の
文
学
散
歩

　

そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
た
現
在
、
新
し
い
形
の
文
学
散
歩

が
出
現
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
「
第
三
の
文
学
散
歩
」
と
呼
ぶ
。

こ
の
背
景
に
は
、昨
今
の
図
書
館
を
め
ぐ
る
三
つ
の
動
向
の
影
響
が
あ
る
。

　

一
つ
目
は
、
公
共
図
書
館
に
お
い
て
地
域
資
料
の
積
極
的
な
収
集
・
保

存
・
活
用
の
動
き
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）
44
（

。
た
と
え
ば
二
〇
〇
六

年
の
文
部
科
学
省
「
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
像
」
や
、
二
〇
一
二
年
の
「
図

書
館
の
設
置
及
び
運
営
上
の
望
ま
し
い
基
準
」
な
ど
に
は
、
地
域
資
料
の

収
集
・
保
存
と
そ
の
有
効
活
用
が
提
言
さ
れ
て
い
る）
46
）（
45
（

。
当
然
な
が
ら
こ
れ

ら
に
は
、
各
地
域
の
郷
土
作
家
に
関
す
る
文
学
情
報
も
含
ま
れ
る
。

　

二
つ
目
は
、
松
本
秀
人
が
「
図
書
館
は
、
地
域
住
民
の
営
み
を
記
録
し
、

地
域
文
化
や
伝
統
を
資
料
と
し
て
保
存
し
、
信
頼
で
き
る
地
域
情
報
を
観

光
者
に
提
供
で
き
る
機
関
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
昨
今
の
公
共
図
書
館

が
地
域
資
料
の
積
極
的
活
用
を
観
光
視
点
か
ら
進
め
て
い
る
点
で
あ
る）
47
（

。

こ
の
よ
う
な
提
言
は
、
戦
前
の
和
田
萬
吉
や
戦
後
の
南
益
行
に
も
見
ら
れ

る）
48
（

。
南
は
野
田
と
同
時
代
に
、「
広
大
無
辺
な
世
界
の
観
光
資
源
か
ら
一

地
域
の
自
然
風
土
に
い
た
る
ま
で
、
人
類
は
永
遠
に
散
策
す
る
。
そ
の
行

く
先
々
の
史
蹟
を
物
語
る
資
料
や
風
土
保
全
に
関
す
る
計
画
書
な
ど
の
観

光
資
料
は
、
必
ず
旅
人
を
満
足
さ
せ
る
」
と
そ
の
重
要
性
を
指
摘
す
る）
49
（

。

　

三
つ
目
は
、
地
域
の
文
化
情
報
資
源
の
記
事
を
更
新
し
合
う
ウ
ィ
キ
ペ

デ
ィ
ア
タ
ウ
ン
の
取
組
み
が
実
施
さ
れ
始
め
た
こ
と
で
あ
る）
50
（

。
ウ
ィ
キ
ペ

デ
ィ
ア
は
誰
で
も
編
集
・
参
照
可
能
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
百
科
事
典

で
あ
る
が
、
そ
の
更
新
作
業
に
は
記
述
し
た
内
容
の
根
拠
と
な
る
出
典
の

明
記
が
不
可
欠
な
こ
と
か
ら
、
地
域
資
料
を
所
蔵
す
る
図
書
館
や
博
物
館

が
そ
の
調
査
・
執
筆
に
利
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
ま
ち
歩
き
に
よ
っ
て
記
事

に
関
連
し
た
事
物
の
写
真
を
自
ら
撮
影
し
、
権
利
関
係
を
明
示
し
た
自
由

利
用
可
能
な
素
材
を
得
る
と
と
も
に
、
現
地
を
訪
れ
た
体
験
の
共
有
は
書

く
こ
と
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
も
な
る
た
め
、
野
田
と
同
様
に
「
歩
く
」

「
書
く
」
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
。
そ
の
後
、「
酒
ペ
デ
ィ

ア
」「
ウ
ィ
キ
ギ
ャ
ッ
プ
」
な
ど
の
テ
ー
マ
別
の
編
集
イ
ベ
ン
ト
も
発
展

的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）
51
（

。
そ
し
て
二
〇
一
八
年
以
降
に
は
、「
文

学
に
関
す
る
記
事
を
充
実
さ
せ
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
「W

ikipedia

ブ
ン
ガ
ク
」
が
、
神
奈
川
近
代
文
学
館
や
神
奈
川
県
立
図
書
館
を
会
場
と

し
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）
52
（

。
当
該
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
こ
れ
ま
で
に

「
山
川
方
夫
」「
寺
山
修
司
」「
松
本
清
張
」「
中
島
敦
」「
大
岡
昇
平
」
な

ど
の
人
名
記
事
、「
愛
の
ご
と
く
」「
毛
皮
の
マ
リ
ー
」「
砂
の
器
」「
山
月

記
」「
野
火
」
な
ど
の
作
品
記
事
、「
横
浜
学
園
高
等
学
校
」「
兵
士
・
庶

民
の
戦
争
資
料
館
」「
雑
誌
『
新
青
年
』」
な
ど
の
作
家
関
連
記
事
が
新
規

／
加
筆
項
目
と
し
て
編
集
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
は
、
公
共
図
書
館
が
ま
ち
の
地
域
資
料
を
残
し
、
さ
ら
に
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観
光
者
に
対
す
る
情
報
提
供
と
い
う
観
点
と
も
結
び
つ
い
た
先
に
、
そ
れ

ら
を
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
と
い
う
ツ
ー
ル
を
用
い
て
情
報
共
有
す
る
と
い
う

流
れ
と
し
て
整
理
で
き
る
。
つ
ま
り
公
共
図
書
館
が
長
年
に
わ
た
っ
て
蓄

積
し
て
き
た
地
域
資
料
の
収
集
・
保
存
・
活
用
の
流
れ
と
、
野
田
が
開
始

し
た
後
に
全
国
各
地
に
広
ま
っ
て
き
た
文
学
散
歩
と
い
う
取
組
み
が
、
近

年
の
ウ
ェ
ブ
の
発
達
と
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
タ
ウ
ン
と
い
う
具
体
的
な
方
法

の
確
立
に
よ
り
、
両
者
の
目
指
す
理
念
が
重
な
っ
た
領
域
に
「
第
三
の
文

学
散
歩
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
第
一
の
文
学
散

歩
」
が
紀
行
文
学
の
形
式
で
個
人
的
な
記
録
を
残
す
こ
と
（
ア
ー
カ
イ
ブ
）

を
目
指
し
、「
第
二
の
文
学
散
歩
」
が
案
内
記
（
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
）
と
し
て

の
性
質
を
指
向
す
る
も
の
な
ら
ば
、「
第
三
の
文
学
散
歩
」
は
誰
で
も
参

照
可
能
な
百
科
事
典
（
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
）
の
編
集
・
共
有
と
し
て

の
機
能
の
確
立
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
第
三
の

文
学
散
歩
」
の
成
果
と
し
て
百
科
事
典
に
書
き
込
ま
れ
る
文
学
情
報
に

は
、
文
学
作
家
と
土
地
と
の
結
び
つ
き
（
ど
こ
で
生
ま
れ
・
ど
こ
で
成
長
し
・

ど
こ
で
暮
ら
し
・
ど
こ
で
亡
く
な
っ
た
の
か
）
や
、
文
学
作
家
と
時
間
と
の

関
係
（
い
つ
何
を
食
べ
・
い
つ
誰
と
会
い
・
い
つ
何
を
書
い
た
の
か
）
な
ど
も

含
ま
れ
る
。
作
家
に
関
す
る
正
確
な
事
実
関
係
と
は
、「
い
つ
・
ど
こ
で
」

と
い
う
情
報
を
特
定
し
、
そ
れ
ら
を
共
有
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
渡
邉
英

徳
は
こ
の
よ
う
な
「
い
つ
・
ど
こ
で
」
に
関
す
る
情
報
を
「
時
空
間
メ
タ

デ
ー
タ
」
と
呼
ん
だ
上
で
、
そ
れ
ら
の
情
報
は
人
々
の
社
会
的
・
政
治
的

な
立
場
の
違
い
を
乗
り
越
え
、
フ
ラ
ッ
ト
で
公
平
な
共
存
関
係
が
構
築
で

き
る
と
指
摘
す
る）
53
（

。こ
の
考
え
方
を
敷
衍
す
れ
ば
、文
学
作
家
が
「
い
つ
・

ど
こ
で
」
何
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う
情
報
も
、
同
様
に
フ
ラ
ッ
ト
で
公

平
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
紙
の
本
で
は
共
存
で
き
な
か
っ
た

情
報
同
士
で
あ
っ
て
も
、「
第
三
の
文
学
散
歩
」
に
よ
る
編
集
過
程
を
経

れ
ば
、
そ
れ
ら
を
ウ
ェ
ブ
上
の
百
科
事
典
（
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
）
と
い
う

コ
モ
ン
ズ
に
掲
載
す
る
こ
と
で
相
互
の
関
連
づ
け
が
可
能
と
な
る）
54
（

。

六
、「
歩
く
」
こ
と
・「
書
く
」
こ
と
・「
語
る
」
こ
と

　

野
田
の
取
組
み
に
つ
い
て
、
川
本
三
郎
は
次
の
よ
う
に
評
価
す
る）
55
（

。

　

文
学
テ
キ
ス
ト
の
分
析
が
重
視
さ
れ
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
で

は
文
学
散
歩
を
軽
視
す
る
き
ら
い
が
あ
る
。「
単
な
る
文
学
散
歩
で

は
な
く
」
と
い
う
紋
切
型
の
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
し

か
し
ま
ず
現
場
を
知
ら
な
く
て
は
話
に
な
ら
な
い
。
隅
田
川
と
荒
川

の
区
別
も
出
来
な
い
人
間
が
荷
風
を
文
字
面
だ
け
で
論
じ
て
も
迫
力

は
な
い
。
野
田
宇
太
郎
の
出
発
点
に
は
ま
ず
現
場
を
押
さ
え
て
お
く

と
い
う
基
礎
作
業
へ
の
想
い
が
あ
っ
た
。（
中
略
）
確
か
に
い
ま
読

む
と
文
豪
崇
拝
、
文
学
至
上
主
義
の
き
ら
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
昔
は
良
か
っ
た
と
い
う
感
傷
が
強
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
時
点
で
は
、
漱
石
も
鷗
外
も
、
荷
風
も
鏡
花
も
、
古
い
文
学
と

し
て
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

〝
文
学
遺
跡
〞
の
有
無
に
一
喜
一
憂
す
る
散
歩
者
の
想
い
を
否
定
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
。
何
よ
り
も
こ
れ
だ
け
具
体
的
に
町
を
歩
き
、

場
所
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
確
認
し
て
い
く
と
い
う
実
証
性
の
迫
力
に
は

圧
倒
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。「
単
な
る
文
学
散
歩
で
は
な
く
」
な
ど
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と
い
っ
て
い
る
連
中
も
、
実
は
黙
っ
て
こ
う
い
う
文
学
散
歩
の
成
果

を
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

川
本
の
指
摘
は
安
易
な
ア
イ
デ
ア
盗
用
・
模
倣
に
対
す
る
批
判
で
あ

り
、
事
実
を
確
認
す
る
野
田
の
実
証
的
な
取
組
み
を
高
く
評
価
す
る
も
の

で
あ
る
。
前
述
し
た
野
田
の
指
摘
に
あ
っ
た
「
題
名
盗
用
」「
模
倣
的
書

物
」
が
跋
扈
す
る
状
況
を
見
れ
ば
、「
第
一
の
文
学
散
歩
」
を
「
第
二
の

文
学
散
歩
」
の
意
味
に
置
き
換
え
る
動
き
は
簡
単
に
顔
を
出
し
て
く
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
創
作
行
為
を
伴
う
紀
行
文
学
と
し
て
の
「
第
一
の

文
学
散
歩
」
よ
り
も
、
事
実
を
調
べ
て
客
観
的
に
記
す
案
内
記
と
し
て
の

「
第
二
の
文
学
散
歩
」
の
ほ
う
が
比
較
的
執
筆
し
や
す
い
た
め
だ
ろ
う
。

川
本
と
同
様
に
、
中
村
良
之
も
次
の
よ
う
に
野
田
を
高
く
評
価
す
る）
56
（

。

　

今
日
、
専
門
家
で
も
な
い
一
般
の
文
学
好
き
の
人
々
が
、
文
学
作

品
の
舞
台
と
な
っ
た
郷
土
を
誇
り
に
思
い
、
郷
土
出
身
の
文
学
者
を

誇
り
に
思
う
の
は
、
野
田
の
「
文
学
散
歩
」
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
な
の

で
す
。
ま
た
今
日
、
地
方
公
共
団
体
が
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
館
を
造
り
、

そ
こ
に
は
文
学
好
き
の
老
若
男
女
が
大
勢
訪
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
も

ま
た
、
風
土
の
文
学
の
関
係
を
、
地
道
に
足
を
使
っ
て
証
明
し
続
け

た
野
田
の
活
動
を
抜
き
に
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

本
稿
で
は
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
タ
ウ
ン
を
「
第
三
の
文
学
散
歩
」
と
し
て

文
学
散
歩
の
流
れ
に
位
置
づ
け
た
が
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
編
集
作
業
に

お
い
て
は
、
参
照
し
た
出
典
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
の
で
は
な

く
、
内
容
を
咀
嚼
し
た
上
で
自
分
の
言
葉
と
し
て
解
説
文
を
書
く
と
い
う

ル
ー
ル
に
な
っ
て
い
る
。
執
筆
者
が
独
自
の
観
点
で
記
事
を
書
く
ウ
ィ
キ

ペ
デ
ィ
ア
の
仕
組
み
は
編
集
著
作
物
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
創
作
的
な
意
味
も
含
ま
れ
る
。
項
目
の
選
択
や
記
述
方
針
、
出
典
の
取

捨
選
択
な
ど
、
そ
こ
に
は
執
筆
者
に
よ
る
主
観
的
な
判
断
も
必
要
と
さ
れ

る
。
野
田
を
始
め
と
し
て
多
く
の
人
た
ち
が
残
し
た
膨
大
な
文
学
散
歩
の

成
果
を
「
黙
っ
て
使
う
」
こ
と
な
く
、
出
典
と
し
て
明
示
し
な
が
ら
、
百

科
事
典
の
解
説
文
と
い
う
形
で
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
文
学
情
報
に
関
す
る

言
葉
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
タ
ウ
ン
の
登
場
以

前
の
一
九
九
六
年
に
、
横
山
吉
男
は
ま
ち
を
「
歩
く
」「
見
る
」「
学
習
す

る
」
と
い
う
過
程
を
経
た
上
で
、
そ
の
記
録
を
ま
と
め
て
「
書
く
」
作
業

ま
で
進
め
る
こ
と
が
文
学
散
歩
に
は
重
要
だ
と
指
摘
し
て
い
る）
57
（

。
出
典
と

な
る
文
献
を
図
書
館
の
地
域
資
料
か
ら
探
し
出
し
、
ほ
か
の
文
献
と
結
び

つ
け
て
相
互
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
自
分
の
言
葉
で
文
章
を
ま
と
め
て
い
く

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
タ
ウ
ン
の
普
及
は
、
ウ
ェ
ブ
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
横

山
の
提
言
が
実
現
化
す
る
過
程
の
延
長
線
上
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
ア
ー
カ
イ
ブ
の
作
成
に
関
わ
る
こ
と
の
意
義
と
し

て
、
渡
邉
が
「
自
分
の
関
わ
っ
た
も
の
は
、
ま
ず
み
て
み
た
く
な
る
し
、

さ
ら
に
人
に
つ
た
え
た
く
な
る
も
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
新
た
な
語
り
部

が
生
ま
れ
ま
す
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
書
く
」
の
先
に
は
「
語
る
」

過
程
が
あ
る）
58
（

。
さ
ら
に
渡
邉
は
、「
ナ
ガ
サ
キ
・
ア
ー
カ
イ
ブ
」「
ヒ
ロ
シ

マ
・
ア
ー
カ
イ
ブ
」「
東
日
本
大
震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
」
な
ど
の
作
品
を
つ

く
り
上
げ
た
経
験
に
触
れ
な
が
ら
、
過
去
の
戦
災
・
震
災
被
害
の
記
憶
を

振
り
返
り
、
そ
れ
ら
を
未
来
に
伝
え
残
す
活
動
を
続
け
る
こ
と
で
、「
記

憶
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」（
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
や
立
場
に
い
る
人
々
が
集
ま
る
運
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動
体
）
が
創
出
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
「
第
三
の
文
学
散
歩
」
の

目
的
は
、
公
共
性
を
帯
び
た
言
葉
を
多
く
の
参
加
者
と
と
も
に
探
り
合

い
、
そ
れ
ら
を
ウ
ェ
ブ
に
蓄
積
し
て
共
有
化
を
図
り
、「
記
憶
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
」
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
坂
崎
は
野
田
の
文
学
散
歩
の

成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
都
市
の
〝
物
語
〞
は
、
そ
こ
に
志
あ
る
人
が

い
れ
ば
、
常
に
よ
み
が
え
り
、
生
き
つ
づ
け
る
」
と
評
価
す
る）
59
（

。
こ
れ
は

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
活
用
に
よ
っ
て
「
語
り
部
」
を
増
や
す
こ
と
の

重
要
性
を
説
く
渡
邉
の
主
張
と
も
重
な
る
。
文
学
散
歩
と
は
「
歩
く
」「
書

く
」
行
為
の
先
に
、
私
た
ち
が
文
学
を
「
語
る
」
た
め
の
機
会
を
つ
く
ろ

う
と
す
る
取
組
み
で
あ
る
。

　
「
第
三
の
文
学
散
歩
」
が
到
来
し
た
今
日
に
お
い
て
は
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ

ア
タ
ウ
ン
を
実
施
す
る
際
に
参
照
可
能
な
地
域
資
料
の
数
を
、
相
互
に
比

較
検
討
で
き
る
程
度
ま
で
揃
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
数
を

増
や
す
た
め
に
は
、
可
能
な
限
り
多
く
の
書
き
手
や
語
り
部
が
関
わ
る
こ

と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
を
題
材
と
し
た
本
や
記
事
と
し
て
記
録
に
残
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
野
田
自
身
は
「
題
名
盗
用
」「
模
倣
的
書
物
」
と

否
定
的
に
評
価
し
て
い
た
よ
う
に
、
個
人
レ
ベ
ル
で
は
納
得
で
き
な
か
っ

た
だ
ろ
う
が
、
文
学
散
歩
の
先
駆
者
と
し
て
の
ア
イ
デ
ア
が
模
倣
さ
れ
る

こ
と
は
、
社
会
レ
ベ
ル
で
見
れ
ば
有
益
な
こ
と
と
言
え
る
。
そ
の
点
で
野

田
の
取
組
み
は
、
戦
後
の
日
本
社
会
に
文
学
散
歩
の
模
倣
者
を
次
々
と
生

み
出
し
た
こ
と
に
も
功
績
が
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

　

一
方
、
こ
う
い
っ
た
文
学
散
歩
も
含
め
た
文
学
研
究
・
市
民
講
座
・
講

演
会
な
ど
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
の
社
会
的
な
評
価
に
つ
い
て
、
土
屋
が

「
文
学
・
文
化
の
表
面
を
な
ぞ
っ
た
観
光
資
源
化
」「
ご
都
合
主
義
的
な
郷

土
の
偉
人
づ
く
り
」
と
批
判
し
て
い
る
論
点
も
重
要
で
あ
る）
60
（

。
土
屋
は
こ

の
よ
う
な
地
域
文
化
を
無
自
覚
に
良
い
も
の
と
し
て
語
る
こ
と
の
危
険
性

を
指
摘
し
、
自
己
批
評
的
に
「
居
心
地
の
悪
さ
」
が
あ
る
と
表
現
し
て
い

る
。
文
学
散
歩
の
取
組
み
に
は
、
単
に
地
域
の
話
題
づ
く
り
と
し
て
消
費

さ
れ
て
し
ま
う
懸
念
が
残
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
単
な
る
消
費
的
な
話
題
づ
く
り
で
は
な
く
、
多
様
な
人
た
ち

が
「
語
る
」
た
め
の
情
報
を
蓄
積
す
る
た
め
の
百
科
事
典
の
編
集
作
業
と

捉
え
直
せ
ば
違
っ
た
形
と
し
て
見
え
て
く
る
。
た
と
え
ば
松
下
は
「
都
市

を
歩
く
こ
と
で
得
ら
れ
る
気
づ
き
は
、
書
物
を
読
む
こ
と
で
得
ら
れ
る
気

づ
き
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
は
ず
だ
。
体
験
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
は
、
認
識

の
幅
を
広
げ
る
こ
と
に
通
じ
る
。
体
験
で
得
た
認
識
は
や
が
て
物
語
か
ら

の
気
づ
き
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」
と
論
じ
た
上
で
、
文
学
散

歩
と
い
う
体
験
が
文
学
に
「
智
慧
の
い
ず
み
」
と
し
て
の
意
味
を
も
た
ら

す
と
指
摘
す
る）
61
（

。
松
下
の
指
摘
は
、
前
述
し
た
「
第
二
の
文
学
散
歩
」
の

効
果
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
日
下
九
八
は
「
公
表
済
み
知
識

の
集
合
体
で
あ
る
百
科
事
典
の
存
在
は
、あ
ら
ゆ
る
市
民
・
住
人
が
、個
々

の
幸
福
を
追
求
し
政
策
決
定
に
関
与
す
る
上
で
、
前
提
と
な
る
知
識
・
教

養
を
獲
得
す
る
た
め
の
公
共
的
な
知
識
の
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
も
意
味
を
持

つ
」
と
述
べ
て
い
る）
62
（

。
日
下
の
意
見
は
「
第
三
の
文
学
散
歩
」
の
特
徴
を

捉
え
て
い
る
も
の
と
言
え
る
が
、
そ
の
土
地
と
文
学
と
の
つ
な
が
り
を
探

る
た
め
に
実
際
に
ま
ち
を
歩
き
、
不
足
す
る
情
報
を
補
う
た
め
に
文
献
を

調
べ
、
百
科
事
典
の
用
語
の
説
明
文
を
自
分
の
言
葉
で
記
述
し
、
ウ
ィ
キ
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ペ
デ
ィ
ア
の
更
新
作
業
を
行
う
こ
と
は
、
公
共
的
な
情
報
イ
ン
フ
ラ
の
な

か
に
文
学
情
報
を
組
み
込
ん
で
い
く
に
は
有
効
な
方
法
だ
ろ
う
。

　

日
下
と
松
下
の
意
見
を
か
け
合
わ
せ
る
と
、「
知
識
の
イ
ン
フ
ラ
」
と

し
て
の
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
と
「
智
慧
の
い
ず
み
」
と
し
て
の
文
学
に
は
、

い
ず
れ
に
も
文
学
散
歩
と
い
う
取
組
み
と
の
関
係
が
見
ら
れ
る
。
坂
崎
が

「
お
気
楽
」「
趣
味
的
」
と
い
う
言
葉
で
そ
の
特
徴
を
指
摘
し
て
い
た
よ
う

に
、「
第
二
の
文
学
散
歩
」
は
確
か
に
消
費
的
な
行
為
に
も
見
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
第
三
の
文
学
散
歩
」
と
い
う
視
点
を
提
示
す
れ

ば
、
文
学
情
報
を
ウ
ェ
ブ
上
の
百
科
事
典
に
記
述
し
、
未
来
に
つ
な
げ
る

言
葉
を
蓄
積
し
て
い
く
公
共
的
な
活
動
と
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る）
63
（

。

七
、「
私
」
の
文
学
散
歩
か
ら
「
私
た
ち
」
の
文
学
散
歩
へ

　

最
後
に
、
①
目
的
（
何
を
実
現
し
た
か
っ
た
の
か
）、
②
喪
失
（
何
が
で
き

な
く
な
っ
た
の
か
）、
と
い
う
観
点
か
ら
文
学
散
歩
の
特
徴
を
整
理
す
る
。

　

ま
ず
は
文
学
散
歩
の
目
的
の
違
い
を
述
べ
る
。「
第
一
の
文
学
散
歩
」

の
目
的
は
、
ま
ち
の
文
学
的
記
録
を
書
き
残
す
た
め
に
紀
行
文
学
を
書
き

残
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
個
人
的
な
文
学
体
験
の
記
録
化
（
文
学
ア
ー

カ
イ
ブ
）
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
個
人
が
過
去
へ
と
向
き
合
う
ま
な
ざ
し
が

強
く
表
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、「
第
二
の
文
学
散
歩
」
の
目
的
は
、

案
内
者
が
同
時
代
に
生
き
る
他
者
に
対
し
て
ま
ち
を
舞
台
と
し
た
文
学
案

内
（
ガ
イ
ダ
ン
ス
）
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
案
内
者
と
は
、「
現
時
点
で
見

聞
可
能
な
文
学
的
空
間
」
と
「
現
時
点
で
対
話
が
で
き
る
同
時
代
の
人
々
」

を
つ
な
ぐ
役
割
を
意
識
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
徹
底
し
て
現
在
に
向
き
合

う
ま
な
ざ
し
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
第
二
の
文
学
散
歩
」
で
は
、
同
時

代
に
見
聞
き
で
き
る
文
学
的
空
間
や
文
学
に
関
す
る
で
き
ご
と
の
記
録
を

目
的
と
し
た
案
内
記
（
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
）
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
「
第
三
の
文
学
散
歩
」
で
は
、「
記
憶
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
な

る
文
学
ア
ー
カ
イ
ブ
を
百
科
事
典
に
盛
り
込
む
こ
と
で
、
未
来
に
生
き
る

人
た
ち
の
た
め
に
ま
ち
の
言
葉
を
伝
え
遺
そ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
は
公
共

性
を
意
識
し
た
未
来
へ
の
ま
な
ざ
し
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
文
学
散
歩
の
発
達
に
よ
っ
て
喪
失
し
た
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は

「
第
一
の
文
学
散
歩
」
か
ら
「
第
二
の
文
学
散
歩
」
へ
の
移
行
に
あ
た
っ

て
は
、
個
人
的
・
主
観
的
な
言
葉
に
よ
る
ま
ち
の
記
録
化
（
ア
ー
カ
イ
ブ

化
）
を
促
す
力
が
失
わ
れ
る
と
と
も
に
、
ま
ち
を
案
内
す
る
（
他
者
の
た

め
に
文
学
情
報
の
事
実
関
係
を
整
理
す
る
）
力
が
強
ま
る
と
い
う
特
徴
が
見

ら
れ
る
。「
第
二
の
文
学
散
歩
」
と
は
、
案
内
者
自
身
が
調
べ
た
事
実
を

も
と
に
し
て
、「
ま
ち
を
ど
の
よ
う
に
歩
け
ば
良
い
の
か
」
と
い
う
視
点

を
参
加
者
に
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
主
観
的
な
言
葉
よ
り
も
客
観

的
な
事
実
が
重
要
視
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
第
三
の
文
学
散
歩
」
へ
と
変
化

す
る
過
程
で
は
、「
第
一
の
文
学
散
歩
」
に
見
ら
れ
た
散
歩
者
独
自
の
視

点
（
私
）
に
よ
る
記
述
が
失
わ
れ
る
一
方
で
、
よ
り
俯
瞰
し
た
異
な
る
レ

ベ
ル
（
私
た
ち
）
で
の
百
科
事
典
と
し
て
の
記
述
へ
と
移
行
す
る
と
い
う

特
徴
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
第
一
の
文
学
散
歩
」
で
は
「
私
は
こ

の
よ
う
に
ま
ち
を
眺
め
た
」
と
い
う
主
観
的
な
言
葉
が
、「
第
二
の
文
学

散
歩
」
で
は
「
私
は
ま
ち
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
事
実
を
調
べ
た
」
と
い

う
客
観
的
な
事
実
が
、「
第
三
の
文
学
散
歩
」
で
は
「
私
た
ち
の
ま
ち
に
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は
こ
の
よ
う
な
文
学
情
報
が
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
公
共
性
を
帯
び
た

言
葉
に
よ
っ
て
「
私
た
ち
」
の
記
録
を
語
り
残
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

渡
邉
の
言
う
「
記
憶
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
は
、「
私
」
の
個
人
的
な
話

を
共
有
し
、「
私
た
ち
」
の
話
へ
と
変
え
る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
る
。

　

野
田
が
考
案
し
た
文
学
散
歩
は
、
ま
ち
の
文
化
を
残
す
た
め
の
「
私
」

の
苦
闘
に
始
ま
り
（
第
一
の
文
学
散
歩
）、
や
が
て
観
光
へ
と
応
用
す
る
模

倣
者
を
生
み
出
し
た
（
第
二
の
文
学
散
歩
）。
そ
し
て
今
日
の
文
学
散
歩
は
、

そ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
の
多
様
な
関
わ
り
方
を
包
摂
し
な
が
ら
、
あ

ら
ゆ
る
文
献
を
活
用
し
、
情
報
を
共
有
す
る
「
私
た
ち
」
の
百
科
事
典
の

構
築
へ
と
進
ん
で
い
る
（
第
三
の
文
学
散
歩
）。「
第
三
の
文
学
散
歩
」
に

関
わ
る
人
た
ち
（
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
ン
）
も
ま
た
、
文
学
情
報
を
未
来
に

残
そ
う
と
苦
闘
し
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
記
述
を
加
え
る
た
め
に
さ
ま
ざ

ま
な
文
献
を
探
し
求
め
て
い
る
。
野
田
が
生
涯
追
い
求
め
た
「
近
代
文
学

の
足
跡
」
を
も
包
含
し
な
が
ら
、
文
学
ア
ー
カ
イ
ブ
の
編
集
作
業
と
そ
の

活
用
を
継
続
す
る
こ
と
が
私
た
ち
に
は
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま

た
、
前
田
愛
『
文
学
の
街
』
の
解
説
の
な
か
で
小
森
陽
一
が
「
歩
行
す
る

読
者
」「
歩
行
し
ま
な
ざ
し
つ
づ
け
る
読
者
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
自

分
た
ち
の
ま
ち
を
ど
の
よ
う
に
眺
め
る
か
と
い
う
問
題
意
識
は
、
読
者
で

あ
る
私
た
ち
自
身
が
今
後
も
持
ち
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う）
64
（

。

注（
１

） 　

野
田
宇
太
郎
文
学
資
料
館
編
「
野
田
宇
太
郎
略
年
譜
」『
背
に
廻
っ
た

未
来
』
野
田
宇
太
郎
文
学
資
料
館
、
二
〇
〇
二
年
十
二
月
、
一
八
一
〜

一
八
七
頁

（
２

） 　

坂
崎
重
盛
「『
新
東
京
文
学
散
歩
』
を
巡
り
て
」『
新
東
京
文
学
散
歩　

上
野
か
ら
麻
布
ま
で
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
）、野
田
宇
太
郎
著
、講
談
社
、

二
〇
一
五
年
二
月
、
二
七
七
〜
二
八
五
頁

（
３

） 　

長
岡
光
郎
「「
文
学
散
歩
」
誕
生
の
記
」『
東
京
ハ
イ
カ
ラ
散
歩
』（
ラ

ン
テ
ィ
エ
叢
書
17
）、
野
田
宇
太
郎
著
、
角
川
春
樹
事
務
所
、
一
九
九
八

年
五
月
、
二
七
〇
〜
二
七
四
頁

（
４

） 　

グ
ウ
ル
モ
ン
『
文
学
的
散
歩
』
は
一
九
三
八
年
に
春
秋
社
よ
り
刊
行

さ
れ
た
後
、
一
九
四
一
年
に
『
文
学
散
歩
』
と
改
題
の
上
再
刊
さ
れ
た
。

内
容
は
哲
学
思
想
書
で
あ
り
、
言
葉
の
つ
か
い
方
が
野
田
と
異
な
る
。

（
５

） 　

宇
野
浩
二
著
『
文
学
的
散
歩
』
は
一
九
二
四
年
に
新
潮
社
か
ら
刊
行

さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
一
九
四
二
年
に
改
造
社
か
ら
再
刊
さ
れ
た
。

（
６

） 　

野
田
宇
太
郎
「
か
ど
で
」『
新
東
京
文
学
散
歩
』
日
本
読
書
新
聞
、
一

九
五
一
年
六
月
、
三
〜
六
頁

（
７

） 　

遠
藤
理
一
「
リ
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
／
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン　

│
野
田
宇
太
郎
の
文
学
散
歩
と
占
領
期
の
「
風
景
」
│
」『
文
化
／
批
評
』

第
七
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
、
三
〜
二
一
頁

（
８

） 　

野
田
宇
太
郎
「
文
学
の
環
境
探
求
の
必
要
性
」『
國
文
學　

解
釈
と
教

材
の
研
究
』
第
一
一
巻
一
二
号
、
一
九
六
六
年
十
月
、
一
四
〜
一
七
頁

（
９

） 　

佐
藤
春
夫
「
観
潮
楼
附
近
」『
観
潮
楼
附
近
』
三
笠
書
房
、
一
九
五
七

年
五
月
、
一
五
三
〜
二
二
二
頁

（
10
） 　

東
京
日
日
新
聞
社
編
『
大
東
京
繁
昌
記　

下
町
篇
』
春
秋
社
、
一
九

二
八
年
九
月
／
『
大
東
京
繁
昌
記　

山
手
編
』
同
年
十
二
月

（
11
） 　
「
神
戸
大
学
附
属
図
書
館
震
災
文
庫
」「
国
立
国
会
図
書
館
東
日
本
大

震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
」「saveM

LA
K

」
な
ど
の
事
例
が
あ
る
。

（
12
） 　

永
井
荷
風
「
第
一　

日
和
下
駄
」『
日
和
下
駄
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
）、
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講
談
社
、
一
九
九
九
年
十
月
、
一
三
〜
二
三
頁

（
13
） 　

た
と
え
ば
野
田
は
神
楽
坂
を
歩
い
た
際
の
文
章
で
、
加
能
作
次
郎
「
早

稲
田
神
楽
坂
」（『
大
東
京
繁
昌
記　

山
手
篇
』）
に
言
及
し
て
い
る
。

（
14
） 　

前
掲（
６

）、「
序
」
一
〜
七
頁

（
15
） 　

前
掲（
１

）、
中
村
良
之
「
野
田
宇
太
郎
の
世
界　

第
一
章　

上
京
ま

で
」
二
〇
〜
四
四
頁

（
16
） 　

小
森
陽
一
「
解
説　

風
景
に
呼
び
か
け
る
言
葉
」『
文
学
の
街　

│
名

作
の
舞
台
を
歩
く
│
』（
小
学
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）、前
田
愛
著
、小
学
館
、

一
九
九
一
年
十
二
月
、
二
七
七
〜
二
八
〇
頁

（
17
） 　

野
田
宇
太
郎
「
文
学
散
歩
」『
日
本
近
代
文
学
大
事
典　

第
四
巻
』
日

本
近
代
文
学
館
編
、
講
談
社
、
一
九
七
七
年
十
一
月
、
四
六
一
頁

（
18
） 　

塩
田
良
平
「
序
」『
文
学
東
京
案
内
』
槌
田
満
文
編
著
、
緑
地
社
、
一

九
五
六
年
三
月
、
三
〜
四
頁

（
19
） 　

文
学
に
特
化
し
た
内
容
で
は
な
い
が
、
こ
の
ほ
か
に
木
村
毅
『
東
京

案
内
記
』（
一
九
五
一
年
）、
東
京
都
観
光
協
会
編
『
東
京
案
内
記
』（
一

九
五
六
年
）
な
ど
の
本
も
確
認
で
き
る
。
前
者
に
は
荷
風
・
芥
川
ら
の

作
品
か
ら
の
引
用
、
後
者
に
は
荷
風
・
独
歩
・
啄
木
ら
の
名
前
へ
言
及

す
る
な
ど
、
文
学
に
関
す
る
内
容
を
そ
の
一
部
に
収
録
し
て
い
る
。

（
20
） 　

高
橋
健
二
『
ド
イ
ツ
文
学
散
歩
』
新
潮
社
、
一
九
五
四
年
七
月

（
21
） 　

村
松
嘉
津
『
巴
里
文
学
散
歩
』
白
水
社
、
一
九
五
六
年
九
月

（
22
） 　

後
に
高
橋
と
村
松
は
、
野
田
が
一
九
六
一
〜
六
五
年
ま
で
編
集
・
発

行
し
て
い
た
雑
誌
『
文
学
散
歩
』（
全
二
五
巻
）
に
寄
稿
・
連
載
す
る
な

ど
、
活
動
の
理
念
を
共
有
す
る
よ
う
に
な
る
。

 

岡
野
裕
行
「
野
田
宇
太
郎
と
雑
誌
『
文
学
散
歩
』
総
目
次
」『
皇
學
館
論

叢
』
第
五
四
巻
四
号
、
二
〇
二
二
年
一
月
、
一
三
七
〜
一
五
四
頁

（
23
） 　

斎
藤
三
郎
「
ま
え
が
き
」『
啄
木
文
学
散
歩　

│
啄
木
遺
跡
を
探
る
│
』

角
川
書
店
、
一
九
五
六
年
十
一
月
、
五
〜
七
頁

（
24
） 　

野
田
宇
太
郎
「
あ
と
が
き
」『
新
東
京
文
学
散
歩　

続
篇
』（
角
川
文

庫
）、
角
川
書
店
、
一
九
五
三
年
五
月
、
二
三
六
〜
二
三
八
頁

（
25
） 　

土
屋
忍
「「
文
学
散
歩
」
論
」『
昭
和
文
学
研
究
』
第
七
五
集
、
二
〇

一
七
年
九
月
、
二
九
〜
四
三
頁

（
26
） 　

野
田
に
よ
る
文
学
散
歩
関
連
本
は
、
東
京
を
対
象
と
し
た
一
九
五
一

年
の
『
新
東
京
文
学
散
歩
』
に
始
ま
り
、
一
九
五
四
年
の
『
ア
ル
バ
ム

東
京
文
学
散
歩
』『
東
京
文
学
散
歩
の
手
帖
』
な
ど
が
そ
れ
に
続
く
。
さ

ら
に
一
九
五
三
〜
五
四
年
の
『
九
州
文
学
散
歩　

正
篇
・
続
篇
』、
一
九

五
五
年
の
『
湘
南
伊
豆
文
学
散
歩
』、
一
九
五
七
年
の
『
関
西
文
学
散
歩　

全
三
巻
』、
一
九
五
八
年
の
『
四
国
文
学
散
歩　

愛
媛
』
な
ど
、
全
国
各

地
に
調
査
対
象
を
広
げ
、
一
九
六
〇
年
の
『
定
本
文
学
散
歩
全
集　

全

一
三
巻
』
を
経
て
、
一
九
七
七
〜
八
五
年
の
『
野
田
宇
太
郎
文
学
散
歩　

全
二
八
巻
』
へ
と
結
実
し
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
著
作
は
、
全
国
各
地
に

文
学
散
歩
の
愛
好
者
・
愛
好
団
体
が
増
加
す
る
原
動
力
に
も
な
っ
た
。

（
27
） 　

藤
井
淑
禎
「
毎
日
新
聞
連
載
「
東
京
文
学
散
歩
（
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
）」

前
後
の
野
田
宇
太
郎
」『
セ
ン
タ
ー
通
信　

立
教
大
学
江
戸
川
乱
歩
記
念

大
衆
文
研
究
セ
ン
タ
ー
』
第
九
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
一
〜
四
頁

（
28
） 　

行
吉
正
一
、
田
中
実
穂
「
文
学
散
歩
と
い
う
方
法　

│
漱
石
文
学
散

歩
の
記
録
│
」『
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
紀
要
』
第
一
号
、
二
〇
一
一

年
三
月
、
一
一
三
〜
一
五
八
頁

（
29
） 　

前
掲（
６

）、「
硯
友
社
跡
」
一
四
九
〜
一
五
五
頁

（
30
） 　

前
掲（
６

）、「
序
」
一
〜
七
頁

（
31
） 　

た
と
え
ば
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
『
大
東
京
繁
昌
記　

下
町
篇
』
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（
一
九
九
八
年
）
の
表
紙
に
「
文
学
散
歩
」
と
説
明
書
き
が
あ
り
、
野
田

以
前
の
著
作
に
文
学
散
歩
と
い
う
用
語
を
遡
及
的
に
使
用
し
て
い
る
。

（
32
） 　

堀
越
の
著
作
は
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
文
学
散
歩
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
先
駆
者
で
あ
る
野
田
の
名
前
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

 

堀
越
正
光
『
東
京
「
探
見
」　

│
現
役
高
校
教
師
が
案
内
す
る
東
京
文
学

散
歩
│
』
宝
島
社
、
二
〇
〇
五
年
五
月
、
二
二
三
頁

（
33
） 　

堀
越
は
後
に
物
語
散
歩
と
い
う
用
語
を
提
唱
し
、
あ
く
ま
で
も
文
学

作
品
に
登
場
す
る
作
品
舞
台
に
対
象
を
絞
る
方
向
に
発
展
さ
せ
る
こ
と

で
、
野
田
の
文
学
散
歩
と
の
違
い
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
。

 

堀
越
正
光
『
あ
の
本
の
主
人
公
と
歩
く
東
京
物
語
散
歩
１

０

０

』
ぺ
り

か
ん
社
、
二
〇
一
八
年
九
月
、
二
二
二
頁

（
34
） 　

堀
越
に
先
行
す
る
前
田
愛
は
、
自
身
の
著
作
で
「
作
品
の
な
か
に
描

か
れ
た
都
市
を
復
原
し
て
行
く
と
こ
ろ
に
狙
い
が
あ
る
」
と
い
う
手
法

を
見
出
し
た
が
、「
野
田
氏
の
行
き
方
と
は
べ
つ
の
文
学
散
歩
」
と
も
述

べ
る
よ
う
に
、
先
駆
者
で
あ
る
野
田
に
言
及
し
て
そ
の
業
績
に
敬
意
を

払
い
つ
つ
、
あ
く
ま
で
も
文
学
散
歩
の
範
疇
に
留
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。

参
照
は
前
掲（
16
）、「
初
版
あ
と
が
き
」
二
七
四
〜
二
七
六
頁

（
35
） 　

寺
田
寅
彦
「
案
内
者
」『
寺
田
寅
彦
全
集　

文
学
篇
第
二
巻
』
岩
波
書

店
、
一
九
三
七
年
三
月
、
一
二
四
〜
一
四
〇
頁

（
36
） 　

前
掲（
12
）、
川
本
三
郎
「
解
説　

路
地
を
歩
く
」
一
八
九
〜
二
〇
〇
頁

（
37
） 　

前
掲（
25
）

（
38
） 　

前
掲（
24
）

（
39
） 　

後
に
野
田
は
「
文
学
散
歩
友
の
会
」
を
組
織
し
、
会
報
と
し
て
雑
誌

『
文
学
散
歩
』
の
編
集
・
発
行
を
続
け
た
。
同
誌
に
は
友
の
会
と
提
携
し

た
旅
館
や
バ
ス
会
社
の
広
告
を
た
び
た
び
掲
載
す
る
な
ど
、
野
田
は
「
第

二
の
文
学
散
歩
」
を
積
極
的
に
実
施
す
る
側
と
な
る
。

（
40
） 　

松
下
浩
幸
「〈
可
能
性
〉
と
し
て
の
文
学
散
歩　

│
野
田
宇
太
郎
、
前

田
愛
、
そ
し
て
樋
口
一
葉
│
」『
論
集
樋
口
一
葉
Ⅴ
』
樋
口
一
葉
研
究
会

編
、
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
七
年
三
月
、
二
一
四
〜
二
三
二
頁

（
41
） 　

舛
谷
鋭
「
観
光
研
究
と
し
て
の
文
学
散
歩
」『
立
教
大
学
観
光
学
部
紀

要
』
第
二
〇
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
、
九
五
〜
九
九
頁

（
42
） 　

渡
辺
裕
「
第
一
章　
「
文
学
散
歩
」
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
ひ
ら
く
世
界
」

『
ま
ち
あ
る
き
文
化
考　

│
交
叉
す
る
〈
都
市
〉
と
〈
物
語
〉
│
』
春
秋

社
、
二
〇
一
九
年
三
月
、
三
一
〜
七
三
頁

（
43
） 　

吉
見
は
渡
辺
の
言
説
の
意
図
を
、「
街
歩
き
が
単
な
る
物
語
の
追
体
験

以
上
の
も
の
」「
作
品
を
通
じ
た
集
合
的
記
憶
」
と
説
明
し
て
い
る
。

 

吉
見
俊
哉
「
は
じ
め
に
」『
東
京
裏
返
し　

│
社
会
学
的
街
歩
き
ガ
イ
ド

│
』（
集
英
社
新
書
）、
集
英
社
、
二
〇
二
〇
年
八
月
、
六
〜
二
六
頁

（
44
） 　

蛭
田
廣
一
『
地
域
資
料
サ
ー
ビ
ス
の
実
践
』（
Ｊ
Ｌ
Ａ
図
書
館
実
践
シ

リ
ー
ズ
41
）、
日
本
図
書
館
協
会
、
二
〇
一
九
年
八
月
、
二
五
七
頁

（
45
） 　

文
部
科
学
省
「
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
像　

│
地
域
を
支
え
る
情
報
拠

点
を
め
ざ
し
て
│
」
文
部
科
学
省
、
二
〇
〇
六
年
三
月
、
九
四
頁

（
46
） 　

文
部
科
学
省
「
図
書
館
の
設
置
及
び
運
営
上
の
望
ま
し
い
基
準
」
文

部
科
学
省
、
二
〇
一
二
年
十
二
月

（
47
） 　

松
本
秀
人
「
図
書
館
と
観
光　

│
そ
の
融
合
が
も
た
ら
す
も
の
│
」

『
カ
レ
ン
ト
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
』
第
三
〇
六
号
、
二
〇
一
〇
年
十
二
月
、

https://current.ndl.go.jp/ca1729
（
48
） 　
「
半
世
紀
以
上
も
前
に
提
唱
さ
れ
て
い
た
〝
観
光
と
図
書
館
〞」『
観
光

文
化
』
第
二
四
三
号
、
二
〇
一
九
年
十
月
、
三
九
頁

（
49
） 　

南
益
行
「
観
光
図
書
館
論
」『
図
書
館
界
』
第
六
巻
三
号
、
一
九
五
四
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年
六
月
、
一
〇
九
〜
一
一
〇
頁

（
50
） 　

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
タ
ウ
ン
と
は
、
参
加
者
が
ま
ち
を
め
ぐ
り
歩
い
て

文
化
財
や
観
光
名
所
を
写
真
に
収
め
た
後
、
地
域
資
料
を
活
用
し
て
解

説
記
事
を
執
筆
し
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
を
編
集
す
る
イ
ベ
ン
ト
の
こ
と
。

（
51
） 　
「
ウ
ィ
キ
ギ
ャ
ッ
プ
」
と
は
、
男
女
格
差
の
解
消
／
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等

を
目
的
と
し
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
一
種
で
あ
り
、
女
性
に
関
す
る
記
事

を
増
や
そ
う
と
す
る
編
集
イ
ベ
ン
ト
の
こ
と
。

（
52
） 　

田
子
環
「
文
学
に
特
化
し
た
日
本
初
の
試
み
「W

ikipedia

ブ
ン
ガ

ク
」」『
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
・
リ
ソ
ー
ス
・
ガ
イ
ド
』
第
二
五
号
、
二
〇
一

九
年
一
月
、
一
〇
〇
〜
一
〇
一
頁

（
53
） 　

渡
邉
英
徳
「
第
五
章　

ヒ
ロ
シ
マ
・
ア
ー
カ
イ
ブ
」『
デ
ー
タ
を
紡
い

で
社
会
に
つ
な
ぐ　

│
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
つ
く
り
方
│
』（
講
談

社
現
代
新
書
）、
講
談
社
、
二
〇
一
三
年
十
一
月
、
一
四
九
〜
一
九
二
頁

（
54
） 　

ウ
ィ
キ
メ
デ
ィ
ア
財
団
で
は
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
姉
妹
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
し
て
、
誰
で
も
自
由
に
利
用
で
き
る
画
像
・
音
声
・
動
画
を
掲

載
す
る
「
ウ
ィ
キ
メ
デ
ィ
ア
・
コ
モ
ン
ズ
」
も
提
供
し
て
い
る
。

（
55
） 　

前
掲（
３

）、
川
本
三
郎
「
解
説　

風
景
の
向
こ
う
に
あ
る
東
京
」
二

七
五
〜
二
八
二
頁

（
56
） 　

前
掲（
１

）、
中
村
良
之
「
野
田
宇
太
郎
の
世
界　

第
六
章　

光
と
影
」

一
四
九
〜
一
五
五
頁

（
57
） 　

横
山
吉
男
「
は
じ
め
に
」『
多
摩
文
学
散
歩　

│
文
学
碑
・
墓
碑
を
歩

く
│
』
有
峰
書
店
新
社
、
一
九
九
六
年
十
二
月
、
二
〜
三
頁

（
58
） 　

前
掲（
53
）

（
59
） 　

坂
崎
重
盛
「『
東
京
文
学
散
歩
│
隅
田
川
』
野
田
宇
太
郎
」『
東
京
本

遊
覧
記
』
晶
文
社
、
二
〇
〇
二
年
三
月
、
一
二
一
〜
一
二
三
頁

（
60
） 　

土
屋
忍
「
は
じ
め
に
」『
武
蔵
野
文
化
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思

想
社
、
二
〇
一
四
年
七
月
、
二
〜
九
頁

（
61
） 　

前
掲（
40
）

（
62
） 　

日
下
九
八
「
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア　

│
そ
の
信
頼
性
と
社
会
的
役
割
│
」

『
情
報
管
理
』
第
五
五
巻
一
号
、
二
〇
一
二
年
四
月
、
二
〜
一
二
頁

（
63
） 　

福
島
は
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
タ
ウ
ン
に
つ
い
て
、
①
著
作
権
等
の
目
的

「
文
化
の
発
展
に
寄
与
」
へ
の
理
解
の
更
新
、
②
各
種
動
向
に
関
す
る
情

報
の
収
集
方
法
の
検
討
、
③
所
蔵
資
料
を
拓
く
手
段
の
模
索
、
な
ど
の

課
題
を
指
摘
し
な
が
ら
、
特
に
Ｍ
Ｌ
Ａ
（
博
物
館
・
図
書
館
・
文
書
館
）

関
係
者
に
よ
る
積
極
的
な
コ
ミ
ッ
ト
を
促
し
て
い
る
。

 

福
島
幸
宏
「
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
タ
ウ
ン
を
Ｍ
Ｌ
Ａ
の
立
場
か
ら
考
え
る
」

『
マ
ガ
ジ
ン
航
』
二
〇
一
七
年
七
月
十
一
日
、https://m

agazine-k.
jp/2017/07/11/w

ikipediatow
n-for-m

la/

（
64
） 　

前
掲（
16
）

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】 

文
学
散
歩
、
野
田
宇
太
郎
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
タ
ウ
ン
、

ア
ー
カ
イ
ブ
、
案
内
記

 

（
お
か
の
・
ひ
ろ
ゆ
き
／
皇
學
館
大
学
）


