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Ⅰ
太
宰
治
「
玩
具
」（
「
作
品
」
昭
一
〇
・
七
）
は
、
小
品
な
が
ら
重
要
視

さ
れ
て
き
た
テ
ク
ス
ト
で
、
研
究
上
の
蓄
積
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
一
一

の
断
章
か
ら
な
る
構
成
の
た
め
解
釈
の
難
し
い
「
玩
具
」
で
は
あ
る
が
、

（
１
）

最
大
公
約
数
的
な
理
解
と
し
て
次
の
事
典
記
述
は
参
考
に
な
る
。

作
中
作
家
の
私
は
、
語
る
に
足
る
内
実
を
持
っ
た
劇
（
情
念
の
模
範
）

と
形
式
美
（
姿
勢
の
完
壁
）
を
兼
備
し
た
物
語
を
め
ざ
し
な
が
ら
、

結
局
、
私
と
い
う
男
の
赤
児
の
時
の
思
い
出
を
書
い
た
だ
け
で
、
作

品
を
未
完
の
ま
ま
投
げ
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、
語
る
べ

き
劇
と
小
説
技
法
を
喪
っ
た
作
家
の
悲
惨
な
内
面
の
象
徴
化
が
企
図

さ
れ
て
い
る
。

（
２
）

こ
う
し
た
初
期
の
太
宰
治
テ
ク
ス
ト
に
散
見
さ
れ
る
様
態
を
指
し
て
、

東
郷
克
美
は
《
創
作
の
舞
台
裏
を
書
い
た
、
小
説
の
小
説
》
で
あ
り
、

《
「
玩
具
」
と
い
う
の
は
、
作
中
人
物
「
私
」
が
書
い
て
い
る
作
品
の
題

名
で
あ
る
》
こ
と
を
も
っ
て
、「
猿
面
冠
者
」（
「
鷭
」
昭
九
・
七
）
と
の

（
３
）

近
似
性
を
論
じ
て
い
る
。
鈴
木
貞
美
は
《
「
玩
具
」
で
太
宰
治
は
、
供
小

説
の
小
説
僑
の
形
を
挫
折
さ
せ
て
み
せ
る
》
と
形
式
の
複
雑
さ
を
指
摘
し

（
４
）

て
い
る
。
一
連
の
先
行
研
究
は
、
昭
和
一
〇
年
前
後
に
お
け
る
新
進

機

機

作
家

に
よ
る
新
し
い

機

機

機

小
説
表
現
と
し
て
、
太
宰
治
「
玩
具
」
を
捉
え
よ
う
と
し

て
き
た
。

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
よ
り
テ
ク
ス
ト
の
様
態
‐
言
語
の
物
質
性

に
即
し
た
議
論
が
出
て
く
る
。
語
り
手
「
私
」
を
軸
に
「
玩
具
」
を
読
む

山
崎
正
純
は
、《
「
玩
具
」
一
篇
は
、
成
長
し
作
家
と
な
っ
て
、
こ
の
原

基
と
し
て
の
言
語
形
式
を
見
失
い
忘
却
し
、
自
我
の
操
作
的
意
志
の
た
め

に
逆
に
ア
ン
ニ
ュ
イ
に
陥
っ
た
語
り
手
の
、
い
わ
ば
供
起
源
へ
の
遡
行
僑

を
自
ら
模
索
し
た
一
篇
》
だ
と
指
摘
し
、
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
の
構
造
的

（
５
）

把
握
を
目
指
す
中
村
三
春
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
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こ
の
断
章
群
は
思
い
出
や
記
憶
を
語
っ
て
は
い
て
も
、
そ
の
思
い
出

や
記
憶
は
何
ら
か
の
人
間
の
本
質
や
、
存
在
者
の
存
在
を
開
示
す
る

も
の
と
し
て
の
根
源
で
は
な
く
、供
思
い
出
僑
や
供
記
憶
僑
な
る
言

語
形
態
の
、
単
な
る
サ
ン
プ
リ
ン
グ

機

機

機

機

機

機

と
し
て
収
集

機

機

さ
れ
た
、
い
わ
ば

コ
レ
ク
シ
ョ
ン

機

機

機

機

機

機

と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
書
く
こ

と
に
関
す
る
ポ
リ
シ
ー
の
表
明
と
、
そ
の
ポ
リ
シ
ー
に
沿
っ
た
事
例

と
し
て
、「
生
れ
て
は
じ
め
て
地
べ
た
に
立
つ
た
と
き
の
こ
と
」
以
下

の
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）

こ
う
し
た
構
造
的
把
握
を
具
体
的
に
展
開
し
た
の
は
、
テ
ク
ス
ト
の
構

成
を
《
大
き
く
四
つ
の
段
落
》
に
分
節
し
た
安
藤
宏
で
あ
る
。
そ
こ
で
安

藤
は
、
断
章
１
を
三
つ
に
分
節
し
て
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

第
一
段
落
は
ま
ず
、
語
り
手
〈
私
〉
の
現
況
に
つ
い
て
説
明
し
た
冒

頭
部
分
。
続
い
て
本
来
書
か
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
作
中
作
、〈
玩
具

と
い
ふ
題
目
の
小
説
〉
に
関
し
て
〈
私
〉
自
ら
が
そ
の
構
想
を
明
か

し
、
方
法
と
し
て
の
〈
姿
勢
の
完
壁
〉
に
つ
い
て
説
明
し
て
み
せ
る

第
二
段
落
。
た
だ
し
次
の
第
三
段
落
で
は
こ
の
告
白
部
分
も
又
、
実

は
〈
嘘
〉
で
あ
っ
た
と
い
う
形
で
二
重
否
定
さ
れ
、
も
は
や
〈
私
〉

は
〈
書
き
た
く
な
い
〉
の
だ
と
い
う
宣
言
と
共
に
構
想
が
放
擲
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
（
７
）

以
後
、《
第
四
段
落
》
と
見
立
て
ら
れ
た
断
章
２
～

に
つ
い
て
は
、

11

《
十
個
の
断
章
群

幼
時
の
記
憶

の
み
が
残
さ
れ
、
作
品
は
そ

の
ま
ま
閉
じ
ら
れ
て
し
ま
う
》
と
捉
え
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
く
。

こ
こ
で
仮
に
第
四
段
落
の
断
章
群
を
一
つ
の
核
と
し
て
逆
算
す
る
と
、

コ
ア

第
一
段
落
は
な
ぜ
そ
れ
を
書
こ
う
と
思
い
立
っ
た
の
か
と
い
う
経
緯

が
の
べ
ら
れ
る
段
落
で
あ
り
、
第
二
・
三
段
落
は
こ
う
し
た
経
緯
自

体
の
説
明
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
語
り
手
自
ら
気
付
い
て
ゆ
く
過

程
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
８
）

本
稿
で
は
、
太
宰
治
「
玩
具
」
を
昭
和
一
〇
年
前
後
の
小
説
表
現
と
し

て
捉
え
る
理
解
を
一
度
留
保
す
る
。
そ
の
上
で
、
歴
史
的
な
錯
誤
を
抱
え

ひ
と
た
び

な
が
ら
、
昭
和
初
年
代
的
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
そ
の
断
片
性
に
お
い
て

「
玩
具
」
を
捉
え
る
理
解
を
仮
説
と
し
て
提
示
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、

「
玩
具
」
に
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
は
じ
め
と
し
た
象
徴
主
義
を
材
源
と
し

た
痕
跡
が
み
ら
れ
、
そ
れ
は
昭
和
初
年
代
の
純
粋
詩
‐
純
粋
小
説
‐
散
文

詩
を
め
ぐ
る
問
題
圏
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

（
９
）

Ⅱ
太
宰
治
の
話
法
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
た
こ
と
が
あ
る
。

ａ
、
主
人
公
＝
語
り
手
＝
小
説
家
「
私
（
僕
）」（
の
顕
在
化
）
に
よ

る
一
人
称
語
り

ｂ
、
作
家
（
関
連
）
情
報
が
あ
れ
ば
、
現
実
世
界
の
太
宰
治
そ
の
人

5



と
同
定
可
能
な
固
有
名
・
情
報
の
配
置

ｃ
、
作
中
の
「
私
（
僕
）」
が
（
署
名
と
同
一
の
）
筆
名
（
ま
た
は

本
名
）
で
呼
ば
れ
る

ｄ
、
署
名
の
主
が
現
実
世
界
で
発
表
し
た
小
説
を
自
作
と
し
て
言
及

（
引
用
）
す
る

ｅ
、
小
説
の
事
実
性
に
関
し
て
作
中
で
自
己
言
及
を
行
う

ｆ
、
単
行
本
収
録
作
品
内
の
自
作
へ
の
言
及
／
連
携
‐
相
互
参
照
の

促
進

ｇ
、
記
述
の
内
容
／
書
記
行
為
プ
ロ
セ
ス
（
楽
屋
裏
）
の
自
己
言
及

‐
積
極
的
な
開
示

ｈ
、
作
中
「
読
者
」
へ
の
（
直
接
的
な
）
語
り
か
け
（

）

も
と
よ
り
、「
玩
具
」
は
太
宰
治
に
関
す
る
作
家
情
報
が
文
学
場
に
流

通
す
る
以
前
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
た
め
ｂ
、
ｃ
、
ｄ
、
ｆ
は
み
ら
れ
な
い

が
、
ａ
、
ｅ
、
ｇ
、
ｈ
は
「
玩
具
」
に
も
看
取
さ
れ
る
話
法
で
あ
る
。

実
際
、「
玩
具
」
で
は
、
こ
の
小
説

機

機

機

機

を
書
い
て
い
る
語
り
手
「
私
」

が
、
冒
頭
以
来
二
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
書
き
綴
っ
た
後
、「
こ
こ
ま
で
の

文
章
に
は
私
は
ゆ
る
が
ぬ
自
負
を
持
つ
。
困
つ
た
の
は
、
こ
こ
か
ら
の
私

の
姿
勢
で
あ
る
。
／
私
は
こ
の
玩
具
と
い
ふ
題
目
の
小
説
に
於
い
て
、
姿

勢
の
完
璧
を
示
さ
う
か
、
情
念
の
模
範
を
示
さ
う
か
。」（
二
〇
四
頁
）
と

言
明
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
作
中
で
創
作
プ
ラ
ン
を
提
示
し
て
い
く
。

私
は
い
ま
こ
ん
な
小
説
を
書
か
う
と
思
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
私

と
い
ふ
ひ
と
り
の
男
が
ゐ
て
、
そ
れ
が
或
る
な
ん
で
も
な
い
方
法
に

よ
つ
て
、
お
の
れ
の
三
歳
二
歳
一
歳
の
と
き
の
記
憶
を
蘇
ら
す
。
私

は
そ
の
男
の
三
歳
二
歳
一
歳
の
思
ひ
出
を
叙
述
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
必
ず
し
も
怪
奇
小
説
で
な
い
。
赤
児
の
難
解
に
多
少
の
興
を

覚
え
、
こ
い
つ
を
ひ
と
つ
と
思
つ
て
原
稿
用
紙
を
ひ
ろ
げ
た
だ
け
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
こ
の
小
説
の
臓
腑
と
い
へ
ば
、
あ
る
ひ
と

り
の
男
の
三
歳
二
歳
一
歳
の
思
ひ
出
な
の
で
あ
る
。
そ
の
余
の
こ
と

は
書
か
ず
と
も
よ
い
。
思
ひ
出
せ
ば
私
が
三
つ
の
と
き
、
と
い
ふ
や

う
な
書
き
だ
し
か
ら
、
だ
ら
だ
ら
と
思
ひ
出
話
を
書
き
綴
つ
て
い
つ

て
、
二
歳
一
歳
、
し
ま
ひ
に
は
お
の
れ
の
誕
生
の
と
き
の
思
ひ
出
を

叙
述
し
、
そ
れ
か
ら
お
も
む
ろ
に
筆
を
擱
い
た
ら
、
そ
れ
で
よ
い
の

で
あ
る
。
（
二
〇
四
倆
二
〇
五
頁
）

こ
う
し
て
、「
玩
具
」
の
語
り
手
「
私
」
は
、
右
に
指
摘
し
た
話
法
の

う
ち
ａ
、
ｅ
、
ｇ
を
展
開
し
て
い
く
ば
か
り
で
な
く
、
次
の
よ
う
に
し
て

対
読
者
を
想
定
し
た
語
り
（
ｈ
）
も
、
断
章
１
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
。

私
は
書
き
た
く
な
い
の
で
あ
る
。

書
か
う
か
。
私
の
赤
児
の
と
き
の
思
ひ
出
だ
け
で
も
よ
い
の
な

ら
、
一
日
に
た
つ
た
五
六
行
づ
つ
書
い
て
い
つ
て
も
よ
い
の
な
ら
、

君
だ
け
で
も
丁
寧
に
丁
寧
に
読
ん
で
呉
れ
る
と
い
ふ
の
な
ら
。
よ

し
。
い
つ
成
る
と
も
判
ら
ぬ
こ
の
や
く
ざ
な
仕
事
の
首
途
を
祝
ひ
、

君
と
ふ
た
り
で
つ
つ
ま
し
く
乾
杯
し
よ
う
。
仕
事
は
そ
れ
か
ら
で
あ

6

10



る
。
（
二
〇
六
頁
）

以
後
、「
私
」
が
書
き
継
い
で
い
く
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
こ
の

「
赤
児
の
思
ひ
出
話
」（
二
〇
五
頁
）
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
関
連
性
が
、

「
私
」
の
同
一
性
と
併
せ
て
テ
ク
ス
ト
統
一
の
根
拠
と
な
る
。
し
か
も
そ

れ
は
、
以
下
の
断
章
に
対
す
る
読
解
コ
ー
ド
と
し
て
も
作
用
し
て
い
く
。

断
章
２
～

に
は
、
確
か
に
、「
私
」
の
「
赤
児
の
思
ひ
出
話
」
と
見

11

な
し
う
る
挿
話
が
散
見
さ
れ
る
。
断
章
２
「
私
は
生
れ
て
は
じ
め
て
地
べ

た
に
立
つ
た
と
き
の
こ
と
を
思
ひ
出
す
。」（
二
〇
六
頁
）
、
断
章
３
「
私

が
二
つ
の
と
き
の
冬
に
、
い
ち
ど
狂
つ
た
。」（
二
〇
七
頁
）
、
断
章
８

「
そ
れ
よ
り
も
ま
だ
小
さ
か
つ
た
頃
の
こ
と
。
麦
畑
の
麦
の
穂
の
う
ね
り

を
見
る
た
び
ご
と
に
思
ひ
出
す
。」（
二
〇
九
頁
）
、
断
章

「
私
の
祖
母

10

が
死
ん
だ
の
は
、
か
う
し
て
様
様
に
指
折
り
か
ぞ
へ
な
が
ら
計
算
し
て
み

る
と
、
私
の
生
後
八
ケ
月
目
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。」（
二
〇
九
頁
）、

と
い
っ
た
挿
話
と
そ
れ
に
伴
う
時
間
指
標
が
、
そ
の
表
徴
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、「
玩
具
」
は
一
一
の
断
章
群
を
ゆ
る
や
か
に
結
び

つ
け
る
仕
掛
け
と
し
て
、
①
語
り
手
「
私
」
の
連
続
性
、
②
モ
チ
ー
フ

「
赤
児
の
思
ひ
出
話
」
の
関
連
性
、
③
断
章
１
で
提
示
さ
れ
た
、
過
去
遡

行
的
に
展
開
さ
れ
る
記
憶
／
物
語
と
そ
れ
に
伴
う
時
間
指
標
に
よ
っ
て
、

断
片
化
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
つ
の
テ
ク
ス
ト

機

機

機

機

機

機

機

と
し
て
の
意

味
を
産
出
し
、
事
実
、
そ
の
よ
う
に
し
て
読
ま
れ
て
き
た
の
だ
（
そ
れ
ゆ

え
、「
私
」
に
あ
の
太
宰
治

機

機

機

機

機

が
代
入
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
）
。

た
だ
し
、
今
一
度
テ
ク
ス
ト
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
断

章
で
提
示
さ
れ
た
「
私
」
が
同
一
の
語
り
手
／
登
場
人
物
で
あ
る
こ
と

は
、
少
な
く
と
も
表
面
上
は
保
証
さ
れ
て
い
な
い
。
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て

も
、
断
章
５
と
６
、
断
章
８
と
９
、
断
章

と

の
よ
う
に
、
内
容
的
に

10

11

連
続
性
が
読
み
と
り
や
す
い
も
の
も
あ
る
一
方
で
、
断
章
３
や
７
の
よ
う

に
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
赤
児
の
思
ひ
出
話
」
と
判
じ
に
く
い
も
の
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
断
章
３
、
５
、
６
、
７
な
ど
は
時
間
指
標
が
不
分
明
で
あ
る
。

こ
う
し
た
違
和
感
を
集
積
し
て
い
く
と
、
断
片
化
さ
れ
た
「
玩
具
」
を
、

統
一
体
と
し
て
読
む
と
い
う
前
提
に
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

疑
念
に
た
ど
り
つ
く
。
「
玩
具
」
を
、
何
か
し
ら
統
一
的
テ
ー
マ
を
擁
し

た
散
文
＝
小
説
と
思
い
こ
ん
で
は
い
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

な
ら
ば
、
ど
う
す
る
か
。
前
提
＝
思
い
こ
み
を
解
き
、「
玩
具
」
を
、

正
し
く
、
一
行
あ
き
に
よ
っ
て
断
片
化
さ
れ
た
一
一
の
断
章
か
ら
な
る
テ

ク
ス
ト
と
し
て
受
け
と
め
る
と
い
う
こ
と

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

改
め
て
「
玩
具
」
読
解
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
を
引
き
直
し
て
み
よ
う
。

Ⅲ
手
始
め
と
し
て
、
断
章
１
を
、
太
宰
ら
し
い
前
衛
的
小
説
の
一
節
と
し

て
読
む
こ
と
や
、
読
解
コ
ー
ド
と
し
て
（
他
の
断
章
に
比
し
て
）
特
権
的

に
重
ん
じ
る
こ
と
を
、
禁
じ
て

機

機

機

み
よ
う
。
併
せ
て
、
前
節
で
指
摘
し
た
、

①
語
り
手
「
私
」
の
連
続
性
、
②
モ
チ
ー
フ
「
赤
児
の
思
ひ
出
話
」
の
関

連
性
、
③
②
に
関
わ
る
記
憶
／
物
語
と
時
間
指
標
を
、
例
外
的
な
断
章
も

多
か
っ
た
こ
と
を
想
起
し
つ
つ
疑
っ
て
み
よ
う
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
い
う
と

こ
ろ
の
「
先
づ
脊
椎
骨
を
抜
き
去
れ
。」（『
巴
里
の
憂
鬱
』）
で
あ
る
。
そ
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う
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
「
玩
具
」
は
、
文
字
通
り
一
一
の
断
章
と
し
て

現
象
し
、（
意
味
を
生
じ
る
以
前
に
）
言
葉
の
織
物
で
あ
る
こ
と
を
露
呈

テ

ク

ス

ト

す
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
断
章
２
を
み
て
み
よ
う
。

私
は
生
れ
て
は
じ
め
て
地
べ
た
に
立
つ
た
と
き
の
こ
と
を
思
ひ
出

す
。
雨
あ
が
り
の
青
空
。
雨
あ
が
り
の
黒
土
。
梅
の
花
。
あ
れ
は
、

き
つ
と
裏
庭
で
あ
る
。
女
の
や
は
ら
か
い
両
手
が
私
の
か
ら
だ
を
そ

こ
ま
で
運
び
だ
し
、
さ
う
し
て
、
そ
つ
と
私
を
地
べ
た
に
立
た
せ
た
。

私
は
全
く
平
気
で
、
二
歩
、
か
三
歩
、
あ
る
い
た
。
だ
し
ぬ
け
に
私

の
視
覚
が
地
べ
た
の
無
限
の
前
方
へ
の
ひ
ろ
が
り
を
感
じ
捕
り
、
私

の
両
足
の
裏
の
触
覚
が
地
べ
た
の
無
限
の
深
さ
を
感
じ
捕
り
、
さ
つ

と
全
身
が
凍
り
つ
い
て
、
尻
餅
つ
い
た
。
私
は
火
が
つ
い
た
や
う
に

泣
き
喚
い
た
。
我
慢
で
き
ぬ
空
腹
感
。

こ
れ
ら
は
す
べ
て
嘘
で
あ
る
。
私
は
た
だ
、
雨
後
の
青
空
に
か
か

つ
て
ゐ
た
ひ
と
す
ぢ
の
ほ
の
か
な
虹
を
覚
え
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。

（
二
〇
六
頁
）

引
用
部
第
二
段
落
冒
頭
に
お
い
て
、「
私
」
は
「
こ
れ
ら
は
す
べ
て
嘘

で
あ
る
」
と
言
明
し
て
お
り
、
す
る
と
第
一
段
落
は
嘘
と
し
て
、「
私
」

の
記
憶
で
も
な
け
れ
ば
、
何
か
し
ら
の
意
味

機

機

を
も
つ
言
語
で
も
な
い
。
そ

れ
で
も
言
語
は
存
在
す
る
。
こ
こ
に
浮
上
す
る
の
は
、
い
わ
ば
言
語
の
物

質
性
で
あ
る
。
こ
う
し
た
断
章
に
、
次
の
議
論
を
重
ね
て
み
よ
う
。

言
語
唯
物
論
を
最
初
に
意
識
し
た
芸
術
家
は
、
い
ふ
迄
も
な
く
ポ

オ
で
あ
つ
た
。
彼
は
生
の
儘
の
言
葉
が
何
等
精
神
的
な
も
の
を
伝
へ

る
こ
と
が
出
来
な
い
の
を
知
つ
て
ゐ
た
。
然
し
彼
は
そ
れ
に
よ
つ
て

精
神
の
貧
困
を
嘆
く
程
虚
無
家
で
も
な
け
れ
ば
、
理
智
の
錯
乱
に
悩

む
程
懐
疑
家
で
も
な
か
つ
た
。
彼
は
此
の
意
識
と
言
葉
と
の
乖
離
に

面
し
て
、
意
識
を
捨
て
ヽ
言
葉
を
と
る
程
、
大
胆
な
強
靱
な
自
意
識

家
で
あ
つ
た
。
言
葉
は
彼
に
と
つ
て
、
聖
霊
に
よ
ら
ず
し
て
自
ら
胎

む
瀆
神
の
生
物
で
あ
つ
た
。
最
早
や
言
葉
は
己
が
反
響
に
煩
は
さ
れ

こ
だ
ま

な
い
。
彼
の
韻
律
が
如
何
に
大
空
に
反
響
し
、
彼
の
小
説
が
一
語
一

語
虚
空
に
座
標
軸
を
打
ち
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
か
！
（

）

つ
ま
り
は
、「
玩
具
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
断
片
と
し
て
理
解
す
る
た

め
に
、
そ
れ
が
遅
れ
て
き
た

機

機

機

機

機

・
新
し
い

機

機

機

言
語
表
現
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
し

て
み
よ
う
。《
小
説
に
於
け
る
現
代
の
傾
向
を
語
る
も
の
は
、
詩
化
を
以

て
最
も
顕
著
な
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
》
と
い
う
佐
藤
一
英
が
、《
新

ら
し
い
詩
が
散
文
化
す
る
、
よ
り
以
上
に
新
ら
し
い
小
説
が
詩
化
す
る
の

は
、
文
学
が
正
統
な
発
展
を
遂
げ
ん
と
し
つ
ゝ
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
》
だ
と
断
じ
た
の
は
昭
和
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
よ

（

）

う
な
詩
の
読
み
方
も
、「
玩
具
」
理
解
の
有
益
な
補
助
線
と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
づ
わ
れ
わ
れ
が
普
通
な
ん
ら
警
戒
す
る
と
こ
ろ
な
く
一
つ
の
詩

を
読
む
場
合
の
経
験
を
例
に
と
つ
て
み
よ
う
。
詩
的
状
態
が
わ
れ
わ

れ
の
心
の
中
に
描
き
出
さ
れ
る
た
め
に
は
、
よ
し
そ
れ
が
短
い
も
の
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で
あ
つ
て
も
、
そ
の
詩
の
全
体
に
渡
つ
て
識
る
必
要
は
少
し
も
な
い

で
は
な
い
か
。
い
ゝ
か
げ
ん
に
本
を
開
い
て
そ
の
頁
の
二
、
三
の
詩

句
で
、
否
、
二
、
三
の
断
片
で
、
充
分
だ
。
（

）

つ
ま
り
「
玩
具
」
と
は
、
昭
和
一
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
散
文
＝
小
説
で

は
あ
る
が
、
そ
の
言
語
表
現
は
昭
和
初
年
代
に
お
け
る
詩
（
純
粋
詩
・
象

徴
詩
）
の
問
題
圏
に
切
り
結
ぼ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
視
座
か
ら

み
れ
ば
、（
評
価
は
措
く
と
し
て
も
）
新
し
い

機

機

機

試
み
だ
っ
た
の
だ
。

こ
う
し
た
視
座
か
ら
、
次
に
引
く
断
章
４
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

私
が
二
つ
の
と
き
の
冬
に
、
い
ち
ど
狂
つ
た
。
小
豆
粒
く
ら
ゐ
の

大
き
さ
の
花
火
が
、
両
耳
の
奥
底
で
ぱ
ち
ぱ
ち
は
爆
ぜ
て
ゐ
る
や
う

は

な
気
が
し
て
、
思
わ
ず
左
右
の
耳
を
両
手
で
覆
つ
た
。
そ
れ
き
り
耳

が
聞
え
ず
な
つ
た
。
遠
く
を
流
れ
て
ゐ
る
水
の
音
だ
け
が
と
き
ど
き

聞
え
た
。
涙
が
出
て
出
て
、
や
が
て
眼
玉
が
ち
か
ち
か
痛
み
、
次
第

に
あ
た
り
の
色
が
変
つ
て
い
つ
た
。
私
は
、
眼
に
色
ガ
ラ
ス
の
や
う

な
も
の
で
も
か
か
つ
た
の
か
と
思
ひ
、
そ
れ
を
と
り
は
づ
さ
う
と
し

て
、
な
ん
ど
も
な
ん
ど
も
目
蓋
を
つ
ま
ん
だ
。
私
は
誰
か
の
ふ
と
こ

ろ
の
中
に
ゐ
て
、
囲
炉
裏
の
焔
を
眺
め
て
ゐ
た
。
焔
は
、
み
る
み
る

ま
つ
く
ろ
に
な
り
、
海
の
底
で
昆
布
の
林
が
う
ご
い
て
ゐ
る
や
う
な

奇
態
な
も
の
に
見
え
た
。
緑
の
焔
は
リ
ボ
ン
の
や
う
で
、
黄
色
い
焔

は
宮
殿
の
や
う
で
あ
つ
た
。
け
れ
ど
も
、
私
は
お
し
ま
ひ
に
牛
乳
の

や
う
な
純
白
な
焔
を
見
た
と
き
、
ほ
と
ん
ど
我
を
忘
却
し
た
。
（
二

〇
七
頁
）

こ
こ
で
は
客
観
を
装
っ
た
描
写
は
排
さ
れ
、
狂
気
と
い
う
枠
組
み
の
中

で
、
す
ぐ
れ
て
象
徴
的
な
視
覚
や
聴
覚
な
ど
、
鋭
敏
な
感
覚
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
言
語
表
現
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

あ
る
い
は
、
断
章

も
引
い
て
み
よ
う
。

11

い
ま
も
な
ほ
私
の
耳
朶
を
く
す
ぐ
る
祖
母
の
子
守
歌
。
「
狐
の
嫁

入
り
、
婿
さ
ん
居
な
い
。」
そ
の
余
の
言
葉
は
な
く
も
が
な
。（
二
一

〇
頁
）

山
崎
正
純
は
、
結
末
部
に
《
発
見
さ
れ
た
言
葉
》
が
《
何
ら
特
別
な
言

葉
で
は
な
く
、
あ
り
き
た
り
の
他
者
の
、
し
か
も
不
特
定
多
数
に
よ
っ
て

語
り
継
が
れ
て
き
た
子
守
歌
の
詞
で
あ
る
こ
と
》
に
よ
っ
て
、《
自
我
が

言
葉
で
あ
り
、
同
時
に
他
者
で
あ
る
こ
と
を
語
り
手
は
発
見
す
る
》
と
意

（

）

味
づ
け
て
い
る
。
言
語
の
物
質
性
に
注
目
し
た
鋭
い
指
摘
で
は
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
表
現
主
体
と
し
て
の
「
私
」（
の
成
長
）
も
読
ま
れ
て
お
り
、

つ
ま
り
テ
ク
ス
ト
は
統
一
体
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
く
、

こ
こ
に
あ
る
の
も
ま
た
、
言
語
化
さ
れ
た
感
覚
（
聴
覚
）
の
他
で
は
な
い
。

以
上
を
総
じ
て
、
太
宰
治
「
玩
具
」
と
は
、
い
く
ら
時
代
錯
誤
的
で
あ

る
に
せ
よ
／
そ
れ
ゆ
え
に
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
散
文
詩
で
あ
り
、
そ

う
い
っ
て
よ
け
れ
ば
詩
な
の
だ
。
も
と
よ
り
、
見
か
け
上
は
、
断
片
化
さ

れ
た
散
文

機

機

の
集
積
に
は
違
い
な
い
が
、「
玩
具
」
が
属
し
て
い
る
問
題
圏
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の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、《
詩
と
小
説
と
は
、
だ
か
ら
、
単
に
韻
文
と
散
文

と
の
区
別
か
ら
な
さ
れ
得
な
い
》
、《
韻
文
に
も
詩
と
小
説
が
あ
り
、
散

文
に
も
詩
と
小
説
が
あ
る
》
の
だ
。
昭
和
初
年
代
、
現
実
世
界
の
太
宰
治

（

）

は
、
異
な
る
筆
名
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
書
い
て
い
た
に
せ
よ
。

注（
１
）

本
稿
で
は
テ
ク
ス
ト
を
一
行
空
き
に
よ
っ
て
分
節
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、

断
章
１
～

と
称
す
。

11

（
２
）

川
崎
和
啓
「
太
宰
治
全
作
品
事
典

玩
具
」（
東
郷
克
美
編
『
太
宰

治
事
典
』
平
六
・
五
、
学
燈
社
）
、
三
六
頁
。
な
お
、
最
新
の
「
玩

具
」
論
で
あ
る
佐
野
正
人
「
法
・
家
族
・
記
憶
か
ら
の
逃
走

太

宰
治
「
玩
具
」
論

」（
『
太
宰
治
研
究

第

輯
』
平
二
八
・

24

六
、
和
泉
書
院
）
に
お
い
て
も
、《
太
宰
治
の
「
玩
具
」
に
は
、
何
重

も
の
逃
走
の
線
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
》
と
し
て
、《
家
族
か
ら
の
逃

走
、
小
説
の
完
壁
さ
か
ら
の
逃
走
、
そ
し
て
他
者
か
ら
の
逃
走
、
記

憶
か
ら
の
逃
走
》（
一
一
四
頁
）
を
指
摘
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
テ
ク

ス
ト
の
複
数
性
に
注
目
し
て
い
る
。

（
３
）

東
郷
克
美
「
小
説
の
小
説

「
晩
年
」
の
実
験
２

」（『
太

宰
治
と
い
う
物
語
』
平
一
三
・
三
、
筑
摩
書
房
）、
七
九
頁
。

（
４
）

鈴
木
貞
美
「
太
宰
治
」（『
「
昭
和
文
学
」
の
た
め
に

フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
領
略
』
平
一
・
一
、
思
潮
社
）、
二
三
二
頁
。

（
５
）

山
崎
正
純
「「
玩
具
」
の
系
譜
学
」（『
転
形
期
の
太
宰
治
』
平
一

〇
・
一
、
洋
々
社
）、
一
七
三
頁
。

（
６
）

中
村
三
春
「
捏
造
・
収
集
・
サ
ン
プ
リ
ン
グ

「
玩
具
」

」

（『
係
争
中
の
主
体

漱
石
・
太
宰
・
賢
治
』
平
一
八
・
二
、
翰
林
書

房
）、
一
五
〇
頁
。

（
７
）

安
藤
宏
「『
晩
年
』
に
お
け
る
〝
詩
〟
と
〝
小
説
〟

太
宰
治

「
玩
具
」「
葉
」
論

」（
「
上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要
」
平
四
・

一
）
、
二
〇
頁
。

（
８
）

注（
７
）に
同
じ
、
二
〇
‐
二
一
頁
。

（
９
）

拙
論
「
太
宰
治
「
玩
具
」
材
源
考

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
受
容
と
詩

へ
の
志
向
」（
『
太
宰
治
研
究

第

輯
』
平
二
九
・
六
、
和
泉
書
院
）

25

参
照
。

（

）

拙
論
「
戦
略
と
し
て
の
話
法

太
宰
治
『
佳
日
』
と
い
う
書
物
」

10
（「
太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
平
二
六
・
六
）、
一
二
四
‐
一
二
五
頁
。

（

）

河
上
徹
太
郎
「
純
粋
言
語
考
」（『
自
然
と
純
粹
』
昭
七
・
九
、
芝

11

書
店
）、
三
〇
頁
。

（

）

佐
藤
一
英
「
現
代
小
説
の
詩
化
を
論
ず
」（「
詩
と
詩
論
」
昭
四
・

12

六
）、
四
八
頁
、
五
一
頁
。

（

）

H
e
n
ri
B
re
m
o
n
d

／
中
村
喜
久
夫
訳
「
純
粋
詩
論
」（「
詩
と
詩
論
」

13

昭
三
・
九
）、
四
八
頁
。

（

）

注（
５
）に
同
じ
、
一
七
三
頁
。

14
（

）

春
山
行
夫
「
詩
と
小
説
」（
「
詩
と
詩
論
」
昭
六
・
一
二
）
、
二
四

15

九
頁
。

※
引
用
は
『
太
宰
治
全
集

第
一
巻
』（
平
一
・
六
、
筑
摩
書
房
）に
拠
る
。
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