
PDF issue: 2025-03-14

<研究ノート>全集編集余話

中丸, 宣明

(出版者 / Publisher)
法政大学国文学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
日本文学誌要 / 日本文学誌要

(巻 / Volume)
88

(開始ページ / Start Page)
2

(終了ページ / End Page)
6

(発行年 / Year)
2013-07

(URL)
https://doi.org/10.15002/00010241



か
さ
な
る
と
き
は
か
さ
な
る
も
の
で
、
こ
の
春
か
ら
五
月
に
か
け
て
、

私
が
た
ず
さ
わ
っ
た
個
人
全
集
が
二
冊
刊
行
さ
れ
た
。
『
円
朝
全
集
第

三
巻
」
（
一
一
一
月
、
岩
波
書
店
）
と
『
山
田
美
妙
集
第
五
巻
」
（
五
月
、
臨

川
書
店
）
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
小
文
を
「
全
集
編
集
余
話
」
と
名
づ
け
た

が
、
考
え
て
み
れ
ば
、
私
の
こ
の
二
全
集
へ
の
関
わ
り
方
は
、
「
編
集
」

と
名
乗
る
に
は
お
こ
が
ま
し
い
も
の
で
は
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
『
円
朝
全
集
」

は
、
倉
田
喜
弘
・
清
水
康
行
・
十
川
信
介
・
延
広
真
治
、
「
山
田
美
妙
集
」

は
、
青
木
稔
弥
・
須
田
千
里
・
谷
川
恵
一
・
十
川
信
介
・
中
川
成
美
・
宗

像
和
重
・
山
田
俊
治
と
い
っ
た
「
編
集
委
員
」
諸
氏
の
編
集
に
か
か
る
も

の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
「
方
針
」
を
是
と
し
、
自
分
の
も
の
と
し
て

本
文
作
成
や
注
解
等
の
作
業
に
従
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
作
業
も
、

「
超
」
が
付
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
有
能
な
編
集
者
の
協
力
な
く
し
て
は

な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
二
つ
の
全
集
に
関
わ
り
仕
事
を
し
た
私
自
身
の

感
想
も
感
慨
も
少
な
く
は
な
い
。
か
ね
て
論
文
執
筆
を
求
め
ら
れ
て
い
た

本
誌
に
、
そ
れ
ら
を
記
し
て
責
を
ふ
さ
ぐ
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
ま
さ
に

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

全
集
編
集
余
話

書
き
始
め
よ
う
と
し
た
そ
の
時
、
学
会
誌
『
日
本
近
代
文
学
』
（
五
月
、

朋
集
）
の
最
新
号
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
こ
に
「
山
田
美
妙
集
」
の
編
者
の

一
人
で
あ
る
須
田
千
里
に
よ
る
「
校
訂
の
実
際
１
１
臨
川
書
店
版
「
山
田

美
妙
集
」
第
三
巻
を
中
心
に
ｌ
」
が
掲
載
き
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し

た
。
簡
に
し
て
要
を
得
た
本
集
の
発
刊
に
至
る
経
緯
や
「
校
訂
の
実
際
」

が
子
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
巻
は
違
う
も
の
の
そ
れ
ら
は
私
の
予
定
し

て
い
た
も
の
と
多
く
か
さ
な
る
内
容
を
持
っ
た
も
の
だ
っ
た
し
、
私
の
考

え
て
い
た
も
の
よ
り
遙
か
に
周
到
の
よ
う
に
思
え
た
。
ま
た
、
「
円
朝
全

集
」
に
関
し
て
は
、
す
で
に
私
も
「
注
釈
余
滴
１
円
朝
の
一
牢
－
１
」
（
「
日

本
文
学
」
二
○
一
二
年
六
月
）
を
書
き
感
想
の
一
端
は
述
べ
て
い
る
。
よ
っ

て
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
と
重
複
し
な
い
よ
う
に
、
あ
え
て
脈
絡
を
立
て
ず
、

覚
え
書
き
風
に
、
書
き
綴
る
こ
と
と
し
た
い
。

○

中
丸
宣
明

２
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も
と
よ
り
『
全
集
」
の
命
は
、
本
文
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
作
者
の

「
作
品
」
を
可
能
な
限
り
集
成
し
、
日
記
や
書
簡
、
断
簡
零
墨
に
い
た
る

ま
で
集
録
す
る
と
い
う
文
字
通
り
「
全
集
』
と
し
て
の
役
割
も
重
要
で
あ

る
が
、
信
頼
で
き
る
「
本
文
」
の
提
供
も
そ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
で
あ
る
。

昨
今
の
出
版
事
情
か
ら
す
れ
ば
大
部
に
わ
た
る
「
全
集
」
の
出
版
は
困
難

に
な
っ
て
き
て
い
る
。
『
山
田
美
妙
集
』
で
あ
っ
て
「
山
田
美
妙
全
集
」

で
な
い
理
由
も
、
そ
こ
ら
辺
に
あ
ろ
う
。
勢
い
精
選
さ
れ
た
「
作
品
」
の

信
頼
で
き
る
本
文
を
提
供
す
る
役
割
が
重
き
を
な
し
て
来
る
。
『
鴎
外
歴

史
文
学
集
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
一
月
～
二
○
○
二
年
七
月
）
や

「
鴎
外
近
代
小
説
集
」
（
岩
波
書
店
、
二
○
一
一
一
年
一
○
月
～
一
一
○
一
一
一
一
年

三
月
）
、
あ
る
い
は
「
新
編
泉
鏡
花
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
一
○
○
一
一
一
年
一
月

～
二
○
○
六
年
一
月
）
な
ど
の
存
在
意
義
の
存
す
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
、
信
頼
で
き
る
本
文
と
い
っ
て
も
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
ま

挙
げ
た
鴎
外
の
選
集
に
お
け
る
よ
う
に
初
版
本
に
よ
り
つ
つ
も
新
字
体
を

採
用
し
、
総
ル
ビ
を
パ
ラ
ル
ビ
に
か
え
る
な
ど
の
読
み
や
す
さ
へ
の
配
慮
。

そ
れ
は
極
端
な
場
合
、
角
川
書
店
版
の
『
三
遊
亭
円
朝
全
集
』
（
一
九
七

五
年
五
月
～
一
九
七
六
年
四
月
）
に
お
け
る
よ
う
な
新
字
体
や
ル
ビ
の
変

更
の
み
な
ら
ず
現
代
仮
名
遣
へ
の
改
変
や
会
話
文
を
か
っ
こ
で
く
く
り
出

す
措
置
な
ど
、
か
な
り
大
胆
に
読
み
や
す
さ
を
追
求
し
た
本
文
も
存
在
す

る
。
そ
れ
ら
は
、
「
論
文
」
に
引
用
で
き
る
か
否
か
は
お
く
と
し
て
、
一

つ
の
本
文
作
成
の
姿
勢
に
は
違
い
な
い
。
そ
れ
が
信
頼
を
置
け
る
か
否
か

は
、
方
針
が
明
示
さ
れ
貫
徹
さ
れ
て
い
る
か
、
異
同
や
修
正
個
所
が
明
示

さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
る
。
ま
さ
に
須
田
千
里
が

誰
に
も
異
論
の
な
い
校
訂
な
ど
存
在
し
ま
い
。
し
か
し
、
そ
の
校
訂

と
言
う
と
お
り
な
の
で
あ
る
。
出
所
不
明
な
本
文
、
そ
れ
が
一
番
困
り
も

の
な
の
で
あ
る
。
特
に
編
者
の
「
文
学
観
（
感
）
」
に
よ
り
提
造
さ
れ
た

本
文
、
そ
れ
は
粗
雑
に
校
訂
さ
れ
た
本
文
同
様
た
ち
が
悪
い
。
そ
う
古
く

も
な
い
編
集
に
か
か
る
「
全
集
』
に
も
そ
の
よ
う
な
態
度
は
見
ら
れ
る
か

ら
、
そ
の
手
の
文
学
趣
味
は
根
は
深
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
生
前

の
作
家
に
近
し
い
人
が
、
そ
の
人
に
な
り
か
わ
っ
た
か
の
よ
う
に
作
っ
た

本
文
な
ど
は
、
怪
し
げ
な
本
文
に
は
違
い
な
い
の
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
本

文
で
も
長
く
流
通
す
る
と
、
流
布
本
効
果
と
で
も
言
う
の
だ
ろ
う
か
、
そ

れ
が
自
然
に
思
え
て
き
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
こ
れ

で
受
容
論
（
史
）
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
興
味
深
い
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、

そ
の
ま
ま
で
は
信
頼
で
き
る
本
文
と
は
い
い
が
た
か
ろ
う
。

さ
て
、
本
文
作
成
の
態
度
と
し
て
、
代
表
的
な
も
の
が
二
つ
あ
る
。
一

つ
は
初
出
主
義
、
今
ひ
と
つ
は
単
行
本
主
義
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ

る
。
初
出
主
義
と
は
最
初
に
印
刷
さ
れ
た
本
文
を
尊
重
す
る
立
場
で
、
そ

れ
は
初
出
以
後
の
単
行
化
や
諸
本
集
録
本
文
は
、
「
作
品
」
本
来
の
あ
り

方
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
一

方
単
行
本
主
義
は
、
著
者
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
本
文
を
重
視
す
る
も
の
で
、

そ
こ
に
は
著
者
に
よ
る
訂
正
や
修
正
が
あ
り
、
そ
の
作
者
の
意
思
の
尊
重

が
あ
る
。
『
円
朝
全
集
』
は
前
者
、
『
山
田
美
妙
集
』
は
後
者
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
に
と
っ
て
適
切
な
判
断
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

方
針
、
校
訂
過
程
の
透
明
化
が
図
ら
れ
、
「
解
題
」
で
明
示
さ
れ
て

い
れ
ば
、
個
々
の
読
者
が
判
断
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
本
文
を
作
成
す
る

こ
と
が
出
来
る
〉
（
前
掲
論
文
）
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円
朝
の
「
作
品
」
は
速
記
と
い
う
か
た
ち
で
発
表
さ
れ
る
。
そ
の
場
は

単
行
本
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
雑
誌
や
新
聞
の
場
合
も
あ
る
。
問
題
は
そ
の

単
行
本
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
多
く
、
い
わ
ゆ
る
「
ポ
ー
ル
表
紙
本
」
と
し

て
出
版
さ
れ
、
や
が
て
は
「
赤
本
」
と
い
う
ご
く
大
衆
的
な
出
版
物
と
し

て
、
貸
本
屋
な
ど
を
通
じ
て
流
通
し
た
。
紙
型
を
用
い
た
そ
の
本
文
は
使

い
回
さ
れ
、
挿
絵
等
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
場
合
が

多
い
。
し
か
し
そ
の
本
文
そ
の
も
の
は
出
所
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
鈴
木

行
三
校
訂
に
よ
る
春
陽
堂
版
「
円
朝
全
集
」
（
一
九
二
六
年
五
月
～
一
九

二
八
年
一
月
〉
の
本
文
も
、
校
訂
方
針
や
校
訂
過
程
は
示
さ
れ
ず
、
や
は

り
こ
れ
も
出
所
不
明
の
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ゆ
え
に
、
今
回
の

『
円
朝
全
集
」
が
可
能
な
か
ぎ
り
初
出
本
文
に
拠
り
、
し
っ
か
り
と
し
た

校
訂
が
付
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
非
常
に
重
い
の
で
あ
る
。

一
方
『
山
田
美
妙
集
』
は
単
行
本
主
義
で
あ
る
が
、
今
回
私
が
担
当
し

た
巻
に
収
め
ら
れ
た
作
品
は
初
出
の
ま
ま
単
行
化
も
採
録
も
さ
れ
な
か
っ

た
も
の
が
多
い
。
例
外
と
し
て
は
「
可
憐
狂
」
と
「
三
千
号
の
配
達
夫
」

が
あ
る
。
前
者
は
一
八
九
七
年
四
月
に
雑
誌
「
新
小
説
」
に
発
表
さ
れ
、

同
年
九
月
に
単
行
化
さ
れ
る
が
、
雑
誌
掲
載
時
の
紙
型
を
利
用
し
て
い
る

た
め
本
文
の
異
同
は
少
な
い
。
ま
た
こ
の
作
品
は
一
八
九
八
年
十
二
月
刊

の
『
美
妙
集
」
（
春
陽
堂
）
に
収
録
さ
れ
る
も
異
同
は
少
な
い
。
後
者
は

一
八
九
七
年
一
月
一
日
の
「
国
民
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
後
、
一
八
九
八

年
十
二
月
刊
の
「
言
文
一
致
文
例
参
」
に
収
録
さ
れ
る
。
美
妙
自
身

が
「
原
文
よ
り
多
少
の
改
鼠
は
加
へ
ら
れ
た
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、

異
同
が
認
め
ら
れ
る
。
例
と
し
て
そ
の
冒
頭
を
掲
げ
る
（
振
り
仮
名
は
省

略
し
た
）
。
初
出
は

、

と
な
っ
て
い
る
。
や
は
り
異
同
は
少
な
し
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
漢
字
を

ひ
ら
が
な
に
す
る
と
こ
ろ
や
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
す
る
と
い
う
よ
う

で
あ
る
が
、
単
行
本
で
は

「
や
い
、
こ
ら
、
山
の
神
、
内
膳
寮
の
御
準
備
は
も
う
あ
ら
か
た
整

へ
た
か
。
な
に
、
ま
だ
だ
と
？
嘘
を
つ
け
、
も
う
何
時
だ
と
思
ふ
、

と
う
の
む
か
し
日
は
暮
れ
た
ぜ
」
。

「
な
ん
だ
、
う
つ
と
し
い
と
？
も
っ
た
い
無
い
事
を
云
ふ
な
よ
・

忠
告
を
す
る
お
れ
の
本
意
が
わ
か
ら
な
い
か
。
お
れ
に
取
っ
ち
ゃ
今

日
こ
の
明
治
一
一
一
十
一
一
一
年
一
月
一
日
、
す
な
は
ち
「
国
民
新
聞
」
第
三

千
号
の
空
前
の
記
念
日
ぢ
や
な
い
か
。
は
や
く
大
宴
会
を
も
よ
ほ
し

た
い
と
云
ふ
の
も
至
当
ぢ
や
な
い
か
。
そ
れ
だ
の
に
な
ぜ
ぐ
づ
ウ
リ

ノ
ー
し
て
居
る
ん
だ
ろ
。
手
つ
だ
ひ
に
頼
ん
だ
阿
三
ち
ゃ
ん
も
」
。

「
や
い
、
こ
ら
、
山
の
神
、
内
膳
寮
の
御
準
備
は
も
う
あ
ら
か
た
整

シ
た
か
・
何
、
ま
だ
だ
と
？
、
人
を
つ
け
、
も
う
何
時
だ
と
恩
ふ
、

と
う
の
昔
日
は
暮
れ
た
ぜ
」
。

「
知
シ
て
ま
す
よ
、
う
シ
と
し
い
。
」

「
何
だ
、
う
シ
と
し
い
と
、
勿
体
無
い
事
を
言
ふ
な
よ
◎
忠
告
を
す

る
乃
公
の
本
意
が
わ
か
ら
な
い
か
。
乃
公
に
取
シ
ち
や
此
明
治
汁
三

年
一
月
一
日
、
す
な
は
ち
国
民
新
聞
第
三
千
号
の
空
前
の
紀
年
日
ぢ

や
な
い
か
。
早
く
大
宴
会
を
催
し
た
い
と
云
ふ
の
も
至
当
ぢ
や
な
い

か
。
そ
れ
だ
の
に
な
ぜ
ぐ
づ
ウ
リ
ノ
ｌ
１
ｌ
ｌ
し
て
居
る
ン
だ
ろ
。
手

伝
ひ
に
頼
ん
だ
阿
三
ち
ゃ
ん
も
」
。

４
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し
か
し
、
「
山
田
美
妙
集
第
五
巻
』
所
収
の
初
出
し
か
な
い
本
文
、

就
中
新
聞
を
初
出
と
す
る
本
文
、
そ
れ
は
正
直
言
っ
て
校
訂
者
泣
か
せ
の

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
先
ず
第
一
に
印
刷
の
版
面
が
悪
く
、
ま
た
マ
イ

ク
ロ
な
い
し
マ
イ
ク
ロ
か
ら
の
コ
ピ
ー
も
判
読
し
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た

（
特
に
振
り
仮
名
や
複
雑
な
字
形
の
漢
字
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
東
京

大
学
の
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
等
で
原
紙
の
閲
覧
を
経
た
上
で
も
疑
い
を
十

分
に
は
晴
ら
せ
ず
、
文
脈
や
他
の
個
所
か
ら
の
類
推
で
校
訂
に
当
た
っ
た

と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
今
ひ
と
つ
の
苦
労
の
種
は
、
特
に
「
山
田
美
妙
集
」

の
場
合
初
出
本
文
自
体
の
校
正
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
く
、
単
純
な
誤
植

や
文
脈
の
乱
れ
も
散
見
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
日
刊
の
出
版
物
で
あ
り
一

面
や
二
面
の
記
事
と
は
違
っ
て
厳
密
性
を
要
求
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら

な
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
新
聞
掲
載
の
作
品
を
底
本
と
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
こ
じ
つ
け
め
く
が
、
「
円
朝
全
集
』
と
「
山
田
美
妙
集
』
と

え
ぞ
に
し
き
こ
き
よ
う
い
え
づ
と

共
通
す
る
。
『
円
朝
全
集
」
所
収
の
「
蝦
夷
錦
古
郷
の
家
土
産
』
の
初

な
小
さ
い
と
目
さ
れ
る
変
更
も
、
度
重
な
る
と
文
章
が
与
え
る
印
象
を
大

き
く
変
え
る
。
こ
の
よ
う
な
「
改
鼠
」
は
、
お
そ
ら
く
は
単
行
化
な
り
著

作
集
収
録
な
り
、
機
会
が
あ
れ
ば
ほ
か
の
作
品
に
も
付
さ
れ
た
可
能
性
が

十
分
に
あ
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
意
味
で
こ
の
「
五
巻
』

の
多
く
の
収
録
作
品
は
、
あ
る
意
味
「
未
完
成
」
の
不
幸
な
作
品
と
い
え

る
の
か
も
知
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
単
行
化
さ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら

ず
作
品
の
本
文
は
、
し
か
る
べ
き
校
訂
を
経
た
信
頼
す
べ
き
本
文
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

○

出
は
「
や
ま
と
新
聞
」
で
あ
っ
た
が
、
『
山
田
美
妙
集
第
五
巻
』
は
一

八
九
七
年
四
月
の
「
可
憐
狂
」
か
ら
一
九
○
○
年
一
月
の
「
第
二
逆
雨

順
風
」
ま
で
の
作
品
を
集
録
す
る
が
、
美
妙
は
一
八
九
七
年
春
に
や
ま
と

新
聞
社
に
入
社
し
一
八
九
九
年
春
ま
で
在
社
し
た
と
塩
田
良
平
作
成
の
年

譜
（
「
山
田
美
妙
研
究
』
一
九
三
八
年
五
月
）
に
は
あ
る
。
『
第
五
巻
」
に

は
「
や
ま
と
新
聞
」
所
載
の
「
夕
紅
葉
」
二
八
九
七
年
一
○
月
？
）
を

収
録
予
定
で
あ
っ
た
が
、
原
紙
が
見
つ
か
ら
ず
見
送
り
と
な
っ
た
。
残
念

な
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
や
ま
と
新
聞
」
は
一
八
八
六
年

み
さ
ほ
い
き
う
め

十
月
七
日
の
創
刊
号
に
「
松
の
操
美
人
の
生
埋
」
を
連
載
し
て
以
来
、

は
な
し

円
朝
の
咄
の
速
記
の
主
要
な
「
高
座
」
と
な
る
。
明
治
初
期
、
新
聞
は
政
論

中
心
の
大
新
聞
と
世
俗
の
事
件
や
興
味
本
位
の
記
事
を
中
心
と
し
た
小
新

聞
ｌ
そ
れ
は
江
戸
期
の
戯
作
の
読
者
の
受
け
Ⅲ
と
も
な
っ
て
い
た
ｌ

に
分
け
ら
れ
る
が
、
一
八
八
○
年
代
後
半
に
は
小
新
聞
は
大
新
聞
の
性
格

を
吸
収
し
つ
つ
、
報
道
重
視
と
な
り
、
現
在
の
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
・
ペ
ー
パ
ー

な
か

の
原
型
た
る
中
新
聞
が
形
成
し
て
く
る
。
「
や
ま
と
新
聞
」
は
そ
う
い
っ

た
状
況
の
中
、
小
新
聞
の
後
を
襲
う
か
た
ち
で
発
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
ゆ
え
に
そ
の
誌
面
は
円
朝
の
速
記
を
載
せ
る
に
は
似
つ
か
わ
し
い
も

の
で
あ
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
十
年
余
の
時
間
を
隔
て
て
は
い
る
が
、
小

新
聞
的
な
性
格
は
変
わ
っ
て
い
ず
、
美
妙
に
と
っ
て
は
落
ち
着
き
の
悪
い

処
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
一
年
内
外
で
退
社
し
た
ら
し
く
、
作
品

も
多
く
掲
載
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
や
が
て
、
一
八

九
九
年
九
月
に
は
「
国
民
新
聞
」
に
入
社
し
た
こ
と
を
、
先
の
塩
田
良
平

制
作
の
年
譜
は
伝
え
る
。
同
紙
に
連
載
さ
れ
た
「
逆
雨
順
風
」
「
第
二

逆
雨
順
風
」
が
「
第
五
巻
」
に
は
納
め
ら
れ
て
い
る
が
、
他
に
短
編
小
説

や
小
品
な
ど
を
掲
載
す
る
も
、
一
九
○
｜
年
の
秋
に
は
「
国
民
新
聞
」
か
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と
さ
れ
、
こ
の
期
の
代
表
作
が
「
五
巻
』
に
集
録
の
「
可
憐
狂
」
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。
一
八
九
○
年
代
の
終
り
ご
ろ
、
広
津
柳
浪
な
ど
に
よ
る
深

刻
小
説
や
川
上
眉
山
ら
に
よ
る
観
念
小
説
が
、
時
代
の
暗
黒
面
に
注
目
し
、

悲
劇
的
な
結
末
を
持
つ
物
語
を
用
意
し
た
。
そ
れ
は
日
清
戦
後
と
い
う
、

生
活
世
界
の
大
き
な
変
化
を
受
け
た
文
学
現
象
で
あ
っ
た
が
、
「
可
憐
狂
」

や
「
国
民
新
聞
」
連
載
の
「
逆
雨
順
風
」
（
第
二
も
含
め
て
）
の
あ
り
よ

う
も
、
そ
れ
ら
の
動
向
に
相
即
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
は
違
い
な
い
。
悲

惨
で
抜
き
差
し
な
ら
な
い
人
間
が
そ
こ
に
は
居
る
。
し
か
し
決
定
的
な
違

い
が
そ
れ
ら
深
刻
小
説
や
観
念
小
説
と
の
間
に
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
と
い

え
ば
、
深
刻
小
説
や
観
念
小
説
は
一
編
の
「
物
語
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
発
端
が
あ
り
事
件
が
あ
り
結
末
が
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

さ
て
最
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
全
集
の
収
録
作
品
に
つ
い
て
、
簡
単
に
感
想

め
い
た
こ
と
を
、
書
き
付
け
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
「
山
田
美
妙
集
第

五
巻
」
で
あ
る
が
、
そ
の
収
録
作
品
が
発
表
さ
れ
た
時
期
の
美
妙
は
、
塩

田
良
平
に
よ
れ
ば
、

ら
も
退
社
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
を
み
て
も
、
美
妙
に
と
っ
て
「
国

民
新
聞
」
も
会
心
の
作
の
発
表
の
場
と
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

若
き
美
妙
と
老
成
の
美
妙
と
が
、
葛
藤
す
る
過
渡
的
時
代
と
い
っ
て

よ
い
。
す
べ
て
が
試
み
で
あ
っ
た
。
彼
の
生
活
の
本
質
へ
と
進
ま
う

と
す
る
、
魂
の
模
索
時
代
で
あ
っ
た
（
前
掲
書
）

○

し
、
美
妙
の
小
説
は
終
わ
ら
な
い
。
小
説
に
結
末
を
与
え
る
の
は
偶
然
や

と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
解
決
な
の
だ
。
小
説
に
内
在
す
る
「
終
わ
り
」
は

存
在
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
深
刻
小
説
や
観
念
小
説
と
類
縁
性
を
持

ち
な
が
ら
も
「
物
語
」
で
あ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
小
説
、
そ
れ
が
何
に
由

来
す
る
の
か
、
そ
の
問
に
倉
卒
に
答
え
る
こ
と
は
、
い
ま
は
差
し
控
え
た

い
と
思
う
が
、
美
妙
の
文
学
を
考
え
る
重
要
な
ヒ
ン
ト
の
よ
う
な
気
が
す

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
は
代
表
作
が
書
か
れ
た
時
期
と
は
外
れ
た
時
代

の
「
作
品
」
に
注
目
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一
方

の
「
円
朝
全
集
』
も
「
牡
丹
燈
篭
」
や
「
真
景
累
ヶ
淵
」
あ
る
い
は
「
塩

原
多
助
一
代
記
」
な
ど
の
有
名
作
に
隠
れ
た
咄
に
改
め
て
向
き
合
う
機
会

を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
新
た
な
円
朝
の
姿
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
に
は
違
い
な
い
。
と
、
文
字
通
り
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
結

論
で
こ
の
小
文
の
筆
を
置
く
こ
と
に
す
る
。

（
な
か
ま
る
の
ぶ
あ
き
・
本
学
教
授
）
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