
近
年
と
く
に
書
籍
の
回
転
が
早
く
な
っ
た
出
版
界
に
あ
っ
て
、
没
後
三
十
年

以
上
も
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
な
お
地
方
の
ど
ん
な
小
さ

な
書
店
に
行
っ
て
も
、
本
棚
の
文
庫
本
コ
ー
ナ
ー
に
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い

ほ
ど
、
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
を
占
め
て
並
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

ら
の
本
を
買
い
求
め
る
世
代
を
越
え
た
周
五
郎
と
周
平
文
学
の
フ
ァ
ン
が
、

平
成
九
年
（
’
九
九
七
）
に
六
十
九
歳
で
亡
く
な
Ｉ
は
や
四
年
が
過
ぎ
た

こ
と
に
な
る
。

し
、
そ
の
周
五
郎
が
得
意
と
し
た
江
戸
下
町
の
庶
民
を
主
人
公
に
描
く
、
い

し
せ
い

わ
ゆ
る
「
市
井
も
の
」
路
線
の
後
継
者
と
自
他
共
に
認
め
る
藤
沢
周
平
も
、

二
十
一

み
る
と
、

二
年
（
’

と
こ
ろ
で
こ
の
二
人
が
残
し
た
数
多
く
の
名
作
、
と
く
に
周
五
郎
の
場
合
、

山
本
周
五
郎
と
藤
沢
周
平
の
世
界

山
本
周
五
郎
が
六
十
四
歳
で
こ
の
世
を
去
っ
た
の
が
、
昭
和
四
十

九
六
七
）
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
没
後
す
で
に
三
十
四
年
が
経
過

世
紀
に
突
入
し
た
平
成
十
三
年
現
在
を
基
準
に
し
て
振
り
返
っ
て

は
じ
め
に

山
本
周
五
郎
と
藤
沢
周
平
の
世
界

ｌ
武
家
も
の
・
下
町
も
の
作
家
の
系
譜
１
－

藤
魅
力
と
い
う
か
、

根
強
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
息
の
長
さ
は

驚
嘆
に
値
す
る
。

そ
こ
で
今
回
は
、
主
に
山
本
周
五
郎
の
世
界
を
中
心
に
、
周
五
郎
作
品
の

と
、
ち
ょ
う
ど
太
平
洋
戦
争
敗
戦
年
の
昭
和
二
十
年
二
九
四
五
）
を
折
り

返
し
点
に
、
前
期
と
後
期
に
区
分
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

つ
ま
り
、
彼
の
事
実
上
の
文
壇
登
場
作
と
な
っ
た
『
須
磨
寺
附
近
』
（
大

晦
・
４
「
文
芸
春
秋
」
）
か
ら
、
太
平
洋
戦
争
ま
っ
た
だ
中
、
思
想
統
制
、

経
済
的
し
め
つ
け
な
ど
と
作
家
に
と
っ
て
「
暗
い
谷
間
の
時
代
」
と
呼
ば
れ

た
劣
悪
な
条
件
下
で
、
敗
戦
の
年
ま
で
営
々
と
し
て
、
雑
誌
「
婦
人
倶
楽
部
」

き
つ
け
て
い
る
の
か
、
ま
た
藤
沢
周
平
の
作
品
と
の
共
通
点
、
大
き
く
異
な

る
点
と
い
っ
た
辺
り
に
焦
点
を
絞
っ
て
み
て
み
た
い
。

山
本
周
五
郎
の
凡
そ
四
十
数
年
間
に
及
ぶ
創
作
活
動
を
振
返
っ
て
見
る

体
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
世
紀
を
越
え
て
ま
で
読
者
を
ひ

田
邉

匡

五
七



を
中
心
に
変
則
的
な
が
ら
、
読
み
切
り
短
編
シ
リ
ー
ズ
全
三
十
一
編
か
ら
な

る
『
日
本
婦
道
記
』
（
昭
Ⅳ
。
６
～
卯
．
⑫
）
を
書
き
つ
づ
け
た
、
約
二
十

年
間
を
前
期
と
す
る
と
、
敗
戦
の
翌
年
い
ち
早
く
発
表
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る

「
下
町
も
の
」
の
第
一
作
と
な
っ
た
長
編
小
説
『
柳
橋
物
語
』
（
昭
ｎ
．
７

職
が
決
ま
り
、
通
勤
の
か
た
わ
ら
、
読
売
新
聞
が
募
集
す
る
短
篇
小
説
賞
に

応
募
し
た
り
、
昭
和
四
十
六
年
四
月
に
は
、
六
年
越
し
の
挑
戦
の
末
、
『
漠

い
海
』
で
第
三
十
八
回
「
オ
ー
ル
読
物
」
新
人
賞
を
手
に
す
る
。
そ
れ
か
ら

二
年
後
の
昭
和
四
十
八
年
七
月
に
は
、
『
暗
殺
の
年
輪
』
で
第
六
十
九
回
直

た
未
完
の
大
作
『
お
ご
そ
か
な
渇
き
』
（
昭
蛇
・
２
「
朝
日
新
聞
日
曜
版
二

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
周
五
郎
文
学
研
究
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
ず
ば
り
言

っ
て
前
期
は
「
武
士
」
、
後
期
は
「
庶
民
」
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

｜
方
、
昭
和
二
年
生
ま
れ
の
藤
沢
周
平
の
場
合
は
、
昭
和
二
十
四
年
三
月

に
山
形
師
範
学
校
を
卒
業
と
同
時
に
、
四
月
か
ら
地
元
湯
田
川
村
の
中
学
校

に
国
語
の
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
が
、
教
員
生
活
わ
ず
か
二
年
で
肺
結
核
の

た
め
休
職
。
そ
の
後
八
年
間
に
及
ぶ
入
院
生
活
で
、
右
肺
上
葉
切
除
、
肋
骨

木
賃
を
受
賞
し
漸
く
文
壇
に
認
め
ら
れ
た
。
作
者
四
十
六
歳
の
こ
と
で
あ
る
。

三
十
二
年
十
一
月
か
ら
、

五
本
を
切
除
す
る
手
術
を
三
回
も
行
な
い
な
が
ら
も
無
事
退
院
す
る
。

で
幕
を
閉
じ
る
こ
と
と
な
る
約
二
十
年
間
が
後
期
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

く
の
名
作
を
世
に
問
う
こ
と
に
な
る
。
藤
沢
周
平
の
場
合
、
周
五
郎
の
よ
う

五
年
間
に
、

そ
れ
以
後
は
平
成
九
年
一
月
、
六
十
九
歳
で
こ
の
世
を
去
る
ま
で
の
約
二
十

「
椿
」
）
か
ら
、先
輩
作
家
山
本
周
五
郎
の
四
十
六
年
間
に
比
肩
す
る
ほ
ど
の
多

六
十
三
歳
で
こ
の
世
を
去
る
間
際
ま
で
書
き
つ
づ
け
て
い

友
人
の
紹
介
で
東
京
の
業
界
新
聞
Ｋ
新
聞
社
に
就 昭肋

和骨 こ

は
、
題
名
か
ら
も
ま
た
、
作
者
自
身
が
そ
れ
ら
の
作
品
を
「
負
の
ロ
マ
ン
」

と
呼
ん
で
い
た
こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に
、
非
常
に
暗
い
情
念
に
閉
ざ
さ
れ
た

内
容
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
が
代
表
作
の
一
つ
『
用
心
棒
日
月
抄
』
（
昭

矼
。
９
～
記
・
６
）
あ
た
り
か
ら
は
、
そ
う
し
た
暗
い
色
調
を
脱
し
、
「
負

の
ロ
マ
ン
」
か
ら
「
正
の
ロ
マ
ン
」
へ
と
転
換
を
果
た
し
、
そ
の
上
ユ
ー
モ

た
昭
和
四
十
年
代
後
半
か
ら
五
十
年
代
は
じ
め
に
か
け
て
の
初
期
の
作
品

五
八

に
前
期
と
後
期
と
大
別
す
る
の
は
困
難
だ
が
、
作
家
と
し
て
文
壇
に
登
場
し

わ
け
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
山
本
周
五
郎
が
い
な
け
れ
ば
…
…
と
い
う

よ
り
も
そ
の
前
に
、
藤
沢
周
平
こ
と
、
本
名
小
菅
留
治
が
も
し
肺
結
核
に
罹

と
、
は
っ
ェ

見
て
い
く
眼
、

に
変
化
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
何
は
と
も
あ
れ
、
藤
沢
周
平
自
身
、

の
ロ
マ
ン
」
か
ら
一
正
〔

ア
さ
え
伝
わ
っ
て
く
る
一

な
い
。
（
略
）
し
か
し
、
と
思
う
。
こ
こ
が
困
っ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
あ

の
手
こ
の
手
で
私
が
弁
明
を
試
み
て
も
、
江
戸
市
井
も
の
で
山
本
周
五

郎
は
ひ
と
つ
の
典
型
を
描
い
て
み
せ
、
私
も
そ
こ
に
典
型
を
み
る
思
い

が
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
偉
大
な
こ
と
で
、
こ
の
億

大
さ
か
ら
は
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
し

も
な
い
と
思
饅
岩
）

あ
る
。
私
が
市
井
も
の
で
出
発
し
、
作
品
の
質
が
山
本
周
五
郎
に
似
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
わ
け
だ
ろ
う
。
だ
が
先
輩
作
家
の
作
品
に
似

る
と
い
う
こ
と
は
困
っ
た
こ
と
で
こ
そ
あ
れ
、

山
本
周
五
郎
が
好
き
で
し
ょ
う
と
言
わ
れ
る
。

は
っ
き
り
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
周
五
郎
の
視
線
の
位
置
、
庶
民
を

も
の
の
見
方
と
い
う
点
で
は
文
字
通
り
周
五
郎
ブ
ラ
ン
ド
な

種
の
ゆ
と
り
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
も
の

偉
大
な
こ
と
で
、
こ
の
偉

関
係
な
い
で
済
む
こ
と
で

そ
う
嬉
し
い
こ
と
で
は

私
の
心
境
は
複
雑
で



つ
ぎ
に
、
山
本
周
五
郎
が
戦
前
に
書
い
た
多
く
の
「
武
家
も
の
」
と
い
わ

れ
る
作
品
の
集
大
成
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
周
五
郎
の
作
品
を
系
統
的
に

読
も
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
入
門
書
の
位
置
を
占
め
る
重
要
な
前
期
の

ら
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
長
い
闘
病
生
活
の
ベ
ッ
ト
の
上
で
、
周
五
郎
作
品
と

出
会
わ
な
け
れ
ば
、
藤
沢
周
平
と
い
う
作
家
は
こ
の
世
に
誕
生
し
て
い
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
も
人
の
運
命
と
出
会
い
と
い
う
、
｜

人
の
人
間
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
大
き
な
力
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。
と
同
時
に
ま
た
、
評
論
家
中
島
誠
が
そ
の
箸
『
遍
歴
と
興
亡
』
（
講

談
社
二
○
○
一
年
）
の
中
で
、

山
本
周
五
郎
、
柴
田
線
三
郎
、
司
馬
遼
太
郎
、
池
波
正
太
郎
、
藤
沢

周
平
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
歴
史
、
時
代
小
説
の
黄
金
時
代
は
、
ま
さ

に
高
度
経
済
成
長
時
代
か
ら
バ
ブ
ル
経
済
が
弾
け
る
ま
で
の
三
十
数
年

間
を
席
捲
し
た
。
だ
が
、
こ
れ
ら
作
家
た
ち
は
惜
し
く
も
物
故
し
た
。

ま
だ
そ
れ
ほ
ど
の
年
齢
で
も
な
か
っ
た
の
に
、
揃
っ
て
二
十
世
紀
の
終

わ
り
を
ま
た
ず
に
計
死
し
た
。
自
分
の
力
の
す
べ
て
を
出
し
尽
し
て
死

ぬ
、
こ
れ
を
討
死
と
言
い
た
い
。
彼
ら
の
死
で
、
歴
史
、
時
代
小
説
の

世
界
は
一
時
、
行
灯
の
火
が
消
え
た
よ
う
に
暗
く
な
っ
た
。

と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
藤
沢
周
平
の
死
は
、
国
民
的
な
作
家
、

と
く
に
時
代
小
説
の
分
野
で
の
時
代
が
終
わ
っ
た
と
誰
も
が
感
じ
た
こ
と
は

事
実
で
あ
る
。

山
本
周
五
郎
と
藤
沢
周
平
の
世
界

そ
う
し
た
反
省
の
上
に
立
っ
て
、
太
平
洋
戦
争
ま
っ
た
だ
中
、
東
京
の
上
空

に
も
毎
日
の
よ
う
に
Ｂ
羽
が
焼
夷
弾
を
落
し
に
や
っ
て
来
て
、
い
つ
死
ぬ
か
わ

か
ら
な
い
文
字
通
り
極
限
状
態
の
中
で
、
そ
の
最
後
の
締
括
り
と
し
て
周
五
郎

が
、
独
自
な
自
ら
の
世
界
を
、
生
命
を
懸
け
辛
苦
し
た
一
つ
の
証
が
、
こ
の
『
日

本
婦
道
記
』
シ
リ
ー
ズ
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
作
者
自
身
に
と
っ
て
も
愛
着
を
感

当
時
の
軍
国
主
義
的
風
潮
は
、
一
方
で
日
華
事
変
や
太
平
洋
戦
争
を
戦
い

抜
い
た
男
性
た
ち
の
物
語
と
し
て
、
例
え
ば
火
野
葦
平
『
麦
と
兵
隊
』
（
昭

皿
）
、
石
川
達
三
『
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
』
（
昭
四
）
と
か
、
丹
羽
文
雄
『
海

周
五
郎
が
戦
前
に
書
い
た
作
品
の
多
く
は
、
言
う
な
れ
ば
自
分
が
生
き
ん

が
た
め
、
ま
た
妻
子
を
養
う
た
め
、
求
め
ら
れ
る
ま
ま
遮
二
無
二
書
き
ま
く

っ
た
と
い
う
の
が
実
状
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
作
者
自
身
の
意
に
満
た
ぬ
作

品
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。
そ
う
し
た
未
熟
な
若
き
日
の
売
文
を
、
周
五
郎
自

身
常
に
恥
じ
続
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
木
村
久
邇
典
の
回
想
に
よ

っ
て
も
明
ら
か
だ
。

代
表
作
と
な
っ
た
『
日
本
婦
道
記
』
を
と
り
上
げ
見
て
み
た
い
。

じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

が
わ
ず
か
に
入
っ
た
。
あ
れ
も
私
が
わ
い
わ
い
言
っ
て
、
や
っ
と
復
活

さ
せ
た
も
の
で
、
先
生
は
「
み
ん
な
、
切
れ
」
と
言
わ
れ
た
ん
で
吏
屯
）

三
十
八
年
で
す
が
、
（
略
）
と
く
に
戦
前
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
「
こ
れ

だ
っ
て
収
録
し
て
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
「
こ
れ
も
い
い
じ
ゃ
な
い

で
す
か
」
と
言
っ
て
も
だ
め
な
ん
で
す
ね
。
全
部
「
み
ん
な
捨
て
ろ
」

「
み
ん
な
捨
て
ろ
」
っ
て
。
結
局
『
日
本
婦
道
記
』
と
『
紅
梅
月
毛
』

最
初
に
講
談
社
か
ら
『
山
本
周
五
郎
全
集
』
を
出
し
た
と
き
、
昭
和

五
九



戦
』
（
昭
Ⅳ
）
、
岩
田
豊
雄
『
海
軍
』
（
昭
Ⅳ
）
な
ど
、
国
策
に
便
乗
し
た
戦

争
文
芸
の
い
く
つ
か
の
作
品
に
華
々
し
く
登
場
し
、
そ
の
存
在
や
ら
苦
悩
や

ら
は
数
多
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
男
の
栄
光
を
「
柱
を
支
え
る
土
台

（
『
松
の
花
』
支
え
て
い
る
の
が
、
銃
後
を
守
る
多
く
の
婦
女
子
た
ち
の

溢
れ
ん
ば
か
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
同
時
に
真
の
意
味
で
の

戦
争
の
被
害
者
で
は
な
い
か
と
、
周
五
郎
は
疑
問
の
眼
を
む
け
そ
こ
に
ス
ポ

ッ
ト
を
当
て
た
の
で
あ
っ
た
。

時
節
柄
一
応
、
国
策
的
な
要
請
に
応
え
る
よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
と
り
な
が
ら

も
、
実
際
に
は
戦
争
と
か
平
和
と
か
に
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
、
彼
が
か

ね
て
か
ら
抱
い
て
い
た
女
性
観
を
盛
込
み
な
が
ら
、

石
の
よ
う
に
、
い
つ
も
蔭
に
隠
れ
て
終
る
こ
と
の
な
い
努
力
に
生
涯
を
捧
げ
」

の
あ
り
方
を
、
こ
の
『
日
本
婦
道
記
』
シ
リ
ー
ズ
の
中
に
示
そ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
に
描
か
れ
た
女
性
た
ち
は
、
社
会
制
度
の
押
し
つ
け

る
道
徳
に
対
し
て
、
身
を
正
し
く
処
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず

第
一
に
人
間
で
あ
る
こ
と
、
人
間
の
理
想
を
正
し
く
生
き
る
こ
と
を
自
ら
に

課
し
た
女
性
と
し
て
登
場
す
る
。

『
日
本
婦
道
記
』
第
一
作
目
『
松
の
花
』
で
は
、
息
を
ひ
き
と
っ
た
ば
か

り
の
妻
の
手
が
、
夜
具
の
外
に
こ
ぼ
れ
出
て
い
る
の
を
見
て
、
夫
で
あ
る
藤

右
衛
門
が
、
そ
れ
を
夜
具
の
中
へ
入
れ
て
や
ろ
う
と
し
た
時
に
、
そ
の
妻
の

親
族
を
一
挙
に
喪
い
、
母
と
二
人
で
父
親
を
た
ず
ね
て
上
京
し
た
時
、
伴
っ

て
く
れ
た
母
親
と
ぐ
の
手
の
感
触
が
終
生
忘
れ
ら
れ
ず
、
書
き
つ
け
た
も
の

手
が
ひ
ど
く
荒
れ
て
ざ
ら
ざ
ら
し
て
い
る
の
に
気
づ
く
場
面
が
あ
る
。
こ
れ

さ
と
む

は
周
五
郎
こ
と
清
水
一
二
十
六
が
四
歳
の
夏
、
山
津
波
で
祖
父
母
や
叔
父
な
ど

関
係
の
な
い
、
彼
が
か

理
想
と
す
る
日
本
女
性

房
た
ち
に
至
る
ま
で
底
知
れ
ぬ
程
の
深
い
嘆
き
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
知

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

木
綿
物
で
あ
り
、

さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
は
「
こ
の
婦
人
た
ち
を
忘
れ
て
は
百
千
の
烈
女
伝
も

意
味
が
な
い
、
ま
こ
と
の
節
婦
と
は
、
こ
の
人
々
を
こ
そ
さ
す
の
で
な
く
て

は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
藤
右
衛
門
の
眩
き
で
こ
の
『
松
の
花
』
と
い
う
作
品
は

ぎ
つ
ぎ
と
生
前
の
妻
の
慎
ま
し
い
節
約
を
旨
と
し
た
親
身
な
生
活
振
り
が
示

い
た
も
の
と
は
、
想
像
も
つ
か
な
い
質
素
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
「
そ
の

ほ
か
に
は
も
う
な
い
の
か
、
ま
っ
た
く
こ
れ
で
し
ま
い
な
の
か
」
と
息
子
に

な
か
ば
あ
き
れ
て
問
い
質
す
。
こ
の
よ
う
に
藤
右
衛
門
の
疑
問
の
前
に
、
つ

可
も
の
が
、

締
括
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
『
松
の
花
』
の
女
主
人
公
や
鈩
女
と
、
三
作
目
の
『
箭
竹
』
に
登
場

す
る
若
き
未
亡
人
の
か
炎
の
場
合
は
、
二
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
ば
か
り
の

り
、
藤
右
衛
門
は
驚
く
と
共
に
形
見
分
け
の
段
に
な
っ
て
、
残
さ
れ
て
い
た

幼
児
を
一
人
で
育
て
て
い
く
物
語
だ
が
、
こ
の
二
人
の
女
主
人
公
は
周
五
郎

の
母
親
と
◇
を
モ
デ
ル
に
し
て
書
い
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
通
し
て

貧
苦
の
中
に
そ
の
生
涯
を
終
え
た
母
親
へ
の
鎮
魂
の
意
味
を
こ
め
捧
げ
た
も

ク
イ
エ
ム
が
、
『
日
本
婦
道
記
」
二
十
八
番
目
の
作
品
『
二
十
三
年
』
で
あ
る
。

昭
和
二
十
年
に
入
っ
て
空
襲
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
西

五
郎
は
膵
臓
癌
の
た
め
回
復
の
望
み
は
な
い
と
医
師
か
ら
告
げ
ら
れ
、

の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
戦
時
下
の
物
資
不
足
が
票
っ
て
病
没
し
た
妻
に
対
す
る
こ
れ
ま
た
し

み
な
洗
い
清
め
ら
れ
て
こ
そ
あ
れ
、

こ
れ
が
紀
州
家
千
石
の
老
職
を
勤
め
る
妻
が
身
に
つ
け
て

ま
た
こ
の
妻
女
の
死
が
、

継
ぎ
の
あ
た
っ
た
着
古
し
た

六
○

家
士
一
同
、
し
も
べ
の
女

と
、
周

日
に
日



ま
す
か
」

来
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

た
い
そ
う
な
ご
上
達
で
す
、

そ
れ
で
お
ん
な
の
つ
と
め
は
果
さ
れ
た
と
思
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

私
が
芸
ご
と
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
変
え
た
の
は
、

に
か
他
の
稽
古
ご
と
を
お
は
じ
め
な
さ
る
の
で
す
ね
」
と
い
う
。

ま
し
い
進
歩
は
間
も
な
く
そ
の
奥
義
ゆ
る
し
允
可
を
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で

け
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
詠
草
の
成
績
も
め
き
め
き
と
あ
が
り
、

単
明
瞭
す
ぎ
て
却
っ
て
疑
念
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
事
実
読
者
が
こ
の
作
品
を
、

に
痩
せ
衰
え
て
い
く
病
妻
の
ぎ
共
い
を
励
ま
し
な
が
ら
、
原
稿
用
紙
と
ペ
ン
を

片
手
に
妻
を
防
空
壕
ま
で
背
負
っ
て
い
く
。
そ
の
時
背
に
感
じ
た
き
炎
い
の
あ

に
は
す
ぎ
た
く
ら
い
で
し
ょ
う
、
も
う
お
歌
は
こ
の
く
ら
い
に
し
て
、

う
か
と
思
わ
れ
る
面
も
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。

そ
は
ぜ
ひ
と
も
奥
を
き
わ
め
て
み
た
い
と
自
分
で
も
そ
う
思
い
、

る
妻
の
加
代
は
、
十
一
、

も
し
そ
う
と
っ
た
と
す
れ
ば
、

わ
か
り
易
い
作
品
で
あ
る
と
一
一
言
え
る
。
だ
が
、
た
っ
た
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
言

い
た
か
っ
た
が
為
に
、
こ
の
作
品
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
あ
ま
り
に
も
簡

を
あ
ず
か
る
妻
と
し
て
真
の
仕
事
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
と
い
う
姑
の
教
訓
話
と

た
た
か
み
を
思
い
出
し
な
が
ら
書
き
あ
げ
た
愛
の
物
語
な
の
で
あ
る
。

し
て
へ

加
賀
藩
前
田
家
に
仕
え
る
二
千
石
の
重
職
、
多
賀
直
輝
に
嫁
し
て
三
年
に
な

て
の
葛
藤
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
縁
談
の
あ
っ
た
当
初
後
添
い
に

『
梅
咲
き
ぬ
』
と
い
う
作
品
は
、
女
が
稽
古
事
に
打
ち
込
み
す
ぎ
る
と
、

表
面
上
は
作
者
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
実
に
は
っ
き
り
し
て
い
て

「
家
政
の
き
り
も
り
に
怠
り
が
な
く
、
良
人
に
仕
え
て
貞
節
な
れ
ば
、

山
本
周
五
郎
と
藤
沢
周
平
の
世
界

そ
の
加
代
に
姑
の
が
溺
女
は
、
「
わ
ず
か
な
あ
い
だ
に

■
白
０

℃

二
歳
の
頃
か
ら
新
古
今
調
の
和
歌
の
手
ほ
ど
き
を
受

こ
れ
だ
け
お
詠
め
に
な
れ
ば
も
う
女
の
た
し
な
み

作
者
周
五
郎
の
意
図
に
反
す
る
の
で
は
な
か
ろ

移
り
気
か
ら
だ
と
お
思
い
に
な
り

’
て
、
ま
た
な

「
加
代
さ
ん
、

、
こ
の
道
こ

彼
女
の
め
ざ

そ
れ
は

で
は
格
調
の
正
し
い
歌
は
詠
め
て
も
、
人
の
心
を
う
つ
美
し
い
歌
は
…
…
」

家

さ
さ
い
な
こ
と
に
も
す
ぐ
肩
肱
を
張
る
癖
が
つ
い
て
い
る
か
ら
で
す
。

考
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
ね
。

う
あ
る
か
を
知
る
の
で
す
。

聞
き
に
い
っ
た
と
こ
ろ
、

に
…
…
」
そ
し
て
姑
か
な

の
つ
と
め
」
と
は
そ
れ
は

あ
っ
て
、
「
よ
く
生
き
る
」

と
申
上
げ
た
が
、
そ
れ
は
独
り
身
を
と
お
そ
う
と
い
う
気
持
が
根
に
な
っ
て
、

め
て
世
の
中
と
い
う
も
の
が
わ
か
り
、
本
当
の
か
な
し
み
や
よ
ろ
こ
び
が
ど

そ
れ
だ
け
の
才
を
も
っ
て
お
い
で
な
の
だ
か
ら
そ
れ
も
結
構
で
し
ょ
う
…

ゆ
く
気
持
な
ど
些
か
も
な
か
っ
た
彼
女
が
、

た
子
を
、

間
に
七
歳
と
四
歳
に
な
る
子
供
の
あ
る
萩
原
直
弥
の
も
と
に
、

が
前
提
と
な
る
と
い
う
の
だ
。
つ
ま
り
あ
く
ま
で
も
「
よ
く
生
き
る
」
こ
と
を

周
五
郎
は
こ
の
作
品
で
一
番
の
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
『
桃
の
井
戸
」
（
琴
女
覚
書
）
と
い
う
作
品
で
は
、
先
妻
と
の

て
嫁
い
だ
若
い
琴
女
と
い
う
主
人
公
が
、

か
た
ち
の
上
の
こ
と
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
本
当
に
大
切
な
も
の
は
、
も
っ
と
ほ
か

の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
人
の
眼
に
も
見
え
ず
、
誰
に
も
気
づ
か
れ
ぬ
と
こ
ろ

に
…
…
」
そ
し
て
姑
が
類
女
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
そ
れ
は
心
で
す
」
「
お
ん
な

、
あ
な
た
は
歌
を
詠
ん
で
一

け
れ
ど
も
す
ぐ
れ
た
歌
を
詠
む
こ
と
と
、

ど
う
や
っ
て
分
け
隔
て
な
く
育
て
よ

と
は
そ
れ
は
つ
ま
り

「
あ
な
た
は
お
嫁
に
ゆ
か
な
い
お
つ
も
り
で
す
か

た
め
に
は
爽
や
か
に
回
転
す
る
家
庭
で
あ
る
こ
と

…
…
い
つ
ぞ
や
力
ん
だ
考
え
か
た
を
し
す
ぎ
る

お
ん
な
は
良
人
を
も
ち
子
供
を
生
ん
で
、

生
を
お
す
ご
す
お
考
え
か
も
知
れ
な
い
、

「
い
か
に
よ
く
生
き
る
か
」
と
い
う
こ
と
で

ま
ま
子
と
自
分
の
お
な
か
を
痛
め

長
橋
の
お
ぱ
あ
さ
ま
の
意
見
を

結
婚
す
る
こ
と
と
を
別
々
に

う
か
と
い
っ
た
、

、
先
妻
と
の

後
添
い
と
し

母
親
と
し

一
ハ
’ そ
れ

は
じ



誰
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
。

空
想
で
飾
り
、

も
な
く
結
婚
で
す
。

と
か
、

だ
。
こ
の
様
に
『
日
本
婦
道
記
』
全
編
を
貫
く
テ
ー
マ
は
、
「
夫
婦
」
と
は

何
か
、
「
人
間
」
と
は
何
か
、
「
愛
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
か
け
と
同

時
に
、
十
九
番
目
の
作
品
『
蜜
柑
畑
』
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
人
を
愛
す

る
と
い
う
こ
と
は
耐
え
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
人
間
は
信
じ
合
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
い
う
周
五
郎
な
り
の
観
念
的
な
命
題
を
、
あ
る
種
の
優
し
さ

た
に
自
分
が
き
ず
き
あ
げ
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。

ら
、

を
も
っ
て
読
む
者
に
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
も
殆
ん
ど
妻
の
ち
か
ら
に
依
っ
て
…
…
」
と
、
こ
こ
で
も
『
梅
咲
き
ぬ
』

に
結
婚
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
結
婚
か
ら
夢
の
実
現
が
は
じ
ま
る
の
で
す
。

い
な
が
ら
、

の
姑
と
同
様
、

こ
の

い
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
失
望
を
感
じ
ず
に
は
済
ま
な
い
の
で
す
。

と
い
っ
た
、
直
木
賞
作
家
、

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
日
本
婦
道
記
』
シ
リ
ー
ズ
が
「
婦
人
倶
楽
部
」
と
い
う

が
通
っ
て
い
て
好
き
な
作
品
な
の
だ
け
れ
ど
、

ま
と
い
う
人
が
し
や
し
や
り
出
て
来
て
一
説
ぶ
つ
た
め
、
結
局
他
の
作

品
と
同
じ
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
て
し
ま
い
、
非
常
に
借
し
ま
れ
論
←

む
す
め
た
ち
が
空
想
す
る
よ
う
な
美
し
さ
は
在
る
も
の
で
は
な
く
、

「
お
ん
な
に
は
誰
に
も
共
通
な
夢
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。

自
分
か
ら
な
か
な
か
そ
の
夢
が
棄
て
き
れ
な
い
。

『
日
本
婦
道
記
』
シ
リ
ー
ズ
の
中
で
、

お
ぱ
あ
さ
ま
が
お
琴
を
諭
す
く
だ
り
が
あ
る
。

ほ
ぐ
し
て
は
ま
た
も
っ
と
美
し
く
飾
り
あ
げ
る
。

む
す
め
で
い
る
う
ち
は
考
え
得
ら
れ
る
か
ぎ
り
美
し
い

こ
ん
な
こ

杉
本
章
子
の
よ
う
な
意
見
も
出
て
来
る
わ
け

と
が
実
現
さ
れ
る
筈
は
な
い
と
知
っ
て

夢
の
ゆ
き
つ
い
た
と
こ
ろ

登
場
人
物
に
一
番
血
肉

こ
の
長
橋
の
お
ば
あ
さ

そ
う
し
て
つ

そ
の
こ
と
が
よ
ほ
ど
気
が
か
り
だ
っ
た
の
と
、
ま
た
同
時
に
こ
の
作
品
に
そ
そ

そ
の
た
め
、

言
う
ま
で

お
そ
ら
く

な
ぜ
な

新

的
は
ず
れ
の
批
評
が
皆
無
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
周
五
郎
と
し
て
は
、

中
に
女
子
挺
身
隊
員
と
し
て
、
軍
需
生
産
現
場
へ
か
り
出
さ
れ
た
多
く
の
女
学

生
た
ち
に
も
愛
読
さ
れ
、
そ
の
愛
読
者
の
中
に
は
、
作
者
が
危
倶
し
た
よ
う
な

女
性
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。

い
だ
作
者
自
身
の
き
わ
め
て
強
い
愛
情
を
物
語
る
も
の
と
し
て
、

読
者
に
対
し
て
述
べ
た
言
葉
が
非
常
に
印
象
的
で
あ
る
。

と
き
ど
き
『
婦
道
記
』
に
つ
い
て
、
あ
れ
は
教
訓
で
、
女
だ
け
が
不

当
な
犠
牲
を
払
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
る
の
で
す
が
、
私

は
そ
れ
は
非
常
に
心
外
な
の
で
、
も
う
一
度
よ
く
読
み
直
し
て
頂
き
た

い
と
、
よ
く
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
れ
は
む
し
ろ
世
の
男
性
や
、
父
親
た

わ
れ
る
…
…
、

編
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
女
性
の
一
番
美
し
い
の
は
、
連
れ
そ

ち
に
読
ん
で
も
ら
お
う
と
思
っ
て
書
い
た
も
の
で
、

と
一
緒
に
な
っ
て
一
つ
の
苦
難
を
乗
り
切
っ
て
行
く
、
と
い
う
意
味
で
、

あ
れ
だ
け
の
一
連
の
小
説
を
書
い
た
の
で
あ
り
ま
萢

の
一
連
の
小
説
を
書
き
ま
し
た
。
日
本
の
女
性
は
し
と
や
か
で
大
変
お

と
な
し
く
、
夫
に
仕
え
、
親
に
仕
え
…
…
、
そ
れ
は
事
実
で
し
ょ
う
け

れ
ど
も
、
し
か
し
も
し
不
当
な
犠
牲
を
強
い
ら
れ
た
ら
、
日
本
女
性
だ

は
女
性
だ
け
が
特
別
に
不
当
な
犠
牲
を
払
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
は
一

は
そ
う
で
は
な
く
夫
も
苦
し
む
、
そ
の
夫
が
苦
し
む
と
同
時
に
妻
も
夫

っ
て
、

っ
て
い
る
夫
も
気

そ
ん
な
不
当
な
犠
牲
に
廿
ん
じ
て
い
る
筈
は
あ
り
ま
せ
ん
。

￣」
れ
が
日
本
の
女
性
の
特
徴
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
あ

が
つ
か
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
非
常
に
美
し
く
あ
ら

な
ぜ
な
ら
実
際
、
戦
争

小
説
自
体
の
中
で

次
の
よ
う
な

一
ハ
ー
ー
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し
た
最
初
の
妻
ざ
共
い
の
、
二
人
の
女
性
の
生
き
方
に
影
響
さ
れ
、
培
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
昭
和
十
七
年
か
ら

二
十
年
と
い
う
半
世
紀
以
上
も
前
、
し
か
も
戦
時
下
に
書
か
れ
た
こ
の
『
日

本
婦
道
記
』
と
い
う
作
品
に
登
場
し
て
く
る
女
た
ち
の
肖
像
が
、
人
間
と
し

た
る
行
動
に
出
た
の
で
あ
る
。

山
本
周
五
郎
を
し
て
、

受
賞
作
に
決
ま
っ
た
の
だ
が
、
「
名
誉
な
ど
ほ
し
が
ら
ず
、
自
分
な
り
の
筋

を
通
そ
う
と
す
る
強
情
さ
、
椙
介
不
屈
な
す
ね
蓬
で
知
ら
れ
た
曲
軒
こ
と

お
り
、
そ
の
周
五
郎
の
女
性
に
対
し
て
抱
く
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
、
前

述
し
た
如
く
生
み
の
母
親
と
ぐ
と
、
昭
和
五
年
に
結
婚
し
敗
戦
の
年
に
死
別

日
読
ん
で
も
、
な
お
色
あ
せ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
注
目
に
値
す
る
。

な
お
、
こ
の
『
日
本
婦
道
記
』
は
昭
和
十
八
年
上
期
の
第
十
七
回
直
木
賞

は
換
言
す
れ
ば
、

て
ご
く
自
然
に
生
き
て
い
る
女
性
た
ち
で
あ
る
が
故
に
、

ま
さ
に
こ
れ
が
『
日
本
婦
道
記
』
シ
リ
ー
ズ
全
編
に
通
じ
る
と
こ
ろ
の
主
題

で
あ
る
。
「
泰
平
」
の
世
に
も
、
「
戦
乱
」
の
時
代
に
も
、
女
性
の
生
き
方
を
、

つ
ま
り
婦
道
を
た
だ
す
こ
と
に
作
者
の
意
図
は
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
こ
と

周
五
郎
は
、
そ
の
後
も
『
樅
ノ
木
は
残
っ
た
』
（
昭
羽
～
虹
）
が
昭
和
三

自
分
と
し
て
は
ど
う
も
頂
戴
す
る
気
持
に
な
れ
ま
せ
ん
の
で
、
勝
手
な

が
ら
辞
退
さ
せ
て
貰
い
ま
し
た
。
こ
の
賞
の
目
的
は
な
に
も
知
り
ま
せ

ん
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
新
し
い
人
、
新
し
い
作
品
に
当
て
ら
れ
る
の
が

よ
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
気
が
し
ま
主
垈

「
こ
ん
ど
直
木
賞
に
擬
せ
ら
れ
た
そ
う
で
甚
だ
光
栄
で
あ
り
ま
す
が
、

山
本
周
五
郎
と
藤
沢
周
平
の
世
界

作
者
周
五
郎
の
女
性
に
対
し
て
抱
く
浪
漫
主
義
に
由
来
し
て

潔
く
自
分
の
方
か
ら
辞
退
す
る
と
い
っ
た
面
目
躍
如

か
れ
た
こ
の
『
日

像
が
、
人
間
と
し

世
紀
を
越
え
た
今

賞
も
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
好
意
に
そ
む
く
よ
う
で
す
が
、
つ

つ
し
ん
で
辞
退
い
た
し
ま
主
と
い
っ
て
、
生
涯
賞
と
名
の
つ
く
も
の
は
す

母
に
伴
わ
れ
て
東
京
に
出
て
来
て
以
来
、
故
郷
を
捨
て
一
度
も
郷
里
に
は
帰

っ
て
い
な
い
の
に
比
べ
る
と
、
周
平
の
場
合
は
、
作
家
に
な
っ
て
か
ら
も
故

郷
の
鶴
岡
市
に
何
度
も
取
材
に
い
っ
た
り
、
依
頼
が
あ
る
た
び
講
演
に
出
か

け
た
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
違
う
。

共
通
点
の
二
つ
目
は
、
周
五
郎
も
周
平
も
、
最
初
の
妻
に
は
幼
児
を
残
し

て
先
き
だ
た
れ
、
再
婚
し
た
相
手
に
め
ぐ
ま
れ
作
家
と
し
て
大
成
し
た
と
い

う
点
で
あ
る
。
周
五
郎
の
場
合
は
昭
和
五
年
十
一
月
、
彼
が
二
十
七
歳
の
と

つ
ぎ
に
、
山
本
周
五
郎
と
藤
沢
周
平
、
こ
の
二
人
の
共
通
点
と
、
こ
こ
が

大
き
く
違
う
と
い
う
面
で
少
し
見
て
み
た
い
。

二
人
の
共
通
点
の
ま
ず
一
点
目
は
、
周
五
郎
は
山
梨
県
北
都
留
郡
初
狩
村

（
現
大
月
市
）
の
出
身
で
、
周
平
は
山
形
県
東
田
川
郡
黄
金
村
（
現
鶴
岡
市
）

の
出
身
と
、
い
ず
れ
も
地
方
か
ら
東
京
へ
出
て
来
た
俗
に
い
う
お
の
ぽ
り
さ

十
四
年
度
毎
日
出
版
文
化
賞
に
、
更
に
は
『
青
べ
か
物
語
』
（
昭
亟
で
の

昭
和
三
十
六
年
度
文
芸
春
秋
読
者
賞
と
、
数
々
の
価
値
あ
る
賞
の
受
賞
対
象

と
な
り
な
が
ら
、
「
私
は
つ
れ
づ
ね
各
社
の
編
集
部
や
読
者
や
批
評
家
諸
氏

か
ら
、
過
分
な
賞
を
頂
い
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
い
か
な
る

ん
と
呼
ば
れ
る
地
方
出
身
者
で
あ
る
こ
と
だ
。
但
し
、
周
五
郎
が
四
歳
の
時
、

べ
て
辞
退
し
通
し
た
の
で
あ
る
。

三

一ハーーー



時
、
当
時
周
五
郎
の
住
ん
で
い
た
馬
込
村
の
家
の
筋
向
い
に
両
親
と
妹
の
四

人
で
住
ん
で
い
た
吉
村
ぎ
か
と
再
婚
す
る
。
彼
女
は
幼
い
頃
か
ら
根
津
や
本

き
に
、
宮
城
県
亘
理
町
出
身
の
土
生
き
典
い
一
一
十
一
歳
と
結
婚
。
そ
の
き
よ
、
、

で
あ
る
。

郷
金
助
町
で
成
長
し
た
、
ち
や
き
ち
ゃ
き
の
江
戸
っ
子
で
、
こ
の
き
ん
さ
ん

と
妹
を
モ
デ
ル
に
し
て
書
い
た
の
が
『
お
た
ふ
く
』
（
昭
泌
）
『
妹
の
縁
談
』

（
昭
躯
）
『
湯
治
』
（
昭
翌
と
つ
づ
く
い
わ
ゆ
る
『
お
た
ふ
く
物
語
』
シ

る
。
享
年
一
一
一
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
翌
二
十
一
年
一
月
、
周
五
郎
四
十
三
歳
の

事
の
た
め
肉
親
を
失
し
た
大
勢
の
罹
災
児
た
ち
の
面
倒
を
み
る
、
勝
気
で
し

か
も
母
性
ゆ
た
か
な
お
い
つ
を
坊
佛
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
る
で
魚
が
水

、

い
が
昭
和
一
一
十
年
五
月
に
、

（
昭
躯
）
『
湯
逢

リ
ー
ズ
で
あ
る
。

を
得
た
よ
う
に
、
戦
後
の
周
五
郎
が
「
下
町
も
の
」
で
、
め
ざ
ま
し
い
作
家

活
動
を
開
始
し
た
そ
の
裏
に
は
、
こ
の
ざ
〃
夫
人
の
蔭
の
力
が
如
何
に
大
き

て
あ
げ
た
点
で
は
、
『
柳
橋
物
語
』
の
中
で
、
み
な
し
子
の
幸
太
郎
を
自
分

の
子
と
し
て
育
て
る
お
せ
〃
や
、
『
ち
い
さ
こ
べ
』
（
昭
翌
の
中
で
、
火

か
つ
た
か
は
、
生
前
周
五
郎
自
身
が
「
ぼ
く
の
小
説
の
半
分
は
、
か
あ
さ
ん

の
お
か
げ
で
書
け
た
ん
だ
」
（
大
平
陽
平
「
周
五
郎
の
庶
民
性
二
と
夫
人

十
年
前
に
彼
が
教
職
に
つ
い
た
湯
田
川
中
学
校
で
、

に
述
懐
し
て
い
た
こ
と
で
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。

ス
の
教
え
子
だ
っ
た
、
鶴
岡
市
大
字
藤
沢
に
住
む
三
浦
悦
子
二
十
四
歳
と
結

婚
す
る
。
彼
の
藤
沢
周
平
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
、
妻
悦
子
の
出
身
地
か
ら

つ
け
た
も
の
で
、
周
平
の
周
も
夫
人
が
か
わ
い
が
っ
て
い
た
甥
っ
子
の
名
前

｜
方
、
藤
沢
周
平
は
昭
和
三
十
四
年
八
月
、
三
十
二
歳
の
時
、

ま
た
先
妻
が
残
し
た
幼
い
四
人
の
子
供
た
ち
を
立
派
に
青

四
人
の
幼
い
子
供
た
ち
を
残
し
て
こ
の
世
を
去

二
歳
の
時
、
ち
ょ
う
ど

最
初
に
担
任
し
た
ク
ラ

十
月
、
進
行
性
の
癌
の
た
め
二
十
八
歳
の
若
さ
で
死
去
。
昭
和
四
十
四
年
一

月
、
周
平
四
十
二
歳
の
と
き
、
江
戸
川
区
小
岩
に
住
む
高
沢
和
子
と
再
婚
す

る
。
そ
の
時
の
彼
の
心
情
は
、
自
叙
伝
『
半
生
の
記
』
（
平
６
）
に
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
四
十
四
年
一
月
に
、
私
は
現
在
の
妻
高
沢
和
子
と
再
婚
し
た
。

す
べ
て
を
わ
き
ま
え
順
境
に
あ
っ
て
も
苦
境
に
あ
っ
て
も
、
し
な
や
か
に
暹

し
く
、
そ
し
て
黙
々
と
生
き
て
い
る
、
そ
ん
な
女
が
や
は
り
一
番
い
い
女
な

描
く
こ
と
が
出
来
た
わ
け
だ
。

し
く
、
そ
し
て
黙
々
‐

の
で
あ
る
と
い
っ
た
、

に
、
藤
沢
作
品
に
登
場
す
る
多
く
の
女
性
の
中
で
も
特
に
『
遠
ざ
か
る
声
』

（
平
２
）
の
お
蛍
ざ
を
筆
頭
に
、
女
は
若
さ
や
見
か
け
の
美
し
さ
で
は
な
い
、

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
彼
女
は
死
ん
だ
先
妻
の
こ
と
も
、
血
の
繋
が
ら
な

い
娘
の
こ
と
も
苦
に
せ
ず
、
ま
と
め
て
面
倒
を
み
る
ふ
う
が
あ
っ
た
。

和
子
は
私
の
家
の
状
況
を
見
さ
だ
め
る
と
、
右
に
老
母
左
に
娘
の
手
を

ひ
い
て
銭
湯
に
連
れ
て
行
き
、
車
を
呼
ん
で
病
院
に
連
れ
て
行
く
こ
と

か
ら
は
じ
め
た
。

そ
し
て
藤
沢
周
平
の
場
合
も
、
そ
ん
な
下
町
育
ち
の
和
子
夫
人
を
モ
デ
ル

懲
し
て
い
た
。

私
は
そ
の
こ
ろ
病
弱
な
老
母
と
幼
稚
園
に
通
う
娘
を
か
か
え
て
疲
労
困

彼
女
の
本
性
は
生
ま
じ
め
で
人
の
面
倒
見
が
よ
く
、

じ
で
も
あ
っ
た
。
（
略
）

下
町
育
ち
で
、

愛
妻
悦
子
は
三
十
八
年
二
月
に
長
女
を
出
産
し
た
が
、

再
婚
は
倒
れ
る
寸
前
に
木
に
し
が
み
つ
い
た
と
い
う
感

飾
ら
な
い
卒
直
な
物
言
い
を
す
る
女
だ
っ
た
。

気
の
い
い
裏
店
の
お
か
み
さ
ん
連
中
を
生
き
い
き
と

Ｉ

和
子
は
官
吏
の
娘
だ
が
東
京
の
下
町
生
ま
れ

思
い
や
り
が
深
い

そ
の
年
の

六

四
〆￣、

略
、－〆



点
で
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
が
最
大
の
共
通
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
呼
び

名
は
同
じ
「
下
町
も
の
」
あ
る
い
は
「
市
井
小
説
」
で
あ
っ
て
も
、
周
五
郎

と
周
平
の
小
説
作
法
の
あ
い
だ
に
は
、
か
な
り
の
開
き
が
あ
る
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。

「
ど
ん
な
人
間
だ
っ
て
一
人
で
生
き
る
も
ん
じ
ゃ
あ
な
い
、
わ
た
し

た
ち
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
さ
ぶ
ち
ゃ
ん
や
、
お
の
ぷ
さ
ん
、
お
す
え
ち
ゃ

ん
の
こ
と
を
忘
れ
ち
ゃ
あ
だ
め
だ
、
お
ま
え
さ
ん
は
決
し
て
一
人
ぼ
っ

ち
じ
ゃ
あ
な
か
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
先
も
、
｜
人
ぽ
っ
ち
に
な
る
こ
と

な
ん
か
あ
決
し
て
な
い
ん
だ
か
ら
ね
（
略
）
生
れ
つ
き
の
能
を
持
っ
て

い
る
人
間
で
も
、
自
分
一
人
だ
け
じ
ゃ
あ
な
ん
に
も
で
き
や
し
な
い
。

能
の
あ
る
一
人
の
人
間
が
、
そ
の
能
を
生
か
す
た
め
に
は
、
能
の
な
い

幾
十
人
と
い
う
人
間
が
、
眼
に
見
え
な
い
力
を
か
し
て
い
る
ん
だ
よ
、

こ
こ
を
よ
く
考
え
て
お
く
れ
、
栄
さ
ん
」

（
『
さ
ぶ
』
十
三
の
五
）

名
作
『
さ
ぷ
』
（
昭
犯
）
に
は
、
人
足
寄
場
を
ま
も
る
こ
と
こ
そ
自
分
の

使
命
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
お
ち
い
り
、
自
分
ひ
と
り
で
困
難
に
立
ち

向
か
お
う
と
す
る
栄
二
に
、
作
者
は
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
与
平
爺
さ
ん

に
こ
う
語
ら
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
周
五
郎
の
場
合
、
こ
の
よ
う
に
作
中
に

強
く
、
登
場
人
物
の
ロ
を
借
り
た
り
、
と
き
に
は
作
者
自
身
が
膝
を
の
り
出

し
て
で
も
、
人
生
の
真
実
に
つ
い
て
講
釈
し
た
り
説
教
し
た
り
と
、
読
者
に

定
し
て
、

く
市
井
も
の
を
、

人
間
観
、

共
通
点
の
三
つ
目
、
そ
れ
は
前
述
し
た
如
く
、
舞
台
を
江
戸
の
下
町
に
設

名
も
な
い
町
家
の
男
と
女
の
人
生
の
さ
さ
や
か
な
出
来
ご
と
を
描

人
生
論
と
い
っ
た
自
分
の
信
念
を
盛
る
こ
と
を
殊
更
好
む
傾
向
が

山
本
周
五
郎
と
藤
沢
周
平
の
世
界

多
く
手
が
け
た
両
者
の
作
風
が
非
常
に
似
て
い
る
と
い
う

堅
苦
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
場
面
に
出
喰
す
こ
と
が
た
び
た
び
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
人
間
の
優
し
さ
と
哀
れ
さ
、
生
き
る
こ
と
の
つ
ら
さ
や
心
躍
り
、

作
品
に
は
、

弁
を
霧
し
て
説
き
聞
か
せ
る
も
の
で
は
な
い
ｌ
と
い
う
の
が
億
条
の
鬮
平

し
さ
は
全
然
な
く
、
実
に
さ
ら
っ
と
し
た
爽
や
か
さ
で
、
読
者
は
元
気
づ
け

ら
れ
、
心
が
癒
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
辺
の
こ
と
を
、
中
野
孝
次
が
秋
山

駿
と
の
対
談
の
中
で
、

藤
沢
周
平
の
時
代
小
説
を
わ
た
し
が
好
ん
で
読
む
の
は
、
な
に
か
ひ

そ
れ
ら
は
精
妙
な
描
写
を
通
じ
て
読
者
に
伝
え
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

勿
論
内
容
的
に
は
全
然
違
う
が
、
構
成
上
ま
た
代
表
作
の
一
つ
と
い
う
点
で
、

舞
台
も
し
く
は
背
景
と
し
て
物
語
が
運
ば
れ
、
そ
の
橋
を
継
ぎ
手
と
し
て
、
互

描
い
た
『
橋
も
の
が
た
り
』
（
昭
矼
）
で
あ
る
。
全
編
に
共
通
し
た
主
人
公
こ

■

そ
い
な
い
が
、
い
ず
れ
も
隅
田
川
を
は
じ
め
大
小
の
川
や
掘
割
に
か
か
る
橋
を

と
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
藤
沢
周
平
の
そ
う
し
た
市
井
小
説

作
法
が
完
壁
な
ま
で
に
生
か
さ
れ
た
の
が
、
橋
に
ま
つ
わ
る
＋
の
切
な
い
恋
を

い
に
独
立
し
た
恋
物
語
が
し
っ
か
り
と
つ
な
ぎ
あ
わ
さ
れ
て
い
く
あ
た
り
は
、

誰
だ
っ
て
古
き
日
本
の
真
相
な
ん
て
知
る
わ
け
も
な
い
が
、

い
た
時
代
、
人
間
「
修
行
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
ば
が
生
き
て
い
た
時

代
を
よ
び
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
転
一

の
描
く
世
界
に
入
る
と
ど
こ
か
こ
う
い
う
の
が
昔
の
日
本
、
昔
の
日
本

人
か
、
と
い
う
郷
愁
に
近
い
感
情
、
要
す
る
に
辛
抱
と
か
忍
耐
と
か
、

思
い
や
り
、
慎
み
、
差
じ
ら
い
。
そ
う
い
う
日
本
人
の
美
徳
が
生
き
て

ど
く
懐
し
い
世
界
に
帰
っ
た
よ
う
な
安
ら
ぎ
を
覚
え
る
か
ら
で
す
よ
。

そ
う
し
た
作
者
の
考
え
を
読
者
に
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
堅
苦

藤
沢
周
平

六
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で
（
略
）
ま
こ
と
に
す
が
す
が
し
い
廿
さ
。
読
み
終
え
て
し
ば
ら
く
は
、
人
を

信
じ
て
み
よ
う
と
い
う
気
持
に
な
」
る
名
作
で
あ
る
。

周
五
郎
の
『
日
本
婦
道
記
』
に
匹
敵
し
、
し
か
も
好
対
轤
な
作
品
で
あ
る
．
新
表
参
照
ｌ

潮
文
庫
『
橋
も
の
が
た
り
』
の
「
解
説
」
で
、
弁
上
ひ
さ
し
が
書
い
て
い
る
よ
二
人
の
そ

雲
フ
に

藤
沢
周
平
の
場
合
は
、
昭
和
四
十
六
年
の
第
三
十
八
回
「
オ
ー
ル
読
物
」

入
賞
を
皮
切
り
に
、
四
十
八
年
に
は
第
六
十
九
回
直
木
賃
、
平
成
元
年
」

ぱ
、
周
五
郎
の
か
た
く
な
な
ま
で
の
賞
嫌
い
と
い
う
か
拒
絶
症
と
は
反
対
に
、

し
て
も
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
独
自
性
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
独
自
性
だ
と
い
え

ば
い
い
ん
だ
。
そ
こ
が
山
本
周
五
郎
を
超
え
た
点
塗
と
指
摘
す
る
鷲
田
小

褒
章
も
受
章
し
て
い
る
。
ま
た
昭
和
六
十
年
か
ら
は
直
木
賞
、

彌
太
の
意
見
に
も
納
得
が
ゆ
く
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
こ
が
二
人
の
大
き
く
違
う
と
い
う
点
を
一
つ
上
げ
る
と
す
れ

第
三
十
七
回
菊
池
寛
賞
を
そ
れ
ぞ
れ
受
賞
し
て
い
て
、

ら
は
山
本
周
五
郎
賞
の
選
考
委
員
に
も
就
任
す
る
な
ど
、

れ
の
作
品
も
、
内
容
的
に
大
別
し
て
み
る
と
、
周
平
の
場
合
は
七
つ
、
周
五

郎
の
場
合
は
九
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
そ
う
だ
．
Ｉ
別

い
に
貢
献
し
た
点
で
違
い
は
顕
著
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
た

周
五
郎
、
周
平
の
一

「
梅
雨
ど
き
の
土
曜
の
午
後
の
ひ
と
と
き
を
過
ご
す
の
に
は
も
っ
て
こ
い

お
わ
り
に

「
藤
沢
作
品
の
モ
デ
ル
は
全
部
山
本
周
五
郎
の
コ
ピ
ー
だ
と

一
人
と
も
短
編
も
含
め
れ
ば
膨
大
な
数
に
な
る
そ
れ
ぞ

「
オ
ー
ル
読
物
」
新

賞
、
平
成
元
年
に
は

平
成
七
年
に
は
紫
綬

賞
、
六
十
三
年
か

新
人
発
掘
に
も
大

【参考） 別表 二
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
中
か
ら
、
私
の
お
気
に
入
り
作
品
ベ
ス
ト
フ

ァ
イ
ブ
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
周
五
郎
で
は
『
さ
ぶ
』
『
落
葉
の
隣
り
』
『
赤

藤沢周平山本周五郎 ジャンル

『城中の霜』『松風の門』など’武家もの ｜『暗殺の年輪』『上意改まる』など

『樅ﾉ木は残った』『正雪記』など’史伝もの ｜『一茶』『濫車墨河を渡る』など
『鱗下級武士の恋を 雲Ｕ

『燕』『女は同じ物語』など
描いた青春ものｌ『麦屋町昼下がり』など

甲
、
■

、

｢橋ものがたりjＵ､おたふく物語」
町もの・市井もの下

'１１本所しぐれ町物語』など『落葉の隣り」など

職人人情ものｌ『思い違い』『醗り雨」など【さぶ』「ちゃん」など

￣
『ほたる放生』

岡場所もの
『つゆのひいま』など

『蝉しぐれ｣『三屋清左衛門残日録」
男と男の友情もの

『用心棒日月抄』 シリーズなど

一一｢しじみ河岸」『玉孵の椿』など１－種推理小説ふう

一一三一
『獄医立花登手控え』シリーズ

平捕物帳の世界周
『彫刻師伊之助捕物覚え』シリーズ

￣
１Fその木戸を通って」その木戸を通って

一種不思議小説
『屏風はたたまれた』など 一

ハ
ー
ハ

￣
『虚空漏歴」 宗教的傾斜を７丁弓

|iおごそかな渇き」など｜感じさせるもの‐二ｈコ



ひ
げ
診
療
諌
』
『
日
本
婦
道
記
』
『
樅
ノ
木
は
残
っ
た
』
で
あ
り
、
周
平
で

は
『
蝉
し
ぐ
れ
』
『
橋
も
の
が
た
り
』
『
用
心
棒
日
月
抄
』
『
三
屋
清
左
衛
門

残
日
録
』
『
海
鳴
り
』
と
、
い
っ
た
と
こ
ろ
に
な
ろ
う
か
。

注（
１
）
「
周
五
郎
さ
ん
の
こ
と
」
藤
沢
周
平
『
周
平
独
言
』
中
公
文
庫
（
一
九

（
７
）
『
毎
日
新
聞
』
（
昭
三
十
四
年
十
一
月
一
一
一
日
付
）

（
８
）
秋
山
酸
・
中
野
孝
次
対
談
『
美
し
い
日
本
の
人
間
』
を
書
い
た
人
」
『
藤

沢
周
平
の
す
べ
て
』
文
春
文
庫
（
二
○
○
｜
年
二
月
）

（
９
）
鷲
田
小
彌
太
・
広
瀬
誠
対
談
「
藤
沢
周
平
と
時
代
小
説
の
可
能
性
」
Ｐ

（
９
）
鷲
田
小
彌

Ｈ
Ｐ
研
究
所

￣、

６
ﾐーザ

（
４
）
「
お
便
り
右

十
五
年
五
月
）

（
５
）
奥
野
健
男

（
３
）
杉
本
章
子
、

（
２
）
木
村
久
邇
典
・
縄
田
一
男
対
談
「
山
本
周
五
郎
・
人
と
作
品
」
『
別
冊

歴
史
読
本
」
新
人
物
往
来
社
二
九
九
八
年
四
月
）

冊
歴
史
読
本
』
新
人
物
往
来
社
二
九
九
八
年
四
月
）

）
「
お
便
り
有
難
う
」
山
本
周
五
郎
『
小
説
の
効
用
』
新
潮
文
庫
（
昭
三

八
四
年
九
月
）

「
直
木
三
十
五
賞
辞
退
の
こ
と
」
『
文
芸
春
秋
』
（
昭
十
八
年
九
月
）

山
本
周
五
郎
と
藤
沢
周
平
の
世
界

『
山
本
周
五
郎
』
創
樹
社
（
昭
五
十
二
年
八
月
）

二
九
九
七
年
）

宮
部
み
ゆ
き
対
談
「
周
五
郎
の
魅
力
は
短
編
に
あ
り
」

（
た
な
く
。
た
だ
し
本
学
非
常
勤
講
師
） 急
別
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