
「
百
景
」

か
ら

./'..... 

一
語
り
な
お
さ
れ
る

〈
東
京
〉

「八
景
」

ー
ー
ー
太
宰
治

『東
京
八
景
』

試
論

は
じ
め
に

東
京
と
い
う
街
は
、
地
方
か
ら
上
京
し
て
き
た
若
者
た
ち
の
目
に
、

一
体
ど
の
よ
う
な
姿
で
映
る
の
だ
ろ
う
か
。
東
京
地
図
の
「
赤
、
緑
、

黄
の
美
し
い
絵
模
様
」

|

|
太
宰
治
『
東
京
八
景
』
(
「
文
学
界
」

四
一
年
・
一
)
で
、
こ
の
よ
う
に
カ
ラ
フ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら
れ

は
、
現
代
に
お
い
て
も
ま
た
、
色
鮮
や
か
な
都
市
と
し

て
私
た
ち
の
目
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
上
京
当
初
「
奇

た
〈
東
京
〉

蹟
を
見
る
や
う
な
気
さ
へ
し
た
」
と
い
う
作
中
の

「私」

lま

い
ま

で
は
そ
こ
に
住
む
人
々
の
「
生
活
の
姿
ば
か
り
が
恩
は
れ
る
」
と
い

ぅ
。
「
恋
と
は
。
」
「
美
し
き
事
を
夢
み
て
、
積
き
業
を
す
る
も
の
ぞ
。
」

i
ー
ー
こ
の

「東
京
と
は
直
接
に
何
の
縁
も
無
い
言
葉
で
あ
る
」
と
い

杉
江

泰
樹

う
シ

ュ
ビ
ン
『
埋
木
』
(
森
鴎
外
訳
)
の

一
節
こ
そ
、
「
私
」
に
と
っ
て

の

〈東
京
〉
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
表
と
裏
、
光
と
影
と
い
っ

た
二
面
性
を
持
つ
存
在
と
し
て
の

〈東
京
〉
が
、
『
東
京
八
景
』
に
お
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九

い
て
語
ら
れ
て
ゆ
く
の
だ
。

し
か
し
、
作
中
の
語
り
手
「
私
」

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

は
、
必
ず
し
も
太
宰
治
そ
の
人

一
人
称
回
想
小
説
の
形
式
で
書
か
れ
、
私

小
説
の
仮
装
を
施
さ
れ
た
こ
の
作
品
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
場
合
で

太
宰
治
の
生
活
資
料
と
し
て
の
価
値
に
重
き
が
置
か
れ
て
き
た
。
近

年
で
は
安
藤
宏
の
論
を
は
じ
め
と
し
て
、
『
東
京
八
景
』
を

一
つ
の
〈
物

語
〉
と
し
て
再
評
価
し
よ
う
と
い
う
試
み
も
な
さ
れ
、
さ
す
が
に
以

前
の
よ
う
な
資
料
的
価
値
の
み
に
目
が
向
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は

な
く
な
っ
た
が
、
未
だ
研
究
状
況
は
十
分
だ
と
は
い
え
な
い
の
が
現



状
だ
ろ
う
。
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
と
い
え
る
『
東
京
八
景
』
を
〈
物

語
〉
と
し
て
再
評
価
す
る
と
い
う
流
れ
を
く
み
な
が
ら
、
〈
東
京
〉
と

い
う
場
所
が
太
宗
治
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
得
た
の
か

と
い
う
問
題
を
さ
ら
に
深
く
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

土
門
し
皆
」

5

==凶
4
1
t

・刀

「
私
」
を
「
太
宰
」
だ
と
解
釈
す
る
た
め
の
仕
掛
け
が
あ

ち
こ
ち
に
施
さ
れ
、
自
身
も
「
そ
れ
ま
で
の
東
京
生
活
を
い
つ
は
ら

ず
に
書
い
て
発
表
し
た」

真
実
の

(『
十
五
年
間
』
)
と
い
う
よ
う
に
、

み
が
語
ら
れ
て
い
る
風
に
見
せ
か
け
ら
れ
た
『
東
京
八
景
』

が
、
実
際
に
は
多
く
虚
構
化
が
な
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

で
あ
る

ま
た
、
作

中
で
目
指
さ
れ
た
「
八
景
」

の
選
定
と
は
関
係
の
な
い

「私」

の
独

白
も
多
く
書
か
れ
て
お
り
、
『
東
京
八
景
』
で
語
ら
れ
る
〈
東
京
〉
は
、

太
宰
治
に
よ
っ
て
怒
意
的
に
諮
り
な
お
さ
れ
た

〈
東
京
〉

で
あ
る
と

い
え
る
。
で
は
、

〈東
京
〉
は
ど
の
よ
う
に
語
り
な
お
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
か
。

先
述
の
よ
う
に
、
『
東
京
八
景
』
で
は
語
り
手
「
私
」
が

「
太
宰

治
」
そ
の
人
で
あ
る
と
読
者
に
理
解
さ
せ
る
た
め
の
仕
掛
け
が
多
く

施
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
作
中
に
は
太
宰
の
第

一
著
作
集
「
晩
年
」

ゃ
、
「
晩
年
」
内
の
短
編
『
思
ひ
出
』
と
い
っ
た
自
身
の
作
品
の
固
有

名
を
登
場
さ
せ
、
〈
語
り
手
「
私
」

H

太
宰
治
〉
と
い
う
構
図
が
読
者

に
対
し
て
明
確
に
意
識
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
以
上
、
「
私
」
と
作
者
「
太

宰
治
」

そ
の
こ
つ
が
焦
点
を
結
ん
で
、

lま

の
区
別
を
し
な
が
ら
も
、

じ
め
て
『
東
京
八
景
』
と
い
う

一
篇
が
成
り
立
つ
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

そ
の
構
図
が
用
意
さ
れ
た
意
図
を
探
っ
て
い
く

そ
し
て
、

こ
と
が

こ
の

一
篇
を
再
一
評
価
す
る
上
で
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
『
東
京
八
景
』
を
再
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
、

今
回
は
あ
え
て
作
中
に
描
か
れ
た

〈
太
宰
治
〉
像
に
も
自
を
向
け
て

い
き
た
い
。
以
上
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
た
上
で
、
作
者
太
宰
治
に

よ
っ
て
い
か
に

つ
ま
り
〈
東
京
の
中
の
太

〈
東
京
の
中
の

「私」〉、

宰
〉
が
描
か
れ
て
い
っ
た
か
、

そ
し
て
そ
の
先
に
何
が
作
り
上
げ
ら
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れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
論
の
白
的
で
あ
る
。

ま
た
、

『
東
京
八
景
』
は
、
い
わ
ゆ
る
太
宰
治
の
〈
中
期
〉
が
問
題
に

さ
れ
る
際
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
言
及
さ
れ
る
作
品
で
も
あ
る
。

一
般
的
に

〈明
る
い
〉
作
風
と
さ
れ
る
太
宰
中
期
文
学
の
中
で
、
『
東

京
八
景
』
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
得
る
か
、
転
換
点
に
な
り
得

た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
本
作
と
同
様
に
〈
風
且
与
を
扱
つ

た
『
富
獄
百
景
』
(
「
文
体
」

一
九
三
九・

二
'
三
)
と
比
較
し
、
検
討

し
た
い
。



「百
景
」
と
「
八
景
」

『
富
獄
百
景
』
と
『
東
京
八
景
』
は
、
と
も
に
〈
風
景
〉
を
扱
つ

た
作
品
で
あ
る
。
「
百
景
」
と
「
八
景
」
と
い
う
、
タ
イ
ト
ル
的
に
も

似
た
二
作
品
で
あ
る
が
、

ど
ち
ら
も
固
に
映
っ
た

〈
風
景
〉

と
い
v

つ

も
の
を
写
生
的
に
描
き
出
し
た
小
説
で
は
な
い
。

〈
風
景
〉

は
常
に

「私」

の
心
象
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
介
し
て
選
択
的
に
語
ら
れ
て

い
る
。
〈
語
ら
れ
た
風
景
〉
が
あ
る
以
上
、
〈
語
ら
れ
な
か
っ
た
風
景
〉

と
い
う
も
の
も
同
時
に
存
在
し
て
い
る
。
『
富
獄
百
景
』
は
、
東
京
で

惨
憎
た
る
デ
カ
ダ
ン
ス
を
送
っ
て
い
た
「
私
」
が

「
思
ひ
を
あ
ら
た

に
す
る
覚
悟
」

で
山
梨
県
御
坂
峠
へ
と
旅
立
ち
、
見
合
い

・
結
婚
を

へ
と
向
か
う
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
が
、
な
ぜ

経
て

〈
再
生
〉

つ
ま
り
御
坂
峠

逗
留
以
前
に
あ
っ
た
は
ず
の
〈
東
京
生
活
〉
は
暗
示
さ
れ
る
程
度
で
、

「思
ひ
を
あ
ら
た
に
す
る

必
要
が
あ
っ
た
の
か

作
中
で
語
ら
れ
る
箇
所
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

は
そ
の
物
語
内
容
か
ら
、

そ
し
て
『
富
獄
百
景
』

つ
ね
に
〈
明
る
い
〉
中
期
作
品
の
メ
ル
ク

マ
ー
ル
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
ぜ
、
『
富
獄
百
景
』

に
お
い
て
〈
東
京
〉
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
も
し
く
は
、
語
れ

な
か
っ
た
の
か
。

一
方
、
『
東
京
八
景
』
に
お
い
て
は
『
富
巌
百
景
』

直
前
に
あ
っ
た
は
ず
の

〈
東
京
〉

へ
一
気
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
。

タ
イ
ト
ル
の
類
似
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
二
作
品
を
比
較
し
て

み
る
こ
と
は
非
常
に
有
用
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
〈
風
景
も
の
〉
と
も
い
え
る
両
作
品
は
、
作
品
構
造
的
に

も
よ
く
似
て
い
る
。
『
富
獄
百
景
』
も
『
東
京
八
景
』
と
同
様
に
〈
風

景
〉
の
改
変
、
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
、
語
り
手
「
私
」
も
「
太
宰
治
」

だ
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
仕
掛
け
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

ス
キ 当
ヤ時
ンの
ダ読
ラ者
スげ

なは

毛2
叶ゆ
メ
E る
J3芥
エマ ) 11 

み璽
つ T

た件
はや
寸-"し、

で中
-，未
私遂

13 
太の

宰
」
と
い
う
構
図
で
物
語
を
読
み
進
め
る
読
者
は
、
作
中
で
は
語
ら
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れ
な
い
〈
東
京
生
活
〉
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
に
違
い
な
い
。
太
宰
が
『
富

で
は
な
か
っ

獄
百
景
』
に
お
い
て
語
ろ
う
と
し
た
こ
と
は

〈
東
京
〉

た
ー
ー
少
な
く
と
も
、
『
富
綴
百
景
』
で
は
意
図
的
に
〈
東
京
〉
は
避

け
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
甲
府
で
の
新
婚
生
活
を
終
え
、

三
鷹
に
戻
る
と
約
一
年
後

に
「
い
つ
か
ゆ
っ
く
り
、
骨
折
っ
て
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
ゐ
た
」

「
誰
に
も
煽
び
ず
に
書
き
た
か
っ
た
」
と
い
う
『
東
京
八
景
』
が
書

か
れ
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。

「
八
景
」

の
選
定
が
目
指
さ
れ
た
『
東
京
八
景
』
に
対
し
、
『
富



獄
百
景
』
は
風
景
の
選
定
で
は
な
く
、
作
品
の
大
半
を
「
私
」

の
宮
田

士
に
対
す
る
随
感
の
吐
露
が
占
め
て
い
る
。
「
私
」
は
富
士
に
対
し
手

厳
し
い
評
価
を
し
続
け
る
。
代
表
的
な
も
の
を

一
例
と
し
て
以
下
に

引
用
す
る
。

風
呂
屋
の
ベ
ン
キ
函
だ
。
芝
居
の
章
一
回
割
だ
。

ど
う
に
も
注
文
ど

ほ
り
の
景
色
で
、
私
は
、
恥
づ
か
し
く
て
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
作
中
の
ほ
と
ん
ど
の
場
面
に
お
い
て
、
官
闘
士
は
「
俗
」

な
ど
の
言
葉
で
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
〈
東
京
〉
と
い
う

文
脈
で
富
士
が
語
ら
れ
る
と
き

そ
れ
は
別
の
も
の
と
な
る
。

東
京
の
、

ア
パ
ー
ト
の
窓
か
ら
見
る
富
士
は

く
る
し
い
。
冬

-r

」
十
」
匹
、

は
っ
き
り
、

よ
く
見
え
る
。

小
さ
い
、
真
白
い
三
角
が
、

地
平
線
に
ち
ょ
こ
ん
と
出
て
ゐ
て

そ
れ
が
富
士
だ
。

こ
れ
は
作
中
で
唯

〈
東
京
〉
が
直
接
的
に
語
ら
れ
る
場
面
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
、
富
士
が

〈
良
い
/
悪
い
〉
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は

な
く
、
「
く
る
し
い
」
と
い
う
実
感
を
伴
う
も
の
と
し
て
見
つ
め
ら
れ

て
い
る
。
『
富
獄
百
景
』
で
、

〈
東
京
〉

は
こ
れ
以
上
訪
問
ら
れ
な
か
っ

た
。
な
ぜ
語
ら
れ
な
か
っ
た
か
は
、

見
合
い
、
結
婚
直
後
で
あ
っ
た

こ
と
、
媒
酌
人
を
務
め
た
井
伏
鱒
二
へ
の
配
慮
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

「
誰
に
も
煽
び
ず
に
書
き
た
か
っ
た
」
と
い
う

〈
東
京
〉
は
、『
富
JM孤

百
景
』
時
点
で
は
諮
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

語
れ
な
か
っ
た
〈
東
京
〉
を
語
っ
た
の
が
『
東
京
八
景
』
で
あ
り
、

こ
の

一
篇
は
『
富
獄
百
景
』
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
〈
明
る
い
作
風
〉
と
さ
れ
る
中
期
文
学
、
そ
の
メ
ル
ク
マ

l

ル
と
さ
れ
た
『
富
獄
百
景
』
か
ら
『
東
京
八
景
』

に
至
る
ま
で
の

〈風

景
も
の
〉

の
系
譜
で
、
太
宰
治
が

〈
何
を
物
語
ろ
う
と
し
た
か
〉

考
え
る
こ
と
で
従
来
的
な
〈
中
期
〉
観
へ
の
新
た
な
視
点
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

語
り
な
お
さ
れ
る
〈
東
京
〉

『
東
京
八
景
』
で
は

「
青
春
へ
の
訣
別
の
辞
」
と
し
て
の

大
な
記
念
碑
」
と
な
る
べ
き
小
説
執
筆
の
た
め
に
「
昭
和
一
五
年
、

七
月
三
日
」
、
「
伊
豆
の
南
、
温
泉
が
湧
き
出
て
ゐ
る
と
い
う
だ
け
で
、

他
に
は
何

一
っ
と
る
と
こ
ろ
の
無
い

つ
ま
ら
ぬ
山
村
」
を
訪
れ
た を
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「
私
」
が
、
十
年
間
の
〈
東
京
生
活
〉
を
回
想
し
、
そ
の
中
か
ら
「
八

景
」
を
選
出
す
る
こ
と
が
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
作
品
の

最
後
に
は

「
旅
立
っ
て
か
ら
、
も
う
十
日
も
経
つ
け
れ
ど
、
ま
だ

あ
の
温
泉
宿
に
居
る
や
う
で
あ
る
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
を

ど
う
読
む
か
に
よ
っ
て
、
〈
物
語
〉
の
内
容
は
大
き
く
変
わ
る
だ
ろ
う
。

目
的
で
あ
る
「
八
景
」
選
定
が
成
功
し
た
か
ど
う
か
、
と

つ
ま
り
、

い
う
問
題
の
答
え
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

し
か
し
、
成
否
と
は

無
関
係
に
『
東
京
八
景
』
の
一
篇
は
発
表
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め

〈
物
語
レ
ベ
ル
〉
と

〈
作
品
レ
ベ
ル
〉

の

二
つ
の
レ
イ
ヤ
ー
の
区

〈
何
を
語
ろ
う
と
し
た
か
〉

別
を

一
応
は
意
識
し
な
が
ら
、
作
者
が

を
見
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
作
中
で
語
ら
れ
る
主
な
場
所
を
、

時
系
列
に
沿
っ
て
簡
単
に
整
理
し
て
み
る
。

① 

【
伊
豆
の
旅
舘
}
|
「
い
た
づ
ら
に
悦
惚
と
不
安
の
複
雑
な
溜

息
を
も
ら
し
て
狭
い
部
屋
の
中
を
、
う
ろ
う
ろ
歩
き
廻
っ
て
ゐ

る
場
合
で
は
無
い
。
」

② 

【
戸
塚
}
|

「
純
粋
な
政
治
家
」

の
時
代
。
上
京
し
東
京
帝
大

に
入
学
す
る
。

兄
が
死
ぬ
。
「
日
陰
の
仕
事
」

に
従
事
し
、
「
銀

座
裏
の
パ
ア
の
女
」
と
の
心
中
未
遂
を
経
験
す
る
。

③ 

{
五
反
田
一
ー
「
阿
呆
の
時
代
で
あ
る
。
私
は
完
全
に
、
無
意

志
で
あ
っ
た
。
再
出
発
の
希
望
は
、
み
ぢ
ん
も
な
か
っ
た
。」「
遊

民
の
虚
無
。
」
「
H
」
と
の
生
活
が
始
ま
る
。

④ 

【
神
間
・
同
朋
町
/
和
泉
町
、
淀
橋
・
柏
木
】
「
な
ん
の
語

る
べ
き
事
も
な
い
。
」
「
老
人
で
あ
る
。
」

⑤ 

{
日
本
橋
・
八
丁
堀
】
|
「
ど
う
に
か
な
ら
う
と
い
ふ
無
能
な

思
念
で
、
自
分
の
不
安
を
誤
魔
化
し
て
ゐ
た
。
」
「
H
」
へ
失
望

し
、
「
日
陰
の
仕
事
」

の
件
で
自
首
を
す
る
。

⑥ 

{
芝
区

・
白
金
三
光
町
}
「
生
き
て
行
く
張
合
ひ
が
全
然
、

一
つ
も
な
か
っ
た
。
」
『
晩
年
』
諸
作
品
を
書
き
始
め
る
。
「
永
遠

」
デ
モ
ン

に
お
い
で
お
い
で
の
、
あ
の
懇
魔
に
私
は
そ
ろ
そ
ろ
食
は
れ
か
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け
て
ゐ
た
。
」

⑦ 

♂
ア
モ
ン

{
杉
並
区
・
天
沼
】
Blot'

「
あ
の
悪
魔
に
、
骨
の
髄
ま
で
食
ひ
尽

さ
れ
て
ゐ
た
。
」
「
半
ば
は
、

い
い
加
減
で
あ
っ
た
。
」
『
晩
年
』

を
書
き
上
げ
る
。
「
十
四
篇
だ
け
を
選
び
出
し
、
あ
と
の
作
品
は
、

書
き
損
じ
の
原
稿
と
共
に
焼
き
捨
て
た
。
」

③ 

【
船
橋
}
|
「
身
勝
手
に
、
命
を
い
ぢ
く
り
廻
し
て
ば
か
り
ゐ

る
。
」
「
日
本
一
の
随
劣
な
青
年
に
な
っ
て
ゐ
た
。
」
脳
病
院
に
入

院
さ
せ
ら
れ
る
。



⑨ 

【
天
沼
】

B
iol
--i

「
こ
の
後
ど
う
し
て
い
い
か
、
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
」

心
中
未
遂
。
離
別
。

「

H
」

の
不
貞
、

⑮ 

【
甲
州
↓
一一
一鷹】

「
い
ま
は

一
個
の
原
稿
生
活
者
で
あ
る
。
」

結
婚
し
、
家
族
を
も
っ
。
「
明
る
い

一
景
」

に
出
会
う
。

⑪ 

【
伊
豆
の
旅
館
】

l

「旅
立
っ
て
か
ら
、
も
う
十
日
も
経
つ
け

れ
ど
、
ま
だ
、

あ
の
温
泉
宿
に
居
る
や
う
で
あ
る
。
」

以
上
の
①
か
ら
⑪
の
場
面
に
よ
っ
て
『
東
京
八
景
』
は
成
り
立
っ

て
い
る
。
②
か
ら
⑨
ま
で
が

〈東
京
生
活
〉
と
し
て
回
想
さ
れ
、
「
訣

別
」
し
よ
う
と
し
た

「青
春
」
と
は
こ
の

〈東
京
生
活
〉
に
他
な
ら

な
い
。「
私
の
東
京
市
の
生
活
は
、
荻
窪
の
下
宿
か
ら
、
か
ぱ
ん
一
つ

持
っ
て
甲
州
に
出
か
け
た
時
に
、
も
う
中
断
さ
れ
て
し
ま
っ
て
ゐ
た
」

と
い
い
、
『
富
獄
百
長
』
で
語
ら
れ
な
か
っ
た

〈東
京
〉
と
ぴ
っ
た
り

重
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「私
」
が
生
活
し
た
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
、

そ
れ
ぞ
れ

〈
物
誌
叩
〉
が
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
共
通
す
る
の
は
そ
れ

ら
ほ
と
ん
ど
が

「H
」
と
の
生
活
を
描
い
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
作
中
で

「
私
」
が

「

H
」

に
つ
い
て
言
及
す
る
箇
所
は
非
常

に
多
く
、
②
か
ら
⑨
ま
で
の
〈
東
京
生
活
〉
は
、
〈
「
H
」
と
の
生
活
〉

に
他
な
ら
な
い
。

作
家
論
的
情
報
を
示
す
な
ら
ば
、
『
東
京
八
景
』
の
舞
台
と
な
っ

た

い
わ
ゆ
る

「
晩
年
」
出
版
前
後
の
時
代
、
太
宰
は
詩
人
・
評
論

家
で
あ
っ
た
山
岸
外
史
と
深
い
交
友
を
結
び
、
文
学
談
義
か
ら
墨
東

行
ま
で
、
非
常
に
密
な
時
間
を
過
ご
し
た
。
太
宰
は
外
史
を
「
兄
」

と
慕
い
、
多
方
面
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
書
簡
等
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
が
、
外
史
が
『
人
間
太
宰
治
』
(
一
九
六
二

・
一
O
筑
摩

書
房
)

で
回
想
し
た
よ
う
な
出
来
事
は
、
『
東
京
八
景
』
で
は

一
切
諾

ら
れ
な
い
。
実
際
に
は
多
く
の
人
々
と
の
関
わ
り
の
上
に
あ
っ
た
は

ず
の
太
宰
に
と
っ
て
の

〈東
京
〉

〈H
と
の
生
活
〉
と
し

は
、
全
て

て
諮
り
な
お
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
『
東
京
八
景
』
は

「私
」
が

を
誇
っ
た
物
語
だ
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
物
語
の
主
人
公
は
「
H
」
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H 

そ
の
人
で
は
な
い
。
語
ら
れ
る
の
は
「
私
」

「

H
」

の
自
を
通
し
た

で
あ
り
、
常
に
「
H
」
と
い
う
存
在
に
囚
わ
れ

固
執
し
、
絶
望
の

深
淵

へ
と
落
ち
て
い
く
「
私
」
の
姿
で
あ
る
。
「
私
」
が
い
か
に

「
H
」

に
よ
っ
て
苦
し
ん
で
き
た
か
ー
ー
ー
そ
の

〈
因
わ
れ
〉
こ
そ
が

〈東
京

八
景
〉

と
い
う
物
語
の
中
心
を
買
い
て
い
る
。

作
中
で
は
、
舞
台
を
変
え
な
が
ら
「
H
」
と
の
生
活
が
語
ら
れ
て

い
く
。
①
伊
豆
の
旅
館
で
の
場
面
は
、
直
接
的
に
〈
H
〉
な
い
し
〈
東

京〉

が
語
ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
旅
館
の

一
室
は

「私」



「
三
年
ま
へ
に
、
私
が
借
り
て
ゐ
た
荻
窪
の
下
宿
屋
の

一
室
」
を
想

起
さ
せ
る
。
こ
の

「
荻
窪
の
下
宿
屋
」

は
『
富
出
掛
百
景
』
に
お
い
て

苦
し
さ
の
実
感
を
伴
い
語
ら
れ
た

「
東
京
の

ア
パ

ー
ト
の
窓
か
ら

見
る
富
士
」

の
描
写
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
が
、

こ
の
こ
と
か
ら
も
「
百
景
」

か
ら
「
八
景
」

へ
と
続
く
こ
の
時
期
、

太
宰
が
常
に
〈
東
京
〉

と
い
う
存
在
に
意
識
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
よ
う
。
②
戸
塚
で
の
生
活
か
ら
「
H
」
は
語
ら
れ
る
。
上
京

し
て
き
た

「
私
」
が
初
め
て
住
ん
だ
場
所
で
あ
り
、
東
京
帝
大
仏
文

科
へ
入
学
し
、
「
日
陰
の
仕
事
」

に
も
協
力
す
る
。
「私」

は
田
舎
か

ら
「
H
」
を
東
京
に
呼
ぶ
が
、

そ
の
件
で
兄
も
ま
た
東
京
へ
や
っ
て

/
¥
λ
ν

。

は
自
身
を

「急
激
に
変
化
し
て
ゐ
る
弟
の
兇

こ
こ
で

「私」

悪
な
態
度
」
「
騎
慢
の
弟
」
だ
と
語
る

一
方
で
、
「
H
」
の
こ
と
は
「
始

終
ぼ
ん
や
り
し
て
ゐ
た
」
「
ひ
ど
く
安
心
し
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
ら
し
か

っ
た
」
「
無
智
な
自
信
で
ぐ
っ
た
り
し
て
ゐ
る
」
と
し
、
そ
れ
が
「
不

平
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
H
」
の
態
度
に
絶
望
し
た
「
私
」

lま

「
れ
い
の
仕
事
の
手
助
け
」

に
奔
走
す
る
の
だ
が
、
自
分
の
力
の

限
界
に
気
付
き
「
二
重
に
絶
望
」
す
る
。

そ
し
て

「
私
」
を
好
い
た

「
銀
座
裏
の
パ
ア
の
女
」
と
の
心
中
を
計
画
す
る
の
だ
。
「
私
」
は
そ

の
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
語
る
。

H
は
、
自
分
ひ
と
り
の
幸
福
の
事
し
か
考
へ
て
ゐ
な
い
。

お
ま

へ
だ
け
が
、
女
ぢ
や
無
い
ん
だ
。
お
ま
へ
は
、
私
の
苦
し
み
を
知

っ
て
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
、

か
う
い
ふ
報
い
を
受
け
る
の
だ
。
ざ

ま
を
見
ろ
。
私
に
は
、
す
べ
て
の
肉
親
と
離
れ
て
し
ま
っ
た
事
が

H
と
の
事
で
母
に
も
、
兄
に
も
、
叔
母

一
ば
ん
、

つ
ら
か
っ
た
。

に
も
、
呆
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
ふ
自
覚
が
、
私
の
投
身
の
最

も
直
接
的
な
一
因
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
苦
悩
を
抱
え
る
「
私
」
と
、
呑
気
な
「
H
」
と
が
対
眠
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的
に
語
ら
れ
て
お
り
、
自
殺
の
要
因
も
す
べ
て

「

H
」

へ
転
嫁
さ
れ

て
い
る
。

「
私
」
は
そ
の
後
五
反
田
へ
引
っ
越
す
が
、
こ
こ
で
も
〈
「
私
」
を

「
H
」
〉
と
い
う
構
造
は
そ
の
ま
ま
で
、

士
山
」
で
「
遊
民
の
虚
無
」
を
生
き
る
「
私
」
に
対
し
、
「
の
ん
き
な
顔
」

理
解
し
な
い

「
完
全
に
無
意

を
し
て
や
っ
て
き
た

「

H
」

は
「
甲
斐
甲
斐
し
く
立
ち
働
い
た
」
と

い
う
。
こ
の
構
造
は
神
田
へ
転
居
し
た
後
も
変
わ
ら
ず
、
「
無
気
力
極

ま
る
」
生
活
を
送
る
「
私
」
に
対
し
「
H
」
は
「
快
活
」

で
あ
っ
た
。

「
私
」
に
と
っ
て

「

H
」

斗
h

晶、

つ
ね
に
〈
非
理
解
者
〉
と
し
て
諮
ら



れ
る
の
だ
。
日
本
橋
・
八
丁
堀
の
頃
、
「
H
」
が
処
女
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
を
知
り
、
二
者
の
聞
の
組
断
は
ピ
ー
ク
に
達
す
る
。
「
H
」

に
絶
望
し
た
「
私
」

は
、
自
首
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

私
は
そ
の
日
ま
で

H
を
、
謂
は
ぱ
掌
中
の
玉
の
や
う
に
大
事
に

し
て
、
誇
っ
て
い
た
の
だ
と
い
ふ
こ
と
に
気
付
い
た
。

こ
い
つ
の

為
に
生
き
て
ゐ
た
の
だ
。
私
は
女
を
、

無
垢
の
ま
ま
で
救
っ
た
と

ば
か
り
思
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

日
の
言
ふ
ま
ま
を
、
勇
者
の
如

く
単
純
に
合
点
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
友
人
達
に
も
、
私
は
、

れ
を
誇
っ
て
諮
っ
て
ゐ
た
。
(
中
略
)
私
は
、
た
だ
、
残
念
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

い
や
に
な
っ
た
。
自
分
の
生
活
の
姿
を
、

可
古
+」匹、

3
1
 

梶
棒
で
粉
砕
し
た
く
思
っ
た
。
要
す
る
に
、
や
り
切
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
自
首
し
て
出
た
。

こ
こ
で
も
ま
た
、

〈「
H
」

「
私
」
が

の
せ
い
〉

に
し
て
行
動
す
る

描
か
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
責
任
が
全
て

「

H
」

に
押
し
付
け
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
後
、
「
日
」
の
不
貞
を
知
り
、
も
は
や
「
H
」
に
対
す
る
信

頼
を
ほ
と
ん
ど
失
っ
て
し
ま
っ
た

「
私
」
が
見
つ
め
る
先
に
あ
る
の

は
、
自
殺
の
み
で
あ
る
。

「

H
」

「
こ
い
つ

に
対
す
る
失
望
に
よ
り
、

の
為
だ
け
に
生
き
て
」
き
た

「私」

は
、
ひ
た
す
ら
自
殺
へ
と
駆
り

立
て
ら
れ
る
。

も
う
今
は
、
誰
の
役
に
も
立
た
ぬ
。
唯
一
の

H
に
も
、
他
人
の

手
垢
が
付
い
て
ゐ
た
。
も
う
生
き
て
行
く
張
合
ひ
が
全
然
、

Jコ

も
無
か
っ
た
。
ば
か
な
、
滅
亡
の
民
の

一
人
と
し
て
、

死
ん
で
行

か
う
と
い
う
覚
悟
を

き
め
て
ゐ
た
。

そ

し
か
し
心
中
は
ま
た
も
失
敗
に
終
わ
り

そ
の
後
離
縁
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
こ
ま
で
、
「
東
京
八
景
」
中
で
「

H
」
が
ど
の
よ
う
に
「
私
」
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に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
き
た
か
を
見
て
き
た
が
、
そ
こ
か
ら
、

「私
」
の

行
動
が
常
に
「
H
」
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
私
」
が
つ
ね
に
「
H
」

の
強
い
影
響
下
に
そ
の
行
動
を
決
定
さ
せ
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か

る
。「
私
」
は
「
H
」
と
い
う
存
在
に
囚
わ
れ
た
弱
者
と
し
て
描
か
れ

心
中
未
遂
も
自
首
も
、
太
宰
治
が
全
て

て
い
る
。

「

H
」

し
か
し
、

の
モ

J

ア
ル
、

小
山
初
代
の
影
響
に
よ
っ
て
と
っ
た
行
動
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。

例
え
ば、

左
翼
運
動
か
ら
の
自
首
は
、
実
際
に
は
兄
た

ち
の
要
請
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。〈
「
H
」
と
の
東
京
生
活
〉
は
、

太
宰
に
よ
っ
て
周
到
な
ま
で
に
語
り
な
お
さ
れ
て
い
る
の
だ
。



作
中
で
「
私
」

は
常
に
何
か
苦
悩
を
抱
え
、
孤
独
で
あ
り
、

そ
し

て
信
頼
は
裏
切
ら
れ
、
傷
つ
く
。
自
分
の
誠
実
さ
は
誰
に
も
理
解
さ

れ
ず
、
う
ま
く
死
ぬ
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
中
で
も
「
遺
書
」

称
し
て
、
身
を
や
っ
し
な
が
ら
も
〈
東
京
〉

に
身
を
置
き

小
説
を

書
き
続
け
る
。
虚
構
と
デ
フ
ォ
ル
メ
に
よ
っ
て

〈
東
京
〉
を
語
り
な

お
し
、
こ
と
さ
ら
に
悲
劇
性
を
強
調
す
る
こ
と
で

「
私
」
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
苦
悩
の
作
家
〉

と
し
て
の

〈
東
京
生
活
〉
の
回
想
が
終
わ
る
と
、
「
S
さ
ん
」
と
の
出
来
事
、

そ
し
て
終
末
部
の

「
妹
」
と
そ
の
夫
の
出
征
の
場
面
、
が
語
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
、
現
在
の
二
つ
の
風
景
は

「私
」
に
よ
っ
て

「
明
る
い

一
景
」
と
し
て
日
記
憶
さ
れ
、
「
自
分
の
作
品
の
構
想
も
、
い
ま
や
十
分

に
弓
を
、
満
月
の
如
く
き
り
り
と
引
き
し
ぼ
っ
た
や
う
な
気
」
が
し

て
、
い
さ
ん
で
伊
豆
に
旅
立
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
旅
立
っ
て

か
ら
、
も
う
十
日
も
経
つ
け
れ
ど
、
ま
だ
、
あ
の
温
泉
宿
に
居
る
や

う
で
あ
る
。
何
を
し
て
ゐ
る
事
や
ら
。
」
と
、
作
品
の
最
後
で
「
八
景
」

選
定
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
、
『
東
京
八
景
』
は
「
小

説
の
書
け
な
い
小
説
家
」

の
物
語
と
し
て
幕
を
下
ろ
す
の
で
あ
る
。

〈
東
京
〉
と
い
う
場
所
に
目
を
向
け
た
も
の
の
、
そ
の
中
か
ら
「
八

景
」
の
み
を
選
択
す
る
こ
と
は
結
局
、
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
過
去

と
青
春
を
清
算
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
「
何
を
し
て
ゐ
る
事
や
ら
。
」

と
い
う

一
文
に
よ
っ
て
脱
化
さ
れ
、

そ
の
あ
る
意
味
で
の

〈
失
敗
〉

と

に
よ
っ
て

「私」

に
と
っ
て

〈
東
京
〉

と
い
う
街
の
も
つ
意
味
の
大

き
さ
が
逆
説
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

そ
も
そ
も
「
私
の

東
京
市
の
生
活
は
、
荻
窪
の
下
宿
か
ら
、

か
ぱ
ん
一
つ
持
っ
て
甲
州

に
出
か
け
た
時
に
、
も
う
中
断
さ
れ
て
し
ま
っ
て
ゐ
た
」
と
語
る
「
私
」

に
と
っ
て
、
結
婚
後
の
三
鷹
在
住
時
は

〈
東
京
生
活
〉

で
は
な
い
は

ず
で
あ
る
。
「
八
景
」
に
は
、
そ
れ
以
前
、

つ
ま
り
『
富
獄
百
景
』
で

語
ら
れ
な
か
っ
た
〈
東
京
〉
が
選
ば
れ
る
べ
き
だ
っ
た
。
し
か
し
「
東

京
八
景
」
と
い
う
小
説
は
頓
挫
し
た
の
だ
。
「
東
京
八
景
」
が
書
け
な
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ミ
っ
こ
、

よ

μ
〆

-
f
'

と
い
う
こ
と
を
語
っ
た
作
品
が
『
東
京
八
景
』
な
の
で
あ

る
。「
人
間
の
プ
ラ
イ
ド
の
究
極
の
立
脚
点
は
、
あ
れ
に
も
、
こ
れ
に

も
、
死
ぬ
ほ
ど
苦
し
ん
だ
事
が
あ
り
ま
す
、

と
言
ひ
切
れ
る
自
覚
」

-
1
1

『
東
京
八
景
』
と
い
う
作
品
の
ね
ら
い
は
、
〈
苦
悩
の
作
家
〉
と

し
て
の

「
太
宰
治
」

イ
メ
ー
ジ
の
確
立
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
『
富
獄
百
景
』
か
ら
『
東
京
八
景
』
に
い
た
る
〈
風
景
も

の
〉
の
二
篇
は
、
〈
再
出
発
〉
や
〈
青
春
へ
の
訣
別
〉
の
仮
装
が
施
さ

れ
た
、
〈
苦
悩
の
作
家
〉
と
し
て
の
「
原
稿
生
活
者
」
宣
言
な
の
で
あ

る
。
「
私
」
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
生
活
者
〈
津
島
修
治
〉
か
ら



切
り
離
さ
れ
、
苦
悩
す
る
作
家
〈
太
宰
治
〉

と
し
て
、
確
固
た
る
も

の
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
。

こ
の

〈
苦
悩
の
作
家
〉
と
い
う

そ
し
て
、

イ
メ
ー
ジ
は
、

〈
東
京
〉

と
共
に
晩
年
の
『
斜
陽
』
や
『
人
間
失
格
』

に
至
る
ま
で
、
太
宰
に
よ
っ
て
こ
の
後
、
描
か
れ
続
け
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

揺
れ
動
く
「
芸
術
」
言
説

1

1
「
芸
術
は
、
私
で
あ
る
。
」

『
富
獄
百
景
』
で
は

「
私
」
が
以
下
の
よ
う
に
芸
術

文
学
観

の
悩
み
を
告
白
す
る
箇
所
が
あ
る
。

く
る
し
い
の
で
あ
る
。
仕
事
が
、
|
|
純
粋
に
運
筆
す
る
こ
と
の
、

そ
の
苦
し
さ
よ
り
も
、

い
や
、
運
筆
は
か
へ
っ
て
私
の
楽
し
み
で

さ
へ
あ
る
の
だ
が
、

そ
の
こ
と
で
は
な
く
、
私
の
世
界
観
、
芸
術

と
い
ふ
も
の
、
あ
す
の
文
学
と
い
ふ
も
の

謂
は
ば
、
新
し
さ
と

い
ふ
も
の
、
私
は
そ
れ
ら
に
就
い
て
、
未
だ
愚
図
愚
図
、
思
ひ
悩

み
、
誇
張
で
は
な
し
に
、
身
悶
え
し
て
ゐ
た
。

一
方
、
『
東
京
八
景
』
に
お
い
て
は
、

以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

こ
こ
は
東
京
市
外
で
は
あ
る
が
、
す
ぐ
近
く
の
井
の
頭
公
園
も

東
京
名
所
の

一
つ
に
数
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
此
の
武
蔵
野

の
夕
陽
を
東
京
八
景
の
中
に
加
入
さ
せ
た
っ
て
、
差
支
へ
無
い
。

あ
と
七
景
を
決
定
し
よ
う
と
、
私
は
自
分
の
、
胸
の
中
の
ア
ル
パ

ム
を
繰
っ
て
み
た
。
併
し
こ
の
場
合
、
芸
術
に
な
る
の
は
、
東
京

の
風
景
で
な
か
っ
た
。

風
景
の
中
の
私
で
あ
っ
た
。
芸
術
が
私
を

欺
い
た
の
か
。
私
が
芸
術
を
欺
い
た
の
か
。
結
論
。
芸
術
は
、

私

で
あ
る
。
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『
富
獄
百
景
』
に
お
い
て

「
思
ひ
悩
み
、
誇
張
で
は
な
し
に
、
身

悶
え
し
て
ゐ
た
」
は
ず
の
芸
術
観
は
、
『
東
京
八
景
』
に
お
い
て
は
「
芸

術
は
、
私
で
あ
る
」

と
、
自
分
と
〈
芸
術
〉
が

一
体
の
も
の
と
し
て

語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
自
分
自
身
が
「
東
京
名
所
」
と
化
す
な
ど
、

困
難
だ
っ
た
は
ず
の
も
の
を
内
在
化
し
よ
う
と
す
る
記
述
が
『
東
京

八
景
』
に
は
多
く
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、

「八
景
」
選
定
と
い
う

作
品
に
掲
げ
ら
れ
た
目
標
と
は
か
け
離
れ
た

「私」

の
述
懐
で
あ
る

カ5

こ
れ
ら
は

一
体
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
太
宰
治
作
品
の

「
芸
術
」
言
説
を
分
析
し
、
『
東
京
八
景
』
中
の
「
芸
術
」
言
説
と
比



べ
て
み
た
い
。

太
宰
治
作
品
に
お
い
て
、
「
芸
術
」
ま
た
は

と
い
う

「
芸
術
家
」

ワ
ー
ド
が
使
用
さ
れ
る
頻
度
は
非
常
に
高
い
。
「
東
京
八
景
」
以
前
で

あ
れ
ば
、
『
思
ひ
出
』
(
一
九
三
一ニ
・
四
'
)
、
『
猿
商
冠
者
』
(
一
九
三
四

・

七
)
、
『
逆
行
』
(
一
九
三
五

・
二
)
、
『
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
』
(
一
九
三

四・

一
O
)
、
『
ロ
マ
ネ
ス
ク
』
(
一
九
三
四
・

二

)
、
『
陰
火
』
(
一
九
三

六
-四)、

『
道
化
の
華
』
(
一
九
三
五

・
五
)
、
『
虚
構
の
春
』
(
一
九
三
六

・

七
)
、
「
ダ
ス

・
ゲ
マ
イ
ネ
』
(
一
九
三
五

・
一
O
)、
『
も
の
思
ふ
葦
』
(
一

九
三
五

・
二

)
、
『
碧
眼
托
鉢
』
(
一
九
三
六

・
こ
『
走
ラ
ヌ
名
馬
』
(
一

九
三
六

・
七
)
、『
二
十
世
紀
旗
手
』
(
一
九
三
七

・
二
、『
H
U
M
A
N

L
O
S
T
』
(
一
九
三
七
・
四
)
、
『
姥
捨
』
(
一
九
三
八

・九)、

コ
思
獄
百

景
』
(
一
九
三
九

・
二
)
、
『
慨
惰
の
歌
留
多
』
(
一
九
三
九
・
四
)
、
『
花
燭
』

(
一
九
三
九
・
五
)
、
『
八
十
八
夜
』
(
一
九
三
九

・八)、

『
畜
犬
談
』
(
一

九
三
九
・
八
)
、
『
鴎
』
(
一
九
四
0
・
二
、
『
兄
た
ち
』
(
一
九
四
0
・
こ
、

『
春
の
盗
賊
』
(
一
九
四
0
・
一
)
、
『
老
ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
』
(
一
九
四

0
・
一
ニ
)
、
『
善
蔵
を
思
ふ
』
(
一
九
四
0
・
四
)
、
『
女
の
決
闘
』
(
一
九
四

。
'
六
)
、
『
乞
食
学
生
』
(
一
九
四
0
・
七
・
=
己
、
『
ア
、
秋
』
(
一

九
三
九

・
八
)
、
『
一
燈
』
(
一
九
四
0
・
二
な
ど
で
、
初
期
か
ら
中
期

に
か
け
て
か
な
り
の
割
合
で
、
作
中
に
「
芸
術
」

の
諾
が
あ
ら
わ
れ

る
言
及
に
深
浅
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
「
芸
術
」
と
い
う
語
が
、
太
宰

に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

(
特
に
『
女
の
決
闘
』
に
お
い
て
は
、
「
芸
術
」
と
い
う
誇
が
数
多
く
登
場
す

る
。
こ
の
作
品
の
直
後
に
『
東
京
八
景
』
は
番
か
れ
て
い
る
。
)
で
は
、
ど

の
よ
う
な
文
脈
で

「
芸
術
」

の
語
は
使
用
さ
れ
て
き
た
の
か
。
一
言
及

の
深
度
が
高
い
も
の
を
以
下
に
挙
げ
る
。

『道
化
の
華
』
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僕
は
市
場
の
芸
術
家
で
あ
る
。
芸
術
品
で
は
な
い
。

-
『
逆
行
』

芸
術
の
美
は
所
詮
、
市
民
へ
の
奉
仕
の
美
で
あ
る
。

『
鴎
』け

れ
ど
も
、
芸
術
に
於
い
て
は
、
ち
が
ふ
の
だ
。
歯
が
、
ぼ
ろ



ぼ
ろ
に
欠
け
、
背
中
は
曲
り
、
ぜ
ん
そ
く
に
苦
し
み
な
が
ら
も
、

小
暗
い
露
地
で
、

一
生
懸
命
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
奏
し
て
ゐ
る

の
見
る
か
げ
も
な
い
老
爺
の
辻
音
楽
師
を
、
諸
君
は
、
笑
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ら
う
か
。
私
は
、
自
身
を
、

そ
れ
に
近
い
と
思
つ

て
ゐ
る
。
社
会
的
に
は
、

も
う
最
初
か
ら
私
は
敗
残
し
て
ゐ
る
の

そ
れ
を
一
言
ふ
の
も
亦
、
実
に
、
て

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
芸
術
。

れ
く
さ
く
て

か
な
わ
ぬ
の
だ
が
、
私
は
痴
の

一
念
で

そ
い
つ

を
究
明
し
ゃ
う
と
思
ふ
。
男
子

一
生
の
業
と
し
て
、

足
り
る
、

私
は
思
っ
て
ゐ
る
。
辻
音
楽
師
に
は
、
辻
音
楽
師
の
王
国
が
在
る

の
だ
。
(
中
絡
)

私
は

芸
術
家
と
い
ふ
、

い
ま
は
人
で
は
無
い
。

一
種
奇
妙
な

動
物
で
あ
る
。

-『
富
獄
百
景
』

く
る
し
い
の
で
あ
る
。
仕
事
が
、

i
l純
粋
に
運
筆
す
る
こ
と
の
、

そ
の
苦
し
さ
よ
り
も
、

し、

や

運
筆
は
か
へ
っ
て
私
の
楽
し
み
で

さ
へ
あ
る
の
だ
が
、

そ
の
こ
と
で
は
な
く

私
の
世
界
観
、
芸
術

と
い
ふ
も
の

あ
す
の
文
学
と
い
ふ
も
の
、
謂
は
ば
、
新
し
さ
と

い
ふ
も
の
、
私
は
そ
れ
ら
に
就
い
て
、
未
だ
愚
図
愚
図
、
思
ひ
悩

力、

み
、
誇
張
で
は
な
し
に
、
身
悶
え
し
て
ゐ
た
。

-
『
畜
犬
談
』

「
(
略
)
芸
術
家
は
、
も
と
も
と
弱
い
者
の
味
方
だ
っ
た
は
ず
な

ん
だ
」
私
は
、
途
中
で
考
へ
て
き
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
言
っ
て
み

と

た
。
「
弱
者
の
友
な
ん
だ
。
芸
術
家
に
と
っ
て
、
こ
れ
が
出
発
で
、

ま
た
最
高
の
目
的
な
ん
だ
。
(略
)
0

」
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-
『
ア
、
秋
』

芸
術
家
ハ
、

イ
ツ
モ

弱
者
ノ
友
デ
ア
ツ
タ
筈
ナ
ノ
ニ

。

-『

一
燈』

芸
術
家
と
い
ふ
も
の
は

つ
く
づ
く
困
っ
た
種
族
で
あ
る
。
鳥

鐙

必
死
に
か
か
へ
て
、
う
ろ
う
ろ
し
て
ゐ
る
。

つ
を
、

そ
の
鳥

縫
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
ら
、
彼
は
舌
を
噛
ん
で
死
ぬ
だ
ら
う
。
な



る
べ
く
な
ら
、
取
り
上
げ
な
い
で

ほ
し
い
の
で
あ
る
。

誰
だ
っ
て
、

そ
れ
は
、
考
へ
て
ゐ
る
。
何
と
か
し
て
、

明
る
く

生
き
た
い
と
精
一
ぱ
い
に
努
め
て
ゐ
る
。
昔
か
ら
、
芸
術
の
一
等

口
問
と
い
ふ
も
の
は

つ
ね
に
世
の
人
に
希
望
を
与
へ
、
依
え
て
生

き
て
行
く
力
を
貸
し
て
く
れ
る
も
の
に
、
き
ま
っ
て
ゐ
た
。
私
た

ち
の
、
す
べ
て
の
努
力
は

そ
の

一
等
品
を
創
る
事
に
の
み
向
け

ら
れ
て
ゐ
た
筈
だ
。

至
難
の
事
業
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
何
と
か

し
て
、

そ
こ
に
、
到
達
し
た
い
。
右
往
も
左
往
も
出
来
な
い
融
制
侮

そ
の
事
に
努
め
て
ゐ
た
筈
で
あ

の
場
所
に
坐
っ
て
、
私
た
ち
は
、

る
。
そ
れ
を
続
け
て
行
く
よ
り
他
は
無
い
。
持
物
は
、
神
か
ら
貰

っ
た
鳥
縫

一
つ
だ
け
で
あ
る
。

つ
ね
に

そ
れ
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
太
宰
が
「
芸
術
」
な
い
し
「
芸
術
家
」

と
い
う
語
を
、

ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
使
っ
て
い
た
か
が

明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
。
太
宰
は
、
「
弱
者
の
友
」
で
あ
る
「
芸
術
家
」

に
強
い
自
負
と
自
覚
を
も
ち
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
「
芸
術
」
と
し
て

表
現
す
る
と
き
の
方
法
に
は
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
『
道
化
の
華
』
の
記

述
か
ら
も
明
ら
か
だ
が
、
「
芸
術
家
」
と
「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
が
明

確
に
区
別
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
太
宰
作

日
間
の
主
人
公
た
ち
は
、

し
ば
し
ば
自
ら
を
「
芸
術
家
」

と
し
て
自
負

す
る
の
だ
が
、

い
ざ
「
芸
術
」
と
し
て
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
す
る
こ
と
が

問
題
に
さ
れ
る
と
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
苦
悶
す
る
様
子
が
捕

か
れ
る
。

「芸
術
」
一
言
説
は
、
そ
の
ま
ま
作
風
の
〈
迷
い
〉
と
し
て
作

品
化
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
『
東
京
八
景
』
に
お
い
て
は
、
「
芸
術
は
、
私
で
あ
る
。
」

と
語
ら
れ
、
さ
ら
に
自
分
自
身
が
「
東
京
名
所
の
一
つ
に
な
っ
た
気
」

さ
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
道
化
の
華
』
に
お
け
る

僕

は
市
場
の
芸
術
家
で
あ
る
。
芸
術
品
で
は
な
い
。
」
と
い
う
記
述
と
、

ほ
と
ん
ど
真
反
対
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
『
道
化
の
華
』
を
始
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め
と
す
る
「
晩
年
」
前
後
の
太
宰
に
見
ら
れ
た
、
「
芸
術
」
と
い
う
も

の
に
対
す
る
迷
い
は
、
前
衛
的
な
作
品
と
な
っ
て
吐
き
出
さ
れ
て
き

た
。
『
東
京
八
景
』
に
な
る
と
、
「
芸
術
」
と
い
う
も
の
は
語
り
手
自

身
に
内
在
化
さ
れ
「
私
(
芸
術
家
)
H

芸
術
」

と
い
う
構
造
に
変
化

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
東
京
八
景
』
に
お
け
る
「
原
稿
生
活
者
」

宣
言
、

〈
苦
悩
の
作
家
〉

イ
メ
ー
ジ
確
立
の
問
題
と

そ
し
て
先
述
の

無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
自
ら
を
〈
戯
画
化
〉
し
て
表
現
し
、
作
同
開

化
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
「
原
稿
生
活
者
」
宣
言
で
あ
り
、
自
ら
を

「
芸
術
」
と
お
道
化
な
が
ら
言
い
切
る
姿
は
作
者
太
宰
の
自
意
識
と



〈
芸
術
家
〉
像
を
読
者
に
意
識
さ
せ
、
作
家
〈
太
宰
治
〉

イ
メ
ー
ジ

確
立
の
一
助
を
担
う
も
の
と
な
る
の
だ
。
「
芸
術
は
、
私
で
あ
る
。

|
|
い
さ
さ
か

〈
俗
〉
な
表
現
で
あ
る
。

し
か
し
作
中
で
何
度
も
自

ら
を
〈
俗
物
〉
と
し
て
語
る

「私」

に
と
っ
て

こ
の
表
現
は
一
穏

の
自
己
肯
定
で
も
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、

こ
の
「
私
」

U

「
芸
術
」
と
い
う
表
現
は

一一
l
チ
エ
『
悲

劇
の
誕
生
』
か
ら
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
太
宰
治
の
愛
読
書
の
一
つ
に

生
田
長
江
訳
の
「
ニ
イ
チ
エ
全
集
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
壇
一

雄
が
語
っ
て
い
る
が
、
長
江
訳
の
『
悲
劇
の
出
生
』
に
以
下
の
よ
う

に
書
か
れ
た
箇
所
が
あ
る
。

天
才
が
芸
術
的
生
産
の
行
為
に
於
て
、
世
界
の
あ
の
原
始
芸
術

家
と
融
合
す
る
限
り
に
の
み
、
彼
は
芸
術
の
永
久
的
本
質
に
つ
い

て
何
物
か
を
知
っ
て
ゐ
る
。
な
ぜ
と
云
っ
て
、

あ
の
情
態
に
於
て

彼
は
、
妙
な
具
合
に
、
自
分
の
日
を
縛
じ
て
自
分
自
身
を
眺
め
得

る
と
い
ふ

お
伽
噺
の
あ
の
気
味
悪
き
画
像
に
似
て
ゐ
る
か
ら
で

あ
る
。
今
彼
は
主
観
で
あ
る
と
同
時
に
客
観
で
あ
る
。
詩
人
で
あ

り
、
俳
優
で
あ
り
、
同
時
に
傍
観
者
で
あ
る
。

『
悲
劇
の
出
生
』
(
生
田
長
江
訳
)

「
主
観
」
と
「
客
観
」
が
融
合
し
、
「
詩
人
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
俳

優
」
で
あ
る
。
太
宰
治
の

「
自
意
識
」

の
文
学
の
根
幹
に
通
じ
る
発

想
だ
と
い
え
る
。
太
宰
治
が
ニ

1
チ
エ
全
集
を
愛
読
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
ニ

l
チ
ェ
の
提
示
し
た

「
天
才
」
芸
術

家
観
を
太
宰
が
受
容
し
た
可
能
性
は
高
い
と
い
え
る
。
「
芸
術
は
、
私

で
あ
る
。

」

|
|
こ
の
表
現
は
ま
さ
し
く

一一
l
チ
エ
由
来
の
芸
術

観
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

あ
い
つ
も

だ
ん
だ
ん
俗
物
に
な
っ
て
来
た
ね
。

そ
の
や
う
な
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無
智
な
陰
口
が
、
微
風
と
共
に
、

ひ
そ
ひ
そ
私
の
耳
に
は
ひ
っ
て

来
る
。
私
は
、
そ
の
度
毎
に
心
の
中
で
，
強
く
答
へ
る
。
僕
は

は
じ
め
か
ら
俗
物
だ
っ
た
。
君
に
は
、
気
が
つ
か
な
か
っ
た
の
か

ね
。
逆
な
の
で
あ
る
。
文
学
を
一
生
の
業
と
し
て
気
構
へ
た
時
、

愚
人
は
、

か
へ
っ

て
私
を
組
し
易
し
と
見
て
と
っ
た
。
私
は
、
幽

か
に
笑
ふ
ば
か
り
だ
。
高
年
若
衆
は
、
役
者
の
世
界
で
あ
る
。
文

学
に
は
無
い
。

(
『
東
京
八
景
』
)

「
芸
術
は
、
私
で
あ
る
。
」
と
い
う
〈
俗
〉
で
滑
稽
と
も
い
え
る
よ



う
な
自
己
肯
定
は
、
作
家
と
し
て
の
自
意
識
の
発
露
で
あ
る
と
同
時

に
「
無
智
な
陰
口
」

に
対
す
る
反
駁
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
『
東
京
八
景
』
に
お
け
る
諸
問
題
を
、
太
宰
治
文
学
に

お
け
る
〈
中
期
〉
の
問
題
と
関
連
さ
せ
、
論
じ
て
き
た
。
〈
安
定
〉
や

〈
明
る
さ
〉
と
い
う
語
を
も
っ
て
評
価
さ
れ
が
ち
な
〈
中
期
〉

の
時

代
、
実
生
活
上
の
津
島
修
二
は
結
婚
し
、
家
庭
を
も
ち
、
確
か
に

〈再

出
発
〉
を
志
向
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
実
生
活

と
は
裏
腹
に
、
『
富
撤
百
景
』
か
ら
『
東
京
八
景
』
へ
と
続
く
「
風
景
」

を
冠
し
た
二
作
品
を
通
し
て
〈
苦
悩
の
作
家
〉
と
し
て
の
〈
太
宰
治
〉

像
、
が
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
理
由
は
ど
う
あ
れ
、
『
富
綴
百

景
』
で

は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
甲
府
で

〈
東
京
〉

の
新
婚
生
活
を
終
え
て
東
京
に
戻
る
と
、

ほ
ど
な
く
し
て
『
東
京
八

景
』
執
筆
へ
と
取
り
掛
か
り
、
自
ら
の
過
去
、

そ
し
て

「
青
春
」

あ
る

〈
東
京
生
活
〉

へ
一
気
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
る
の
だ
。

「
百
景
」
か
ら
「
八
景
」

へ
至
る
〈
中
期
〉
文
学
の
中
、
〈
東
京
〉

抑
え
込
ま
れ
て
い
た
。
『
東
京
八
景
』
で
〈
東
京
〉
と
い
う
存
在
が
描

か
れ
て
以
後

死
の
直
前
ま
で
太
宰
治
は

と
い
う
街

〈
東
京
〉

そ

し
て
そ
の
街
の
中
を
初
偉
う
姿
を
『
人
間
失
格
』
に
至
る
ま
で
揃
き

続
け
て
い
く
が
、

そ
の
点
で
書
き
た
か
っ
た

〈
東
京
〉

と
い
う
も
の

に
目
を
向
け
、

そ
し
て
そ
れ
を
描
き
切
れ
ず
に
終
演
と
な
っ
た
『
策

京
八
景
』
と
い
う
作
品
の
も
つ
意
味
は
大
き
い
。
『
東
京
八
景
』
一
篇

の
成
功
と
、
作
品
内
に
お
け
る
「
東
京
八
景
」

〈
失
敗
〉

と
が
、

の

と
い
う
街
を
描
き
切
る
こ
と
に
情
熱
を
燃
や
す
〈
後
期
〉

の
文
学
へ
繋
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

〈
東
京
〉

そ
し
て
『
斜
陽
』
や
『
人
間
失
格
』
で
描
き
出
さ
れ
た
太
宰
自
身

の
ポ

レ

ト
た
ち
は
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つ
ね
に
〈
苦
悩
〉
を
背
負
う
存
在
で
あ

る
。
そ
の
〈
苦
悩
の
作
家
〉
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
、
『
東
京
八
景
』
の
一
筋

に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
『
東
京
八
景
』
は
、

ま
さ
に
〈
太
宰
治
〉
誕
生
の
物
語
で
あ
り
、
同
時
に
〈
東
京
〉
と
〈
自

己
〉
を
そ
の
後
、
物
語
化
し
て
い
く
過
程
で
必
要
不
可
欠
な
転
換
点

で

と
な
る
作
品
な
の
だ
。

lま

[
注
]

1 

例
え
ば
、
奥
野
健
男
「
太
宰
治
論
」
(
一
九
五
六

・
二、

近
代
生
活
社
)

巻
末
の
年
譜
に
は
、
『
東
京
八
景
』
か
ら
の
引
用
が
群
を
抜
い
て
多
い
。



2 

安
藤
宏
「
『
東
京
八
景
』
試
論
|
作
品
論
の
た
め
に
|
」
(
『
解
釈
と
鑑
賞
』

一
九
八
七
・
六
)

の
ち
に
全
面
改
稿

「太
宰
治
と
M

東
京
H
|
「
東
京
八

景
」
を
中
心
に
|
」
(
「
東
京
大
学
国
文
学
論
集
(
4)」

二
O
O九
・
一二
)

3 

花
悶
俊
典
「
『
東
京
八
景
』
|
太
宰
治
私
注
・
稿
|
」
(
一
九
八
九

・
一

二。

一
九
九

0
・
一
一
一
「
文
学
論
戦
」

三
五

・
一二
六
)
に
詳
し
い
。

4 

『
解
釈
と
錐
賞
』
(
一
九
八
七

・
六
)
中
の
「
鼎
談
i
i
l
昭
和
一
三
年

1

二
O
年
の
太
宰
治
を
ど
う
読
む
か
」
(
荻
久
保
泰
幸

・
東
郷
克
美

・
渡
部
芳

紀
)
に
お
い
て
、
「
太
宰
治
に
お
け
る
風
景
」
が
諮
ら
れ
、
『
黄
金
風
景
』

『
満
願
』
『
新
樹
の
言
葉
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
の
時
期
「
自
分
の
内
側

だ
け
で
は
な
く
て
外
界
を
風
最
と
し
て
と
ら
え
る
」
(
東
郷
克
美
)
方
法
が

模
索
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
特
色
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

5 

『
女
の
決
闘
』
作
中
に
は
、
「
芸
術
」
な
い
し
「
芸
術
家
」
の
誇
が
、
合

計
で
六

一
回
使
用
さ
れ
て
い
る
。
『
東
京
八
景
』
は
、
「
芸
術
」
に
対
す
る

太
宰
治
の
関
心
が

一
種
の
頂
点
に
達
し
た
時
期
に
書
か
れ
た
作
品
だ
と
い

6 
え
る
。檀

一
雄
『
小
説
太
宰
治
』
(
一
九
四
九
年
・

一一

、
六
輿
出
版
社
・
)

生
同
長
江
訳
『
ニ
イ
チ
エ
全
集
第
十
編
』
(
一
九
二
九
年
・
一
、
新
潮

7 ネ土

※
太
宰
治
作
品
の
引
用
等
は
「
太
宰
治
全
集
」
(
一
九
五
五
・
一

0
1
一
九
五

六

・
九
、
筑
摩
書
房
)
に
拠
る
。
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