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詩
誌
の
中
に
も
、
詩
だ
け
で
な
く
エ
ッ
セ
イ
、
書

評
、
な
ど
載
せ
て
い
る
詩
誌
が
結
構
あ
る
。
詩
だ
け

に
注
目
し
て
書
い
て
き
た
が
、
エ
ッ
セ
イ
が
気
に
い

っ
て
時
々
入
れ
て
き
た
。

実
際
に
は
、
書
評
や
詩
論
、
エ
ッ
セ
イ
、
は
取
り

上
げ
ら
れ
る
機
会
が
少
な
い
し
、
賞
の
対
象
に
な
る

こ
と
も
少
な
い
。
が
大
変
面
白
い
も
の
が
書
き
続
け

ら
れ
て
い
る
。
今
回
は
エ
ッ
セ
イ
に
注
目
し
な
が
ら
、

同
人
誌
の
特
徴
を
紹
介
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

「CR
O

SS R
O

A
D

」は
北
川
朱
美
の
個
人
誌
で
あ
る
。

北
川
朱
美
「
伝
説
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
（
23
）
蛙
の
よ
う

に
頬
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
」（「CR

O
SS R

O
A

D

」
23
）

今
回
は
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
奏
者
デ
ィ
ジ
ー
・
ガ
レ

ス
ピ
ー
で
あ
る
。（
23
）
と
あ
る
か
ら
、
個
人
誌
創
刊

号
か
ら
、
書
き
続
け
て
い
る
の
だ
。

ガ
レ
ス
ピ
ー
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
は
、
ラ
ッ
パ
の

部
分
が
曲
が
っ
て
宙
を
む
い
て
い
る
。
ス
テ
ー
ジ

に
置
い
て
席
を
外
し
た
ス
キ
に
客
が
舞
台
に
上
が

っ
て
転
び
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
に
尻
餅
を
つ
い
た
の

だ
。
ガ
レ
ス
ピ
ー
は
だ
が
、
へ
し
曲
が
っ
た
そ
の

ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
が
大
い
に
気
に
入
っ
た
。
以
前
よ

り
柔
ら
か
な
音
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
い
、

蛙
の
よ
う
に
頬
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
生
涯
そ
れ
を
吹

き
続
け
た
の
だ
っ
た
。

と
、
茶
目
っ
気
の
ガ
レ
ス
ピ
ー
の
性
格
が
よ
く
表

れ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。
ブ
ラ
ジ

ル
映
画
『
黒
い
オ
ル
フ
ェ
』
の
主
題
歌
「
カ
ー
ニ
バ

ル
の
夜
」
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ガ
レ
ス
ピ
ー
の

切
な
い
ボ
サ
ノ
ヴ
ァ
が
世
界
中
に
広
ま
っ
た
と
い
う
。

私
は
ジ
ャ
ズ
に
詳
し
く
な
い
が
、
読
ん
で
い
る
と

惹
き
つ
け
ら
れ
る
。
終
わ
る
と
素
敵
な
エ
ッ
セ
イ
集

に
な
る
の
で
は
と
思
う
。
そ
れ
に
続
き

北
川
朱
美
「
路
地
漂
流（
23
）戦
わ
な
か
っ
た
こ
と
で

傷
つ
き
、」（「CR

O
SS R

O
A

D

」
23
）
の
高
井
有

一
論
も
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

「
母
が
身
を
投
げ
た
河
は
町
を
貫
い
て
流
れ
る
。

進
む
に
つ
れ
て
徐
々
に
川
幅
を
増
し
、
―
―（
略
）

―
―
遺
骸
は
、上
を
覆
う
も
の
も
な
く
、俯
伏
せ
に

投
げ
出
す
よ
う
に
置
か
れ
て
い
た
…
…
」

こ
れ
は
高
井
有
一
が
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
小
説

「
北
の
河
」
の
出
だ
し
で
あ
る
。
疎
開
先
の
角
館
で
、

父
親
と
祖
父
を
亡
く
し
、
母
親
が
生
活
な
ど
の
不
安

の
た
め
精
神
を
病
ん
で
河
に
身
を
投
げ
た
。
こ
の
切

な
い
小
説
は
、
高
井
の
小
説
家
の
出
発
点
に
な
っ
た
。

早
稲
田
第
二
文
学
部
を
卒
業
後
、
共
同
通
信
社
の

記
者
と
な
り
、
小
説
家
に
な
っ
た
高
井
が
書
き
続
け

た
の
は
戦
争
の
悲
惨
さ
で
あ
っ
た
。
戦
争
を
生
き
延

び
て
「
昭
和
」
と
い
う
時
代
を
生
き
た
人
た
ち
の
心

境
を
生
涯
追
及
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
北
川
の
文
章

は
そ
れ
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
も
（
23
）
で
あ

り
、
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
作
家
論
が
続
い
て
い
る
。

「
ア
・
テ
ン
ポ
」
は
こ
の
号
か
ら
Ａ
５
判
に
変
わ
り
、

エ
ッ
セ
イ
・
書
評
も
加
え
て
充
実
し
て
き
た
。

牧
田
榮
子
「
こ
た
き
こ
な
み
詩
集
『
ひ
と
が
た
彷
徨
』

よ
り
―
混
沌
の
場
を
描
き
希
望
を
語
る
」（「
ア
・
テ

ン
ポ
」
65
号
）

―
―
こ
の
度
は
果
て
る
と
も
な
い
世
界
の
不
穏

さ
に
じ
っ
と
し
て
お
ら
れ
な
く
、
人
の
持
つ
叡
智

を
最
大
限
活
用
す
べ
く
尽
力
し
て
ほ
し
い
と
の
切

な
る
願
い
が
語
り
口
に
あ
り
、
辛
さ
の
裏
に
あ
る

慈
愛
や
心
情
を
よ
り
深
く
詩
に
込
め
て
い
る
よ
う

に
感
じ
た
。
勃
発
す
る
大
小
の
異
変
は
日
常
に
否

応
な
く
強
引
に
割
り
込
む
。
驚
き
呆
れ
る
だ
け
で

は
前
に
進
ま
な
い
。（
略
）
こ
た
き
こ
な
み
が
ひ
と

り
の
市
民
で
あ
る
と
同
時
に
世
界
の
動
き
に
も
敏

感
に
目
を
向
け
て
い
る
詩
人
で
あ
る
こ
と
が
読
み

と
れ
る
。
レ
リ
ー
フ
は
詩
に
委
ね
る
一
行
の
く
さ

第１１回

くさびは何かを
くい止め、繋ぐ

中 塚 鞠 子

詩同人誌評
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び
だ
。
く
さ
び
は
何
か
を
く
い
止
め
、
何
か
を
繋

ぐ
。

牧
田
榮
子
は
最
近
評
論
を
多
く
手
掛
け
て
お
り

自
分
の
考
え
を
し
っ
か
り
だ
し
て
い
っ
て
い
る
。

こ
の
『
ひ
と
が
た
彷
徨
』
も
深
く
読
み
取
り
、
太

平
洋
戦
争
を
知
っ
て
い
る
世
代
の
こ
た
き
の
戦
い
へ

の
気
持
を
よ
く
く
み
取
っ
て
、
こ
の
結
構
難
解
な
詩

形
を
理
解
し
て
書
き
き
っ
て
い
る
。

「
軸
」
は
大
阪
詩
人
会
議
の
、
歴
史
を
持
つ
会
員
誌

で
あ
る
。
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
詩
以
外
に

も
連
載
物
の
「
建
築
行
脚
は
詩
の
旅
」「
連
続
エ
ッ

セ
ー
「
お
ど
ろ
き
！
」
―
誌
上
哲
学
カ
フ
ェ
」
で
は

小
説
の
評
論
も
あ
る
。
驚
く
の
は

原
圭
治「
私
が
出
会
っ
た
忘
れ
ら
れ
な
い
詩
人
た
ち
」

（「
軸
」
151
号
）
で
あ
る
。

九
十
歳
に
な
る
と
い
う
原
の
記
憶
力
と
筆
力
に
は

驚
か
さ
れ
る
。
今
連
続
28
回
。
今
回
は
「
詩
人
会
議

と
共
に
歩
ん
だ
浅
尾
忠
男
さ
ん
（
ⅴ
）」
で
あ
る
。

私
は
知
ら
な
い
人
で
あ
る
が
、
読
め
ば
、
そ
の
人

の
性
格
、
生
活
や
作
品
、
著
書
な
ど
が
解
る
。
来
歴
、

人
間
関
係
な
ど
も
。

こ
う
し
た
詩
法
上
の
転
換
は
、
い
く
つ
か
の
点

で
前
進
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
政
治
観
念
を

直
接
露
出
せ
ず
、
自
然
や
人
間
の
形
象
の
背
後
に

ひ
そ
め
た
こ
と
、
第
二
に
詩
の
現
実
的
よ
り
ど
こ

ろ
を
幼
少
期
の
路
地
に
で
は
な
く
、
現
在
の
日
常

に
求
め
た
こ
と
、
第
三
に
先
人
詩
人
の
影
響
が
詩

語
の
外
的
リ
ズ
ム
か
ら
消
え
、
浅
尾
氏
ら
し
い
オ

リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
た
…
（
略
）
…

こ
れ
は
浅
尾
の
詩
集
『
花
盗
人
』
の
巻
頭
に
置
か

れ
た
「
菜
種
梅
雨
」
を
例
に
挙
げ
て
抒
情
の
問
題
を

論
じ
た
一
部
で
あ
る
が
、
浅
尾
の
詩
法
の
転
換
を
説

明
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
『
花
盗
人
』
に
関
し
て
は
、
今
は
亡
き
犬
塚

昭
夫
、
福
中
都
生
子
、
水
口
洋
二
な
ど
が
否
定
、
肯

定
の
見
解
を
述
べ
て
い
て
、
当
時
の
活
発
な
意
見
交

換
の
様
子
が
解
る
例
で
あ
る
。
浅
野
が
小
野
十
三
郎

の「
夜
の
詩
会
」（
大
阪
文
学
学
校
の
前
身
の
よ
う
な
）

の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
福
中
都
生
子
が
話

し
て
い
る
の
も
面
白
い
。

「
忘
れ
ら
れ
な
い
詩
人
た
ち
」
は
た
だ
の
思
い
出

話
で
は
な
く
当
時
の
詩
人
た
ち
の
状
況
が
よ
く
書
き

込
ま
れ
て
い
る
。
ど
こ
ま
で
続
く
か
、
頑
張
っ
て
ほ

し
い
と
思
う
。

斎
藤
明
典
が
藤
岡
陽
子
の
『
リ
ラ
の
花
咲
く
け
も
の

み
ち
』（「
軸
」
151
号
）
の
書
評
も
面
白
い
。
あ
え
て

中
身
は
紹
介
し
な
い
が
、
詩
誌
に
小
説
の
書
評
が
載

る
の
は
珍
し
い
。
読
ん
で
み
た
く
な
る
。

添
田
馨
「
現
代
詞
人
『
中
島
み
ゆ
き
』
と
い
う
在
り
か

た
」（「N

em
esis

」
9
号
）
は
小
野
十
三
郎
賞
受
賞
式

二
部
で
の
講
演
で
あ
る
が
、
歌
手
と
し
て
も
作
詞
・

作
曲
家
と
し
て
も
人
気
の
高
い
中
島
み
ゆ
き
を
詞
人

と
書
き
な
が
ら
、
素
晴
ら
し
い
詩
人
と
し
て
分
析
し

て
み
せ
て
く
れ
て
い
る
。

…
…
歌
の
作
り
か
た
に
お
い
て
、
中
島
さ
ん
は

か
な
り〈
高
い
思
想
性
〉と
い
う
も
の
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
言
葉
が
ふ
か
い
と
こ
ろ
か
ら
出
て
き
て
い

る
と
い
う
〈
深
い
内
面
性
〉が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
歌
は〈
広
い
大
衆
性
〉を
持

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
誰
に
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
る

よ
う
な
言
葉
づ
か
い
や
メ
ロ
デ
ィ
ー
も
そ
う
で
す

け
ど
私
た
ち
の
ほ
う
を
常
に
向
き
な
が
ら
、
同
時

に〈
鋭
い
社
会
性
〉も
そ
こ
に
は
こ
め
ら
れ
て
い
る
、

つ
ま
り
批
評
的
な
も
の
の
見
方
や
意
見
な
ど
も
歌

詞
の
な
か
に
入
れ
る
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
い
な

い
、
そ
う
し
た
も
の
の
す
べ
て
が
共
鳴
し
あ
っ
て
、

時
代
的
な
普
遍
性
の
ほ
う
に
歌
ぜ
ん
た
い
が
開
か

れ
て
広
が
っ
て
い
く
、
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
描
く

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

中
島
み
ゆ
き
の
魅
力
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
人
が

書
い
て
い
る
。
藤
井
貞
和
『
中
島
み
ゆ
き
ミ
ラ
ク
ル
・

ア
イ
ラ
ン
ド
』、
天
沢
退
二
郎
『
中
島
み
ゆ
き
を
求
め

て
』、
吉
本
隆
明
『
際
限
の
な
い
詩
魂
』
―
わ
が
出
会

い
の
詩
人
た
ち
、
落
合
真
司
『
中
島
み
ゆ
き
・
無
限

軌
道
の
旅
』
な
ど
。
声
に
姿
に
、
雰
囲
気
に
は
勿
論
、

歌
詞
に
曲
に
イ
メ
ー
ジ
に
、
多
く
の
人
た
ち
（
詩
人

た
ち
も
）
が
魅
了
さ
れ
て
い
る
。
添
田
は
「
空
と
君
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の
あ
い
だ
」
の
歌
に
「
オ
ウ
ム
真
理
教
」
を
感
じ
、

「
倶
に
」
の
歌
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
サ
イ
ト
カ
イ
ン

ス
ト
ー
ム
ま
で
感
じ
取
っ
て
い
る
。
他
の
場
所
で
、

更
に
中
島
み
ゆ
き
の
追
及
を
続
け
て
い
る
。

「N
em

esis
」
は
発
表
の
場
で
は
な
く
、
闘
い
の

場
な
ん
だ
と
、
心
の
中
で
常
に
そ
う
思
っ
て
き
た
と

発
行
人
の
添
田
馨
さ
ん
は
書
い
て
い
る
。
詩
で
戦
っ

て
い
る
人
が
こ
こ
に
も
一
人
い
た
。

「
飛
脚
」
は
石
毛
拓
郎
の
不
定
期
刊
行
の
個
人
誌
で

あ
る
。
石
毛
拓
郎
も
文
学
で
戦
っ
て
い
る
一
人
だ
。

清
水
博
司
「
長
谷
川
四
郎
ノ
ー
ト
（
12
）」（「
飛
脚
」

45
号
）「
ベ
ル
リ
ン
後
、『
模
範
兵
隊
小
説
集
』
を
読

む
」清

水
博
司
の
長
谷
川
四
郎
ノ
ー
ト
は
今
回
で
12
回

を
数
え
る
。
作
品
を
読
み
な
が
ら
当
時
の
文
化
芸

術
の
状
況
を
伝
え
て
い
る
。

―
吾
道
竟
何
之
（
吾
が
道
は
つ
い
に
何
く
に
行
か

ん
と
す
る
）

杜
甫

…
『
現
代
芸
術
』
を
発
行
し
て
い
る
「
記
録
芸

術
の
会
」（
五
七
年
発
行
）
は
六
一
年
に
解
散
す

る
こ
と
に
な
る
。
雑
誌
は
一
一
・
一
二
月
合
併
号

で
終
刊
と
な
っ
た
。（
略
）
最
終
号
の
編
集
後
記

で
編
集
者
と
し
て
（
略
）
安
部
公
房
は

記
録
芸
術
の
会
は
、
一
応
の
課
題
を
果
し
は
し

た
。
だ
が
そ
の
課
題
を
さ
ら
に
創
造
的
な
も
の
に

深
め
る
の
は
、
今
後
に
課
さ
れ
た
仕
事
だ
ろ
う
。

（
略
）
長
谷
川
龍
生
は
李
白
の
「
魯
儒
を
嘲
る
」

を
引
用
し
て
、

総
合
芸
術
と
は
何
か
、
そ
れ
は
資
本
主
義
を
生

き
ぬ
い
て
い
く
芸
術
で
あ
る
。
資
本
主
義
を
生
き

ぬ
い
て
い
け
な
い
も
の
に
、
ど
う
し
て
き
び
し
い

社
会
主
義
が
生
き
ぬ
け
る
か
、
社
会
主
義
を
生
き

ぬ
い
て
い
け
な
い
も
の
に
、
ど
う
し
て
さ
ら
に
峻

厳
な
共
産
主
義
が
生
き
ぬ
け
る
か
、
総
合
芸
術
と

は
移
動
と
転
換
で
あ
る
。

ち
ょ
っ
と
こ
の
観
念
論
ど
ち
ら
に
も
私
は
付
い
て

行
け
な
い
の
だ
が
、
こ
の
会
の
発
足
に
か
か
わ
っ
た

長
谷
川
四
郎
は
、
以
後
さ
ら
に
記
録
的
文
学
作
品
を

残
し
て
い
る
。

『
模
範
兵
隊
小
説
集
』
の
あ
と
が
き
に
、「
…
持
ち

時
間
が
少
な
く
な
っ
た
感
じ
で
、（
略
）
ほ
か
に
書
き

残
し
た
こ
と
を
書
く
の
に
ま
ず
こ
れ
を
出
す
必
要
が

あ
っ
た
…
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
の
小
説
は
四
編
。

「
分
遺
隊
」〈
「
分
遺
隊
」
は
、
平
野
の
中
の
土
饅
頭

だ
っ
た
。〉
四
方
八
方
か
ら
敵
に
囲
ま
れ
て
い
る
土

饅
頭
の
中
の
偵
察
隊
の
兵
士
た
ち
の
生
活
。
名
前
が

無
く
兵
士
は
番
号
に
な
る
。
一
人
の
兵
士
が
消
え
た

事
件
の
結
末
が
恐
ろ
し
い
。

「
駐
屯
軍
演
芸
大
会
」
は
小
学
校
を
占
拠
し
て
居
座

り
、
日
々
演
芸
大
会
の
ば
か
騒
ぎ
に
明
け
暮
れ
て
い

る
軍
隊
。
面
会
人
が
訪
れ
外
の
町
に
出
た
一
人
の
兵

士
は
、
生
活
を
感
じ
る
。
が
、
逃
亡
を
薦
め
ら
れ
て

も
、
彼
は
軍
隊
に
帰
っ
て
い
く
。「
彼
も
飼
い
慣
ら
さ

れ
た
犬
な
の
だ
」
と
作
者
は
書
く
。
演
芸
大
会
の
大

騒
ぎ
の
さ
中
、
部
隊
は
敵
の
空
爆
に
よ
っ
て
全
滅
し
、

町
は
解
放
さ
れ
る
。

「
加
古
一
等
兵
の
面
影
」
で
は
、「
内
務
班
に
は
、
殴

る
者
と
殴
ら
れ
る
者
と
、
こ
の
両
者
が
い
る
だ
け
で
、

他
に
は
誰
も
い
な
か
っ
た
」
と
主
人
公
は
言
う
。
軍

隊
生
活
の
第
一
歩
で
目
に
し
た
も
の
が
「
暴
力
」（
リ

ン
チ
）
と
い
う
場
面
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
衝
撃

的
で
あ
っ
た
。
彼
は
監
視
用
の
の
ぞ
き
穴
か
ら
外
を

見
続
け
て
い
る
う
ち
塀
の
外
に
色
彩
の
あ
る
世
界
を

み
つ
け
て
し
ま
っ
た
。
彼
は
塀
を
乗
り
越
え
、
単
に

〈
逃
亡
兵
一
〉と
い
う
数
字
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
炊
事
兵
」
で
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
捕
虜
収
容
所
ら
し

き
処
に
い
る
兵
士
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
中
尉
に
軍
隊
に

は
な
か
っ
た
友
人
を
初
め
て
意
識
で
き
た
と
い
う
。

長
谷
川
は
、
こ
れ
を
書
き
終
わ
っ
て
や
っ
と
除
隊

に
な
っ
た
と
い
う
。
彼
の
部
隊
の
全
滅
と
〈
生
き
の

こ
〉
り
〈
生
き
の
び
た
〉
人
間
の
責
務
と
し
て
書
い

た
の
だ
。
こ
の
時
代
に
生
き
た
青
年
た
ち
の
こ
と
を
、

今
の
若
い
人
た
ち
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。

「
潮
流
詩
派
」
は
大
勢
の
会
員
を
抱
え
た
総
合
誌
と

し
て
、
詩
や
エ
ッ
セ
イ
、
詩
集
書
評
、
詩
誌
評
な
ど

い
つ
も
見
ご
た
え
が
あ
る
。

渡
辺
石
夫
「
石
原
吉
郎
を
読
む
４
」「
石
原
吉
郎
の

語
学
志
向
に
つ
い
て
（
四
）（「
潮
流
詩
派
」
277
号
）
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石
原
吉
郎
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
は
た
く
さ
ん

あ
る
が
、
少
し
視
点
を
変
え
て
書
か
れ
て
い
る
の
が

面
白
い
。
し
か
し
、
し
っ
か
り
石
原
吉
郎
論
と
な
っ

て
い
る
。
語
学
と
の
関
わ
り
は
、
石
原
自
身〈
宿
命
〉

と
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
。

〈
私
が
外
国
語
と
い
う
も
の
に
興
味
を
持
ち
、

つ
い
に
こ
れ
をSpezialitat
と
し
て
選
ん
だ
と
い

う
《
宿
命
》
の
中
に
は
、
現
在
な
お
克
服
し
き
れ

ず
に
悩
ん
で
い
る
自
分
自
身
の
性
格
的
な
マ
イ
ナ

ス
が
は
っ
き
り
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
い

わ
ば
自
分
の
浅
は
か
な
虚
栄
心
が
、
つ
い
に
職
業

的
な
も
の
へ
と
結
び
つ
い
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
（『
日
常
へ
の
強
制
』
構
造
社
）〉

東
京
外
国
語
学
校
（
現
東
京
外
国
語
大
学
）
で
ド

イ
ツ
語
を
専
攻
し
な
が
ら
も
フ
ラ
ン
ス
語
に
関
心
を

示
し
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
の
サ
ー
ク
ル
で
活
動
し
た

り
し
て
い
る
。
こ
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
は
、
ラ
ー
ゲ

リ
で
出
会
っ
た
、
鹿
野
武
一
と
の
内
緒
の
会
話
に
使

わ
れ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。

石
原
は
招
集
さ
れ
て
陸
軍
露
語
教
育
隊
で
ロ
シ
ア

語
を
学
習
さ
せ
ら
れ
、
関
東
軍
情
報
部
に
配
属
さ
れ

ソ
連
の
情
報
分
析
や
ロ
シ
ア
語
放
送
、
翻
訳
な
ど
の

仕
事
を
さ
せ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
ソ
連
軍
の
捕
虜
と

な
っ
た
時
、
ス
パ
イ
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
重
労
働
二

十
五
年
の
宣
告
を
受
け
、
極
寒
の
シ
ベ
リ
ア
で
重
労

働
に
使
役
さ
れ
た
。
抑
留
後
解
放
さ
れ
て
帰
還
後
も
、

結
局
は
ロ
シ
ア
語
で
生
活
す
る
こ
と
に
な
る
。

定
職
を
得
る
こ
と
に
苦
慮
す
る
な
か
で
、
放
送

局
で
の
ア
ル
バ
イ
ト
に
就
い
た
時
期
が
あ
る
。
英

文
和
訳
の
仕
事
だ
が
、
こ
の
時
英
語
力
を
取
り
も

ど
す
た
め
、
夜
学
に
通
っ
た
、
と
日
記
に
記
し
て

お
り
、
こ
れ
は
必
要
に
迫
ら
れ
て
の
語
学
学
習
で

あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
石
原
の
語
学
能
力
の
向
上

に
つ
れ
て
、
同
じ
仕
事
を
し
て
い
た
他
の
数
人
が

仕
事
を
失
う
と
い
う
事
実
に
気
づ
き
、
石
原
は
こ

の
ア
ル
バ
イ
ト
を
辞
め
る
こ
と
に
な
る
。
他
人
を

押
し
の
け
な
け
れ
ば
生
き
て
ゆ
け
な
い
ラ
ー
ゲ
リ

で
の
生
活
か
ら
、
ま
た
同
じ
弱
肉
強
食
の
競
争
社

会
に
（
略
）
帰
っ
て
き
た
と
気
づ
い
た
と
き
、
石

原
の
価
値
観
は
新
た
に
組
み
立
て
直
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る

告
発
し
な
い
、
と
い
う
姿
勢
を
貫
い
て
い
た
石
原

が
、
徐
々
に
エ
ッ
セ
イ
で
ラ
ー
ゲ
リ
の
こ
と
な
ど
書

い
た
の
を
読
ん
で
、
何
か
ほ
っ
と
し
た
気
が
し
た
が

今
回
も
い
ろ
い
ろ
な
切
り
口
で
教
え
ら
れ
た
。

石
毛
拓
郎
「
雑
感
「
魯
迅
」（
連
載
・
第
22
回
）

…
…
狂
人
日
記
を
読
む
「
人
を
食
っ
た
こ
と
の
な
い

子
ど
も
を
救
え
！
（
１
）」（「
潮
流
詩
派
」
277
号
）

毎
回
楽
し
み
に
読
ん
で
い
る
連
載
で
あ
る
。

実
は
私
は
「
狂
人
日
記
」
を
ま
だ
読
ん
で
い
な
い
。

是
非
読
ま
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。「
日
記
」
に
は

〈
人
を
食
べ
る
こ
と
を
習
慣
と
し
て
い
る
ら
し
い
集

落
の
話
〉
が
食
後
の
他
愛
な
い
「
世
間
話
」
の
よ
う

に
語
ら
れ
、
進
ん
で
い
く
と
い
う
。
何
故
魯
迅
は

「
狂
人
日
記
」
を
書
い
た
の
か
？

…
…
創
作
動
機
を
推
察
し
て
み
れ
ば
、〈
孝
子

賢
婦
が
、
自
分
の
肉
を
食
べ
さ
せ
、
病
気
を
治
す
〉

と
い
っ
た
儒
教
的
説
話
、
説
教
の
「
美
談
」
を
乱

世
に
問
う
て
み
る
と
、
逆
に
、「
弱
肉
強
食
」
の

臭
い
が
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
魯

迅
の
苦
渋
さ
え
も
、忖
度
で
き
る
の
で
す
。（
略
）「
人

食
い
話
」を
、中
国
内
部
の
動
乱
期
に
提
供
し（
略
）

人
々
の
暮
ら
し
の
中
に
浸
み
込
ん
で
い
る
〈
現
状

維
持
と
い
う
奴
隷
根
性
〉
を
払
拭
し
て
欲
し
い
…
。

そ
れ
を
書
き
な
が
ら
、
わ
が
国
で
も
ア
イ
ヌ
民
族

へ
の
同
化
政
策
、
東
北
で
は
蝦
夷
の
歴
史
を
誇
る
福

島
の
原
発
被
災
者
、
沖
縄
の
基
地
建
設
、
大
浦
湾
の

「
辺
野
古
」
と
あ
り
な
が
ら
、
当
事
者
で
は
な
い
か

ら
声
を
あ
げ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
。
ウ
ク

ラ
イ
ナ
や
パ
レ
ス
チ
ナ
の
惨
状
に
対
す
る
わ
が
国
の

対
応
も
個
人
に
跳
ね
返
っ
て
く
る
と
い
う
。
こ
こ
に

も
文
学
で
戦
っ
て
い
る
人
が
い
る
。

髙
橋
冨
美
子
「
峯
澤
典
子
の
詩
の
方
法
」（「
木
想
」

14
号
）

最
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
非
常
に
峯
澤
典
子

の
詩
の
特
徴
を
と
ら
え
た
い
い
書
評
だ
っ
た
の
で
付

け
加
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。
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【
受
贈
詩
誌
】

「
秋
田
県
現
代
詩
年
鑑
二
〇
二
四
」・「
ア
・
テ
ン

ポ
」
65
号
・「
ア
リ
ゼ
」
219
・
220
号
・「
石
ノ
森
」
200

記
念
号
・「
交
野
ケ
原
」
96
号
・「GA

GA

」
89
号
・

「K
A
IGA

」125
号
・「CRO

SSRO
A
D

」23
号
・「
木

立
ち
」
148
号
・「
詩
杜
」
9
号
・「
軸
」
151
号
・「
多

島
海
」
45
号
・「
月
の
村
壱
番
地
」
15
号
・「
潮
流
詩

派
」
277
号
・「N

em
esis

」
9
号
・「
飛
脚
」
44
・
45

号
・「
笛
」
305
号
・「
ぽ
と
り
」
73
号
・「
三
重
詩
人
」

265
号
・「
木
想
」
14
号
・「
り
ん
ご
の
木
」
66
号
・

「RIV
IERE

」
193
・
194
号
・「
歴
程
」
617
号
・「Rosa

とK
arnel

」
8
号


