
滝
　

田
　

樗
　

陰
時
代
を
リ
ー
ド
し
た
名
編
集
者

東

大

を

捨

て

て

「
中

央

公

論

」

を

選

ぶ

樗
陰
滝
田
哲
太
郎
は
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
六
月
二
十
八
日
に
、
秋
田
市
手
形
新
栄
町
（
旧
南
秋
田
郡
手
形

新
町
下
丁
）
で
生
ま
れ
た
。



父
親
の
以
久
治
は
町
田
家
の
出
で
、
町
田
忠
治
の
兄
だ
か
ら
、
樗
陰
は
忠
治
の
甥
に
あ
た
る
。

二
十
八
年
に
保
戸
野
小
学
校
を
卒
業
し
て
秋
田
中
学
に
入
学
し
た
樗
陰
は
、
三
十
三
年
に
卒
業
す
る
と
同
時
に
官
立

第
二
高
等
学
校
（
東
北
大
学
教
養
部
の
前
身
）
に
進
学
す
る
が
、
教
育
熱
心
な
以
久
治
は
一
家
を
あ
げ
て
仙
台
に
移
り
、

鉱
山
監
督
局
に
職
を
得
る
。

さ
ら
に
、
三
十
六
年
に
樗
陰
が
東
京
帝
国
大
学
英
文
科
に
入
学
す
る
と
、
ま
た
ま
た
一
家
は
東
京
に
移
住
し
、
父
親

は
、
秋
田
県
育
英
会
が
在
京
県
人
の
た
め
に
設
け
た
育
英
館
の
舎
監
に
な
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
長
男
に
寄
せ
る
父
親
の
期

待
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
樗
陰
は
入
学
間
も
な
い
こ
ろ
か
ら
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
、
近
松
秋
江
が
主
幹
を
務
め
て
い
た
「
中
央
公
論
」

で
働
く
よ
う
に
な
り
、
大
学
は
欠
席
が
ち
に
な
っ
て
、
一
年
後
に
は
法
学
部
に
転
科
の
手
続
き
も
し
て
い
る
。

「
中
央
公
論
」
で
の
ア
ル
バ
イ
ト
は
、
「
ロ
ン
ド
ン
・
タ
イ
ム
ス
」
「
イ
ブ
ニ
ン
グ
・
ポ
ス
ト
」
「
デ
ー
リ
ー
・
メ
ー

ル
」
な
ど
外
国
の
新
聞
雑
誌
類
の
翻
訳
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
樗
陰
は
実
に
楽
々
と
平
明
流
暢
に
こ
な
し
た
と
い
う
か
ら
、

中
学
、
高
校
時
代
に
た
く
わ
え
ら
れ
た
樗
陰
の
英
語
の
力
は
相
当
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ア
ル
バ
イ
ト
は
、
最
初
は
翻
訳
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
、
当
時
の
言
論
界
を
代
表
す
る
徳
富
蘇
峰
な
ど
多
く
の

名
士
を
訪
問
し
て
原
稿
の
依
頼
に
駆
け
回
る
よ
う
に
な
り
、
新
鮮
で
魅
力
的
な
思
潮
に
触
れ
て
い
く
う
ち
に
、
樗
陰
は

次
第
に
雑
誌
づ
く
り
の
魅
力
に
取
り
憑
か
れ
て
い
く
。

大
学
に
は
ほ
と
ん
ど
行
か
ず
、
最
終
的
に
は
東
大
を
選
ぶ
か
「
中
央
公
論
」
を
選
ぶ
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
る
。

息
子
の
将
来
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
父
親
の
こ
と
を
思
っ
て
二
十
三
歳
の
樗
陰
の
悩
み
は
深
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、



結
局
は
「
中
央
公
論
」
の
方
を
選
択
し
て
大
学
は
中
退
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
中

央

公

論

」

の

黄

金

時

代

を

演

出

正
式
に
編
集
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
樗
陰
が
ま
ず
取
り
組
ん
だ
の
が
、
宗
教
色
が
濃
く
て
堅
苦
し
い
印
象
の
「
中

央
公
論
」
誌
に
文
芸
創
作
欄
を
設
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
文
芸
嫌
い
の
麻
田
駒
之
助
社
長
を
説
得
し
て
、
海
外
に
も
類

例
の
な
い
総
合
月
刊
誌
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

文
芸
欄
が
誌
上
に
実
現
し
た
の
は
明
治
三
十
八
年
だ
が
、
こ
の
と
き
以
来
、
「
中
央
公
論
」
は
そ
れ
ま
で
五
千
部
く

ら
い
で
あ
っ
た
発
行
部
数
を
急
速
に
伸
ば
し
、
毎
月
発
売
ご
と
に
売
り
切
れ
と
い
う
状
態
が
続
く
に
到
っ
て
麻
田
社
長

も
つ
い
に
樗
陰
の
実
力
を
認
め
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
に
は
、
樗
陰
は
三
十
一
歳
の
若
さ
で
主
幹
に
抜
擢
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
、
明
治
末
か
ら
大
正
初
め
に
か
け
て
は
、
発
行
部
数
も
万
を
数
え
る
よ
う
に
な
り
、
「
中
央
公
論
」
は
雑

誌
界
の
王
座
を
占
め
る
ま
で
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
同
誌
の
第
一
次
黄
金
時
代
と
言
わ
れ
る
時
期
で
あ
る
。

文
芸
欄
を
設
定
し
た
樗
陰
の
最
大
の
功
績
は
、
明
治
三
十
八
年
に
夏
目
漱
石
を
執
筆
陣
の
一
人
に
加
え
る
こ
と
に
成

功
し
、
翌
年
、
自
身
も
漱
石
山
房
の
一
員
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

編
集
者
と
し
て
の
熱
意
と
純
真
さ
で
漱
石
を
口
説
き
落
と
し
、
「
一
夜
」
「
薤
露
行
」
「
二
百
十
日
」
な
ど
の
作
品
を

順
次
「
中
央
公
論
」
に
載
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。

樗
陰
は
、
み
ず
か
ら
提
案
し
て
設
け
た
文
芸
欄
を
よ
り
香
り
高
い
も
の
に
す
べ
く
、
文
壇
の
諸
潮
流
に
対
し
て
も
超



然
と
し
て
公
平
に
あ
つ
か
い
、
と
く
に
新
人
の
場
合
は
適
切
な
助
言
を
与
え
て
そ
の
才
能
を
伸
ば
し
て
い
っ
た
。

そ
う
し
た
姿
勢
が
功
を
奏
し
て
、
「
中
央
公
論
」
に
は
漱
石
や
鴎
外
の
よ
う
な
一
流
ど
こ
ろ
か
ら
、
芥
川
龍
之
介
の

よ
う
な
新
進
気
鋭
の
作
家
ま
で
次
々
に
登
場
し
、
一
時
期
、
「
中
央
公
論
」
は
新
人
の
登
竜
門
の
よ
う
な
観
を
呈
し
た
。

芥
川
の
「
手
巾
」
「
或
日
の
大
石
蔵
之
助
」
「
秋
」
「
南
京
の
基
督
」
等
の
短
編
も
、
当
初
は
「
中
央
公
論
」
誌
上
で
読

者
に
親
し
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

大

正

デ

モ

ク

ラ

シ

ー

の

旗

手

こ
の
少
し
前
、
樗
陰
は
蘇
峰
の
勧
め
に
従
い
、
国
民
新
聞
社
の
記
者
と
し
て
籍
を
置
い
て
い
る
が
、
社
会
部
長
と
衝

突
し
て
そ
ち
ら
は
数
週
間
で
辞
め
て
い
る
。

第
一
次
世
界
大
戦
が
終
了
し
た
の
は
大
正
七
年
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
に
、
世
界
の
情
勢
は
大
き
な
転
換
期
を
迎
え

た
。
ロ
シ
ア
革
命
を
初
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
的
動
揺
が
極
東
の
日
本
に
も
波
及
し
て
、
社
会
主
義
的
な
雰
囲
　
　
　

気
や
傾
向
が
漸
次
伝
播
し
て
く
る
。

大
戦
中
は
好
景
気
に
沸
い
た
国
内
で
は
、
物
価
高
が
社
会
不
安
の
要
因
と
な
っ
て
米
騒
動
や
労
働
運
動
へ
の
台
頭
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
否
応
な
く
そ
う
し
た
流
れ
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て

い
く
が
、
ひ
と
り
「
中
央
公
論
」
だ
け
が
そ
の
奔
流
に
抗
し
て
独
自
性
を
貫
き
続
け
る
。

も
と
も
と
樗
陰
は
、
徳
富
蘇
峰
や
三
宅
雪
嶺
な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
国
家
主
義
的
な
思
想
傾
向
を
た
ど
っ
て
き



た
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
来
て
吉
野
作
造
や
大
山
郁
夫
を
知
る
よ
う
に
な
り
、
み
ず
か
ら
積
極
的
に
そ
れ
に
近

づ
い
て
い
っ
た
。

特
に
樗
陰
は
、
民
本
主
義
で
知
ら
れ
る
東
京
帝
大
の
吉
野
作
造
法
学
博
士
を
意
識
的
に
「
中
央
公
論
」
誌
上
に
登
場

さ
せ
、
大
山
郁
夫
ら
と
も
あ
わ
せ
て
十
分
な
紙
幅
を
提
供
す
る
。
そ
う
し
た
動
き
が
端
緒
と
な
っ
て
、
大
正

デ
モ
ク
ラ

シ
ー
が
大
き
く
花
開
い
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

大
正
八
年
四
月
に
「
改
造
」
が
創
刊
さ
れ
、
さ
ら
に
二
ヵ
月
遅
れ
て
急
進
的
な
「
解
放
」
も
発
行
さ
れ
る
。
し
か
し
、

す
で
に
十
万
の
発
行
部
数
を
誇
る
に
到
っ
て
い
た
「
中
央
公
論
」
か
ら
み
れ
ば
両
誌
と
も
問
題
で
は
な
か
っ
た
。

内
容
的
に
も
、
「
改
造
」
「
解
放
」
が
急
速
に
左
翼
化
、
尖
鋭
化
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
「
中
央
公
論
」
は
あ
く
ま

で
も
大
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
牙
城
を
守
っ
て
自
由
主
義
の
線
に
留
ま
っ
て
い
る
。

た
だ
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
あ
た
り
が
樗
陰
の
思
想
的
限
界
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
の
根
拠
に
も
な
っ
て
い
る
。

「
太

く

短

く

」

ズ
ン
グ
リ
ム
ッ
ク
リ
で
丸
い
赤
ら
顔
と
い
う
印
象
と
は
別
に
、
樗
陰
は
当
時
の
知
識
人
ら
し
く
幅
広
い
趣
味
の
持
ち

主
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
書
画
骨
董
か
ら
始
ま
っ
て
、
歌
舞
伎
、
義
太
夫
、
果
て
は
相
撲
と
い
っ
た
多
趣
味
ぶ
り
で

あ
っ
た
。

そ
の
中
で
も
メ
イ
ン
に
な
っ
て
い
る
の
は
書
画
で
、
こ
れ
は
樗
陰
が
漱
石
山
房
に
出
入
り
し
て
い
る
う
ち
に
感
化
さ



れ
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
主
の
漱
石
自
身
が
書
画
を
よ
く
し
て
い
た
し
、
蝟

集
す
る
の
も
文
人
墨
客
ば
か
り

だ
か
ら
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
と
も
言
え
る
。

樗
陰
の
文
字
は
、
太
っ
た
身
体
に
は
似
合
わ
な
い
細
字
の
達
筆
で
あ
る
。

絵
の
方
も
、
角
館
出
身
の
平
福
百
穂
と
親
交
を
重
ね
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
さ
ら
に
本
格
化
し
、
百
穂
の
み
な
ら
ず
、

当
代
一
流
の
日
本
画
家
た
ち
と
機
会
あ
る
ご
と
に
親
し
く
交
わ
っ
て
い
る
。

絵
画
の
収
集
に
も
意
を
用
い
て
い
た
が
、
樗
陰
は
文
人
画
趣
味
で
、
特
に
賞

翫
し
た
の
は
信
州
の
不
遇
の
南
画
家

雲
坪
で
あ
っ
た
と
い
う
。

樗
陰
は
ま
た
、
現
代
の
文
人
の
書
を
収
集
す
る
こ
と
に
も
興
味
を
持
っ
て
お
り
、
蘇
峰
や
漱
石
を
初
め
と
し
て
、「
中

央
公
論
」
に
寄
稿
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
樗
陰
の
手
に
よ
っ
て
強
引
に
揮
毫
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

漱
石
の
場
合
な
ど
で
も
、
樗
陰
は
定

紋
入
り
の
自
家
用
人
力
車
で
紙
を
ド
ッ
サ
リ
運
ん
で
行
っ
て
、
無
遠
慮
に
書

斎
に
毛
氈
を
敷
き
、
自
分
で
墨
を
刷
り
、
紙
を
延
べ
、
手
を
取
ら
ぬ
ば
か
り
に
し
て
絵
や
書
を
書
か
せ
た
と
い
う
。
気

む
ず
か
し
屋
の
漱
石
も
、
言
わ
れ
る
ま
ま
に
二
、
三
時
間
も
書
い
て
や
っ
た
と
い
う
か
ら
、
二
人
は
よ
ほ
ど
ウ
マ
が
合
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
と
、
夏
目
鏡
子
夫
人
は
『
漱
石
の
思
い
出
』
の
中
で
述
懐
し
て
い
る
。

「
太
く
短
く
」
が
樗
陰
の
口
癖
で
あ
っ
た
こ
と
は
多
く
の
人
の
証
言
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
身
の
運
命
を
予
知
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
に
わ
か
に
病
の
改
ま
っ
た
樗
陰
は
、
大
正
十
四
年
十
月
二
十
七
日
、
わ
ず
か
四
十
三
歳
の
若

さ
で
あ
わ
た
だ
し
く
白
玉
楼
中
の
人
と
化
し
た
。

三
日
後
の
三
十
日
に
東
京
本
郷
の
喜
福
寺
に
お
い
て
葬
儀
が
執
り
行
わ
れ
た
が
、
中
央
公
論
社
の
社
史
（
昭
和
四
十



年
　
中
央
公
論
創
業
八
十
年
記
念
刊
）
に
よ
れ
ば
、
「
会
葬
者
は
寺
の
境
内
に
満
ち
、
当
代
の
文
壇
、
論
壇
、
画
壇
の

人
が
こ
と
ご
と
く
あ
つ
ま
っ
た
。
ま
こ
と
に
明
治
以
来
、
滝
田
樗
陰
ほ
ど
そ
の
死
を
惜
し
ま
れ
た
編
集
者
は
な
か
っ
た
」

と
、
葬
儀
の
盛
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

ま
た
、
亡
く
な
っ
た
そ
の
年
の
十
二
月
号
の
「
中
央
公
論
」
は
、
樗
陰
の
人
柄
と
業
績
を
永
遠
に
讃
え
る
た
め
、
生

前
に
親
交
の
あ
っ
た
各
界
の
人
を
集
め
て
、
滝
田
樗
陰
追
悼
記
を
特
集
し
た
。
こ
こ
に
は
、
徳
富
蘇
峰
、
吉
野
作
造
、

平
福
百
穂
、
三
宅
雪
嶺
、
徳
田
秋
声
、
田
山
花
袋
、
正
宗
白
鳥
、
小
山
内
薫
、
谷
崎
潤
一
郎
、
菊
池
寛
、
芥
川
龍
之
介
、

広
津
和
郎
な
ど
三
十
五
名
が
名
を
連
ね
て
い
る
。

い
ず
れ
も
史
上
に
名
を
残
し
て
い
る
名
士
ば
か
り
で
、
ま
さ
に
壮
観
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
名
を
通
読
す
る
だ
け
で

も
、
樗
陰
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
、
ま
た
編
集
者
と
し
て
い
か
に
す
ぐ
れ
た
人
物
あ
っ
た
か
が
浮
き
彫
り
に
な
っ

て
く
る
。

後
年
、
中
央
公
論
社
の
嶋
中
雄
作
社
長
が
樗
陰
を
評
し
て
、
千
人
に
一
人
か
百
年
に
一
人
の
天
才
的
編
集
者
、
と
讃

え
た
の
も
充
分
に
納
得
の
い
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
樗
陰
は
今
、
秋
田
市
下
八
橋
の
全
良
寺
に
お
い
て
、
藤
原
義
江
歌
劇

団
の
プ
リ
マ
ド
ン
ナ
で
あ
っ
た
三
女
の
菊
江
ら
と
と
も
に
と
こ
し
え
の
眠
り
に
つ
い
て
い
る
。

な
お
、
墓
標
の
す
ぐ
か
た
わ
ら
に
は
、
樗
陰
の
門
弟
の
木
佐
木
勝
が
昭
和
四
十
四
年
に
建
立
し
た
、
「
土
牛
」
の
落

款
の
あ
る
「
滝
田
樗
陰
之
碑
」
が
あ
っ
て
、
樗
陰
の
業
績
を
簡
潔
に
今
日
に
伝
え
て
い
る
。
「
土
牛
」
と
は
、
改
め
て

言
う
ま
で
も
な
く
、
百
一
歳
の
天
寿
を
全
う
し
た
日
本
画
壇
の
巨
匠
奥
村
土
牛
の
こ
と
で
あ
る
。



樗陰の一族が眠る全良寺の滝田家墓地
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