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私
は
南
吉
の
生
涯
と
そ
の
文
学
に
魅

せ
ら
れ
、
永
く
か
か
わ
っ
て
き
た
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
創
作
童
話
の
会
「
し

ろ
や
ま
」
の
合
評
会
の
講
師
を
引
き
受

け
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
当
た
っ
て
は
、

南
吉
が
ど
の
よ
う
な
想
い
や
考
え
を

も
っ
て
童
話
や
物
語
、
詩
等
を
書
い
て

き
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
し
て
、

講
座
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
、
月
々
の
会
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

南
吉
の
生
涯
は
、
二
十
九
歳
と
七
か

月
と
い
う
短
い
も
の
で
あ
り
、
本
格
的

に
創
作
を
行
っ
た
期
間
は
、
わ
ず
か
十

数
年
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
南
吉
は
、「
世
界
の
名
作
と

い
わ
れ
る
名
作
は 
渉  
猟 
し
よ
う
」
と
日

し
ょ
う 
り
ょ
う

記
に
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
文

学
は
も
と
よ
り
、
世
界
の
文
学
、
哲
学
、

宗
教
書
等
々
を
読
み
漁
り
、
彼
独
自
の

児
童
文
学
論
を
も
っ
て
、
作
家
と
し
て

の
生
涯
を
つ
ら
抜
い
た
人
だ
っ
た
の
で

す
。

　

で
は
、
こ
こ
で
、
改
め
て
南
吉
の
児

童
文
学
へ
の
想
い
を
ま
と
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
会
員
の
皆
様
と
と

も
に
、
こ
れ
か
ら
童
話
や
小
説
等
を
書

い
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
方
々

も
創
作
活
動
の
糧
に
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。

　

ま
ず
第
一
に
、
南
吉
は
、
物
語
を
読

む
こ
と
、
そ
し
て
書
く
こ
と
が
好
き
で

好
き
で
た
ま
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

父
親
が
雑
誌
み
た
い
な
も
の
ば
か
り

読
ん
で
い
て
は
い
け
な
い
、
と
言
う
の

に
対
し
て
、「
自
分
は
只
雑
誌
な
ど
が
面

白
い
為
に
読
む
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
･

･
･
本
当
は
将
来
の
為
に
読
む
の
で

す
。
ど
う
し
て
も
好
い
文
を
書
く
に
は

沢
山
読
ま
な
け
れ
ば
駄
目
で
す
。･
･
･
」、

「
･
･
･
小
説
を
止
め
る
こ
と
は
腕
を

も
ぎ
と
ら
れ
る
様
に
辛
い
事
だ
。」「
単

行
本
、
雑
誌
が
手
許
に
な
く
な
っ
た
の

で
何
だ
か
淋
し
い
。」
等
と
中
学
時
代
の

日
記
に
記
し
て
い
ま
す
。

　

次
（
第
二
）
に
、
児
童
文
学
は
、
物

語
性
が
豊
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
。

　

安
城
高
等
女
学
校
時
代
の
評
論
「
童

話
に
於
け
る
物
語
性
の
喪
失
」
の
中
で
、

南
吉
は
、
子
供
の
読
む
物
語
は
、
と
に

か
く
ま
ず
面
白
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
お
り
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
井
桃
子
さ
ん

な
ど
が
「
子
ど
も
と
文
学
」
の
中
で
高

く
評
価
し
、
南
吉
は
宮
沢
賢
治
に
匹
敵

す
る
作
家
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で

す
。

　

次
（
第
三
）
に
、
子
ど
も
の
視
点
、

子
ど
も
の
感
性
を
大
切
に
し
て
書
く
こ

と
。

　

代
表
作
「
ご
ん
狐
」
や
「
手
袋
を
買

い
に
」
に
見
る
ま
で
も
な
く
、
南
吉
作

品
は
、
子
ど
も
の
視
点
・
感
性
と
い
う

も
の
が
、
実
に
見
事
に
生
か
さ
れ
描
写

さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ

う
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
東
京
外
国
語

学
校
時
代
の
評
論
「
外
か
ら
内
へ
―
或

る
清
算
」
に
フ
ァ
ー
ブ
ル
の
「
昆
蟲
記
」

を
例
に
引
き
、
昆
虫
の
感
覚
と
子
ど
も

の
感
性
を
対
比
さ
せ
見
事
に
描
い
て
い

ま
す
。
こ
の
論
で
注
目
す
べ
き
一
点
は
、

昆
虫
の
感
覚
や
子
ど
も
の
持
っ
て
い
る

感
性
と
い
う
も
の
に
一
つ
の
理
念
を
与

え
、
そ
れ
を
整
理
す
る
も
の
と
し
て
、

私
た
ち
作
家
と
し
て
の
大
人
の
存
在
が

大
切
な
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

　

次
（
第
四
）
に
、
自
然
や
人
間
に
対

す
る
深
い
観
察
眼
や
観
照
眼
を
常
に
養

い
研
く
こ
と
。

　

次
（
第
五
）
に
、
登
場
人
物
が
個
性

的
で
あ
る
こ
と
。

　

平
凡
な
人
間
の
内
に
潜
む
、
意
外
性
、

非
日
常
的
な
も
の
、
神
性
、
仏
性
、
魔

性
、
無
意
識
の
世
界
等
に
も
目
を
向
け

て
み
る
こ
と
の
大
切
さ
。

　

そ
の
他
、
南
吉
文
学
に
と
っ
て
重
要

な
テ
ー
マ
に
神
と
仏
と
と
も
に
「
愛
」

が
あ
り
ま
す
。

　
「
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
悲
哀
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」
自
分
は
「
悲
哀
を
愛
に

変
え
て
書
い
て
い
く
の
だ
」
と
言
い

「
愛
」
を
「
僕
の
生
活
の
方
向
と
し
意

義
と
し
よ
う
。」
と
も
、
中
学
時
代
に
書

い
て
い
ま
す
。

　
「
よ
の
つ
ね
の
喜
び
か
な
し
み
の
か

な
た
に
ひ
と
し
れ
ぬ
美
し
い
も
の
ゝ
あ

る
を
知
っ
て
い
る
か
な
し
み
、
そ
の
か

な
し
み
を
生
涯
う
た
い
つ
づ
け
た
」
と

南
吉
は
死
の
前
年
に
書
き
残
し
て
逝
き

ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
南
吉
文
学
の
根
底
に
は
、

「
人
間
と
は
何
か
」「
人
間
い
か
に
生
き

る
べ
き
か
」
と
い
っ
た
普
遍
的
な
問
い

が
秘
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
い
い

で
し
ょ
う
。
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