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一

　創
刊
に
際
し
て

季
刊
同
人
誌
『
文
体
』
は
、
一
九
七
七
年
九
月
に
創
刊
さ
れ
た
。
同
人

に
名
を
連
ね
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
内
向
の
世
代
」
の
作
家
で
あ
る
古
井

由
吉
、
後
藤
明
生
、
高
井
有
一
、
坂
上
弘
の
四
名
（
終
刊
ま
で
同
人
の
増

減
な
し
）
で
あ
り
、
創
刊
以
来
、
季
刊
誌
と
し
て
年
四
回
の
出
版
を
続
け
、

八
〇
年
六
月
の
終
刊
ま
で
に
全
十
二
号
を
刊
行
、
総
勢
一
三
四
名
の
執
筆

者
に
よ
る
小
説
や
評
論
、
対
談
、
エ
ッ
セ
イ
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
趣
向

の
文
章
を
掲
載
し
て
い
る
。
発
行
元
は
平
凡
社
だ
が
、
実
際
の
編
集
業
務

の
多
く
は
右
の
作
家
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
定
価
は
七
二
〇
円
で
一
貫

し
て
い
る
も
の
の
、
終
刊
号
の
み
が
八
二
〇
円
と
な
っ
て
い
る
。
執
筆
者

の
原
稿
料
は
、
後
年
の
古
井
の
謂
い
に
よ
る
と
、「
既
成
作
家
は
一
律
に

（
…
）
み
ん
な
五
千
円
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
版
型
は
一
般
的
な
文
芸
誌

と
同
型
の
Ａ
６
版
で
あ
り
、
一
～
八
号
ま
で
は
橙
色
、
九
～
十
二
号
は
白

色
を
基
調
に
装
丁
さ
れ
た
。
表
紙
絵
に
は
、
一
～
四
号
は
宮
崎
進
、
五
～

八
号
ま
で
は
島
田
章
三
の
作
品
が
一
年
ず
つ
採
用
さ
れ
た
が
、
九
号
以
降

は
各
号
ご
と
に
作
家
が
変
更
さ
れ
、
九
号
は
中
西
夏
之
、
十
号
は
相
笠
昌

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

義
、
十
一
号
は
李
禹
煥
、
十
二
号
は
大
沼
映
夫
の
も
の
が
採
用
さ
れ
て
い

る
。ま

ず
は
、『
文
体
』
創
刊
ま
で
の
経
緯
を
参
考
資
料
を
も
と
に
確
認
し

て
お
く
。
古
井
は
自
叙
伝
の
な
か
で
、『
文
体
』
創
刊
ま
で
の
経
緯
を
次

の
よ
う
に
記
す
。

五
十
一
年
の
末
か
ら
五
十
二
年
に
か
け
て
の
冬
は
例
年
に
な
く
寒

か
っ
た
。（
…
）
そ
の
頃
、
隔
週
か
と
き
に
は
毎
週
、
月
曜
日
に
私

た
ち
は
集
ま
り
を
持
っ
た
。
私
た
ち
と
い
う
の
は
、
高
井
有
一
、
後

藤
明
生
、
坂
上
弘
と
私
と
の
四
人
で
、
雑
誌
「
文
体
」
の
創
刊
の
た

め
の
相
談
だ
っ
た
。

右
の
回
想
に
古
井
は
、
同
人
た
ち
に
よ
る
『
文
体
』
創
刊
の
た
め
の
会

合
が
「
五
十
一
年
の
末
か
ら
五
十
二
年
に
か
け
て
の
冬
」
に
始
め
ら
れ
た

と
証
言
す
る
。
続
く
箇
所
で
は
、「
五
十
二
年
の
三
月
に
「
文
体
」
の
事

務
所
が
麹
町
に
設
け
ら
れ
」
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
古
井
は
別

所
に
、「
発
足
が
決
ま
っ
た
の
が
七
五
年
で
、
終
わ
っ
た
の
が
八
〇
年
で

（
5
）

文
体
へ
の
努
力

―
―
季
刊
同
人
誌
『
文
体
』（
一
九
七
七
～
一
九
八
〇
）
解
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と
総
目
次
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す
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
雑
誌
創
刊
自
体
は
、
そ
の
前
年
の
七
五
年
（
昭

和
五
〇
年
）
ご
ろ
か
ら
内
定
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

な
お
、『
文
体
』
の
創
刊
の
発
起
人
は
、
坂
上
弘
で
あ
る
。
創
刊
の
経

緯
を
坂
上
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

皆
さ
ん
に
声
を
か
け
た
の
は
ぼ
く
で
、
出
発
点
は
ぼ
く
か
も
し
れ
な

い
。
雑
誌
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
な
ん
と
な
く
思
っ
て
い
た
の

は
、
五
年
く
ら
い
ま
え
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
ぼ
く
だ
け
で
は
な
く

て
、
皆
さ
ん
も
お
も
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
（
…
）。

�こ
れ
は
『
季
刊
芸
術
』（
季
刊
芸
術
出
版
）
に
お
い
て
、
古
山
高
麗
雄
、

江
藤
淳
が
『
文
体
』
の
創
刊
に
際
し
、
そ
の
同
人
た
ち
に
行
っ
た
イ
ン
タ

ヴ
ュ
ー
で
の
発
言
だ
が
、
そ
こ
で
、
坂
上
は
お
よ
そ
「
五
年
く
ら
い
ま
え
」

か
ら
雑
誌
創
刊
を
思
い
描
い
て
い
た
と
答
え
る
。
こ
れ
を
先
の
古
井
の
発

言
と
総
合
す
れ
ば
、
一
九
七
二
年
頃
か
ら
同
人
間
で
雑
誌
創
刊
と
い
う
こ

と
が
話
題
に
の
ぼ
り
は
じ
め
、
七
五
年
に
創
刊
を
決
定
、
一
九
七
六
年
冬

頃
よ
り
同
人
た
ち
が
会
合
を
開
始
し
、
同
人
活
動
が
本
格
的
に
始
動
す
る

と
い
う
成
り
行
き
が
推
定
で
き
る
。

で
は
、
そ
の
誌
名
は
い
か
に
し
て
決
定
さ
れ
た
の
か
。
右
に
引
用
し
た

江
藤
ら
と
の
座
談
会
で
坂
上
は
、「『
文
体
』
と
い
う
誌
名
を
考
え
た
の
は
、

多
分
、
後
藤
さ
ん
じ
ゃ
な
い
か
」�

と
述
べ
て
い
る
。
雑
誌
の
命
名
者
と
し

て
指
名
さ
れ
た
後
藤
は
、
次
の
よ
う
に
誌
名
の
由
来
を
語
る
。

（
6
）

（
7
）

（
8
）

後
藤　
（
…
）
ぼ
く
は
、サ
ラ
リ
ー
マ
ン
編
集
者
を
十
年
ば
か
り
や
っ

て
い
て
、「
ン
」の
つ
く
題
名
は
縁
起
が
い
い
と
い
う
迷
信
が
あ
っ
た
。

江
藤　

運
が
つ
く
ん
だ
ね
。（
笑
）

後
藤　

迷
信
を
か
つ
い
だ
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
、
日
本

語
と
し
て
も
、
力
強
さ
と
締
り
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
「
ン
」

を
中
心
に
考
え
た
。�

こ
う
し
て
、「
ン
」
の
字
が
含
ま
れ
た
題
名
と
し
て
、「
表
現
」
や
、『
海
』

（
中
央
公
論
社
）
を
も
じ
っ
た
「
山
」
な
ど
が
候
補
に
挙
げ
ら
れ
る
も
、

結
果
的
に
「
文
体
」
と
い
う
一
語
が
誌
名
に
決
定
し
た
と
い
う
。
後
藤
は

「
文
体
」
な
る
語
が
誌
名
候
補
に
挙
げ
ら
れ
た
瞬
間
の
こ
と
を
、「
結
局
、

投
票
も
何
も
し
な
い
で
、「
う
ん
、
こ
れ
だ
」
と
な
っ
た
（
…
）。
互
い
に

腹
の
中
で
考
え
て
た
も
の
が
何
と
な
く
出
ち
ゃ
っ
た
と
い
う
感
じ
が
し

た
」
と
語
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
同
人
間
に
共
有
さ
れ
た
問
題
意
識
を

言
い
当
て
た
も
の
と
し
て
、ふ
さ
わ
し
い
一
語
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、

他
方
で
、
後
年
に
古
井
は
、
後
藤
ら
『
文
体
』
同
人
の
同
席
す
る
座
談
会

に
お
い
て
、
こ
の
『
文
体
』
と
い
う
誌
名
に
つ
い
て
、「「
文
体
」
と
い
う

題
名
の
つ
け
方
に
は
、
お
の
ず
か
ら
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
あ
っ
た
。
だ
っ
て
、

僕
な
ん
か
そ
の
編
集
後
記
で
、「
文
体
な
ん
て
オ
レ
ら
に
は
な
い
」
っ
て

書
い
て
い
る
ん
だ
も
の
ね
」
と
語
り
、
続
く
箇
所
で
は
、「
文
体
派
じ
ゃ

な
く
て
、文
体
困
惑
派
な
ん
だ
」
と
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、

「
文
体
」
の
一
語
を
誌
名
に
掲
げ
る
こ
と
は
、「
文
体
」
へ
の
信
条
な
ど
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
懐
疑
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
、
留
意

（
9
）

（
10
）

（
11
）



－　　－59 －　　－58

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
古
井
ら
に
よ
る
『
文
体
』
誌
の
創
刊
に
先
立
っ
て
、
同
名
の
雑

誌
は
す
で
に
三
度
、
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
一
九
三
三
年
に
岩
本
和
三
郎
が

文
体
社
か
ら
随
筆
雑
誌
と
し
て
発
刊
し
た
も
の
を
嚆
矢
と
し
、
三
八
年
に

ス
タ
イ
ル
社
か
ら
三
好
達
治
、
宇
野
千
代
に
よ
っ
て
、
次
い
で
、
四
七
年
、

文
体
社
か
ら
宇
野
文
雄
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
も
の
が
そ
れ
に
当
該
す

る
。
先
達
ら
の
雑
誌
に
つ
い
て
、
坂
上
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
文
体
」
は
戦
前
、
宇
野
千
代
、
北
原
武
夫
、
井
伏
鱒
二
、
三
好
達

治
が
同
人
で
出
し
た
高
等
的
な
純
文
学
雑
誌
で
し
ょ
う
。
そ
の
「
文

体
」
と
い
う
名
前
の
た
め
に
宇
野
千
代
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
あ
い
さ
つ

に
行
っ
て
、
そ
れ
か
ら
小
林
秀
雄
の
と
こ
ろ
に
あ
い
さ
つ
に
行
っ
た

ん
で
す
。

　

戦
後
で
し
ょ
う
か
、「
文
体
」
同
人
に
は
小
林
秀
雄
も
入
っ
て
い

る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
二
人
に
「
文
体
」
と
い
う
名
前
を
使
わ
せ
て

く
だ
さ
い
と
許
可
を
得
に
行
け
と
だ
れ
か
か
ら
い
わ
れ
て
、
僕
は
使

者
と
し
て
行
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
義
理
立
て
が
奏
功
し
て
か
、
宇
野
は
創
刊
号
に
随
筆
を
寄
稿

し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
右
様
に
し
て
、『
文
体
』
の
名
を
冠
す
る
雑
誌

は
事
実
上
四
度
目
の
創
刊
を
迎
え
る
。
創
刊
号
の
売
り
上
げ
部
数
に
つ
い

て
は
、「
第
一
回
が
一
万
五
千
部
ぐ
ら
い
売
れ
」
た
と
い
う
古
井
の
後
年

の
発
言
が
あ
り
、
本
誌
の
発
刊
が
当
時
、
そ
れ
な
り
の
話
題
性
を
有
し
て

（
13
）

（
14
）

い
た
こ
と
が
窺
知
さ
れ
る
。
お
も
な
同
時
代
の
反
応
と
し
て
、「
内
向
の

世
代
」
の
同
伴
者
と
呼
ぶ
べ
き
批
評
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
秋
山
駿
は
、
後

藤
明
生
と
の
対
談
で
、『
文
体
』
創
刊
に
対
す
る
所
感
を
次
の
よ
う
に
述

べ
た
。ほ

ん
と
う
は
こ
れ
か
ら
一
人
ず
つ
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
に
応
じ
て
、

あ
る
花
を
咲
か
せ
よ
う
と
す
る
時
期
に
あ
た
っ
て
、逆
に
、ま
と
ま
っ

て
、
一
つ
の
雑
誌
を
出
そ
う
と
い
う
こ
と
を
始
め
た
。
普
通
だ
っ
た

ら
、
文
学
の
グ
ル
ー
プ
と
い
う
の
は
、
最
初
に
そ
う
し
た
雑
誌
な
り

を
も
っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
一
人
ず
つ
分
か
れ
て
各
自
の
成
熟
を
迎

え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
け
れ
ど
、
こ
れ
は
逆
の
現
象
で
お

も
し
ろ
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

右
に
お
い
て
秋
山
は
、「
成
熟
」
期
に
入
っ
て
の
同
人
活
動
が
個
々
の

作
家
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、「
お
も
し
ろ
い
」
と
し
て
関
心
を
示
し

て
い
る
。
対
し
て
、『
文
体
』
の
創
刊
が
文
壇
に
与
え
る
影
響
に
関
心
を

抱
く
の
が
、
江
藤
淳
で
あ
る
。
江
藤
は
、
前
掲
の
座
談
会
に
お
い
て
、「
日

本
の
文
学
の
世
界
は
非
常
に
狭
い
か
ら
、
雑
誌
が
ひ
と
つ
出
る
だ
け
で
地

殻
変
動
が
お
こ
り
か
ね
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。『
文
体
』
も
そ
う
い
う
可

能
性
を
含
ん
だ
雑
誌
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
」
と
い
い
、
文
学
者
が
中
心

と
な
る
『
季
刊
芸
術
』
を
立
ち
上
げ
た
自
身
の
経
験
か
ら
、
お
な
じ
く
文

学
者
か
ら
な
る
同
人
誌
で
あ
る
『
文
体
』
を
、「
兄
弟
分
の
よ
う
な
雑
誌
」

と
し
て
「
心
強
く
感
じ
」
た
と
語
っ
て
い
る
。
作
家
へ
の
影
響
に
期
待
す

（
15
）

（
16
）
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る
秋
山
と
、
文
壇
全
体
へ
及
ぼ
す
効
果
に
関
心
を
抱
く
江
藤
と
、
そ
の
関

心
の
所
在
は
異
な
れ
ど
、
と
も
に
『
文
体
』
の
創
刊
を
歓
待
す
る
点
で
は

共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。

二

　同
人
の
意
向

次
い
で
、『
文
体
』
が
い
か
な
る
ア
ピ
ー
ル
の
も
と
に
創
刊
さ
れ
た
の

か
を
見
て
い
く
。
本
誌
に
は
、
決
意
表
明
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
「
創
刊
の

辞
」
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
秋
山
と
の
座
談
会
に
お
い
て
、後
藤
が
「
一

人
一
人
が
自
分
だ
け
の
言
葉
で
し
か
書
き
表
す
こ
と
の
出
来
な
い
思
想
を

抱
い
て
い
て
、
そ
れ
を
自
分
の
文
体
で
書
く
。
そ
う
い
う
、
小
説
を
書
く

の
と
同
じ
よ
う
な
態
度
で
今
度
は
自
分
た
ち
の
雑
誌
を
出
す
」
と
述
べ
た

よ
う
に
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、「
一
人
一
人
が
自

分
だ
け
の
言
葉
で
し
か
書
き
表
す
こ
と
の
出
来
な
い
思
想
」
を
「
自
分
の

文
体
」
で
書
く
と
い
う
個
人
的
な
営
為
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は

先
に
も
触
れ
た
『
季
刊
芸
術
』
の
座
談
会
な
ど
で
の
発
言
か
ら
、
同
人
そ

れ
ぞ
れ
の
創
刊
へ
の
意
気
込
み
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

発
起
人
・
坂
上
は
、
江
藤
ら
と
の
対
談
に
お
い
て
、『
文
体
』
を
創
刊

し
た
の
は
、
文
壇
内
に
エ
コ
ー
ル
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
る
「
文
学
者
と

し
て
生
き
て
い
く
と
き
に
、
ひ
と
り
に
な
ら
な
い
努
力
」
で
あ
っ
た
と
述

べ
た
。
こ
の
意
味
で
、
坂
上
の
『
文
体
』
で
の
活
動
は
、
ひ
と
え
に
文
壇

内
で
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
な
戦
略
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
同
所
で

江
藤
に
創
刊
の
意
気
込
み
を
聞
か
れ
、
現
状
に
対
す
る
「
プ
ラ
ス
・
ア
ル

（
17
）

（
18
）

フ
ァ
」
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
と
答
え
る
後
藤
と
は
反
対
に
、坂
上
が
「
ぼ

く
は
な
ん
に
も
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
。
い
い
友
達
を
得
た
と
い
う
こ

と
が
ぼ
く
な
り
に
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
ま
す
」
と
答
え
て
い
る
点
に
も

明
ら
か
だ
ろ
う
。
坂
上
に
と
っ
て
『
文
体
』
と
は
、
い
わ
ば
「
仲
間
」
を

得
る
た
め
の
場
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
活
動
に
対
し
て
も
ま
た
、「
小
説
家

が
大
体
同
世
代
で
、
文
学
と
い
う
も
の
を
考
え
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
編

集
と
い
う
形
の
な
か
で
や
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
共
通
点
は
あ
る
し
、
共
通

の
場
も
で
き
た
し
、
お
互
い
が
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
も
で
き
た
し
、
そ
の

結
果
が
お
そ
ら
く
文
壇
に
と
っ
て
豊
か
に
な
る
要
素
で
は
あ
る
と
思
う
」

と
き
わ
め
て
楽
観
的
で
あ
る
。

一
方
、
後
藤
は
、「
編
集
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
意
識
し
な
い
で
、
自

分
た
ち
の
作
品
活
動
の
延
長
」
と
し
て
、
雑
誌
編
集
業
と
執
筆
業
の
両
立

を
試
み
る
と
語
る
。
あ
く
ま
で
作
家
と
し
て
編
集
に
関
与
す
る
と
い
う
後

藤
は
、
秋
山
と
の
対
談
に
お
い
て
、
雑
誌
創
刊
に
際
す
る
新
聞
記
者
会
見

で
「
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
何
か
」「
現
状
っ
て
い
う
も
の
に
対
し
て
何
か
批
判

的
な
立
場
を
と
る
の
か
」
と
質
問
さ
れ
た
こ
と
を
振
り
返
り
つ
つ
、
先
に

も
触
れ
た
よ
う
に
、「
こ
の
雑
誌
は
現
状
に
対
す
る
不
平
不
満
か
ら
作
る

の
で
は
な
い
。
現
状
批
判
で
は
な
く
、
現
状
に
何
か
を
つ
け
加
え
た
い
」

と
述
べ
る
。
そ
こ
で
、「
つ
け
加
え
」
る
べ
き
も
の
こ
そ
が
、「
文
体
意
識
」

で
あ
る
と
後
藤
は
語
る
。

プ
ラ
ス
・
ア
ル
フ
ァ
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
が
文
体
意
識
と
い
っ
た
も

の
だ
と
ぼ
く
は
考
え
る
わ
け
で
す
。（
…
）
と
い
う
の
は
、
現
在
の

（
19
）

（
20
）

（
21
）
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文
芸
誌
の
編
集
目
次
を
総
覧
し
て
み
て
、
な
に
か
欠
如
し
て
い
る
も

の
が
あ
る
と
す
れ
ば
文
体
意
識
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
ぼ
く
な
り
に

感
じ
た
か
ら
な
ん
で
す
。

別
所
に
お
い
て
も
、「
戦
後
以
前
で
は
、（
…
）
い
く
ら
情
念
が
あ
り
余

り
、
い
く
ら
発
表
し
た
い
意
見
が
あ
っ
て
も
、
あ
る
ス
タ
イ
ル
を
持
た
な

け
れ
ば
表
せ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
る
後
藤
は
、
こ
こ
で
、
戦
後
日
本
語
に

お
け
る
「
文
体
意
識
」
の
「
欠
如
」
を
指
摘
し
、
本
誌
を
現
代
に
お
け
る

「
同
志
諸
兄
と
の
協
同
に
よ
る
自
由
な
文
体
研
究
所
、
散
文
研
究
所
と
で

も
い
っ
た
場
所
」
に
す
る
と
の
決
意
を
語
る
。

続
い
て
、
創
刊
の
話
を
聞
か
さ
れ
た
当
初
、
七
五
年
に
共
同
通
信
社
を

退
職
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
高
井
は
、
再
び
編
集
に
携
わ
る
こ
と
に
「
若

干
た
め
ら
い
が
あ
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
だ
が
、
結
果
的
に
後
藤
の
よ

う
に
、「
雑
誌
を
や
る
の
も
自
分
自
身
の
文
学
表
現
だ
と
い
う
気
持
ち
」

で
同
人
に
参
加
し
、
自
分
た
ち
が
雑
誌
を
や
る
か
ら
に
は
、「
雑
誌
じ
た

い
が
悪
口
の
対
象
に
で
も
な
る
よ
う
な
も
の
を
こ
し
ら
え
な
け
れ
ば
、

ま
っ
た
く
意
味
が
な
い
と
思
う
ん
で
す
」
と
述
べ
る
高
井
は
、
先
に
み
た

江
藤
の
文
壇
に
「
地
殻
変
動
」
を
起
こ
す
雑
誌
た
る
こ
と
を
求
め
る
声
に

反
応
し
つ
つ
、『
文
体
』
が
文
壇
的
な
話
題
と
な
る
雑
誌
た
ら
ん
こ
と
を

志
向
す
る
。

で
は
、
古
井
の
『
文
体
』
へ
の
意
気
込
み
は
ど
う
か
。「
私
に
と
っ
て
、

組
織
ら
し
い
も
の
に
関
与
す
る
の
は
大
学
を
や
め
て
か
ら
七
年
ぶ
り
だ
っ

た
」
と
い
う
古
井
は
当
初
、
右
の
高
井
と
同
様
に
、「
雑
誌
を
つ
く
る
と

（
22
）

（
23
）

（
24
）（

25
）

（
26
）

（
27
）

い
う
発
想
は
全
然
な
か
っ
た
」
と
発
言
す
る
。
だ
が
、
参
与
す
る
か
ら
に

は
、
文
学
者
と
い
う
立
場
の
利
点
を
活
用
し
、「
編
集
者
の
鬱
屈
か
ら
あ

る
程
度
開
放
さ
れ
た
」、「
よ
じ
れ
の
少
な
い
目
次
を
つ
く
り
た
い
」
と
語

る
。
こ
う
し
て
、『
文
体
』
同
人
と
な
る
古
井
だ
が
、
結
果
的
に
「
文
体
」

と
い
う
課
題
に
も
っ
と
も
真
摯
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
作

家
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
そ
う
し
た
態
度
は
、
た
と
え
ば
、
他
の
同
人

が
「
同
人
後
記
」
を
身
辺
・
文
壇
雑
記
で
埋
め
て
い
る
の
に
対
し
、
古
井

の
そ
れ
が
多
く
、
次
の
よ
う
な
「
文
体
」
へ
の
問
い
で
埋
め
ら
れ
て
い
る

点
に
看
取
さ
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
「
小
説
の
文
体
」
は
、
い
っ
た
い
何
を
得
、
何
を
失
っ

た
結
果
な
の
だ
ろ
う
か
。
何
を
得
、
何
を
失
っ
て
い
く
過
程
な
の
だ

ろ
う
か
。「
文
体
」
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
別
の
光
に
照
ら
せ
ば
、

「
文
体
」
を
失
う
こ
と
に
も
な
る
で
は
な
い
か
。
そ
の
逆
は
、
可
能

な
の
だ
ろ
う
か
。（
三
号
「
同
人
後
記
」）

こ
う
し
た
「
文
体
」
へ
の
探
究
心
は
、
自
ら
が
「（
引
用
者
註
：「
文
体
」

と
い
う
語
を
）
誌
名
に
し
た
か
ら
に
は
テ
ー
マ
で
あ
り
、
ま
ず
自
分
自
身

の
作
品
に
の
し
か
か
る
」（
四
号
「
同
人
後
記
」）
と
い
う
よ
う
に
、同
時
、

創
作
へ
の
負
荷
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
古
井
は
後
年
、「『
親
』
の
あ

た
り
で
は
、
も
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
に
行
き
詰
ま
っ
た
」
と
、

そ
の
辛
苦
を
吐
露
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
試
行
錯
誤
に
、
作
家
と
し
て
の

活
動
を
一
貫
し
て
「
文
体
」
と
は
何
か
と
問
い
続
け
る
古
井
の
問
題
意
識

（
28
）

（
29
）

（
30
）
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を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
上
、『
文
体
』創
刊
に
あ
た
る
作
家
た
ち
の
決
意
を
概
観
し
て
み
た
が
、

先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
そ
の
具
体
的
な
活
動
は
、「
文
体
」
を
中
心
的

に
問
題
化
し
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
も
個
々
人
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
本

誌
の
こ
う
し
た
意
向
か
ら
、
古
井
が
「「
文
体
」
の
意
識
の
も
と
に
書
か

れ
た
作
品
群
の
中
か
ら
、内
在
す
る
文
体
問
題
が
端
的
に
顕
わ
れ
る
の
を
、

待
つ
つ
も
り
で
い
る
」（
一
号
「
同
人
後
記
」）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
誌
上

に
は
多
様
な
人
物
が
集
結
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
文
体
」
観
を
披
露
し
て
い

る
。
で
は
、
そ
こ
で
い
か
な
る
固
有
名
が
『
文
体
』
に
集
っ
た
の
か
を
続

い
て
み
て
い
く
。

三

　寄
稿
者
に
つ
い
て

総
勢
一
三
四
名
の
寄
稿
者
が
『
文
体
』
誌
上
に
は
登
場
す
る
（
対
談
等

を
含
む
）。
登
場
回
数
で
は
、
小
島
信
夫
が
全
号
に
わ
た
っ
て
長
編
を
連

載
し
て
お
り
、
同
人
を
除
く
最
多
登
場
者
で
あ
る
。
次
点
と
し
て
、
上
田

三
四
二
が
評
論
と
小
説
を
合
わ
せ
、
十
一
回
登
場
。
続
い
て
、
中
野
孝
次

が
エ
ッ
セ
イ
を
五
回
寄
稿
し
て
い
る
。

全
体
的
な
寄
稿
者
の
傾
向
と
し
て
は
、
一
瞥
し
て
、「
内
向
の
世
代
」

周
辺
の
作
家
や
批
評
家
が
多
い
こ
と
が
判
る
。
た
と
え
ば
、
上
田

三
四
二
、
小
川
国
夫
、
柄
谷
行
人
、
黒
井
千
次
、
大
庭
み
な
子
、
田
久
保

英
夫
な
ど
、多
く
（
広
義
の
）「
内
向
の
世
代
」
の
文
学
者
た
ち
が
『
文
体
』

に
は
登
場
し
て
い
る
。
同
世
代
に
登
場
し
た
文
学
者
と
い
う
意
味
で
は
、

こ
こ
に
小
説
家
の
加
賀
乙
彦
、
日
野
啓
三
、三
木
卓
、
米
村
晃
太
郎
や
李

恢
成
、
金
鶴
泳
を
加
え
て
も
よ
い
し
、
評
論
家
と
し
て
、
川
村
二
郎
、
粟

津
則
雄
や
平
岡
篤
頼
、
高
橋
英
夫
、
蓮
實
重
彥
、
桶
谷
秀
昭
、
山
口
昌
男

な
ど
も
同
様
に
、
こ
こ
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

だ
が
、
本
誌
に
登
場
す
る
文
学
者
は
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
同
人
た
ち
の

先
輩
作
家
か
ら
の
寄
稿
も
多
い
。
た
と
え
ば
、
大
江
健
三
郎
、
三
浦
哲
郎
、

河
野
多
恵
子
、
丸
谷
才
一
、
森
敦
な
ど
、
高
井
や
古
井
に
先
立
っ
て
芥
川

賞
を
受
賞
し
た
作
家
ら
や
、
大
岡
昇
平
、
埴
谷
雄
高
、
山
室
静
、
篠
田
一

士
、
中
村
真
一
郎
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
戦
後
派
の
文
学
者
た
ち
、
さ
ら
に
は
、

宇
野
千
代
、
河
盛
好
蔵
、
中
村
光
夫
、
永
井
龍
男
、
丹
羽
文
雄
、
山
本
健

吉
、
尾
崎
一
雄
、
小
野
十
三
郎
、
唐
木
順
三
、
川
崎
長
太
郎
、
八
木
義
徳
、

佐
多
稲
子
、
新
庄
嘉
章
、
野
口
冨
士
男
、
宮
内
寒
彌
な
ど
、
戦
前
か
ら
文

学
者
と
し
て
活
動
し
て
い
た
大
家
も
、『
文
体
』
に
参
加
し
て
い
る
。
そ

う
し
た
な
か
で
も
、
登
場
回
数
の
多
い
の
が
、
同
人
た
ち
「
内
向
の
世
代
」

の
直
上
の
文
学
世
代
で
あ
る
「
第
三
の
新
人
」
の
文
学
者
ら
で
あ
る
。
先

述
し
た
最
多
登
場
の
小
島
信
夫
を
は
じ
め
と
し
、
庄
野
潤
三
、
遠
藤
周
作
、

阿
川
弘
之
、
安
岡
章
太
郎
、
三
浦
朱
門
、
小
沼
丹
な
ど
の
顔
ぶ
れ
が
、
小

説
や
対
談
で
『
文
体
』
の
誌
上
を
賑
わ
せ
て
い
る
。

如
上
に
し
て
、
先
人
ら
を
多
く
登
用
す
る
一
方
で
、
新
鋭
作
家
を
多
数

起
用
し
て
い
る
点
も
本
誌
の
特
徴
で
あ
る
。
高
井
は
、
創
刊
号
「
同
人
後

記
」
に
て
、『
文
体
』
の
発
刊
を
船
出
に
譬
え
つ
つ
、「
こ
の
船
を
前
進
せ

る
の
は
や
は
り
新
風
＝
新
人
で
あ
っ
て
欲
し
い
」
と
述
べ
た
。
同
所
に
古

井
も
、「
一
号
に
一
編
は
新
人
の
作
品
を
載
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
創



－　　－63 －　　－62

刊
号
で
は
望
み
を
果
た
せ
な
か
っ
た
が
、投
稿
に
期
待
を
つ
な
い
で
い
る
」

と
新
人
の
出
現
を
待
望
す
る
言
葉
も
見
え
る
。
こ
う
し
た
企
て
の
も
と
、

本
誌
は
、
芥
川
賞
受
賞
直
後
の
岡
松
和
夫
や
、
第
三
一
回
文
学
界
新
人
賞

受
賞
者
で
あ
る
樋
口
至
宏
、
の
ち
に
「
杢
二
の
世
界
」（『
海
燕
』
83
・

11
）
で
芥
川
賞
を
受
賞
す
る
笠
原
淳
な
ど
を
は
じ
め
と
し
、
岩
橋
邦
枝
、

森
山
純
吉
、
小
関
智
弘
、
佐
藤
睦
子
、
高
橋
昌
男
、
立
松
和
平
、
野
津
決

な
ど
の
若
手
作
家
た
ち
に
多
く
執
筆
の
場
を
与
え
る
こ
と
に
寄
与
し
た
。

ま
た
、
横
山
ち
は
る
、
吉
野
英
生
（
村
松
友
視
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
処
女
作

を
掲
載
す
る
な
ど
、
実
際
に
新
人
の
発
掘
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。
後

年
の
座
談
会
に
お
い
て
、『
文
体
』
に
お
け
る
新
人
た
ち
と
の
関
係
を
古

井
と
後
藤
は
次
の
よ
う
に
回
顧
し
た
。

古
井　

だ
け
ど
、
若
い
作
家
に
対
し
て
、
先
輩
作
家
が
、
原
稿
の
段

階
、
ゲ
ラ
の
段
階
で
、
こ
れ
だ
け
面
倒
を
見
た
こ
と
は
な
い
で
す
よ
。

後
藤　

古
井
さ
ん
は
立
松
和
平
の
原
稿
を
全
部
チ
ェ
ッ
ク
し
ち
ゃ
っ

た
ん
だ
も
の
。

こ
う
し
た
新
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
古
井
は
同
所
に
お
い
て
、「
高

井
さ
ん
が
笠
原
淳
さ
ん
の
原
稿
を
」「
随
分
い
じ
り
ま
し
た
」
と
続
け
、

さ
ら
に
「
坂
上
さ
ん
が
金
鶴
泳
さ
ん
を
し
つ
こ
く
面
倒
見
て
い
た
」
こ
と

も
ま
た
明
か
し
て
い
る
。
一
方
で
後
藤
は
「
村
松
友
視
の
小
説
を
載
せ
た

の
は
僕
で
し
た
。
ま
だ
「
海
」
の
編
集
部
に
い
た
の
で
、
吉
野
英
生
と
い

う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
し
た
」と
述
べ
、村
松
の
デ
ビ
ュ
ー
の
お
膳
立
て
を
行
っ

（
32
）

た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
人
た
ち
が
新
人
ら
に
マ
ン

ツ
ー
マ
ン
で
指
導
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
一
般
に
後
続
世
代
と

の
関
係
を
断
っ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
「
内
向
の
世
代
」
の
作
家
ら

に
あ
っ
て
、
意
外
な
印
象
を
与
え
ら
れ
る
。

右
様
に
し
て
、
世
代
別
に
『
文
体
』
の
寄
稿
者
た
ち
を
通
覧
し
て
い
く

こ
と
で
、
本
誌
は
一
種
、
当
時
の
文
壇
縦
覧
的

0

0

0

な
機
能
を
果
た
し
も
す
る

の
だ
が
、
こ
こ
で
登
場
者
た
ち
の
専
門
分
野
に
目
を
転
じ
て
み
れ
ば
、
も

う
一
つ
の
『
文
体
』
誌
の
特
徴
と
し
て
、
ジ
ャ
ン
ル
横
断
的

0

0

0

に
多
様
な
執

筆
者
が
起
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
た
と
え
ば
、
谷
川
俊
太
郎
、
鮎

川
信
夫
、
草
野
心
平
、
大
岡
信
、
辻
井
喬
、
吉
増
剛
造
、
安
東
次
男
、
飯

島
耕
一
、
稲
垣
恵
庸
、
岩
田
宏
、
木
島
始
、
清
岡
卓
行
な
ど
の
詩
人
や
、

創
刊
号
の
別
役
実
を
は
じ
め
、
飯
沢
匡
、
木
下
順
二
、
矢
代
静
一
、
田
中

千
禾
夫
、
宮
原
研
、
演
劇
評
論
家
の
戸
坂
康
二
や
、
ロ
シ
ア
劇
研
究
者
の

野
崎
韶
夫
な
ど
演
劇
関
係
者
か
ら
の
寄
稿
も
多
い
。
さ
ら
に
は
、
飯
田
龍

太
、
石
原
八
束
、
岡
井
隆
、
岡
野
弘
彦
、
金
子
兜
太
、
木
俣
修
、
窪
田
章

一
郎
、
佐
佐
木
幸
綱
、
福
島
泰
樹
な
ど
の
歌
人
に
よ
る
文
章
、
あ
る
い
は
、

ロ
シ
ア
文
学
者
の
池
田
健
太
郎
、
木
村
浩
、
新
谷
敬
三
郎
、
ア
メ
リ
カ
文

学
者
で
あ
る
大
橋
健
三
郎
、
英
文
学
者
の
加
島
祥
造
、
若
林
真
、
フ
ラ
ン

ス
文
学
者
の
佐
藤
朔
、
独
文
学
系
か
ら
は
種
村
季
弘
、
手
塚
富
、
坂
内
正

な
ど
、研
究
者
・
翻
訳
者
の
論
考
な
ど
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
文

体
』
誌
上
に
は
、
文
学
の
領
域
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
哲
学
者
の
沢
田
充
茂

や
、
音
楽
家
の
武
満
徹
、
数
学
者
の
彌
永
昌
吉
や
、
歴
史
学
者
の
森
銑
三

な
ど
、
文
学
外
の
ジ
ャ
ン
ル
の
専
門
家
か
ら
の
寄
稿
も
な
さ
れ
、
多
岐
に （
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わ
た
る
分
野
の
執
筆
者
に
よ
る
文
章
が
本
誌
に
は
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
た
『
文
体
』
の
原
稿
依
頼
の
方
針
に
つ
い
て
、
後
藤
は
次
の

よ
う
に
語
る
。

プ
ロ
の
作
家
や
文
学
者
で
な
く
て
も
、
医
者
で
も
、
学
者
で
も
、
そ

れ
こ
そ
競
馬
の
好
き
な
人
の
文
章
で
も
い
い
。（
…
）
実
際
に
ど
こ

ま
で
出
来
る
か
は
一
応
棚
に
上
げ
と
い
て
、
と
に
か
く
散
文
と
文
体

で
ゆ
こ
う
と
話
し
合
い
を
し
て
い
た
ん
で
す
。

実
際
に
『
文
体
』
は
、「
散
文
」
と
「
文
体
」
を
め
ぐ
る
文
章
を
、
分

野
の
垣
根
を
越
え
受
け
入
れ
、
多
く
の
執
筆
者
を
登
場
さ
せ
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
本
誌
は
時
に
ま
と
ま
り
が
な
い
と
評
さ
れ
も
す
る
。
だ
が
、
先
に
も

引
用
し
た
古
井
の
、「「
文
体
」
の
意
識
の
も
と
に
書
か
れ
た
作
品
群
の
中

か
ら
、
内
在
す
る
文
体
問
題
が
端
的
に
顕
わ
れ
る
の
を
、
待
つ
つ
も
り
で

い
る
」（「
同
人
後
記
」
一
号
）
と
い
う
謂
い
に
倣
え
ば
、『
文
体
』
の
活

動
と
は
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
雑
多
な
量
を
も
っ
て
、「
文
体
」
の
本
質

を
炙
り
出
す
と
い
う
試
み
に
他
な
ら
な
い
。
右
様
の
方
針
に
基
づ
き
、
本

誌
は
小
説
作
品
と
評
論
を
中
心
と
し
つ
つ
、
対
談
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
文

芸
時
評
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
、『
文
体
』
に
掲
載
さ
れ
た
主
だ
っ
た
作
品
や
企
画
が
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
い
く
。

（
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四

　内
容
に
つ
い
て

は
じ
め
に
、『
文
体
』
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
小
説
を
概
観
す
る
。
ま
ず
、

後
藤
明
生
の
「
吉
野
大
夫
」
は
、『
文
体
』
九
～
十
二
号
に
連
載
さ
れ
た
、

隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
と
し
て
処
刑
さ
れ
た
信
濃
追
分
宿
の
遊
女
で
あ
っ
た
と

い
う
吉
野
大
夫
を
め
ぐ
る
伝
承
を
た
ど
り
つ
つ
、
そ
れ
を
小
説
に
し
よ
う

と
す
る
作
家
「
わ
た
し
」
を
主
人
公
と
す
る
一
編
で
あ
る
。
柘
植
光
彦
が

「
迷
宮
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
い
る
語
り
手
の
想
像
や
判
断
、
ま
た
村
人
の

反
応
な
ど
を
述
べ
る
こ
と
で
、小
説
の
世
界
が
自
己
増
殖
を
続
け
て
い
く
。

後
藤
明
生
の
方
法
が
鮮
明
に
表
現
さ
れ
た
作
品
」
と
評
す
よ
う
に
、
小
説

家
の
連
想
や
苦
悩
が
そ
の
ま
ま
語
ら
れ
る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る

の
だ
が
、
如
上
の
小
説
的
方
法
に
つ
い
て
、
後
藤
明
生
は
『
文
体
』「
同

人
後
記
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

「
吉
野
大
夫
」
は
、
書
き
な
が
ら
考
え
（
考
え
な
が
ら
書
く
）
と
い

う
書
き
方
を
し
た
の
で
ご
覧
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
た
が
ひ
と
ま
ず

完
結
と
し
た
。不
満
が
生
じ
れ
ば
何
か
の
形
で
補
完
し
よ
う
と
思
う
。

�

（
十
二
号
「
同
人
後
記
」）

右
の
発
言
に
違
わ
ず
、
実
際
に
一
編
は
「
吉
野
大
夫
の
こ
と
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
と
思
う
」
と
始
ま
り
、
単
行
本
化
の
際
に
は
「
補
完
」
と

し
て
、「『
吉
野
大
夫
』
注
」（『
文
学
界
』
80
・
７
）
を
付
録
し
て
い
る
。

こ
の
〈
小
説
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
書
い
た
小
説
〉
は
、
や
が
て
、
円
地

（
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文
子
ら
に
賞
賛
さ
れ
、
第
十
七
回
谷
崎
潤
一
郎
賞
を
受
賞
、
作
家
の
代
表

作
と
呼
ぶ
べ
き
一
作
と
な
る
。
以
後
、
後
藤
が
こ
う
し
た
離
散
的
な
（
い

わ
ゆ
る
「
ア
ミ
ダ
ク
ジ
式
」
の
）
叙
法
へ
と
傾
倒
し
て
い
く
こ
と
は
い
ま

改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、作
家
の
そ
う
し
た
変
遷
を
思
う
と
き
、

本
誌
に
「
美
濃
」（
一
～
十
二
号
）
を
並
列
し
て
連
載
し
て
い
た
小
島
信

夫
と
の
関
係
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
身
の
来
歴
を
め
ぐ
る
伝

記
の
作
成
と
い
う
主
題
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
「
文
体
読
者
」
に

向
け
語
り
か
け
る
な
ど
の
方
法
的
な
仕
掛
け
を
多
く
含
み
持
つ
「
美
濃
」

の
一
作
は
、
後
藤
の
「
吉
野
大
夫
」
と
通
底
し
な
が
ら
、
近
代
小
説
の
解

体
を
試
み
る
作
家
ら
の
意
向
を
端
的
に
表
明
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
後
藤
や
小
島
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
小
説
に
対
し
、
古
井

由
吉
が
『
文
体
』
誌
上
に
連
載
し
た
作
品
は
、
坂
上
や
高
井
の
諸
作
と
同

様
、
伝
統
的
な
私
小
説
の
風
土
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
形

式
を
踏
襲
し
て
い
る
。
先
立
っ
て
発
表
さ
れ
て
い
た
『
聖
』
な
る
一
編
の

登
場
人
物
を
継
承
し
つ
つ
、
続
編
と
し
て
書
か
れ
た
連
作
『
栖
』（
一
～

六
号
）、『
親
』（
七
～
十
二
号
）
と
題
さ
れ
た
作
品
が
そ
れ
で
あ
る
。
主

人
公
は
、
岩
崎
と
佐
枝
と
名
指
さ
れ
る
男
女
で
あ
り
、『
栖
』
に
お
い
て
、

二
人
は
子
を
授
か
り
、
同
居
を
始
め
る
。
し
か
し
、
子
育
て
に
鬱
ぎ
、
や

が
て
女
は
狂
い
、精
神
を
病
み
入
院
す
る
あ
た
り
で
一
編
は
幕
を
閉
じ
る
。

女
は
続
編
の
『
親
』
に
て
退
院
、「
親
」
の
主
題
の
も
と
に
そ
の
男
女
は
、

男
の
母
親
の
急
死
や
、「
聖
」
で
描
か
れ
た
女
の
故
郷
へ
の
帰
郷
な
ど
を

経
験
す
る
。
如
上
の
あ
ら
す
じ
を
も
つ
作
品
を
『
文
体
』
に
連
載
す
る
こ

と
を
決
め
た
際
の
心
境
を
、
古
井
は
こ
の
よ
う
に
語
る
。

　

そ
の
頃
、
私
は
短
編
の
ほ
う
を
書
き
た
か
っ
た
。
ち
ょ
っ
と
微
妙

な
テ
ー
マ
を
引
き
寄
せ
て
い
て
、
そ
の
周
囲
を
す
こ
し
ず
つ
異
っ
た

距
離
か
ら
、
短
編
で
め
ぐ
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
雑

誌
を
つ
く
る
か
ら
に
は
、
も
っ
と
筋
の
太
い
、
ひ
と
つ
な
が
り
の
作

品
で
押
し
て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
な
、
と
思
い
か
え
し
た
。
そ
こ
で
困

惑
し
た
こ
と
だ
。
と
い
う
の
も
、
ひ
と
筋
に
押
す
べ
き
も
の
と
し
て

私
に
は
さ
し
あ
た
り
、「
聖
」の
つ
づ
き
し
か
な
い
。
こ
れ
は
し
か
し
、

も
っ
と
先
の
仕
事
だ
と
感
じ
て
い
た
。
前
の
作
品
を
締
め
た
と
き
の

疲
れ
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
。
し
か
し
ま
た
、
長
い
も
の
な
ら
、
ほ
か

に
や
る
こ
と
も
な
い
。

右
の
逡
巡
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
栖
』『
親
』
の
二
作
は
、『
文
体
』

連
載
の
た
め
に
急
遽
、
執
筆
を
決
め
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先
に

触
れ
た
古
井
の
『
親
』
で
の
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
行
き
詰
ま
り
」
は
右

様
の
窮
状
に
由
来
し
て
も
い
る
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
、
古
井

と
い
う
作
家
の
履
歴
に
お
け
る
現
状
唯
一
の
続
編
作
品
が
執
筆
さ
れ
る
の

だ
が
、
そ
の
成
立
の
背
景
に
は
右
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
を
ひ
と

ま
ず
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
く
。

以
上
、
後
藤
と
古
井
の
作
品
紹
介
に
紙
幅
を
割
い
た
が
、
無
論
、
そ
の

他
に
も
重
要
な
作
品
は
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
触
れ

た
小
島
信
夫
「
美
濃
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
し
、
遠
丸
立
が
「『
文
体
』

の
創
刊
号
、
二
号
、
に
ざ
っ
と
目
を
と
お
し
た
か
ぎ
り
で
は
四
人
の
同
人

中
高
井
有
一
の
作
品
が
比
較
的
読
者
の
目
を
牽
く
」
と
評
し
て
い
た
よ
う

（
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に
、「
或
る
誘
拐
」（
一
号
）
や
「
夜
の
音
」（
二
号
）
を
は
じ
め
と
す
る

高
井
の
諸
作
も
嘱
目
に
値
し
よ
う
。
さ
ら
に
、坂
上
が
連
載
し
た
「
故
人
」

（
一
号
～
八
号
）
は
先
輩
の
作
家
・
上
條
の
逝
去
を
発
端
と
し
て
、
山
崎

が
「
コ
ド
モ
」
の
季
節
か
ら
の
脱
却
す
る
と
い
う
成
長
譚
で
あ
る
が
、
上

條
は
山
川
方
夫
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
、
そ
の
他
、
江
藤
淳
や
北
原
武
夫
な
ど

『
三
田
文
学
』
の
周
辺
の
文
学
者
と
覚
し
き
作
中
人
物
が
描
か
れ
て
い
る

点
か
ら
、
作
家
の
伝
記
的
交
友
録
と
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
ま

た
、
上
田
三
四
二
の
小
説
「
転
校
」（
六
号
）
は
氏
の
十
七
年
ぶ
り
の
小

説
で
あ
る
な
ど
、
話
題
は
語
る
に
尽
き
な
い
。
だ
が
、
小
説
へ
の
言
及
は

こ
こ
ら
で
措
き
、
続
い
て
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
評
論
へ
と
話
題
を
転
じ
た

い
。右

に
見
て
き
た
小
説
作
品
に
加
え
、『
文
体
』
誌
上
で
は
、
企
画
「
文

体
と
は
何
か
」
が
連
載
さ
れ
、
一
人
十
五
枚
ほ
ど
の
評
論
が
毎
号
四
～
六

本
ず
つ
掲
載
さ
れ
た
。
創
刊
か
ら
八
号
ま
で
続
く
企
画
で
あ
り
、「
文
体
」

の
名
を
冠
さ
れ
た
本
誌
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
中
心
的
な
企
画
で
あ
る
と

言
っ
て
よ
い
。
い
く
つ
か
特
徴
的
な
も
の
を
見
て
お
け
ば
、
た
と
え
ば
、

自
身
も
独
文
学
者
で
あ
り
翻
訳
者
で
も
あ
っ
た
古
井
の
「
翻
訳
と
い
う
行

為
に
こ
そ
、
文
体
を
め
ぐ
る
労
苦
お
よ
び
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
、
も
っ
と

も
端
的
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
考
え
」（「
同
人
後
記
」
六
号
）
か
ら
か
、

大
橋
健
三
郎
「
翻
訳
と
文
体
」
や
磯
田
光
一
「〝
言
文
不
一
致
〟
考
―
―

翻
訳
文
体
史
か
ら
何
を
学
ぶ
か
」（
以
上
、
二
号
）
な
ど
、
翻
訳
に
お
け

る
「
文
体
」
の
問
題
が
何
度
か
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
詩
人
や

歌
人
、
俳
人
な
ど
が
多
く
参
与
し
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
た
と
え

ば
、
矢
代
静
一
「
ス
テ
ィ
ル
・
パ
ル
レ
」（
二
号
）
な
ど
は
、
仏
語
で
「
語

ら
れ
る
文
体
」
の
意
味
を
も
つ
と
い
う
そ
の
題
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う

に
、
演
劇
や
戯
曲
に
お
け
る
「
劇
的
文
体
」
を
め
ぐ
る
考
察
で
あ
り
、
こ

こ
に
「
文
体
」
な
る
概
念
を
小
説
の
領
域
に
限
定
せ
ず
に
、
よ
り
広
範
な

意
味
で
の
「
文
体
」
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
意
識
を
看
取
で
き
る
。
そ

う
し
た
意
味
で
は
、「
文
体
」
を
文
化
人
類
学
的
に
論
考
す
る
、
山
口
昌

男
「
文
化
の
中
の
文
体
」（
七
号
）
な
ど
も
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
と
言

え
る
。
こ
こ
で
、
山
口
は
、
文
化
に
お
け
る
「
文
体
」
を
バ
フ
チ
ン
を
援

用
し
つ
つ
、「
人
間
の
内
的
発
話
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
有
徴
性
の

あ
る
言
語
・
文
化
因
子
を
、
公
的
な
談
話
の
世
界
に
つ
な
ぎ
止
め
る
の
が

ス
タ
イ
ル
＝
文
体
で
あ
る
と
言
え
る
」
と
文
化
人
類
学
的
に
定
義
す
る
。

こ
う
し
た
現
代
思
想
の
紹
介
者
た
ち
に
よ
る
論
考
と
し
て
は
、
そ
の
他
に

蓮
實
重
彥
「
文
体
の
悲
惨
＝
文
体
の
栄
光
」（
五
号
）
が
あ
り
、
バ
ル
ト

の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
論
を
参
照
し
、「
文
体
論
」
の
流
れ
を
復
習
す
る
こ

と
を
試
み
て
い
る
。
一
方
、「「
文
体
」
と
は
、
あ
い
ま
い
で
、
と
き
に
は

ひ
と
を
煙
に
巻
く
と
き
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
」
と
述
べ
る
柄
谷
行
人

は
、「
文
体
に
つ
い
て
」（
八
号
）
に
お
い
て
、「
文
体
」
な
る
も
の
の
不

可
能
性
と
、「
文
体
の
科
学
」
の
欺
瞞
を
揚
出
す
る
。
さ
ら
に
は
、
多
く

の
論
者
が
「
文
体
」
を
作
家
と
そ
の
作
品
と
の
連
関
で
考
え
る
と
い
う
趨

勢
の
な
か
に
あ
っ
て
、「
空
白
」
や
「
行
ア
ケ
」「
組
版
形
式
」
な
ど
の
「
物

理
的
な
力
」
を
問
題
と
し
、
フ
ォ
ル
ム
が
読
者
に
与
え
る
影
響
か
ら
「
文

体
」
の
問
題
を
考
察
す
る
吉
増
剛
造
「
か
た
ち
と
文
体
」（
四
号
）
は
異

色
と
い
え
る
。
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な
お
、
本
企
画
に
は
評
論
家
や
批
評
家
か
ら
の
論
考
だ
け
で
な
く
、
小

説
家
に
よ
る
文
章
も
い
く
つ
か
寄
稿
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
小
説
家

で
あ
る
吉
行
淳
之
介
「
内
容
と
外
形
の
照
応
」、
森
敦
「
文
体
余
話
」、
大

庭
み
な
子
「
作
家
と
文
体
」（
以
上
、
一
号
）
や
、
日
野
啓
三
「「
文
体
」

断
想
」（
三
号
）
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
小
説
家
の
「
文
体
」
観
の
吐
露
と

し
て
有
用
で
あ
る
。
以
上
、「
文
体
と
は
何
か
」
と
題
さ
れ
た
企
画
に
寄

せ
ら
れ
た
論
考
の
内
容
を
概
説
し
た
が
、
そ
の
他
の
代
表
的
な
企
画
と
し

て
、「
作
家
に
よ
る
作
家
論
」（
一
～
八
号
）
が
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
、
そ

れ
ぞ
れ
の
「
作
家
」
の
思
考
を
知
る
上
で
興
味
深
い
。

さ
て
、次
の
企
画
の
紹
介
に
移
る
。『
文
体
』
誌
に
は
、最
終
号
を
除
き
、

毎
号
、
対
談
が
掲
載
さ
れ
た
。
参
加
者
と
題
目
の
詳
細
は
、
後
掲
の
総
目

次
の
参
覧
を
請
う
が
、
た
と
え
ば
、
第
一
回
の
大
江
健
三
郎
と
安
岡
章
太

郎
の
座
談
や
、
中
村
光
夫
と
黒
井
千
次
の
戯
曲
を
め
ぐ
る
談
話
な
ど
、
年

代
や
派
閥
の
垣
根
を
越
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
論
者
が
登
場
す
る
こ
と

で
、
話
題
性
の
あ
る
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
後
藤
の
同
人
後

記
に
、「
今
回
の
対
談
は
わ
た
し
が
担
当
し
た
。
こ
れ
で
対
談
の
当
番
も

一
ま
わ
り
し
た
こ
と
に
な
る
。
終
っ
て
速
記
を
見
な
が
ら
、
あ
れ
こ
れ
題

名
を
考
え
て
み
た
」（
四
号
「
同
人
後
記
」）
と
の
謂
い
が
見
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
各
回
の
登
場
者
や
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
各
号
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ

担
当
同
人
が
お
お
む
ね
を
決
定
し
て
い
た
と
窺
知
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
座

談
会
の
中
途
で
と
き
に
、「
編
集
部
」
と
い
う
名
で
会
話
に
混
じ
っ
て
い

る
人
物
が
い
る
こ
と
か
ら
、
担
当
の
同
人
は
、
座
談
会
に
同
座
し
、
司
会

の
よ
う
な
役
回
り
を
務
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
企
画
に
加
え
て
、
一
～
八
号
ま
で
毎
号
、
巻
頭
に
エ
ッ
セ
イ

が
四
編
ず
つ
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
宇
野
千
代
、
河
盛
好
蔵
、
大
岡
昇
平
、

山
本
健
吉
、
中
村
光
夫
、
丹
羽
文
雄
、
中
村
真
一
郎
、
今
日
出
海
、
川
崎

長
太
郎
、
埴
谷
雄
高
、
山
室
静
な
ど
の
戦
前
・
戦
後
の
大
家
が
多
数
登
場

し
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
ま
た
、
文
壇
や
読
者
に
対
す
る
ア
ピ
ー
ル
の
ひ
と

つ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
一
方
、
雑
誌
の
末
尾
に
は
、
毎
号
「
同
人
後

記
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
長
さ
に
し
て
、「
通
常
は
十
三
字
の
四
十
五
、六

行
、
四
百
字
詰
め
の
原
稿
用
紙
に
し
て
一
枚
半
足
ら
ず
」
だ
が
、「
作
品

を
書
き
終
え
た
身
に
は
意
外
と
こ
た
え
る
」
た
め
に
、「
後
記
が
じ
つ
に

長
く
感
じ
ら
れ
た
、
と
同
人
の
一
人
が
歎
い
た
こ
と
」（
古
井
由
吉
「
同

人
後
記
」
十
二
号
）
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
煩
わ
し
さ
か
ら
か
、

先
述
の
よ
う
に
古
井
以
外
の
同
人
た
ち
の
後
記
は
、
ほ
と
ん
ど
が
作
家
の

身
辺
雑
記
と
な
っ
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。

最
後
に
、
触
れ
て
お
く
べ
き
企
画
に
、
毎
号
数
編
の
小
説
作
品
を
取
り

上
げ
行
わ
れ
た
、
同
人
た
ち
に
よ
る
「
座
談
会
・
文
芸
時
評
」
が
あ
る
。

座
談
会
の
開
催
場
所
は
、
初
回
の
み
、『
文
体
』
編
集
室
を
構
え
た
麹
町

の
鰻
屋
「
秋
本
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
号
の
座
談
会
は
、
す
べ

て
編
集
室
に
て
行
わ
れ
た
。
取
り
上
げ
ら
れ
た
作
家
は
同
人
に
比
較
的
近

し
く
、『
文
体
』
に
執
筆
し
て
い
る
者
が
大
半
で
あ
る
。
な
お
、
第
九
号

か
ら
は
、「
こ
れ
か
ら
は
文
芸
誌
の
作
品
ば
か
り
で
な
く
、
単
行
本
や
、

芝
居
映
画
も
取
り
上
げ
た
い
」（
坂
上
弘
「
同
人
時
評
」
九
号
）
と
い
う

方
針
の
転
換
か
ら
、
文
芸
誌
掲
載
作
品
で
な
く
、
単
行
本
に
つ
い
て
の
討

論
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、翌
十
号
で
は
「「
蒲
団
」
と
「
露
骨
な
る
描
写
」
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を
め
ぐ
っ
て
」（
昭
和
五
十
四
年
十
月
五
日
・
編
集
室
に
て
）、
十
一
号
で

は
「
正
宗
白
鳥
「
死
者
生
者
」」（
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
・
同

前
）
と
題
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
終
刊
号

で
あ
る
十
二
号
に
お
い
て
は
、「
こ
の
号
に
は
意
識
し
て
座
談
会
を
載
せ

な
か
つ
た
。（
…
）
雑
誌
は
文
章
だ
け
で
編
輯
す
る
の
が
本
筋
だ
と
い
ふ

の
が
、
私
の
偏
見
で
あ
る
」（「
同
人
後
記
」
十
二
号
）
と
い
う
高
井
の
編

集
方
針
か
ら
、「
文
芸
時
評
」
の
企
画
は
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、「
内

向
の
世
代
」
の
同
輩
の
阿
部
昭
へ
の
評
価
や
、
同
世
代
の
作
家
で
あ
る
吉

田
知
子
や
中
上
健
次
、
尹
興
吉
な
ど
の
作
品
に
対
す
る
、
古
井
や
後
藤
の

見
解
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
そ
の
資
料
的
価
値
は
少
な
く
な

い
。
た
と
え
ば
、
中
上
健
次
は
『
文
体
』
の
「
文
芸
時
評
」
を
次
の
よ
う

に
評
し
て
い
た
。

紀
州
熊
野
で
た
ま
た
ま
面
白
い
も
の
を
眼
に
し
た
。「
文
体
」
春
季

号
の
文
芸
時
評
で
あ
る
。
こ
れ
は
な
か
な
か
オ
モ
シ
ロ
イ
読
物
で
あ

る
。（
…
）
こ
の
あ
た
り
の
や
り
と
り
は
、
後
に
、
古
井
由
吉
論
や

後
藤
明
生
論
、
高
井
有
一
論
を
書
く
者
に
は
絶
対
に
欠
か
せ
な
い
作

家
の
肉
体
が
よ
く
出
た
作
家
の
第
一
級
の
資
料
で
あ
る
（
…
）。

右
に
中
上
が
述
べ
る
よ
う
に
、『
文
体
』
全
十
二
号
が
、
古
井
や
後
藤

と
い
っ
た
『
文
体
』
同
人
の
研
究
、
さ
ら
に
は
「
内
向
の
世
代
」
や

一
九
七
〇
年
代
文
学
の
研
究
に
お
け
る
、「
第
一
級
の
資
料
」
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。

（
39
）

（
40
）

以
上
を
『
文
体
』
誌
上
で
展
開
さ
れ
た
主
な
企
画
の
概
要
と
す
る
。
こ

う
し
て
さ
ま
ざ
ま
の
企
画
に
よ
っ
て
話
題
性
を
得
て
き
た
本
誌
も
四
年
刊

行
を
続
け
た
の
ち
、
終
刊
の
運
び
と
な
る
。
そ
こ
で
、
次
に
終
刊
に
と
も

な
う
同
人
た
ち
の
反
応
を
確
認
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
作
業
の

な
か
で
、『
文
体
』
の
刊
行
が
、
同
時
代
的
な
文
脈
に
お
い
て
、
い
か
な

る
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

五

　終
刊
に
際
し
て

八
〇
年
六
月
、
四
年
に
わ
た
り
継
続
さ
れ
た
同
人
誌
『
文
体
』
は
、
終

刊
の
と
き
を
迎
え
る
。
後
藤
が
「
当
初
の
予
定
は
二
年
間
で
八
号
を
編
集

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
…
）
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
「
文
体
」
を
も
う
一

年
続
け
る
こ
と
に
決
め
た
」（「
同
人
後
記
」
八
号
）
と
記
し
て
い
る
よ
う

に
、
十
二
号
を
も
っ
て
の
終
刊
は
、
も
と
よ
り
決
定
済
み
の
事
項
で
あ
る
。

し
か
し
、
古
井
が
「
第
一
回
が
一
万
五
千
部
ぐ
ら
い
売
れ
ま
し
た
（
…
）。

そ
れ
が
、
最
後
の
号
で
は
も
う
み
じ
め
な
部
数
で
し
た
。
五
千
部
い
か
な

い
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
発
行
部
数
の
低
落
が
終
刊
の
理
由
の
ひ
と
つ
で

あ
る
こ
と
も
ま
た
否
定
し
え
な
い
。

終
刊
に
あ
た
り
、
同
人
た
ち
は
「
同
人
後
記
」（
十
二
号
）
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
心
境
を
吐
露
し
て
い
る
。
後
藤
は
、
謝
辞
や
「
吉
野
大

夫
」
連
載
の
思
い
出
、
十
二
指
腸
（
後
藤
は
『
文
体
』
発
行
期
間
中
に
、

こ
の
病
の
た
め
に
二
度
ダ
ウ
ン
し
、
入
退
院
し
て
い
る
）
の
こ
と
に
触
れ

た
の
ち
に
、「
第
二
次
「
文
体
」
が
い
つ
に
な
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

（
41
）

（
42
）
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こ
れ
を
も
っ
て
第
一
次
最
後
の
後
記
と
す
る
」
と
し
て
、
継
続
へ
の
意
欲

を
ほ
の
め
か
し
、
同
じ
く
高
井
も
、「
版
元
の
平
凡
社
は
、
い
づ
れ
機
会

を
み
て
、
再
刊
す
る
意
志
が
あ
る
と
言
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
ん
な
に
遅
く

な
い
機
会
に
、
別
の
衣
裳
を
纏
つ
た
「
文
体
」
が
生
ま
れ
る
か
も
知
れ
な

い
。
さ
う
な
る
事
を
、
む
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
も
望
ん
で
ゐ
る
」
と
再
刊
の
熱

意
を
語
る
。
一
方
、
坂
上
は
こ
こ
で
も
楽
天
的
で
あ
り
、「
五
月
の
連
休

に
子
供
と
二
人
で
鮠
釣
に
で
か
け
た
」
と
始
め
ら
れ
た
「
同
人
後
記
」
の

紙
幅
の
ほ
と
ん
ど
が
、
鮠
釣
り
の
話
題
に
割
か
れ
、『
文
体
』
終
刊
に
つ

い
て
は
、
そ
の
掉
尾
に
わ
ず
か
に
、「
連
休
明
け
か
ら
小
誌
最
終
号
の
出

張
校
正
で
あ
る
。
そ
れ
を
想
う
と
、
こ
の
三
年
目
の
終
り
が
、
あ
る
季
節

が
過
ぎ
る
の
に
似
て
い
る
と
思
え
る
」と
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、

「
同
人
後
記
」
な
ど
で
「
文
体
と
は
何
か
」
を
問
い
続
け
た
古
井
は
、「
読

者
の
方
に
も
筆
者
の
方
に
も
文
体
の
問
題
を
押
し
つ
け
る
か
た
ち
に
な
っ

た
」
こ
と
を
反
省
し
つ
つ
、「
文
体
に
つ
い
て
語
っ
た
り
書
い
た
り
し
て

も
ら
」
っ
た
こ
と
に
謝
辞
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
原
稿
を
取
り
に
行
っ
た

際
に
、「
文
体
と
は
何
か
と
は
、
君
ね
、
食
糧
難
の
時
代
に
、
腹
い
っ
ぱ

い
喰
っ
て
い
る
か
と
聞
い
て
ま
わ
る
の
と
同
じ
こ
と
だ
よ
、
と
皆
か
ら
言

わ
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
も
の
だ
」
と
述
べ
、「
文
体
」
な
き
時
代
に
、「
文

体
と
は
何
か
」
を
問
う
こ
と
の
難
し
さ
を
回
顧
す
る
。

こ
う
し
て
『
文
体
』
誌
は
、
そ
の
三
年
に
わ
た
る
歴
史
に
幕
を
下
ろ
す

こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
本
誌
は
文
学
史
上
に
い
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が

可
能
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
後
年
の
座
談
会
に
て
、
古
井
は
次
の
よ
う

に
『
文
体
』
の
活
動
の
本
義
を
語
る
。

古
井　

デ
ビ
ュ
ー
当
時
、我
々
は
長
く
続
い
た
「
近
代
文
学
」
の
し
っ

ぽ
だ
と
い
う
意
識
は
あ
り
ま
し
た
ね
。
だ
か
ら
、
何
か
新
し
い
も
の

を
打
ち
出
す
と
い
う
意
欲
は
あ
り
ま
し
た
よ
。
だ
け
ど
、
し
っ
ぽ
と

し
て
最
後
に
一
花
と
い
う
感
じ
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
印
象
は

ま
ん
ざ
ら
間
違
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
僕
が
一
番
年
下
で
し
ょ

う
、
次
の
中
上
ま
で
ど
れ
だ
け
年
齢
が
開
い
て
い
ま
す
か
。

三
浦　

中
上
さ
ん
と
僕
は
同
じ
年
だ
か
ら
、
古
井
さ
ん
と
は
九
歳
違

い
で
す
ね
。

古
井　

だ
か
ら
、
僕
は
長
い
こ
と
し
ん
が
り
を
務
め
た
わ
け
。
し
ん

が
り
っ
て
心
細
か
っ
た
で
す
よ
。

後
藤

　「文
体
」
は
「
近
代
文
学
」
じ
ゃ
な
い
。

古
井　

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
そ
れ
の
否
定
。

右
の
座
談
会
に
お
い
て
、
後
藤
の
「「
文
体
」
は
「
近
代
文
学
」
じ
ゃ

な
い
」
と
い
う
発
言
に
反
応
し
、
古
井
は
『
文
体
』
の
活
動
が
、
先
行
す

る
雑
誌
で
あ
る
『
近
代
文
学
』（
近
代
文
学
社
）、
ひ
い
て
は
広
義
の
近
代

文
学
の
「
否
定
」
を
企
図
し
て
い
た
と
語
る
。
こ
こ
に
同
座
し
て
い
る
坂

上
・
高
井
・
後
藤
ら
、
他
の
『
文
体
』
同
人
た
ち
も
特
に
撤
回
し
て
い
な

い
た
め
、
こ
れ
は
同
人
に
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
加
え
て
、

本
誌
の
創
刊
か
ら
お
よ
そ
一
年
を
経
た
の
ち
に
出
版
さ
れ
た
『
文
体
と
は

何
か
』（
平
凡
社
、
78
・
11
）
と
題
さ
れ
た
書
籍
の
「
あ
と
が
き
」（「「
文

体
」
編
集
同
人
」
の
連
名
で
書
か
れ
た
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
文
章
と
し
て
、

き
わ
め
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
43
）
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わ
れ
わ
れ
が
考
え
た
こ
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
文
体
の
重
視
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
文
学
作
品
の
本
質
に
か
か
わ
る
最
も

重
要
な
も
の
と
し
て
、
文
体
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
体

と
い
う
も
の
を
、
作
家
の
個
性
を
形
づ
く
る
最
も
重
要
な
も
の
と
し

て
考
え
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
自
身
の
創
作
に
お

い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
作
品
の
評
価
、
批
評
に
お
い
て
も
そ
の
こ
と
を

中
心
に
考
え
た
い
と
い
う
態
度
で
あ
る
。（
…
）わ
れ
わ
れ
は「
文
体
」

を
、
そ
の
努
力
の
場
所
に
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
努
力
は
、
あ
る
い
は
、
も
の
み
な
走
り
過
ぎ
て
行
く
状
況
の

中
で
は
、
い
さ
さ
か
反
時
代
的
な
も
の
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
反
時
代
的
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
文
体
へ
の
努
力
は
、
文
学
の

必
然
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
も
の
み
な
走
り
過
ぎ
て
行
く
状
況

の
中
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
文
体
と
は
何
か
」
と
問
う
こ
と
は
、「
文

学
と
は
何
か
」
と
問
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
と
思
う

か
ら
で
あ
る
。

　

右
に
同
人
た
ち
が
記
す
よ
う
に
、「
反
時
代
的
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、「
文

体
へ
の
努
力
」
を
続
け
る
こ
と
。
そ
し
て
、「
近
代
文
学
」
の
「
否
定
」

と
し
て
、「
文
体
」
ひ
い
て
は
「
文
学
と
は
何
か
」
を
問
い
直
す
こ
と
。

同
人
た
ち
の
言
葉
に
倣
え
ば
、『
文
体
』
誌
を
立
ち
上
げ
た
目
的
は
、
ひ

と
え
に
こ
の
点
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
、こ
こ
で
近
代
文
学
の「
否

定
」
と
い
う
言
葉
を
安
易
に
肯
定
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
た
と
え
ば
、

創
刊
の
七
七
年
、
中
上
健
次
が
『
枯
木
灘
』（
河
出
書
房
新
社
、
77
・
５
）

（
44
）

を
上
梓
し
、前
年
に
は
村
上
龍
が
「
限
り
な
く
透
明
に
近
い
ブ
ル
ー
」（『
群

像
』
76
・
６
）
で
第
七
五
回
芥
川
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、
後
続
世
代
の
新

人
作
家
た
ち
が
目
覚
ま
し
い
活
躍
を
見
せ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
作
家

ら
の
意
図
は
措
く
と
し
て
も
、『
文
体
』
設
立
の
試
み
が
、
自
ら
の
位
置

を
保
存
す
る
た
め
の
党
派
的
な
戦
略
と
し
て
機
能
し
た
側
面
が
あ
る
こ
と

も
ま
た
否
め
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、『
文
体
』
の
創
刊
が
「
文
学
者

と
し
て
ひ
と
り
に
な
ら
な
い
努
力
」
で
あ
っ
た
坂
上
の
謂
い
は
正
し
く
、

同
人
ら
が
紙
面
に
先
輩
作
家
を
積
極
的
に
登
場
さ
せ
、
さ
ら
に
は
新
人
の

育
成
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
頷
け
る
。
如
上
の
視
座
に
立
つ
と
き
、

本
誌
に
お
け
る
同
人
た
ち
の
「
文
体
」
と
は
何
か
と
い
う
ア
ナ
ク
ロ
な
問

い
は
、
同
時
に
「
近
代
文
学
」
の
温
存
の
響
き
を
帯
び
も
す
る
の
だ
が
、

現
状
に
対
す
る
作
家
ら
の
功
罪
混
濁
す
る
苦
闘
の
痕
跡
と
し
て
、『
文
体
』

誌
は
、
今
な
お
少
な
か
ら
ざ
る
価
値
を
有
し
て
い
る
。

【
注
】

（
１
）
後
述
す
る
よ
う
に
、『
文
体
』
と
題
さ
れ
た
雑
誌
は
以
前
に
も
三
冊
存
在
し

て
い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
『
文
体
』
と
い
う
場
合
、
特
に
指
示
し
な
い

も
の
は
す
べ
て
、
七
七
年
、
古
井
由
吉
ら
に
よ
っ
て
平
凡
社
よ
り
発
行
さ

れ
た
も
の
を
指
す
。

（
２
）
ち
な
み
に
『
文
体
』
以
前
に
、
高
井
・
後
藤
は
『
犀
』（
犀
の
会
）、
古
井

は
『
白
描
』（
音
羽
書
房
）
で
そ
れ
ぞ
れ
同
人
活
動
を
、
坂
上
は
『
三
田
文

学
』（
三
田
文
学
会
）
の
編
集
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、『
白
描
』
に
つ
い

て
は
、
大
谷
慎
一
郎
「
同
人
雑
誌
「
白
描
」
解
題
と
総
目
次
」（『
立
教
大

（
45
）



－　　－71 －　　－70

学
大
学
院
日
本
文
学
論
叢
』
14
・
９
）
に
詳
し
い
。

（
３
）
一
～
八
号
ま
で
は
、
同
人
た
ち
の
共
同
編
集
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い

る
が
、
後
藤
が
「
次
号
か
ら
は
一
人
が
一
号
を
責
任
編
集
す
る
形
を
取
り
、

少
々
癖
を
出
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
」（「
同
人
後
記
」
八
号
）
と
記
す
よ

う
に
、
九
号
よ
り
、
各
号
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
同
人
が
中
心
と
な
り
、
原

稿
依
頼
や
企
画
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、「
同
人
後
記
」
か
ら
、
九
号
が
坂

上
、
十
号
が
後
藤
、
十
一
号
が
古
井
、
十
二
号
が
高
井
の
責
任
編
集
号
で

あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

（
４
）
古
井
由
吉
・
市
川
真
人
・
可
能
涼
介
「
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
―
―
雑
誌
、
同
人

誌
の
構
想
と
現
実
」〔
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〕（『
重
力
』
02
・
２
）

　
　

 　

同
所
に
は
、
当
時
の
「
他
の
文
芸
誌
の
稿
料
」
が
「
高
い
と
こ
ろ
で
五

千
円
、
安
い
と
こ
ろ
で
三0 マ

マ

千
五
百
円
か
ら
四
千
円
」
で
あ
っ
た
と
い
う

発
言
も
見
え
、『
文
体
』
誌
の
原
稿
料
「
五
千
円
」
が
好
待
遇
で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
。

（
５
）
古
井
由
吉
「
聖
の
祟
り
」（『
古
井
由
吉
作
品
』
第
5
巻
、
河
出
書
房
新
社
、

83
・
１
）

（
６
）
注
４
に
同
じ
。

（
７
）
古
井
由
吉
・
坂
上
弘
・
後
藤
明
生
・
高
井
有
一
・
古
山
高
麗
雄
・
江
藤
淳
「『
文

体
』
同
人
と
語
る
」〔
座
談
会
〕（『
季
刊
芸
術
』
77
・
７
）

（
８
）
注
７
に
同
じ
。

（
９
）
注
７
に
同
じ
。

（
10
）
注
７
に
同
じ
。

（
11
）
黒
井
千
次
・
後
藤
明
生
・
坂
上
弘
・
高
井
有
一
・
田
久
保
英
夫
・
古
井
由
吉
・

三
浦
雅
士
「
文
学
の
責
任
―
―
「
内
向
の
世
代
」
の
現
在
」〔
座
談
会
〕（『
群

像
』
96
・
３
）

（
12
）
注
11
に
同
じ
。

（
13
）
注
11
に
同
じ
。

（
14
）
注
４
に
同
じ
。

（
15
）
秋
山
駿
・
後
藤
明
生
「
文
体
に
つ
い
て
」〔
対
談
〕（『
展
望
』
77
・
７
）

（
16
）
注
７
に
同
じ
。

（
17
）
注
15
に
同
じ
。

（
18
）
注
７
に
同
じ
。

（
19
）
注
７
に
同
じ
。

（
20
）
注
７
に
同
じ
。

（
21
）
注
15
に
同
じ
。

（
22
）
注
７
に
同
じ
。

（
23
）
注
15
に
同
じ
。

（
24
）
後
藤
明
生
「
さ
さ
や
か
な
志
」（『
朝
日
新
聞
』
77
・
１
・
27
）

（
25
）
注
７
に
同
じ
。

（
26
）
注
７
に
同
じ
。

（
27
）
注
５
に
同
じ
。

（
28
）
注
７
に
同
じ
。

（
29
）
注
７
に
同
じ
。

（
30
）
古
井
由
吉
・
富
岡
幸
一
郎
「
古
井
由
吉
と
「
仮
往
生
伝
試
文
」」〔
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
〕（『
す
ば
る
』
89
・
11
）

（
31
）
注
24
に
同
じ
。
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（
32
）
注
11
に
同
じ
。

（
33
）
た
と
え
ば
、
古
井
由
吉
・
高
橋
源
一
郎
・
山
田
詠
美
「
権
威
に
は
生
贄
が

必
要
」〔
鼎
談
〕（『
群
像
』
06
・
７
）
に
は
、
高
橋
源
一
郎
と
の
次
の
よ
う

な
応
答
が
あ
る
。

　
　

 
古
井　

僕
が
あ
る
意
味
じ
ゃ
連
続
性
を
壊
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
徒
弟
制
度
と
い
う
の
は
大
げ
さ
だ
け
ど
、
弟
子
を
と
っ
て
、
弟

子
に
影
響
を
与
え
る
っ
て
の
は
ね
。

　
　

 

高
橋　

そ
う
い
う
の
っ
て
や
っ
ぱ
り
あ
っ
た
ん
で
す
か
。

　
　

 

古
井　

あ
り
ま
す
よ
、
第
三
の
新
人
ま
で
は
。

　
　

 

（
…
）

　
　

 

古
井　

後
進
に
圧
力
を
か
け
、影
響
も
与
え
、邪
魔
も
す
る
…
…
。（
…
）

そ
う
い
う
志
向
が
内
向
の
世
代
で
消
え
た
ん
で
す
。
内
向
の
世
代
っ
て

全
然
ま
と
ま
り
も
な
い
し
共
通
項
も
何
も
な
い
け
ど
、
そ
の
共
通
項

は
あ
っ
た
。
そ
れ
な
も
の
で
、
そ
の
後
、
ほ
と
ん
ど
同
時
だ
け
ど
、
中

上
が
そ
れ
を
や
ろ
う
と
し
て
非
常
に
困
惑
し
た
立
場
に
立
っ
た
わ
け
。

（
34
）
注
７
に
同
じ
。

（
35
）
遠
丸
立
「
内
向
の
世
代
と
『
文
体
』」（『
国
文
学�

解
釈
と
鑑
賞
』
78
・
８
）

（
36
）
柘
植
光
彦
「［
内
向
の
世
代
］
作
家
作
品
ガ
イ
ド
―
―
純
文
学
の
輝
き
」（『
国

文
学�

解
釈
と
鑑
賞
』
06
・
６
）

（
37
）
注
５
に
同
じ
。

（
38
）
注
35
に
同
じ
。

（
39
）
中
上
健
次
「
物
語
の
系
譜
―
―
上
田
秋
成
」（『
国
文
学�

解
釈
と
教
材
の
研

究
』
74
・
４
～
５　

→　
『
風
景
の
向
こ
う
へ
』
83
・
７
）

（
40
）
古
井
は
後
年
の
座
談
会
（
注
11
）
に
お
い
て
、
中
上
に
原
稿
の
執
筆
依
頼

を
断
ら
れ
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。

　
　

 　

中
上
健
次
の
と
こ
ろ
に
「
文
体
に
つ
い
て
書
い
て
く
れ
」
と
電
話

し
た
の
。
そ
う
し
た
ら
、
中
上
が
「
文
体
の
こ
と
は
考
え
た
こ
と
は

な
い
け
ど
ね
ェ
」
と
い
う
の
よ
。
そ
れ
を
聞
い
て
、
あ
っ
、
あ
る
い

は
こ
い
つ
、
お
れ
ら
の
陣
営
か
と
思
っ
た
ん
だ
。

　
　

 　

こ
の
と
き
古
井
は
、「
文
体
の
こ
と
は
考
え
た
こ
と
は
な
い
け
ど
ね
ェ
」

と
韜
晦
し
、
執
筆
の
依
頼
を
拒
否
し
て
み
せ
る
中
上
に
「
同
人
た
ち
は
文

体
に
関
し
て
何
も
語
ら
な
い
の
。
人
に
ば
か
り
語
ら
せ
た
」
と
い
う
自
身

ら
と
の
意
外
な
類
縁
性
を
感
じ
た
と
回
想
す
る
。

（
41
）
注
４
に
同
じ
。

（
42
）『
平
凡
社
百
年
史�

１
９
１
４
～
２
０
１
３
』（
平
凡
社
、
15
・
６
）
に
は
、

「
70
年
代
後
半
に
な
る
と
、
百
科
事
典
な
ど
「
大
型
セ
ッ
ト
商
品
」
の
販
売

に
陰
り
が
出
は
じ
め
、
売
上
高
は
減
少
傾
向
を
た
ど
る
。
79
年
に
完
結
し

た
新
『
国
民
百
科
事
典
』
は
投
資
が
嵩
ん
だ
上
に
販
売
も
伸
び
ず
、
ま
た

企
画
も
資
金
回
収
が
遅
い
全
集
や
個
人
著
作
集
、
事
典
・
図
鑑
が
主
流
で

あ
っ
た
。
準
備
中
の
『
大
百
科
事
典
』（
85
年
完
結
）
の
編
集
経
費
も
増
大

し
て
い
く
な
か
で
資
金
調
達
が
困
難
と
な
り
、
81
年
２
月
、
戦
後
１
回
目

の
経
営
危
機
に
陥
っ
た
」
と
あ
り
、『
文
体
』
の
発
行
元
で
あ
る
平
凡
社
の

経
営
が
当
時
、
か
な
り
の
危
機
的
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

（
43
）
注
11
に
同
じ
。

（
44
）『
文
体
と
は
何
か
―
―
24
人
の
文
学
者
が
語
る
』（
平
凡
社
、
78
・
11
）

　
　

 　

そ
の
内
容
は
、
一
～
四
号
ま
で
に
『
文
体
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
文
体
と
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は
何
か
」
企
画
の
論
考
の
す
べ
て
と
、付
録
に
一
号
の
大
江
・
安
岡
の
対
談
、

二
号
の
吉
行
・
河
野
の
対
談
を
収
録
す
る
も
の
。

（
45
）
注
７
に
同
じ
。

　

＊　

�

同
人
誌
『
文
体
』（
一
九
七
七
～
一
九
八
〇
）
は
二
〇
一
六
年
一
月
現
在
、

国
立
国
会
図
書
館
や
日
本
近
代
文
学
館
な
ど
で
閲
覧
が
可
能
。

�

（
た
け
な
が
と
も
ひ
ろ
／
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）
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◆
書
誌

編
集
人�

高
井
有
一

編
集�

�

後
藤
明
生
・
坂
上
弘
・
高
井
有
一
・

古
井
由
吉

発
行
人�

馬
場
一
郎

編
集
室�

株
式
会
社
文
体
社

�
�

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
三
丁
目
二
番

地
相
互
第
一
ビ
ル
２
Ｆ

�

〒
１
０
２

�

東
京
（
〇
三
）
二
六
二-

六
三
〇
九

発
行
所�

株
式
会
社
平
凡
社

�

東
京
千
代
田
区
四
番
町
四
番
地

�

〒
１
０
２

�
�

東
京
（
〇
三
）
二
六
五-
〇
四
五
一

�
�

代
表
振
替
・
東
京
八-

二
九
六
三
九
番

印
刷
所�

東
洋
印
刷
株
式
会
社

製
本
所�

株
式
会
社
石
津
製
本
所

定
価�

七
二
〇
円
（
十
二
号
の
み
八
三
〇
円
）

送
料�

二
〇
〇
円

◆�

総
目
次
（
執
筆
者
名
、
題
、
ジ
ャ
ン
ル
、
開
始
頁
を

順
に
記
し
た
）

●
一
九
七
七
年
・
九
月
・
創
刊
号
―
―
一
号

 �

・
宇
野
千
代
「
二
つ
の
文
体
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

10

 �

・
金
澤
誠
「『
文
體
』
戦
後
版
の
こ
ろ
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕

�

　
　
　

�

11

 �

・
河
盛
好
蔵
「
二
つ
の
創
刊
号
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕

�

　
　
　

�

13

 �

・
大
岡
昇
平
「「
文
體
」
の
思
い
出
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕

�

　
　
　

�

15

【
特
集
―
―
文
体
と
は
何
か
】

・
吉
行
淳
之
介
「
内
容
と
外
形
の
照
応
」〔
評
論
〕

�

　
　
　

�

18

・
川
村
二
郎
「
文
体
に
つ
い
て
若
干
」〔
評
論
〕

�

　
　
　

�

24

・
森
敦
「
文
体
余
話
」〔
評
論
〕��

�

30

・
加
賀
乙
彦
「
私
の
文
体
観
」〔
評
論
〕��

�

36

・
大
庭
み
な
子
「
作
家
と
文
体
」〔
評
論
〕��

�

42

・
別
役
実
「
言
葉
か
ら
文
体
へ
」〔
評
論
〕��

�

48

・
水
上
勉
「
語
り
、
文
体
、
そ
れ
か
ら
」〔
評
論
〕

�

　
　
　

�

54

 �

・
安
岡
章
太
郎
、大
江
健
三
郎
「
作
家
と
文
体
」〔
対
談
〕

�

　
　
　

�

60

 �

・
三
浦
哲
郎
「
山
麓
記
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

88

 �

・�

富
士
正
晴
「
虚
子
―
―
作
家
に
よ
る
作
家
論
Ⅰ
」

　

 

〔
評
論
〕��

�

102

 �

・
丸
谷
才
一
「
詞
華
集
的
人
間
」〔
評
論
〕��

�

114

 �

・
柄
谷
行
人
「
地
底
の
世
界
―
―
「
漱
石
論
」
再
考
」

　
 

〔
評
論
〕��

��

124

 �
・�
上
田
三
四
二
「
内
な
る
自
然
（
一
）
―
―
わ
が
生

の
身
体
的
検
証
」〔
評
論
〕��

�

140

 �

・
小
島
信
夫
「
ル
ー
ツ
＊
前
書
」〔
小
説
〕��

�

162

 �

・
田
久
保
英
夫
「
幻
燈
」〔
小
説
〕��

�

176

 �

・
尾
高
修
也
「
部
屋
の
明
る
み
」〔
小
説
〕��

�

190

 �

・
坂
上
弘
「
故
人
」〔
小
説
〕��

�

274

 �

・
高
井
有
一
「
或
る
誘
拐
」〔
小
説
〕��

�

298

 �

・
古
井
由
吉
「
栖
」〔
小
説
〕��

�

316

 �

・
後
藤
明
生
「
大
阪
土
産
」〔
小
説
〕��

�

358

 �

・「
文
芸
時
評
」〔
座
談
会
〕��

�

375

 �

・「
同
人
後
記
」��

�

392

●
一
九
七
八
年
・
一
月
・
新
年
号
―
―
二
号

 �

・�

尾
崎
一
雄
「
大
岡
龍
男
さ
ん
の
こ
と
―
―
富
士
正

晴
「
虚
子
」
に
触
発
さ
れ
て
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

10

 �

・
井
上
靖
「
ト
ル
フ
ァ
ン
街
道
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

14

 �

・
唐
木
順
三
「
鳧
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

17

 �

・
佐
多
稲
子
「
微
妙
な
あ
る
読
後
感
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕

�

　
　
　

�

19

【
特
集
―
―
文
体
と
は
何
か
Ⅱ
】

・
矢
代
静
一
「
ス
テ
ィ
ル
・
パ
ル
レ
」〔
評
論
〕���

22

・
飯
島
耕
一
「
詩
の
「
文
体
」」〔
評
論
〕��

�

28

・
大
橋
健
三
郎
「
翻
訳
と
文
体
」〔
評
論
〕��

�

34

・�

磯
田
光
一
「〝
言
文
不
一
致
〟
考
―
―
翻
訳
文
体

史
か
ら
何
を
学
ぶ
か
」〔
評
論
〕��

�

40

・�

吉
行
淳
之
介
、
河
野
多
恵
子
「
文
体
へ
の
二
つ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
」〔
対
談
〕��

�

46

・
庄
野
潤
三「
キ
ャ
ピ
ュ
レ
ッ
ト
の
召
使
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕�

�

　
　
　

��

72

・�

三
木
卓「
牧
野
信
一
論
―
―
作
家
に
よ
る
作
家
論
Ⅱ
」

〔
評
論
〕��

�

83

・�

上
田
三
四
二
「
内
な
る
自
然
（
二
）
―
―
わ
が
生

の
身
体
的
検
証
」〔
評
論
〕��

�

98

・
小
島
信
夫
「
ル
ー
ツ
＊
前
書
（
二
）」〔
小
説
〕��

�

122

・
立
松
和
平
「
ブ
リ
キ
の
北
回
帰
線
」〔
小
説
〕��

�

139

・
高
井
有
一
「
夜
の
音
」〔
小
説
〕��

�

224

・
後
藤
明
生
「
三
十
三
回
目
の
夏
」〔
小
説
〕��

�

244

・
古
井
由
吉
「
肌
」〔
小
説
〕��

�

266

・
坂
上
弘
「
故
人
（
二
）」〔
小
説
〕��

�

300

・「
文
芸
時
評
」〔
座
談
会
〕��

�

333

・「
同
人
後
記
」��

�

359



－　　－75 －　　－74

●
一
九
七
八
年
・
三
月
・
春
季
号
―
―
三
号

・
山
本
健
吉
「
文
体
と
肖
像
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

10

・
中
村
光
夫
「
呉
先
生
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

12

・
新
庄
嘉
章「
酒
井
松
男
君
の
こ
と
な
ど
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕

�

　
　
　

�

15

・
木
俣
修
「
猪
の
出
る
村
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

17

【
特
集
―
―
文
体
と
は
何
か
Ⅲ
】

・
木
下
順
二
「
戯
曲
の
文
体
」〔
評
論
〕��

�

20

・
若
林
真
「Stylet

と
し
て
のStyle

」〔
評
論
〕

�

　
　
　

�

26

・
佐
佐
木
幸
綱
「
短
歌
の
文
体
」〔
評
論
〕��

�

32

・
岩
田
宏
「
文
体
、
筆
写
、
白
羽
の
矢
」〔
評
論
〕

�
　
　
　

�
38

・
日
野
啓
三
「「
文
体
」
断
想
」〔
評
論
〕��

�
44

・
田
久
保
英
夫
「
早
春
の
対
話
」〔
評
論
〕��

�

48

・�

平
野
謙
、
藤
枝
静
男
、
中
島
和
夫
「
私
小
説
と
作

家
の
自
我
」〔
座
談
会
〕��

�

54

・
大
岡
信
「
移
植
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

82

・
野
口
冨
士
男
「
な
ぜ
秋
声
か
」〔
評
論
〕��

�

98

・�

岡
松
和
夫
「
芥
川
龍
之
介
論
―
―
作
家
に
よ
る
作

家
論
Ⅲ
」〔
評
論
〕��

�

106

・�

上
田
三
四
二
「
内
な
る
自
然
（
三
）
―
―
わ
が
生

の
身
体
的
検
証
」〔
評
論
〕��

�

119

・
黒
井
千
次
「
―
―
の
た
め
の
」〔
小
説
〕��

�

142

・
笠
原
淳
「
測
量
行
」〔
小
説
〕��

�

161

・
米
村
晃
多
郎
「
赤
蝦
夷
松
」〔
小
説
〕��

�

201

・
小
島
信
夫
「
ル
ー
ツ
＊
前
書
（
三
）」〔
小
説
〕��

�

226

・
古
井
由
吉
「
湯
」〔
小
説
〕��

�

244

・
高
井
有
一
「
遺
さ
れ
た
歳
月
」〔
小
説
〕��

�

274

・
後
藤
明
生
「
法
事
前
の
数
日
」〔
小
説
〕��

�

296

・
坂
上
弘
「
故
人
（
三
）」〔
小
説
〕��
�

322

・「
文
芸
時
評
」〔
座
談
会
〕��

�

348

・「
同
人
後
記
」��

�

375

●
一
九
七
八
年
・
六
月
・
夏
季
号
―
―
四
号

・
丹
羽
文
雄
「「
水
脈
」
に
つ
い
て
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕

�

　
　
　

�

10

・
佐
藤
朔
「
写
真
入
り
の
小
説
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

12

・
小
沼
丹
「
ア
テ
ネ
の
時
計
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

14

・
石
原
八
束
「
忘
れ
な
草
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

17

【
特
集
―
―
文
体
と
は
何
か
Ⅳ
】

・
黒
井
千
次
「
二
人
の
男
と
赤
い
服
」〔
評
論
〕���

20

・
吉
増
剛
造
「
か
た
ち
と
文
体
」〔
評
論
〕��

�

26

・
岡
野
弘
彦
「
歌
人
と
文
体
」〔
評
論
〕��

�

32

・�

木
村
浩
「
文
体
随
想
―
―
ロ
シ
ア
作
家
の
文
体
を

め
ぐ
っ
て
」〔
評
論
〕��

�

38

・��
小
島
信
夫
、
篠
田
一
士
「
普
遍
性
と
い
う
こ
と
」

 

〔
対
談
〕�

�

45

・
永
井
龍
男
「
日
常
片
々
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

74

・�

加
賀
乙
彦
「
野
上
弥
生
子
論
―
―
作
家
に
よ
る
作

家
論
Ⅳ
」〔
評
論
〕��

�

86

・�

上
田
三
四
二
「
内
な
る
自
然
（
四
）
―
―
わ
が
生

の
身
体
的
検
証
」〔
評
論
〕��

�

98

・
藤
枝
静
男
「
半
僧
坊
」〔
小
説
〕��

�

118

・
高
橋
昌
男
「
昼
酒
」〔
小
説
〕��

�

130

・
飯
島
耕
一
「
Ｎ
医
師
と
の
こ
と
」〔
小
説
〕��

�

173

・
岡
田
睦
「
葦
の
い
と
な
み
」〔
小
説
〕��

�

200

・
小
川
国
夫
「
崖
の
絵
」〔
小
説
〕��

�

238

・
小
島
信
夫
「
ル
ー
ツ
＊
前
書
（
四
）」〔
小
説
〕��

�
249

・
古
井
由
吉
「
背
」〔
小
説
〕��

�
262

・
高
井
有
一
「
眠
ら
ぬ
家
族
」〔
小
説
〕��

�

296

・
後
藤
明
生
「
花
山
里
」〔
小
説
〕��

�

318

・
坂
上
弘
「
故
人
（
四
）」〔
小
説
〕��

�

342

・「
文
芸
時
評
」〔
座
談
会
〕��

�

368

・「
同
人
後
記
」��

�

391

●
一
九
七
八
年
・
九
月
・
秋
季
号
―
―
五
号

・
中
村
真
一
郎
「
作
品
の
表
題
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

10

・
河
野
多
恵
子
「
他
人
の
ゲ
ラ
刷
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

12

・�

宮
内
寒
彌
「「
太
宰
治
展
」
へ
の
階
段
に
て
」〔
エ
ッ

セ
イ
〕��

�

15

・
今
日
出
海
「
弥
勒
の
跡
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

17

【
特
集
―
―
文
体
と
は
何
か
Ⅴ
】

・�

小
野
十
三
郎
「
倒
立
す
る
三
角
―
―
あ
る
詩
の
文

体
」〔
評
論
〕��

�

20

・�

金
子
兜
太
「「
是
が
ま
あ
」・
俳
句
の
文
体
の
こ
と
」

〔
評
論
〕��

�

28

・
宮
本
研
「
形
姿
と
律
」〔
評
論
〕��

�

32

・�

蓮
實
重
彥「
文
体
の
悲
惨
＝
文
体
の
栄
光
」〔
評
論
〕

�

　
　
　

�

38

・
清
岡
卓
行
「
文
体
と
〈
他
人
の
空
似
〉」〔
評
論
〕

�

　
　
　

�

44

・�

尾
崎
一
雄
、
安
岡
章
太
郎
「
昭
和
文
学
―
―
奈
良

時
代
」〔
対
談
〕��

�

50

・
遠
藤
周
作
「
精
霊
な
が
し
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

87

・�

暉
峻
康
隆
「
純
文
学
と
大
衆
文
学
―
―
そ
の
ル
ー

ツ
を
さ
ぐ
る
」〔
評
論
〕��

�

98

・�

尾
高
修
也
「
谷
崎
潤
一
郎
論
―
―
作
家
に
よ
る
作

家
論
Ⅴ
」〔
評
論
〕��

�

104

・�

上
田
三
四
二
「
内
な
る
自
然
（
五
）
―
―
わ
が
生
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の
身
体
的
検
証
」〔
評
論
〕��

�

122

・
三
木
卓
「
蛾
」〔
小
説
〕��

�

148

・
小
関
智
弘
「
遊
べ
な
い
日
々
」〔
小
説
〕��

�

162

・
稲
垣
恵
庸
「
火
柘
榴
」〔
小
説
〕��

�

184

・
小
島
信
夫
「
ル
ー
ツ
＊
前
書
（
五
）」〔
小
説
〕��

�

214

・
古
井
由
吉
「
首
」〔
小
説
〕��

�

230

・
高
井
有
一
「
裸
木
」〔
小
説
〕��

�

260

・
後
藤
明
生
「
夜
に
帰
る
」〔
小
説
〕��

�

280

・
坂
上
弘
「
故
人
（
五
）」〔
小
説
〕��

�

307

・「
文
芸
時
評
」〔
座
談
会
〕��

�

332

・「
同
人
後
記
」��

�

359

●
一
九
七
九
年
・
一
月
・
新
年
号
―
―
六
号

・
川
崎
長
太
郎
「
心
境
断
片
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

10

・
飯
沢
匡
「
姉
の
詠
草
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

12

・
野
崎
韶
夫
「
オ
ペ
ラ
《
鼻
》
に
つ
い
て
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕�

�

　
　
　

�
15

・
八
木
義
徳
「
新
し
い
視
点
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��
�
17

【
特
集
―
―
文
体
と
は
何
か
Ⅵ
】

・
鮎
川
信
夫
「
文
体
的
思
考
」〔
評
論
〕��

�

20

・
種
村
季
弘「
マ
イ
ナ
ー
の
文
体
に
つ
い
て
」〔
評
論
〕

�

　
　
　

�

26

・�

色
川
武
大
「
文
体
に
つ
い
て
か
ど
う
か
わ
か
ら
な

い
」〔
評
論
〕��

�

32

・�

加
島
祥
三
「
文
体
と
は
何
か
―
―
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー

を
通
し
て
」〔
評
論
〕��

�

36

・�

福
島
泰
樹
「
四
五
日
は
〈
躁
〉
や
が
て
暗
澹
」〔
評

論
〕�

�

42

・
桶
谷
秀
昭
「
文
体
、
気
質
と
普
遍
」〔
評
論
〕���

48

・�

渡
辺
守
章
「
仮
面
と
風
景
―
―
観
世
寿
夫
に
」

 

〔
評
論
〕�

�

54

・
大
岡
昇
平
、
丸
谷
才
一
「
翻
訳
と
文
体
」〔
対
談
〕

�

　
　
　

�

61

・
唐
木
順
三
「
共
同
体
に
つ
い
て
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕���

92

・�

宮
原
昭
夫
「
私
小
説
と
芸
術
至
上
主
義
―
―
作
家

に
よ
る
作
家
論
Ⅵ
」〔
評
論
〕��

�

112

・�

暉
峻
康
隆
「
純
文
学
と
大
衆
文
学
―
―
そ
の
ル
ー

ツ
を
さ
ぐ
る
（
二
）」〔
評
論
〕��

�

120

・
沢
田
充
茂
「
疑
似
原
始
生
活
に
つ
い
て
」〔
評
論
〕

�

　
　
　

�

127

・
金
鶴
泳
「
剥
離
」〔
小
説
〕��

�

140

・
森
内
俊
雄
「
朝
の
柩
」〔
小
説
〕��

�

166

・
上
田
三
四
二
「
転
校
」〔
小
説
〕��

�

179

・
小
島
信
夫
「
美
濃
」〔
小
説
〕��

�

192

・
古
井
由
吉
「
子
」〔
小
説
〕��

�

208

・
高
井
有
一
「
旅
の
夜
更
け
」〔
小
説
〕��

�

242

・
後
藤
明
生
「
通
院
」〔
小
説
〕��

�

263

・
坂
上
弘
「
故
人
（
六
）」〔
小
説
〕��

�

279

・「
文
芸
時
評
」〔
座
談
会
〕��

�

307

・「
同
人
後
記
」��

�

335

●
一
九
七
九
年
・
三
月
・
春
季
号
―
―
七
号

・
手
塚
富
雄
「
繰
り
返
し
に
つ
い
て
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕

�

　
　
　

�

10

・
戸
板
康
二
「
左
右
一
対
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

12

・
窪
田
章
一
郎
「
郷
里
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

15

・�

田
中
千
禾
夫
「
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
事
」〔
エ
ッ

セ
イ
〕��

�

17

【
特
集
―
―
文
体
と
は
何
か
Ⅶ
】

・
谷
川
俊
太
郎
「
文
体
問
答
」〔
評
論
〕��

�

20

・
山
口
昌
男
「
文
化
の
中
の
文
体
」〔
評
論
〕��

�

26

・
岡
井
隆
「
短
歌
の
〈
文
体
〉
に
つ
い
て
」〔
評
論
〕

�

　
　
　

�

32

・
高
橋
英
夫
「
文
体
と
身
体
」〔
評
論
〕��

�

38

・�

草
野
心
平
、庄
野
潤
三
「
天
地
万
物
と
と
も
に
」〔
対

談
〕��

�

44

・
三
浦
朱
門
「
山
の
あ
な
た
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

66

・�

高
橋
昌
男
「
仮
装
し
た
近
松
秋
江
―
―
作
家
に
よ

る
作
家
論
Ⅶ
」〔
評
論
〕��

�

79

・�

暉
峻
康
隆
「
純
文
学
と
大
衆
文
学
―
―
そ
の
ル
ー

ツ
を
さ
ぐ
る
（
三
）」〔
評
論
〕��

�

90

・
立
原
正
秋
「
水
仙
」〔
小
説
〕��

�

101

・
上
田
三
四
二
「
片
居
」〔
小
説
〕��

�

117

・
立
松
和
平
「
光
匂
い
満
ち
て
よ
（
前
）」〔
小
説
〕

�

　
　
　

�

136

・
小
島
信
夫
「
美
濃
（
七
）」〔
小
説
〕��

�

241

・
古
井
由
吉
「
道
」〔
小
説
〕��

�

258

・
高
井
有
一
「
山
の
鎮
ま
り
」〔
小
説
〕��

�

294

・
後
藤
明
生
「
宝
船
」〔
小
説
〕��

�

317

・
坂
上
弘
「
故
人
（
七
）」〔
小
説
〕��

�

335

・「
文
芸
時
評
」〔
座
談
会
〕��

�

364

・「
同
人
後
記
」��

�

383

●
一
九
七
九
年
・
六
月
・
夏
季
号
―
―
八
号

・
埴
谷
雄
高
「「
難
解
」
な
文
章
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

10

・
山
室
静
「
シ
ン
デ
レ
ラ
話
余
談
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕

��

　
　
　

�

12

・
飯
田
龍
太
「
山
の
湯
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

14

・
森
銑
三
「
五
日
間
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

17
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【
特
集
―
―
文
体
と
は
何
か
Ⅷ
】

・
山
口
瞳
「
文
体
と
は
何
か
」〔
評
論
〕��

�

20

・
木
島
始
「
文
體
とStyle

を
抱
き
こ
も
う
と
し
て
」

〔
評
論
〕��

�

26

・
池
田
健
太
郎
「
机
辺
に
て
」〔
評
論
〕��

�

32

・
柄
谷
行
人
「
文
体
に
つ
い
て
」〔
評
論
〕��

�

38

・
中
野
孝
次
「
形
な
き
姿
な
り
」〔
評
論
〕��

�

43

・
中
村
光
夫
、黒
井
千
次
「
戯
曲
と
小
説
の
間
」〔
対
談
〕

�

　
　
　

�

48

・�

阿
川
弘
之
「
葬
式
鰻
―
―
下
曾
我
訪
問
記
」〔
エ
ッ

セ
イ
〕��

�

70

・�

森
内
俊
雄
「
北
条
民
雄
再
読
―
―
作
家
に
よ
る
作

家
論
Ⅶ
」〔
評
論
〕��

�
81

・
唐
木
順
三
「
夢
雑
記
」〔
評
論
〕��
�
90

・�

平
岡
篤
頼
「
井
伏
鱒
二
覚
書
―
―
物
語
の
氾
濫
」

 

〔
評
論
〕��

�

105

・
米
村
晃
太
郎
「
峠
」〔
小
説
〕��

�

117

・
立
松
和
平
「
光
匂
い
満
ち
て
よ
（
後
）」〔
小
説
〕

�

　
　
　

��

129

・
小
島
信
夫
「
美
濃
（
八
）」〔
小
説
〕��

�

221

・
古
井
由
吉
「
葛
」〔
小
説
〕��

�

238

・
高
井
有
一
「
行
き
ず
り
の
影
」〔
小
説
〕��

�

275

・
後
藤
明
生
「
ま
て
ら
城
」〔
小
説
〕��

�

297

・
坂
上
弘
「
故
人
（
八
）」〔
小
説
〕��

�

321

・「
文
芸
時
評
」〔
座
談
会
〕��

�

336

・「
同
人
後
記
」��

�

355

●
一
九
七
九
年
・
九
月
・
秋
季
号
―
―
九
号

・
川
崎
長
太
郎
「
一
泊
旅
行
」〔
小
説
〕��

�

10

・
上
田
三
四
二
「
鷺
娘
」〔
小
説
〕��

�

26

・
辻
井
喬
「
寝
苦
し
い
夜
」〔
小
説
〕��

�

39

・
高
橋
昌
男
「
桃
乃
湯
」〔
小
説
〕��
�

56

・
野
津
決
「
錆
び
た
船
」〔
小
説
〕��

�

110

・
加
賀
乙
彦
、李
恢
成
「
長
編
小
説
に
つ
い
て
」〔
対
談
〕

�

　
　
　

�

136

・
武
満
徹
「
死
の
巡
り
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

180

・�

中
野
孝
次「
う
な
だ
れ
た
首
―
―
連
載
エ
ッ
セ
イ
Ⅰ
」

〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

189

・�

金
子
昌
夫「
苦
悩
と
喪
失
と
―
―
現
代
文
学
の
転
換
」

〔
評
論
〕��

�

202

・
小
島
信
夫
「
美
濃
（
九
）」〔
小
説
〕��

�

220

・
古
井
由
吉
「
宿
」〔
小
説
〕��

�

236

・
高
井
有
一
「
雀
夜
」〔
小
説
〕��

�

272

・
後
藤
明
生
「
吉
野
大
夫
（
一
）」〔
小
説
〕��

�

294

・
坂
上
弘
「
冬
景
色
」〔
小
説
〕��

�

314

・「
同
人
時
評　
　

尹
興
吉
著
『
長
雨
』
に
つ
い
て
」〔
座

談
会
〕��

�

341

・「
同
人
後
記
」��

�

359

●
一
九
八
〇
年
・
一
月
・
新
年
号
―
―
一
〇
号

・
上
田
三
四
二
「
妙
見
」〔
小
説
〕��

�

10

・
小
久
保
均
「
島
の
中
」〔
小
説
〕��

�

28

・
小
島
信
夫
「
美
濃
（
十
）」〔
小
説
〕��

�

49

・
横
山
ち
は
る
「
春
の
パ
イ
ヤ
ッ
ス
」〔
小
説
〕��

�

57

・
吉
野
英
生
「
変
装
の
あ
と
」〔
小
説
〕��

�

109

・�

新
谷
敬
三
郎
、
桶
谷
秀
昭
、
小
島
信
夫
「
日
本
文

学
の
中
の
ロ
シ
ア
文
学
―
―
ゴ
ー
ゴ
リ
、
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
か
ら
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
ま
で
」〔
座
談
会
〕�

�
　
　
　

��

150

・�

中
野
孝
次
「
事
物
の
ア
ナ
ー
キ
ー
の
な
か
で
―
―

連
載
エ
ッ
セ
イ
Ⅱ
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

189

・
坂
内
正
「『
審
判
』
そ
の
発
端
と
結
末
」〔
評
論
〕�

�

　
　
　

��
210

・
中
村
博
保
「
文
体
と
レ
ト
リ
ッ
ク
」〔
評
論
〕��

�

228

・
古
井
由
吉
「
雨
」〔
小
説
〕��

�

239

・
後
藤
明
生
「
吉
野
大
夫
（
二
）」〔
小
説
〕��

�

272

・
高
井
有
一
「
水
底
の
魚
」〔
小
説
〕��

�

292

・
坂
上
弘
「
隣
人
」〔
小
説
〕��

�

315

・�

後
藤
明
生
、
坂
上
弘
、
高
井
有
一
、
古
井
由
吉
「「
蒲

団
」
と
「
露
骨
な
る
描
写
」
を
め
ぐ
っ
て
」〔
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
〕��

�

331

・「
同
人
後
記
」��

�

351

●
一
九
八
〇
年
・
三
月
・
春
季
号
―
―
一
一
号

・
上
田
三
四
二
「
深
ん
ど
」〔
小
説
〕��

�

10

・
岡
田
睦
「
愚
か
も
の
の
譜
」〔
小
説
〕��

�

25

・
稲
垣
恵
庸
「
樟
の
香
」〔
小
説
〕��

�

69

・
米
村
晃
多
郎
「
カ
ム
イ
・
チ
ェ
プ
」〔
小
説
〕��

�

102

・
樋
口
至
宏
「
数
え
日
」〔
小
説
〕��

�

113

・
佐
藤
睦
子
「
そ
の
ま
ま
の
西
日
」〔
小
説
〕��

�

138

・
森
山
純
吉
「
聖
母
子
像
」〔
小
説
〕��

�

166

・
岩
橋
邦
枝
「
落
葉
樹
」〔
小
説
〕��

�

189

・�

大
岡
信
、
粟
津
則
雄
、
安
東
次
男
「
言
葉
つ
ま
り

た
る
時
を
」〔
座
談
会
〕��

�

205

・�

彌
永
昌
吉
「
文
と
人
と
―
―
一
数
学
者
に
よ
る
文

章
論
」〔
評
論
〕��

�

226

・�

中
野
孝
次
「
黄
金
伝
説
―
―
連
載
エ
ッ
セ
イ
Ⅲ
」

〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

233

・
小
島
信
夫
「
美
濃
（
十
一
）」〔
小
説
〕��

�

252

・
古
井
由
吉
「
声
」〔
小
説
〕��

�

268

・
高
井
有
一
「
犬
の
眠
り
」〔
小
説
〕��

�

300

・
後
藤
明
生
「
吉
野
大
夫
（
三
）」〔
小
説
〕��

�

320

・
坂
上
弘
「
川
辺
り
の
町
」〔
小
説
〕��

�

338

・�

後
藤
明
生
、
坂
上
弘
、
高
井
有
一
、
古
井
由
吉
「
正

宗
白
鳥
「
死
者
生
者
」」〔
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〕��

�

365
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・「
同
人
後
記
」��

�

383

●
一
九
八
〇
年
・
六
月
・
終
刊
号
―
―
一
二
号

・�

加
賀
乙
彦
「
文
体
と
形
而
上
学
―
―
『
宣
告
』
ノ
ー

ト
よ
り
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

10

・�
三
木
卓
「
繰
り
返
さ
れ
た
過
程
―
―
『
野
い
ば
ら

の
衣
』
の
場
合
」〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

28

・
高
橋
昌
男
「
鳥
獣
の
舟
」〔
小
説
〕��

�

47

・
尾
高
修
也
「
東
京
の
空
」〔
小
説
〕��

�

87

・�

川
村
二
郎
「
様
式
に
つ
い
て
―
―
東
京
神
社
考
」

 

〔
評
論
〕��

�

146

・
久
保
田
正
文
「
現
代
の
、
新
し
い
テ
ー
マ
」〔
評
論
〕

�

　
　
　

�

159

・
桶
谷
秀
昭
「
正
岡
子
規
の
文
章
」〔
評
論
〕��

�

172

・�

中
野
孝
次
「
一
方
通
行
―
―
連
載
エ
ッ
セ
イ
Ⅳ
」

〔
エ
ッ
セ
イ
〕��

�

199

・
長
部
日
出
雄
「
神
話
世
界
の
太
宰
治
」〔
評
論
〕

�
�　

　
　

�
211

・
上
田
三
四
二
「
補
助
線
」〔
小
説
〕��
�

241

・
小
島
信
夫
「
美
濃
（
完
）」〔
小
説
〕��

�

256

・
古
井
由
吉
「
親
」〔
小
説
〕��

�

293

・
高
井
有
一
「
門
出
」〔
小
説
〕��

�

326

・
坂
上
弘
「
家
路
」〔
小
説
〕��

�

346

・
後
藤
明
生
「
吉
野
大
夫
（
完
）」〔
小
説
〕��

�

370

・「
同
人
後
記
」��

�

410

◆�

文
芸
時
評
座
談
会
、
対
象
作
品
一
覧
（
掲
載
誌
、
年

月
は
『
文
体
』
の
表
記
に
拠
る
）

・�

一
号
…
…
吉
田
知
子
「
脳
天
壊
了
」（『
新
潮
』
五

月
号
）、
立
松
和
平
「
荒
れ
た
光
景
」（『
す
ば
る
』

六
月
号
）、
阿
部
昭
「
日
を
あ
び
て
」（『
文
芸
展
望
』

夏
号
）
昭
和
五
十
二
年
六
月
二
十
四
日
・
秋
本
に
て

・�

二
号
…
…
岡
田
陸
「
穏
や
か
な
部
屋
」（『
新
潮
』

九
月
号
）、本
田
元
弥
「
ス
ペ
ー
ス
・
セ
ー
ル
ス
マ
ン
」

（『
文
芸
』
八
月
号
）、
尾
高
修
也
「
部
屋
の
明
る
み
」

（『
文
体
』
第
一
号
）

 �

昭
和
五
十
二
年
九
月
八
日
・
編
集
室
に
て

・�

三
号
…
…
小
関
智
弘
「
錆
色
の
町
」（『
文
学
界
』

十
一
月
号
）、
津
島
佑
子
「
歓
び
の
島
」（『
海
』
新

年
号
）、
阿
部
昭
「
過
ぎ
し
楽
し
き
年
」（『
新
潮
』

十
二
月
号
） �

昭
和
五
十
二
年
十
二
月
十
四
日
・
同
前

・�

四
号
…
…
宮
本
輝
「
道
頓
堀
川
」（『
文
芸
展
望
』

四
月
号
）、
中
野
孝
次
「
雪
ふ
る
年
よ
」（『
文
芸
』

三
月
号
）
昭
和
五
十
三
年
四
月
五
日
・
同
前

・�

五
号
…
…
丸
山
健
二
「
祭
り
」（『
新
潮
』
五
月
号
）、

高
橋
揆
一
郎
「
伸
予
」（『
文
芸
』
六
月
号
、
色
川
武

大
「
血
」（『
海
』
六
月
号
）

 �

昭
和
五
十
三
年
六
月
二
十
四
日
・
同
前

・�

六
号
…
…
高
城
修
三
「
満
願
」（『
新
潮
』
八
月
号
）、

三
田
誠
広
「
ど
う
せ
ぼ
く
な
ん
か
」（『
文
学
界
』
八

月
号
）、
高
橋
三
千
綱
「
少
年
の
島
」（『
文
学
界
』

九
月
号
）�

昭
和
五
十
三
年
十
月
二
日
・
同
前

・�
七
号
…
…
中
上
健
次
「
水
の
女
」（『
文
学
界
』
十

一
月
号
）、岡
松
和
夫
「
屈
辱
」（『
新
潮
』
十
二
月
号
）

�

昭
和
五
十
三
年
十
二
月
十
八
日
・
同
前

・�

八
号
…
…
藤
枝
静
雄
「
み
な
生
き
も
の�

み
な
死
に

も
の
」（『
群
像
』
二
月
号
）、
野
坂
昭
如
「
不
法
出

国
者
」（『
海
』
三
月
号
）

 �

昭
和
五
十
四
年
三
月
二
十
八
日
・
同
前

・�

九
号
…
…
尹
興
吉
『
長
雨
』
生
舜
訳
（
東
京
新
聞

出
版
局
、
七
九
年
四
月
）

�

昭
和
五
十
四
年
七
月
十
三
日
・
同
前
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◆
執
筆
者
一
覧
（
対
談
等
も
含
む
、
五
〇
音
順
、
名
前
の
下
に
各
人
登
場
号
数
を
記
し
た
）

阿
川
弘
之　

8

鮎
川
信
夫　

6

新
谷
敬
三
郎　

10

粟
津
則
雄　

11

安
東
次
男　

11

飯
沢
匡　

6

飯
島
耕
一　

2
・
4

飯
田
龍
太　

8

池
田
健
太
郎　

8

石
原
八
束　

4

磯
田
光
一　

2

稲
垣
恵
庸　

5
・
11

井
上
靖　

2

色
川
武
大　

6

岩
田
宏　

3

岩
橋
邦
枝　

11

上
田
三
四
二 

１
～
7
・
9
～
12

宇
野
千
代　

1

遠
藤
周
作　

5

大
江
健
三
郎　

1

大
岡
昇
平　

1
・
6

大
岡
信　

3
・
11

大
庭
み
な
子　

1

大
橋
健
三
郎　

2

岡
井
隆　

7

岡
田
睦　

4
・
11

岡
野
弘
彦　

4

岡
松
和
夫　

3

小
川
国
夫　

4

桶
谷
秀
昭　

6
・
10
・
12

尾
崎
一
雄　

2
・
5

長
部
日
出
雄　

12

尾
高
修
也　

1
・
5
・
12

小
沼
丹　

4

小
野
十
三
郎　

5

加
賀
乙
彦　

1
・
4
・
9
・
12

加
島
祥
造　

6

河
盛
好
蔵　

1

笠
原
淳　

3

金
子
兜
太　

5

金
子
昌
夫　

9

唐
木
順
三　

2
・
6
・
8

柄
谷
行
人　

1
・
8

川
崎
長
太
郎　

6
・
9

川
村
二
郎　

1
・
12

木
島
始　

8

木
下
順
二　

3

木
俣
修　

3

木
村
浩　

4

清
岡
卓
行　

5

金
鶴
泳　

6

草
野
心
平　

7

窪
田
章
一
郎　

7

久
保
田
正
文　

12

黒
井
千
次　

3
・
4
・
8

河
野
多
恵
子　

2
・
5

小
久
保
均　

10

小
島
信
夫　

1
～
12

小
関
智
弘　

5

後
藤
明
生　

1
～
12

今
日
出
海　

5

坂
内
正　

10

坂
上
弘　

1
～
12

佐
佐
木
幸
綱　

3

佐
多
稲
子　

2

佐
藤
朔　

4

佐
藤
睦
子　

11

沢
田
充
茂　

6

篠
田
一
士　

4

庄
野
潤
三　

2
・
7

新
庄
嘉
章　

3

高
井
有
一　

1
～
12

高
橋
英
夫　

7

高
橋
昌
男　

4
・
7
・
9
・
12

田
久
保
英
夫　

1
・
3

武
満
徹　

9

立
原
正
秋　

7

立
松
和
平　

2
・
7
・
8

田
中
千
禾
夫　

7

谷
川
俊
太
郎　

7

種
村
季
弘　

6

彌
永
昌
吉　

11

辻
井
喬　

9

手
塚
富
雄　

7

暉
峻
康
隆　

5
～
7

戸
板
康
二　

7

中
島
和
夫　

3

中
野
孝
次　

8
～
12

中
村
真
一
郎　

5

中
村
博
保　

10

中
村
光
夫　

3
・
8

永
井
龍
男　

4

丹
羽
文
雄　

4

野
口
冨
士
男　

3

野
崎
韶
夫　

6

野
津
決　

9

蓮
實
重
彥　

5

埴
谷
雄
高　

8

樋
口
至
宏　

11

日
野
啓
三　

3

平
岡
篤
頼　

8

平
野
謙　

3

福
島
泰
樹　

6

藤
枝
静
男　

3
・
4

富
士
正
晴　

1

古
井
由
吉　

1
～
12

別
役
実　

1

丸
谷
才
一　

1
・
6

三
浦
朱
門　

7

三
浦
哲
郎　

1

三
木
卓　

2
・
5
・
12

宮
内
寒
彌　

5

宮
原
昭
夫　

6

宮
本
研　

5

森
敦　

1

森
内
俊
雄　

6
・
8

森
銑
三　

8

森
山
純
吉　

11

水
上
勉　

1

八
木
義
徳　

6

矢
代
静
一　

2

安
岡
章
太
郎　

1
・
5

山
口
瞳　

8

山
口
昌
男　

7

山
室
静　

8

山
本
健
吉　

3

横
山
ち
は
る　

10

吉
野
英
生　

10

吉
増
剛
造　

4

吉
行
淳
之
介　

1
・
2

米
村
晃
多
郎　

3
・
8
・
11

李
恢
成　

9

若
林
真　

3

渡
辺
守
章　

6

�

（
以
上
、
計
一
三
四
名
）


