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由
来
芸
術
と
時
代
と
の
関
係
は
、
屡
々
取
扱
は
れ
る
所
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
そ
の
問
題
本
来
の
性
質
の
せ
ゐ
か
、
ハ
ツ
キ
リ
と
し
た
結
論
に
到
達
し
て

ゐ
る
場
合
は
、
極
め
て
稀
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
今
此
の
問
題
を
全
体
的
に

扱
は
う
と
す
る
気
持
を
な
る
た
け
自
分
か
ら
排
除
し
た
い
や
う
に
思
ふ
。
そ

の
方
が
却
か
へ
つて
容
易
に
真
実
に
近
づ
く
こ
と
が
出
来
る
や
う
に
思
へ
る
か
ら
だ
。

　
扨
、
現
代
が
芸
術
に
と
つ
て
、
好
都
合
な
時
代
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、

漠
然
と
乍
ら
、
既
に
誰
人
の
胸
に
も
抱
懐
さ
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。
そ
し
て
、

恐
ら
く
そ
れ
は
当
つ
て
も
ゐ
よ
う
。
勿
論
時
代
と
い
ふ
も
の
は
極
め
て
包
括

的
に
観
る
場
合
に
の
み
そ
の
姿
を
現
す
が
や
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
代

が
芸
術
の
た
め
に
は
明
か
に
不
幸
な
時
代
で
あ
る
と
し
て
か
ら
が
、
そ
れ
は
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必
ず
し
も
芸
術
家
個
人
々
々
に
ま
で
直
ち
に
不
幸
な
時
代
と
い
ふ
こ
と
を
意

味
し
は
し
ま
い
。
然
る
に
、
と
ま
れ
、
芸
術
が
世
界
を
通
じ
て
昨
今
衰
微
し

て
ゐ
る
こ
と
は
争
は
れ
な
い
所
で
あ
ら
う
。

　
　
私
は
そ
の
衰
微
の
原
因
の
第
一
と
し
て
、
先
づ
論
理
的
性
格
の
欠
乏
と

　
い
ふ
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
　
　
芸
術
と
い
ふ
も
の
が
、
卑
近
な
意
味
で

　
は
、
屡
々
女
性
的
な
も
の
だ
と
せ
ら
れ
、
甚
だ
し
く
は
論
理
を
無
視
す
る

　
処
か
ら
発
生
す
る
と
さ
へ
考
へ
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
実
は
、
芸
術
く
ら

　
ゐ
論
理
的
な
謂
は
ゞ
男
性
的
な
性
格
と
環
境
と
を
必
要
と
す
る
も
の
は
な

　
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
之
を
倫
理
的
に
い
ひ
直
し
て
み
れ
ば
、
信
義
あ
る

　
時
代
に
こ
そ
芸
術
は
容
易
に
発
展
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
そ
ん
な
わ
け
で
、
信
義
に
乏
し
い
現
今
は
、
芸
術
家
達
が
、
恐
ら
く
甚
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だ
し
い
孤
独
に
逐
ひ
込
め
ら
れ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
信
義
に
乏
し
い
世
間

　
の
前
に
、
個
人
の
信
義
は
如
何
に
も
無
力
な
も
の
だ
し
、
も
は
や
信
義
に

　
篤
か
ら
ん
が
た
め
に
は
、
人
は
自
室
に
引
籠
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
と
い
ふ

　
も
過
言
で
は
な
い
程
だ
。
斯
か
る
時
純
粋
芸
術
が
在
り
と
す
る
や
、
芸
術

　
が
幸
福
な
時
代
に
お
け
る
よ
り
も
却
て
そ
れ
は
謂
は
ば
純
粋
に
過
ぎ
る
、

　
純
粋
も
い
い
が
線
が
細
過
ぎ
る
、
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
、
い
へ
る
と
い

　
ふ
や
う
な
こ
と
は
な
か
ら
う
か
？

　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
×

　
話
頭
わ
と
う
一
転てん
、
信
義
な
き
対
人
圏
に
あ
つ
て
、
芸
術
家
が
何
を
得
る
と
し
て
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も
何
れ
は
僅
か
な
も
の
で
あ
る
。
出
鱈
目
を
相
手
に
、
精
神
的
な
何
が
得
ら

れ
よ
う
？
　
斯
か
る
時
芸
術
家
が
、
否
応
な
し
に
逐お
ひ
や
ら
れ
る
の
は
風
物

の
方
へ
で
あ
り
、
世
間
が
セ
チ
辛
く
な
れ
ば
な
る
程
、
詩
の
方
は
却
て
浮
世

離
れ
が
し
て
来
る
な
ぞ
と
い
ふ
こ
と
も
、
あ
り
さ
う
で
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

登
山
や
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ぞ
の
流
行
と
い
ふ
こ
と
も
そ
ん
な
風
な
こ
と
か
も
知

れ
ぬ
。

　
扨
、
信
義
の
な
い
所
に
で
も
発
達
す
る
も
の
は
、
何
で
あ
ら
う
か
？
　
信

義
が
な
い
か
ら
と
い
つ
て
、
人
間
同
志
が
会
は
な
く
て
す
む
や
う
に
な
る
わ

け
は
な
い
。
か
く
て
そ
こ
に
は
心
理
的
な
発
達
が
、
精
神
の
発
展
を
踏
み
越

え
て
進
み
出
す
の
で
あ
る
。
而
し
て
茲こゝ
で
謂
ふ
心
理
的
発
展
と
は
、
所
詮
修

辞
的
発
達
の
意
で
あ
る
。
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私
の
観
る
限
り
に
お
い
て
、
現
今
社
会
は
恐
ろ
し
く
修
辞
的
で
あ
り
、

　
謂
は
ば
人
々
は
如
才
な
さ
、
抜
目
の
な
さ
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
時
に
ば

　
か
り
、
全
的
に
活
気
を
呈
す
る
と
い
つ
た
有
様
で
あ
る
。

　
　
而
も
猶
一
方
、
そ
の
「
修
辞
的
」
だ
け
に
も
安
住
し
き
れ
な
い
も
の
が

　
あ
つ
て
、
か
く
て
観
念
的
要
求
と
い
ふ
か
そ
れ
と
も
宗
教
的
要
求
と
い
ふ

　
か
と
も
あ
れ
さ
う
し
た
要
求
と
、
修
辞
的
要
求
と
は
互
ひ
に
反
動
的
関
係

　
に
立
つ
て
、
個
人
の
内
部
で
鬩
ぐ
の
で
あ
る
。
い
つ
て
み
れ
ば
斯
の
如
き

　
が
近
代
智
識
人
の
姿
で
あ
ら
う
。

　
　
然
る
に
茲
に
、
観
念
的
な
、
或
ひ
は
宗
教
的
な
要
求
の
達
成
と
い
ふ
こ

　
と
よ
り
も
、
修
辞
的
、
心
理
的
要
求
の
達
成
と
い
ふ
こ
と
の
方
が
、
遥
か

　
に
多
く
の
人
の
歯
に
合
ふ
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
と
い
ふ
の
が
修
辞
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的
熟
達
と
か
心
理
的
洗
練
と
い
ふ
こ
と
は
、
即
ち
二
枚
目
的
な
こ
と
で
あ

　
つ
て
、
え
て
し
て
俗
へ
の
道
で
あ
る
。
心
理
的
洗
練
そ
の
も
の
が
俗
だ
と

　
は
い
へ
ま
い
が
、
心
理
的
洗
練
の
他
に
精
神
的
渇
望
だ
の
信
念
だ
の
と
呼

　
ば
れ
る
も
の
が
な
い
限
り
、
人
は
俗
物
た
ら
ざ
る
を
得
ま
い
。
と
こ
ろ
で

　
現
今
精
神
的
渇
望
だ
の
信
念
だ
の
の
方
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
の
で
、

　
所
詮
現
今
の
社
会
た
る
や
、
卑
俗
な
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
×

　
斯
の
如
き
時
代
に
あ
つ
て
、
芸
術
が
容
易
に
圧
倒
さ
れ
る
こ
と
は
、
さ
も

あ
り
さ
う
な
こ
と
で
あ
ら
う
。
一
口
に
い
へ
ば
、
現
代
は
、
如
何
に
も
信
義
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に
乏
し
い
、
非
論
理
的
な
、
修
辞
的
発
達
の
み
は
容
易
に
さ
れ
た
　
　
さ
う

し
た
時
代
で
あ
る
。
明
ら
か
に
芸
術
に
と
つ
て
そ
れ
か
ら
恐
ら
く
人
間
性
に

と
つ
て
も
不
幸
な
世
の
中
な
の
で
あ
ら
う
。

　
　
扨
、
我
々
は
、
斯
か
る
時
に
も
猶
環
境
の
詮
議
を
遂
に
女
々
し
い
こ
と

　
で
あ
る
と
し
た
古
人
の
考
へ
に
従
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
か
？
　
　
恐
ら
く
そ

　
れ
は
さ
う
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
茲
で
何
が
な
し
附
加
へ
て
み
た
い
の
は
、

　
孤
独
を
恐
れ
ぬ
こ
と
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
言
ひ
得
て
ゐ
な
い
所
も
あ
る
か
と
思
ふ
が
、
何
分
締
切
間
際
の
事
故
、
何

分
の
御
察
し
を
願
ふ
。

　
終
り
に
、
何
か
の
御
参
考
に
ま
で
、
イ
ェ
ー
ツ
の
言
葉
を
記
し
て
置
か
う
。

「
自
己
以
外
の
も
の
と
争
ふ
こ
と
は
修
辞
を
作
り
、
自
己
と
争
ふ
こ
と
は
詩
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を
作
る
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
六
・
一
〇
・
五
）

10詩と現代



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
新
編
中
原
中
也
全
集
　
第
四
巻
　
評
論
・
小
説
」
角
川
書
店

　
　
　2003
（
平
成15

）
年11

月25

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
早
稲
田
大
学
新
聞
　
第
五
一
号
」

　
　
　1936

（
昭
和11
）
年10

月14

日
発
行

初
出
：
「
早
稲
田
大
学
新
聞
　
第
五
一
号
」

　
　
　1936

（
昭
和11

）
年10
月14

日
発
行

※
（
）
内
の
編
者
に
よ
る
ル
ビ
は
省
略
し
ま
し
た
。

※
底
本
巻
末
の
編
者
に
よ
る
語
注
は
省
略
し
ま
し
た
。

入
力
：
村
松
洋
一

11



校
正
：noriko saito

2015
年3

月16

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

12詩と現代



詩と現代
中原中也

２０２０年　７月１３日　初版

奥　付

発行 青空文庫

URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


