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佐
藤
春
夫
氏
の
提
唱
に
よ
っ
て
、
文
芸
懇
話
会
の
解
散
後
「
新
日
本
文
化

の
会
」
が
出
来
た
。
同
時
に
文
部
省
が
五
十
万
円
の
補
助
金
を
出
し
て
、
文

部
・
外
務
・
民
間
思
想
文
化
連
合
の
統
一
体
と
し
て
財
団
法
人
「
中
央
文
化

連
盟
」
が
結
成
さ
れ
た
。
先
頃
、
帝
国
芸
術
院
が
出
来
て
、
一
般
の
関
心
を

ひ
い
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
明
治
以
来
、
芸
術
、
特
に
文
学
と
時
々
の
政
府
と
の
間
は
決
し
て
う﹅
ま﹅
く﹅

行
っ
て
来
な
か
っ
た
。
明
治
四
十
四
年
に
文
部
省
が
「
文
芸
委
員
会
」
を
こ

し
ら
え
た
の
は
、
日
露
戦
争
の
後
、
日
本
の
思
想
界
文
学
界
を
風
靡
し
は
じ

め
た
自
然
主
義
思
想
に
対
し
て
、
封
建
的
な
習
慣
や
馬
琴
風
の
勧
善
懲
悪
小

説
の
存
在
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
「
文
芸
委
員
会
」
は
美
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術
展
覧
会
の
裸
体
画
を
撤
回
さ
せ
「
モ
リ
エ
ー
ル
の
作
品
が
孝
行
の
本
義
に

背
く
と
云
っ
て
、
そ
の
全
訳
を
発
禁
に
処
し
た
。
そ
し
て
更
に
時
の
首
相
陶

庵
公
が
序
文
を
附
し
た
ゾ
ラ
の
一
訳
書
が
、
西
園
寺
内
閣
の
内
務
大
臣
に
よ

っ
て
発
禁
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
」

　
当
時
「
文
芸
委
員
会
」
の
委
員
で
あ
っ
た
諸
氏
の
内
に
は
、
も
と
よ
り
混

り
気
の
な
い
心
持
で
、
日
本
の
美﹅
風﹅
良﹅
俗﹅
を
い﹅
か﹅
が﹅
わ﹅
し﹅
い﹅
自
然
主
義
の
傾

向
か
ら
守
ろ
う
と
思
っ
て
参
加
し
て
い
た
人
達
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
今
日
歴
史
の
大
局
か
ら
当
時
を
顧
み
れ
ば
「
文
芸
委
員
会
」
の
客
観
的
本

質
は
、
偽
善
な
く
現
実
社
会
の
曝
露
を
敢
て
し
よ
う
と
す
る
十
九
世
紀
の
思

想
に
抗
し
て
、
日
本
的
な
旧
套
を
墨
守
し
よ
う
と
し
た
政
府
の
反
動
政
策
で

あ
っ
た
こ
と
は
瞭
然
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
頃
の
文
芸
委
員
た
ち
は
、
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自
身
の
社
会
意
識
の
裡
に
政
治
性
が
幼
稚
で
あ
っ
た
た
め
に
、
政
府
の
方
針

を
主
と
し
て
道
徳
的
な
面
の
問
題
と
し
て
め
い
め
い
の
感
情
へ
う
け
と
っ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
後
藤
末
雄
氏
が
『
日
本
評
論
』
に
書
い
て
い
ら
れ
る
論
文
「
帝
国
芸
術
院

を
審
議
す
」
の
文
章
を
か
り
て
云
え
ば
「
爾
来
、
星
霜
二
十
余
年
」
今
度
社﹅

会﹅
正﹅
義﹅
に﹅
基﹅
く﹅
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
近
衛
内
閣
に
よ
っ
て
、
従
来
の

「
蚊
文
士
」
が
「
殿
上
人
」
と
な
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
か
か
る
官
府
の
豹

変
は
平
安
盛
時
へ
の
復
帰
と
も
解
釈
さ
れ
る
し
、
ま
た
政
府
の
思
想
的
一
角

が
今
日
、
俄
か
に
欧
化
し
た
」
と
も
云
い
得
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際

に
は
帝
国
芸
術
院
が
出
来
る
と
一
緒
に
忽
ち
養
老
院
、
廃
兵
院
と
い
う
下
馬

評
が
常
識
の
た
め
に
根
を
す
え
て
し
ま
っ
た
。
「
新
日
本
文
化
の
会
」
が
出
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来
た
。
「
中
央
文
化
連
盟
」
が
出
来
た
。
そ
う
い
う
記
事
報
道
を
読
む
一
般

人
の
表
情
に
は
、
無
関
心
か
軽
蔑
か
憎
悪
か
が
、
一
種
の
苦
笑
と
共
に
浮
ん

で
い
る
の
は
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
今
日
の
文
明
国
同
士
の
つ
き
合
い
で
そ
の
国
の
文
化
水
準
や
芸
術
の
成
果

は
そ
れ
ぞ
れ
意
味
ふ
か
い
影
響
を
与
え
あ
っ
て
い
る
。
日
本
も
、
軍
事
的
行

動
に
於
て 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

怒
髪
天
を
衝
く
態
に
猛
勇
な
ば
か
り
で
な
く
、
文
華
の
面

で
こ
の
よ
う
に
独
自
で
あ
り
、
政
府
も
そ
の
評
価
に
吝
や
ぶ
さ
かで
な
い
と
い
う
一
つ

の
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
と
し
て
、
ア
カ
デ
ミ
ー
も
つ
く
ら
れ
る
一
つ
の
時
代
的
必

然
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
一
部
の
必
要
、
必
然
と
今
日
の
一
般

社
会
人
の
生
活
感
情
の
間
に
湛
え
ら
れ
て
満
々
と
漲
っ
て
い
る
文
化
的
要
求
、

文
化
的
発
言
に
対
す
る
自
由
の
要
求
と
の
間
に
、
覆
う
こ
と
の
出
来
な
い
開
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き
が
あ
る
。
本
質
上
の
矛
盾
が
あ
る
。
ア
カ
デ
ミ
ー
に
よ
っ
て
日
本
最
高
の

芸
術
と
云
わ
れ
る
竹
内
栖
鳳
の
五
匹
の
蛙
が
五
千
円
と
い
う
よ
う
な
絵
や

「
新
日
本
文
化
の
会
」
で
中
河
与
一
氏
、
保
田
与
重
郎
氏
な
ど
に
よ
っ
て
ロ

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
狂
信
的
に
讚
え
ら
れ
る
万
葉
精
神
と
、
私
た
ち
一
般
人
の
日

々
の
経
済
力
、
合
理
性
と
の
間
に
、
調
和
し
難
い
裂
け
目
が
口
を
あ
い
て
い

る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ア
カ
デ
ミ
ー
に
つ
い
て
言
及
す
る
時
、
人
々

の
顔
に
は
複
雑
な
表
情
が
浮
ば
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
松
本
学
氏
に
よ
っ
て
「
文
芸
懇
話
会
」
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
間
、
文
芸
懇

話
会
賞
と
い
う
も
の
が
出
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
間
こ
の
組
織
が
実
質
に
於
て

よ
り
大
規
模
な
上
述
の
諸
組
織
に
発
展
的
解
消
を
す
る
に
当
っ
て
、
最
後
の

賞
を
尾
崎
一
雄
氏
、
川
端
康
成
氏
に
与
え
た
。
こ
の
賞
に
当
っ
て
も
、
嘗
て
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会
員
に
よ
っ
て
推
薦
さ
れ
た
作
品
が
、
所
謂
左
翼
的
立
場
に
立
つ
作
家
に
よ

っ
て
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
投
票
破
棄
に
な
っ
た
事

実
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　
も
し
真
に
文
学
の
発
展
を
期
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
文
学
史
の
上
に

一
つ
の
新
た
な
芸
術
運
動
を
も
た
ら
し
た
左
翼
的
作
家
の
業
績
も
、
当
然
ア

カ
デ
ミ
ー
に
よ
っ
て
評
価
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は

決
し
て
為
さ
れ
な
い
。
そ
う
い
う
要
求
を
明
言
す
る
こ
と
さ
え
野
暮
で
あ
る

と
い
う
の
が
一
般
の
通
念
で
あ
る
。
山
本
有
三
氏
の
芸
術
を
愛
す
る
者
の
心

情
は
或
は
菊
池
寛
氏
の
腰
を
据
え
た
常
識
を
愛
す
る
者
の
気
分
よ
り
現
代
の

日
本
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
山
本
氏

は
「
一
部
の
異
論
」
で
芸
術
院
会
員
に
な
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
現
実
に
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む
き
出
さ
れ
て
い
る
矛
盾
が
、
お
の
ず
か
ら
、
こ
れ
ら
の
諸
文
化
団
体
を
含

む
支
配
的
傾
向
の
特
殊
な
一
面
性
を
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
伝
え
き
く
と
こ
ろ
で
は
、
長
谷
川
如
是
閑
氏
が
「
新
日
本
文
化
の
会
」
の

会
長
に
な
る
そ
う
で
あ
る
。
『
日
本
評
論
』
の
匿
名
リ
レ
ー
評
論
を
よ
む
と
、

日
本
の
思
想
界
を
次
の
時
代
に
ひ
き
い
て
ゆ
く
力
量
を
も
っ
た
綜
合
的
思
想

家
と
し
て
は
如
是
閑
氏
を
措
い
て
他
に
な
い
よ
う
に
云
わ
れ
て
い
る
。
筆
者

は
誰
な
の
か
も
と
よ
り
判
明
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
文
章
と
対
比
し
て
当
の

長
谷
川
如
是
閑
氏
が
、
『
改
造
』
八
月
号
に
執
筆
し
て
い
ら
れ
る
「
帝
国
芸

術
院
論
」
を
よ
ん
だ
読
者
の
胸
に
は
必
ず
や
或
る
感
想
が
湧
い
た
こ
と
で
あ

ろ
う
と
思
う
。

「
帝
国
芸
術
院
論
」
に
於
て
、
長
谷
川
氏
は
、
芸
術
そ
の
も
の
の
理
解
者
と
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し
て
は
芸
術
至
上
主
義
的
な
立
場
を
表
明
し
て
い
ら
れ
る
一
方
、
社
会
的
関

心
の
一
つ
と
し
て
の
芸
術
的
関
心
は
公
の
も
の
で
国
家
的
の
も
の
で
あ
る
と

し
て
、
両
者
を
分
裂
に
お
い
た
ま
ま
、
ア
カ
デ
ミ
ー
と
い
う
も
の
も
、
国
民

的
「
性
格
の
よ
り
よ
き
表
現
を
求
め
ん
と
す
る
社
会
的
意
欲
の
必
然
」
と
し

て
持
た
れ
る
も
の
で
あ
る
と
極
め
て
簡
単
、
安
易
に
肯
定
し
て
い
ら
れ
る
。

芸
術
家
の
日
常
生
活
、
創
作
の
内
奥
に
作
用
す
る
現
実
と
し
て
の
社
会
的
相

剋
の
問
題
こ
そ
、
現
代
の
芸
術
問
題
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が

長
谷
川
氏
は
前
一
文
の
末
で
「
社
会
的
意
欲
」
と
支
配
的
意
欲
と
の
間
に
、

今
は
世
界
的
な
範
囲
で
立
ち
現
れ
て
来
て
い
る
相
異
さ
え
明
ら
か
に
し
て
い

ら
れ
な
い
。

『
セ
ル
パ
ン
』
八
月
号
に
も
同
氏
の
「
文
化
の
自
由
性
と
文
化
統
制
の
原
理
」
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と
い
う
論
文
が
あ
る
。
そ
こ
で
氏
は
文
化
の
自
由
こ
そ
文
化
を
進
め
る
も
の

で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
氏
の
判
断
の
中
で
曖

昧
の
ま
ま
の
こ
さ
れ
て
い
る
上
述
の
一
点
は
作
用
し
て
、
結
末
に
於
て
、
作

家
た
ち
が
「
保
護
」
に
対
し
て
常
に
懐
疑
的
で
あ
る
の
は
尊
敬
す
べ
き
で
あ

る
が
「
反
対
に
そ
う
し
た
信
念
を
尊
重
し
つ
つ
彼
ら
の
芸
術
の
発
展
を
助
長

す
る
こ
と
は
、
文
明
国
の
古
代
か
ら
の
伝
統
で
も
あ
っ
た
が
、
現
在
に
於
て

も
そ
の
原
則
は
破
ら
れ
な
い
」
と
い
う
、
今
日
の
日
本
の
現
実
に
即
し
て
観

た
客
観
的
効
果
の
方
面
に
は
ふ
れ
な
い
抽
象
論
を
提
出
し
て
い
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
今
日
の
一
般
人
は
い
ろ
い
ろ
と
苦
し
い
思
い
の
中
で
文
化
へ
の
希
望

を
失
わ
ず
生
き
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
現
実
の
事
象
の
理

解
に
つ
い
て
も
、
お
の
ず
か
ら
犀
利
な
る
も
の
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
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〔
一
九
三
七
年
八
月
〕
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