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文
学
的
作
品
と
し
て
の
面
か
ら
新
聞
小
説
を
見
れ
ば
、
も
と
か
ら
そ
れ
に

伴
っ
て
い
た
種
々
の
制
約
と
い
う
も
の
は
大
し
て
変
化
し
て
い
ま
い
と
思
わ

れ
る
。
読
者
が
、
新
聞
小
説
に
求
め
て
い
る
面
白
さ
の
本
質
の
問
題
か
ら
云

わ
ば
制
約
の
第
一
歩
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
、
時
代
風
俗
的
な
デ
ィ
テ

ー
ル
へ
の
作
者
の
適
応
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
変
り
は
な
い
で
あ
ろ

う
。

　
し
か
し
、
今
日
の
文
学
の
あ
り
よ
う
、
作
家
の
あ
り
よ
う
と
の
関
係
で
は
、

新
聞
小
説
と
い
う
も
の
が
殊
に
微
妙
な
作
用
を
も
っ
て
来
て
い
る
の
で
は
な
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い
だ
ろ
う
か
。
昨
今
の
外
部
的
な
条
件
は
、
例
え
ば
い
つ
ぞ
や
『
朝
日
新
聞
』

が
石
坂
洋
次
郎
氏
の
小
説
を
の
せ
る
広
告
を
出
し
た
ら
、
急
に
そ
れ
は
の
ら

な
い
こ
と
に
な
っ
て
坪
田
譲
治
氏
の
「
家
に
子
供
あ
り
」
に
な
っ
た
よ
う
な

影
響
を
示
す
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
文
学
に
と
っ
て
は
相
対
的
な

条
件
で
あ
っ
て
、
こ
の
頃
、
或
る
種
の
作
家
た
ち
が
新
聞
小
説
に
対
し
て
も

っ
て
い
る
感
覚
に
は
、
も
っ
と
文
学
の
な
か
の
こ
と
と
し
て
考
え
る
べ
き
点

を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
今
日
、
作
家
と
し
て
す
こ
し
野
望
的
な
ひ
と

は
、
新
聞
へ
連
載
小
説
を
か
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
一
様
に
積
極
的
な

乗
り
気
を
云
わ
ず
語
ら
ず
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
が
、
文
学
の
大
衆
性
へ
の
翹
望
な
ど
と
い
う
も
の
か
ら
湧
い
て
い

る
気
持
で
は
な
く
て
、
当
今
、
人
気
作
家
と
云
わ
れ
て
い
る
作
家
た
ち
は
阿
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部
知
二
、
岸
田
国
士
、
丹
羽
文
雄
そ
の
他
の
諸
氏
の
通
り
み
な 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

純
文

学
作
品
と
新
聞
小
説
と
二
股
か
け
て
い
て
、
新
聞
小
説
を
か
く
こ
と
で
、
そ

の
作
家
た
ち
の
人
気
が
量
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
状
態
か
ら
何
と
な
く
刺
戟
さ

れ
て
い
る
気
分
と
思
え
る
。

　
数
年
前
、
日
本
の
社
会
経
済
の
事
情
か
ら
、
絵
画
が
ひ
ど
く
売
れ
な
く
な

っ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
そ
の
前
後
に
、
こ
れ
ま
で
は
決
し
て
插
画
を
描
か
な

か
っ
た
小
村
雪
岱
、
石
井
鶴
三
、
中
川
一
政
な
ど
と
い
う
画
家
た
ち
が
、
装

幀
や
插
画
に
の
り
出
し
て
来
て
、
そ
の
人
々
の
そ
の
種
の
作
品
は
、
本
格
的

な
画
家
で
あ
る
が
故
に
珍
重
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
半
面
で
は
そ
の
こ
と
で
彼
等

の
本
格
の
仕
事
に
一
種
派
手
や
か
な
目
を
注
が
せ
る
雰
囲
気
を
つ
く
る
も
の

と
な
っ
た
。
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画
家
の
本
道
的
な
業
績
を
、
大
局
か
ら
み
て
こ
の
新
し
い
関
係
が
高
め
た

か
、
或
は
通
俗
に
堕
す
部
分
を
生
ぜ
し
め
た
か
と
い
う
こ
と
は
簡
単
に
云
い

得
な
い
け
れ
ど
も
、
文
学
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
或
る
作
家
た
ち
が
目
下
器
用

に
こ
な
し
て
い
る
こ
の
両
刀
使
い
の
方
法
は
、
少
く
と
も
、
作
家
と
読
者
と

の
関
係
を
文
学
の
面
で
従
来
よ
り
高
め
た
と
い
う
結
果
は
導
き
出
し
て
い
な

い
の
が
、
現
在
の
実
際
だ
と
思
う
。

　
読
む
心
持
の
あ
り
場
所
が
、
は
じ
め
は
純
文
学
作
品
の
方
に
あ
っ
て
そ
の

人
の
新
聞
小
説
も
読
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
だ
ん
だ
ん
新
聞
小
説
独

特
の
空
気
に
浸
透
さ
れ
て
来
て
、
い
く
ら
か
寝
そ
べ
っ
た
よ
う
な
態
度
が
、

遂
に
は
純
文
学
作
品
の
体
臭
、
身
ご
な
し
ま
で
及
び
、
書
く
方
も
読
む
方
も

そ
こ
で
馴
れ
合
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
危
険
が
非
常
に
あ
る
。
こ
の
現
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実
の
な
か
で
、
文
学
は
決
し
て
本
道
的
な
成
長
を
と
げ
つ
つ
あ
る
と
云
え
な

い
と
思
う
。

　
過
去
の
時
代
で
は
、
そ
の
呼
び
名
が
ふ
さ
わ
し
い
か
否
か
は
お
く
と
し
て
、

と
に
か
く
通
俗
作
家
と
そ
う
で
な
い
作
家
と
の
区
別
は
、
ひ
と
に
も
自
分
に

も
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
う
。
だ
か
ら
、
吉
屋
信
子
さ

ん
が
『
大
毎
』
『
東
日
』
に
連
載
小
説
を
か
く
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
そ
れ

を
通
俗
作
家
と
し
て
の
ゴ
ー
ル
イ
ン
と
し
て
よ
ろ
こ
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
、

そ
れ
な
り
に
肯
け
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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今
日
、
事
情
は
そ
ん
な
に
素
朴
簡
明
で
は
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
。
飾
り

な
く
い
え
ば
は
っ
き
り
通
俗
で
あ
る
も
の
が
、
何
と
な
し
只
通
俗
で
は
な
い

の
だ
、
と
い
う
様
子
ぶ
っ
た
身
構
え
で
登
場
し
て
い
て
、
こ
の
三
四
年
間
の

健
全
な
文
芸
批
評
を
失
っ
た
読
者
の
、
半
ば
睡
り
、
半
ば
醒
め
か
か
っ
て
い

る
文
学
愛
好
心
の
上
に
君
臨
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
純
文
学
の
仕
事
を
す

る
作
家
が
新
聞
小
説
を
も
か
く
こ
と
で
、
新
聞
小
説
の
在
来
の
文
学
的
制
約

を
た
ち
切
り
、
そ
の
質
を
高
め
る
方
向
へ
作
用
す
る
こ
と
は
至
難
で
あ
っ
て
、

今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
い
つ
し
か
純
文
学
の
水
準
を
そ
ち
ら
の
方
へ
適
応
さ
せ

て
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
事
実
の
う
ち
に
は
、
複
雑
な
も
の
が
こ
も
っ
て
い
る
。
私
小
説
、
身

辺
小
説
か
ら
よ
り
ひ
ろ
い
客
観
的
な
社
会
性
の
あ
る
小
説
へ
の
要
求
が
起
っ
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た
時
代
、
ひ
き
つ
づ
く
事
変
に
よ
っ
て
変
化
し
た
世
相
が
文
学
の
そ
の
課
題

の
解
決
を
歪
め
て
ず
る
り
ず
る
り
と
生
産
文
学
へ
ひ
き
ず
り
こ
ん
だ
。
そ
れ

と
同
様
に
、
一
応
野
望
的
な
作
家
の
心
に
湧
い
た
よ
り
活
溌
な
、
よ
り
広
汎

な
、
よ
り
社
会
的
な
文
学
行
動
へ
の
欲
望
が
、
そ
の
当
然
な
辛
苦
、
隠
忍
、

客
観
的
観
察
、
現
実
批
判
の
健
康
性
を
内
外
か
ら
喪
失
し
て
、
し
か
も
周
囲

の
世
俗
の
行
動
性
か
ら
の
衝
撃
に
動
か
さ
れ
、
作
家
の
よ
り
溌
剌
な
親
し
み

の
あ
る
文
化
性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
か
の
よ
う
な
身
ぶ
り
を
も
っ
て
、
新
通

俗
文
学
の
産
出
に
し
た
が
い
は
じ
め
た
と
観
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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読
者
は
敏
感
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
文
学
の
場
内
で
接
触
す
る
作
家
た

ち
に
対
し
て
、
確
に
あ
る
親
し
さ
は
抱
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
同

時
に
誰
そ
れ
は
、
と
そ
の
作
家
の
名
を
佐
分
利
信
を
呼
ぶ
と
全
く
同
じ
調
子

で
呼
ん
で
、
ち
ょ
い
と
マ
ス
ク
が
い
い
で
し
ょ
う
、
と
い
う
風
の
態
度
を
も

っ
て
い
る
。
或
る
種
の
作
家
、
そ
し
て
、
人
気
作
家
と
云
わ
れ
る
作
家
の
ぐ

る
り
に
は
こ
う
い
う
雰
囲
気
が
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
に
疳
を
た
て
た
り
し
な

い
で
或
る
程
度
の
社
交
性
と
彼
等
の
幻
想
を
こ
わ
さ
な
い
程
度
の
強
面
と
を

交
互
に
示
し
つ
つ
処
し
て
ゆ
く
の
が
、
作
者
暮
し
の
両
刀
の
如
き
観
が
あ
る
。

　
作
家
の
経
済
生
活
は
、
一
般
に
益
々
逼
迫
し
て
来
つ
つ
あ
る
し
、
こ
れ
か

ら
先
ま
だ
ま
だ
そ
れ
が
切
り
つ
ま
っ
て
来
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
今
日

新
聞
小
説
を
書
い
て
そ
れ
か
ら
の
収
入
に
し
た
が
っ
て
生
活
を
ひ
ろ
げ
て
い
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る
作
家
た
ち
は
、
そ
れ
を
切
り
ち
ぢ
め
る
こ
と
に
当
然
さ
を
感
じ
る
よ
り
、

や
は
り
習
慣
か
ら
そ
の
よ
う
に
ち
ぢ
め
た
生
活
に
は
寂
し
さ
、
落
寞
た
る
も

の
を
感
じ
勝
ち
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
も
、
新
聞
小
説
の
牽
く
力
は
、
一
度

そ
れ
に
皮
膚
を
馴
ら
さ
れ
た
作
家
に
と
っ
て
、
決
し
て
侮
り
が
た
い
も
の
を

も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
思
え
る
。

　
文
学
の
問
題
と
し
て
み
る
と
き
、
新
聞
小
説
の
通
俗
性
の
側
か
ら
云
々
さ

れ
る
よ
り
も
、
寧
ろ
、
作
家
の
本
来
的
な
内
面
生
活
か
ら
い
か
に
思
想
、
判

断
の
慾
望
が
衰
頽
し
て
来
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
私
た
ち
の
深
い
自
省
を

促
す
点
で
あ
る
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
九
年
十
一
月
〕
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