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一

『
改
造
』
十
月
号
に
藤
森
成
吉
が
「
転
換
時
代
」
と
い
う
小
説
を
書
い
て
い

る
。

　
自
分
は
非
常
な
興
味
を
も
っ
て
よ
み
始
め
、
よ
み
終
っ
て
か
ら
何
度
も
雑

誌
の
頁
を
パ
ラ
パ
ラ
め
く
っ
て
考
え
こ
ん
だ
。
　
　
感
服
し
た
の
で
は
な
い
。

不
服
だ
っ
た
。
大
い
に
不
服
な
の
だ
が
、
こ
の
「
転
換
時
代
」
は
非
成
功
的

作
品
に
も
か
か
わ
ら
ず
種
々
の
発
展
的
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
問
題

の
積
極
性
が
自
分
の
注
意
を
捕
え
た
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
い
て
、
国
際
的
主
題
は
ど
う
扱
わ
れ
る
べ
き
か
。
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こ
れ
が
先
ず
そ
の
主
な
課
題
の
一
つ
な
の
だ
。

　
本
質
か
ら
い
っ
て
、
正
当
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
基
礎
的
な
要
素
と
し

て
根
に
ひ
ろ
い
国
際
性
を
も
つ
も
の
だ
。
何
等
か
の
形
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・

農
民
の
階
級
的
闘
争
を
直
接
・
間
接
の
主
題
と
し
な
い
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

と
い
う
も
の
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
農
民
は
日
本
に
だ
け
い

る
も
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
う
で
は
な
い
。
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
だ
け
に
か
た
ま
っ

た
か
？
　
そ
う
で
な
い
の
は
知
れ
て
い
る
。
搾
取
者
の
い
る
と
こ
ろ
、
必
ず

被
搾
取
者
と
し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
農
民
が
南
ア
フ
リ
カ
の
隅
に
ま
で
も

存
在
す
る
。

　
各
々
の
手
に
握
る
鋤
の
形
が
違
う
よ
う
に
、
機
械
が
違
う
よ
う
に
、
各
国

の
闘
争
の
細
部
に
わ
た
る
具
体
性
は
あ
る
点
違
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
が
、
階
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級
と
し
て
搾
取
者
に
対
し
た
時
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
農
民
に
と
っ
て
は
黒
坊

も
白
坊
も
な
い
。
世
界
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
・
農
民
と
し
て
、
た
だ
一
本

の
国
境
を
地
球
の
上
に
持
つ
だ
け
だ
。
世
界
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
と
自
分

た
ち
と
の
境
に
。

　
解
放
運
動
の
そ
う
い
う
国
際
情
勢
に
つ
れ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
発
展

し
て
来
た
。
だ
か
ら
、
よ
し
ん
ば
個
々
の
作
品
が
、
直
接
に
は
亀
戸
の
小
さ

い
紡
績
工
場
で
闘
争
す
る
女
工
だ
け
を
描
い
て
い
る
と
す
る
、
ま
た
は
九
州

の
炭
坑
罷
業
を
描
い
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
主
題
が
は
っ
き
り
資
本
主
義

第
三
期
の
世
界
経
済
恐
慌
と
の
内
国
的
関
係
に
お
い
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・

農
民
の
政
治
的
攻
勢
の
展
望
の
も
と
に
把
握
、
表
現
さ
れ
て
い
れ
ば
、
基
本

的
な
解
釈
に
お
い
て
は
十
分
国
際
的
な
作
品
と
い
え
る
。
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具
体
的
に
い
い
直
せ
ば
こ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
信
州
の
山
奥
で
繭
安
価
の

た
め
に
貧
窮
し
、
組
合
の
組
織
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
一
農
夫
を
描
く
と

す
る
。
わ
れ
わ
れ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
眼
が
、
た
だ
そ
の
局
部
的
現
象
だ

け
を
捕
え
た
の
で
は
足
り
な
い
。
言
葉
と
し
て
そ
の
小
説
の
中
に
書
か
れ
な

い
に
し
ろ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
は
信
州
の
繭
安
価
を
日
本
全
体
の
繭
安
価

の
理
由
と
結
果
と
に
、
引
き
つ
づ
い
て
世
界
の
農
村
恐
慌
へ
ま
で
き
っ
ち
り

結
び
つ
け
、
そ
の
関
係
に
お
い
て
主
題
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
そ
う
い
う
見
通
し
な
し
に
、
今
日
の
大
衆
生
活
の
中
か
ら
の
ど

ん
な
主
題
も
正
確
に
、
唯
物
弁
証
法
的
に
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

　
と
こ
ろ
で
あ
る
人
は
、
云
う
か
も
し
れ
な
い
。
今
日
国
際
的
な
関
係
に
あ

る
の
は
、
な
に
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
大
衆
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
に
限
っ
た
こ
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と
じ
ゃ
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
だ
っ
て
同
じ
こ
と
だ
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
な
る
ほ
ど
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
に
は
、
投
資
者
、
消
費
者
と
し
て
の
ブ
ル

ジ
ョ
ア
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
し
た
日
常
生
活
と
と
も
に
盛
に
国
際
的
要
素
が
加

わ
っ
て
来
た
。
現
に
菊
池
寛
が
書
い
て
い
る
連
載
小
説
「
勝
敗
」
の
中
で
は

一
回
分
が
フ
ラ
ン
ス
化
粧
料
の
名
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
画
家
の
名
そ
の
他
で
埋
め

ら
れ
た
日
が
あ
っ
た
。

　
ブ
ル
ジ
ョ
ア
探
偵
小
説
の
一
部
と
し
て
の
ス
パ
イ
物
語
は
正
に
国
際
的
舞

台
を
背
景
と
し
て
い
る
。
中
河
与
一
の
南
洋
紀
行
。
吉
行
エ
イ
ス
ケ
の
中﹅
国﹅
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も﹅
の﹅
。
そ
れ
ぞ
れ
、
確
に
日
本
以
外
の
外
国
を
と
り
入
れ
、
そ
れ
を
主
題
と

し
て
い
る
点
で
は
一
見
国
際
的
で
あ
る
ら
し
く
思
え
る
。

　
で
は
、
そ
う
い
う
諸
作
品
が
、
何
を
主
眼
と
し
て
外
国
を
と
り
入
れ
て
い

る
か
？
　
第
一
に
、
主
題
の
異
国
的
な
目
新
し
さ
だ
。
一
九
三
一
年
の
中
国

の
日
常
風
景
は
確
に
蒋
介
石
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
影
響
、
列
強
植
民
地
政

策
の
行
き
づ
ま
り
に
よ
っ
て
変
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
吉
行
エ
イ
ス
ケ
が
中

国
の
日
常
風
景
を
作
品
に
盛
る
場
合
、
作
者
に
と
っ
て
主
要
な
精
髄
は
、
銀

座
に
あ
る
と
は
種
類
の
変
っ
た
現﹅
代﹅
中﹅
国﹅
エ
ロ
・
グ
ロ
風
景
だ
。
資
本
主
義

化
さ
れ
た
海
港
都
市
に
あ
っ
て
一
層
グ
ロ
テ
ス
ク
で
あ
る
と
こ
ろ
の
中
国
苦

力
に
乞
食
。
エ
ロ
チ
ッ
ク
で
あ
る
と
こ
ろ
の
植
民
地
中
国
売
笑
婦
だ
。
今
日

の
中
国
と
世
界
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
と
の
必
然
的
連
関
で
は
な
い
。
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説
明
す
る
ま
で
も
な
く
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
だ
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
民
族
の

自
然
的
環
境
、
伝
統
的
風
俗
習
慣
が
一
面
的
に
誇
示
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
従
っ
て
、
ニ
ッ
ポ
ン
は
中
国
と
、
中
国
は
ア
メ
リ
カ
と
違
え
ば
違
う
ほ

ど
い
い
。
し
か
も
民
族
的
な
違
い
そ
の
も
の
を
決
定
的
な
ア
ル
フ
ァ
と
し
、

オ
メ
ガ
と
す
る
と
こ
ろ
に
異
国
趣
味
を
根
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
国
際

的
要
素
の
特
性
が
あ
る
。

　
帝
国
主
義
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
に
つ
れ
て
、
こ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
中
へ
国﹅

際﹅
的﹅
ら﹅
し﹅
い﹅
主
題
を
も
ち
こ
む
異
国
趣
味
は
、
直
に
民
族
主
義
の
武
器
と
し

て
つ
か
わ
れ
る
も
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
支
配
権
力
が
ヤ
イ
ヤ
イ
い
う
民
族
主

義
の
目
的
は
、
結
局
に
お
い
て
日
本
人
は
日
本
人
！
　
中
国
人
は
中
国
人
だ

！
　
と
、
一
つ
の
条
件
的
事
実
だ
け
を
さ
も
決
定
的
な
も
の
ら
し
く
全
面
に
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ひ
ろ
げ
て
強
調
し
、
各
民
族
間
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
農
民
と
し
て
の
世
界
的

連
帯
を
切
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
中
国
は
中
国
、
日
本
は
日
本
、
を

フ
ァ
ッ
シ
ョ
の
立
場
か
ら
主
張
す
る
文
化
的
下
地
を
最
も
よ
く
つ
く
る
の
は
、

国
際
的
主
題
に
よ
る
ら
し
く
見
え
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
族
主
義
文
学
だ
。

　
ブ
ル
ジ
ョ
ア
勃
興
期
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
異
国
趣
味
は
植
民
地
発
見

熱
の
反
映
と
し
て
現
れ
た
。
没
落
期
に
入
る
と
一
緒
に
、
そ
れ
は
享
楽
的
な

ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
化
の
消
費
者
の
猟
奇
癖
を
た
ん
の
う
さ
せ
る
た
め
に
役
立
ち
、

急
テ
ン
ポ
に
侵
略
的
帝
国
主
義
の
デ
ク
に
な
り
下
り
つ
つ
あ
る
の
だ
。

　
群
司
次
郎
正
と
い
う
大
衆
作
家
が
あ
る
。
彼
は
よ
み
物
提
供
の
種
を
さ
が

し
に
、
異
国
情
調
、
国
際
的
背
景
を
求
め
て
ハ
ル
ビ
ン
へ
出
か
け
て
い
た
。

す
る
と
、
奉
天
の
パ
チ
パ
チ
が
起
っ
て
、
あ
の
辺
一
帯
が
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
。
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（
追
記
・
日
本
軍
部
に
よ
る
張
作
霖
の
爆
死
事
件
に
つ
づ
く
侵
略
）

　
異
国
情
調
を
求
め
て
来
て
い
た
群
司
次
郎
正
は
一
躍
、
「
ハ
ル
ビ
ン
脱
出

記
」
の
筆
者
と
な
っ
た
。
文
中
何
と
い
う
か
と
思
う
と
「
支
那
人
の
心
情
は

根
本
的
に
獣
で
あ
る
。
こ
れ
を
よ
く
知
っ
て
い
る
の
は
ロ
シ
ア
人
た
ち
で
あ

る
。
か
つ
て
ハ
ル
ビ
ン
が
帝
政
華
か
な
り
し
頃
は
ロ
シ
ア
人
は
支
那
人
を
鞭

で
打
っ
て
キ
タ
イ
ス
カ
ヤ
街
の
よ
う
な
通
り
は
こ
の
野
蛮
人
を
通
ら
せ
な
か

っ
た
」
（
！
）

　
奉
天
に
パ
チ
パ
チ
の
起
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
日
本
帝
国
主
義
に
内
在
す
る

経
済
的
・
政
治
的
理
由
も
眼
中
に
入
れ
て
い
な
い
。
彼
は
無
智
な
軍
用
ペ
ン

を
ふ
る
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
異
国
趣
味
か
ら
狂
気
的
民
族
主
義
へ
飛
躍
し
て

い
る
の
だ
。
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こ
の
実
例
だ
け
で
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
領
域
内
で
、
異
国
趣
味
を
基

礎
と
す
る
国
際
主
義
は
民
族
主
義
の
泥
沼
に
は
ま
っ
て
つ
い
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ

化
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
十
分
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
資
本
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
そ
れ
が
必
然
の
過
程
と
し
て
植
民
地
搾
取

を
包
含
す
る
帝
国
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
限
り
、
本
質
的
に
「
イ
ン
タ

ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
は
理
解
し
得
な
い
も
の
な
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
と
こ
ろ
で
、
で
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
国
際
的
展
望
に
お
い
て
民
族
性

の
問
題
を
ど
う
取
扱
っ
て
い
る
だ
ろ
う
？
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決
し
て
、
そ
れ
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
に
お
け
る
よ
う
に
最
後
の
決
定
的
な

も
の
と
し
て
は
認
め
な
い
。
階
級
的
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
闘
争
を
強
固

に
し
、
そ
の
連
帯
的
活
動
を
活
々
さ
せ
、
よ
り
効
果
的
に
行
う
た
め
の
、
具

体
的
情
勢
の
個
別
的
条
件
と
し
て
だ
け
、
民
族
性
は
問
題
と
な
っ
て
来
る
。

　
ど
ん
な
場
合
で
も
中
国
は
中
国
、
日
本
は
日
本
で
は
な
い
。
中
国
は
こ
う

で
、
日
本
は
こ
う
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
は
、
互
に
国
際
的
階
級
闘
争
の

全
場
面
に
対
し
て
ど
う
い
う
役
割
を
持
つ
も
の
か
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
と

り
あ
げ
ら
れ
て
来
る
の
だ
。

　
だ
か
ら
、
各
国
の
階
級
闘
争
が
国
際
的
連
帯
を
緊
密
に
す
る
に
つ
れ
て
、

文
化
活
動
の
国
際
性
も
こ
の
頃
ま
す
ま
す
拡
大
さ
れ
て
来
た
。

　
文
学
活
動
上
の
種
々
の
問
題
、
例
え
ば
創
作
の
唯
物
弁
証
法
的
方
法
と
い
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う
問
題
に
し
ろ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
大
衆
化
の
問
題
に
し
ろ
、
日
本
の

「
ナ
ッ
プ
」
が
提
起
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
も
、
ド
イ

ツ
で
も
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
で
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
・
文
学
活
動
に
従
う
も
の

の
間
に
国
際
的
な
共
通
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
い
う
問
題
が
起
る
ご
と
に
、
民
主
主
義
作
家
や
反
動
作
家
は
口
を
揃

え
て
悪
口
を
い
っ
て
来
た
。
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
ざ
ま
を
見
ろ
。

ハ
リ
コ
フ
会
議
が
決
定
し
た
と
さ
え
い
え
ば
、
そ
れ
に
追
従
し
て
農
民
文
学

の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
や
ド
イ
ツ
で
創
作
の
唯
物
弁
証
法

的
方
法
と
い
え
ば
、
又
そ
れ
に
太
鼓
を
た
た
く
。
定
見
の
な
い
オ
ッ
チ
ョ
コ

チ
ョ
イ
奴
、
と
。

　
然
し
、
こ
の
悪
口
は
彼
ら
の
、
非
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
世
界
観
の
曝
露
と

14プロレタリア文学における国際的主題について



し
て
役
立
つ
だ
け
だ
。

　
過
去
十
年
間
に
農
村
恐
慌
は
徐
々
に
激
化
し
て
来
た
。
そ
し
て
、
今
日
の

世
界
の
農
民
解
放
運
動
の
実
際
は
十
年
前
の
も
の
と
性
質
を
す
っ
か
り
変
え

て
い
る
。
農
民
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
の
結
合
の
必
要
さ
、
連
帯
的
闘
争

の
必
要
が
今
日
ほ
ど
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
進

展
し
た
新
段
階
に
お
い
て
農
民
の
文
学
が
、
世
界
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
、

農
民
作
家
に
よ
っ
て
見
直
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
な
の
だ
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
連
盟
の
結
成
は
、
ド
イ
ツ
に
も
ア
メ
リ
カ
に
も
、
日

本
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　
創
作
上
の
唯
物
弁
証
法
的
方
法
の
実
践
的
探
求
は
、
こ
う
い
う
種
々
の
国

際
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
け
る
任
務
を
、
最
も
全
面
的
に
、
最
も
現
実
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的
に
は
た
し
て
ゆ
く
た
め
の
理
論
お
よ
び
技
術
獲
得
の
問
題
と
し
て
、
又
国

際
的
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
の
だ
。

　
つ
ま
り
、
一
人
の
、
或
い
は
集
団
と
な
っ
た
農
民
、
学
生
、
労
働
者
を
と

ら
え
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
観
点
か
ら
描
写
す
る
に
当
っ
て
、
具
体
的
条
件

と
し
て
在
る
闘
争
へ
の
種
々
の
可
能
性
、
矛
盾
、
困
難
、
進
展
性
を
相
関
的

に
も
れ
な
く
洞
察
し
、
同
時
に
そ
の
総
和
と
し
て
の
全
局
面
を
、
内
国
的
、

国
際
的
解
放
運
動
全
般
と
の
関
係
に
お
い
て
観
、
表
現
す
る
技
術
と
し
て
、

わ
れ
わ
れ
に
唯
物
弁
証
法
的
方
法
の
獲
得
は
大
切
な
の
だ
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
農
民
の
解
放
運
動
の
国
際
化
と
と
も
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
理
論
上
、
技
術
上
の
問
題
が
国
際
化
し
て
来
た
ば
か
り
で
は
な
い
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
け
る
主
題
の
多
様
性
の
一
部
と
し
て
国
際
的
主
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題
が
現
れ
は
じ
め
た
。

　
脚
本
で
は
、
す
で
に
村
山
知
義
の
「
全
線
」
「
勝
利
の
記
録
」
な
ど
が
あ

る
。
詩
は
、
多
く
パ
リ
・
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
、
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
の
「
十
月
」
そ

の
後
の
社
会
主
義
建
設
、
朝
鮮
、
中
国
の
同
志
に
つ
い
て
う
た
っ
た
。
小
説

に
橋
本
英
吉
の
「
市
街
戦
」
、
村
山
知
義
の
短
篇
小
説
、
報
告
的
旅
行
記
と

し
て
勝
本
清
一
郎
の
「
赤
色
戦
線
を
ゆ
く
」
、
中
條
百
合
子
の
ソ
ヴ
ェ
ト
同

盟
に
関
す
る
種
々
の
報
告
と
作
品
。
藤
森
成
吉
の
「
転
換
時
代
」
は
、
主
題

に
対
し
て
、
一
層
の
拡
大
を
予
告
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
国
際
的
主
題
を
扱
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
品
は
大
抵
中
国
又

は
ド
イ
ツ
、
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
各
一
国
を
中
心
と
し
て
国
際
的
に
観
察
し
て
い

た
と
こ
ろ
が
「
転
換
時
代
」
で
、
作
者
は
地
図
入
り
の
前
書
中
に
云
っ
て
い
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る
。
「
ヤ
ン
グ
案
の
ド
イ
ツ
と
五
ケ
年
計
画
の
ロ
シ
ア
と
恐
慌
日
本
と
ソ
ヴ

ェ
ト
支
那
と
朝
鮮
等
を
背
景
に
、
戦
後
世
界
資
本
主
義
の
第
三
期
、
大
恐
慌
、

大
建
設
、
対
立
激
化
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
、
革
命
力
の
昂
揚
な
ど
を
描
破
し
よ

う
と
企
て
た
。
」

　
　
　
新
世
界
の
黎
明
と
し
て
今
日
の
世
界
を
描
こ
う
と
予
告
さ
れ
て
い
る

の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
一
遍
で
も
外
国
へ
行
っ
た
作
家
は
、
こ
う
い
う
思
い
出
を
持
っ
て
い
は
し

な
い
だ
ろ
う
か
。
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外
国
暮
し
の
或
る
日
、
激
し
く
全
世
界
の
動
き
と
い
う
も
の
を
身
辺
に
感

じ
、
何
か
立
ち
ど
こ
ろ
に
、
世
界
を
掌
握
し
た
よ
う
な
国
際
小
説
が
書
け
そ

う
な
、
少
く
と
も
書
い
て
見
た
い
衝
動
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
り
は
し
な
い
か
。

ブ
ル
ジ
ョ
ア
作
家
で
も
恐
ら
く
そ
う
だ
ろ
う
。
ま
し
て
確
然
と
し
た
世
界
観

を
も
つ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
が
、
遠
く
島
国
日
本
の
客
観
情
勢
を
展
望
し
、

中
国
の
新
興
力
を
鳥
瞰
図
的
に
把
握
し
、
し
か
も
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
に
お
け
る

大
建
設
の
地
響
き
を
足
に
感
じ
な
が
ら
目
前
に
大
危
機
を
経
験
し
つ
つ
あ
る

ド
イ
ツ
を
見
て
い
る
と
し
た
ら
大
小
説
を
書
き
た
く
な
ら
な
い
方
が
不
思
議

な
く
ら
い
だ
。

　
熱
情
は
藤
森
成
吉
を
と
ら
え
た
。

　
一
種
の
熱
情
は
前
書
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
転
換
時
代
」
第
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一
部
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
た
実
際
の
印
象
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
総
体
的
な
不

満
だ
。

　
ふ
か
い
、
ひ
ろ
い
不
満
だ
。
上
手
と
か
下
手
と
か
い
う
の
と
違
う
。

　
前
書
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
小
説
か
ら
強
烈
に
世
界
の
動
き
、
熱
、

匂
い
を
ぶ
っ
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
に
、
だ
ん
だ
ん
読
ん
で
行
っ

て
見
る
と
、
違
う
も
の
が
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
在
住
の
「
労
働
者
と
一
緒
に
い

な
い
と
、
ど
ん
な
に
淋
し
い
も
の
か
」
と
痛
感
す
る
佐
々
木
を
こ
め
て
一
群

の
日
本
人
が
集
ま
っ
て
個
人
的
な
問
題
を
中
心
と
し
て
議
論
し
た
り
、
居
住

の
地
域
を
問
題
に
し
た
り
、
宿
主
と
ケ
ン
カ
し
た
り
、
引
っ
越
し
た
り
、
一

人
の
仲
間
が
引
っ
越
す
と
そ
の
仲
間
が
遠
い
郊
外
の
引
越
先
ま
で
行
っ
て
見

て
、
古
い
党
員
の
下
宿
主
か
ら
リ
ン
ゴ
を
貰
っ
て
皮
ご
と
カ
ジ
っ
て
「
何
て
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同
志
的
な
雰
囲
気
だ
！
」
と
感
じ
た
り
　
　

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ば
か
り
が
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
第
二
回
世
界
ピ
オ
ニ

ェ
ー
ル
大
会
の
こ
と
も
、
ド
イ
ツ
の
選
挙
の
こ
と
も
書
か
れ
て
い
る
の
だ
。

が
、
革
命
力
の
高
揚
し
て
い
る
ド
イ
ツ
の
情
勢
は
そ
の
情
勢
だ
け
切
り
は
な

し
て
説
明
的
に
描
か
れ
、
日
本
人
群
の
日
常
生
活
の
描
写
の
う
ち
へ
滲
透
し
、

盛
込
ま
れ
、
不
分
離
な
力
と
し
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

　
読
ん
だ
あ
と
の
印
象
で
は
、
従
っ
て
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
・
農

民
の
巨
大
な
燃
え
る
攻
勢
と
い
う
も
の
は
消
え
る
。
か
え
っ
て
、
か
た
ま
り
、

う
る
さ
い
ほ
ど
に
互
の
日
常
生
活
に
口
を
入
れ
あ
っ
て
、
忙
し
い
人
間
同
志

な
ら
二
の
次
、
三
の
次
に
な
る
問
題
を
論
議
し
て
い
る
一
団
の
日
本
人
の
理

屈
っ
ぽ
く
て
非
現
実
的
な
生
活
だ
け
が
浮
び
あ
が
る
の
だ
。
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作
者
は
、
「
そ
の
観
点
や
構
成
は
全
部
唯
物
弁
証
法
的
に
意
図
し
た
」
と

前
書
で
い
っ
て
い
る
。

　
決
し
て
、
ど
う
で
も
い
い
と
書
か
れ
た
作
品
で
は
な
い
。
そ
う
と
す
れ
ば
、

こ
の
巨
大
な
主
題
を
、
唯
物
弁
証
法
的
に
こ
な
す
こ
な
し
か
た
に
、
或
い
は

主
題
の
唯
物
弁
証
法
的
把
握
そ
の
も
の
に
何
か
の
不
足
が
あ
っ
た
こ
と
は
明

か
だ
。

　
こ
れ
は
非
常
に
有
益
な
、
興
味
あ
る 

穿  

鑿 

せ
ん
さ
く

だ
。
何
故
な
ら
、
中
條
百
合

子
が
こ
の
間
う
ち
『
改
造
』
に
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
の
紹
介
小
説
「
ズ
ラ
か
っ
た

信
吉
」
を
書
き
、
未
完
だ
が
、
や
は
り
唯
物
弁
証
法
的
方
法
の
点
で
失
敗
し

て
い
る
。
筆
者
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
の
大
建
設
が
世
界
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

・
農
民
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
義
を
も
つ
も
の
か
を
書
く
の
に
、
目
的
の
大
衆
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性
に
適
応
し
た
物
語
り
の
形
式
を
選
ば
ず
、
小
説
の
形
で
、
信
吉
と
い
う
人

物
を
、
主
題
に
対
し
て
非
唯
物
弁
証
法
的
に
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

　
周
密
な
用
意
と
研
究
を
必
要
と
す
る
こ
と
だ
が
、
「
転
換
時
代
」
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
唯
物
弁
証
法
的
把
握
上
の
失
敗
は
、
先
ず
ど
こ
か
機
械
的
な
点

で
目
立
つ
。

　
書
か
れ
た
点
か
ら
だ
け
見
る
と
作
者
は
、
こ
う
考
え
た
よ
う
に
見
え
る
。

資
本
主
義
第
三
期
の
世
界
を
書
く
の
に
、
社
会
的
に
大
き
い
事
件
ば
っ
か
り

書
く
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
日
常
的
な
、
些
末
な
こ
と
が
そ
れ
ぞ
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れ
み
ん
な
主
題
と
関
係
し
て
い
る
。
又
、
積
極
的
な
面
だ
け
が
重
要
で
は
な

い
。
消
極
的
な
部
分
も
洩
ら
さ
れ
て
は
い
け
な
い
、
と
。

　
酒
井
と
そ
の
宿
主
の
婆
と
の
衝
突
、
エ
ル
ゼ
と
い
う
人
物
な
ど
は
そ
う
い

う
作
者
の
見
と
お
し
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
コ
ン
ム
ニ
ス
ト
で
も
決
し
て
善
玉

揃
い
で
は
な
い
。
「
何
し
ろ
沢
山
の
党
員
だ
し
、
古
い
歴
史
を
も
っ
た
党
だ

か
ら
タ
マ
に
は
蛆
虫
も
湧
く
ん
さ
。
南
京
虫
は
ど
こ
に
で
も
い
る
。
」

　
コ
ン
ム
ニ
ス
ト
が
善
玉
揃
い
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
そ
の
限
り
に
お
い
て

真
実
だ
。
し
か
し
、
こ
の
少
く
と
も
第
一
部
に
は
、
蛆
虫
も
時
に
は
湧
か
せ

つ
つ
ド
イ
ツ
の
党
が
ど
れ
だ
け
大
衆
に
よ
っ
て
強
力
に
組
織
さ
れ
、
世
界
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
解
放
の
た
め
に
闘
っ
て
い
る
か
と
い
う
積
極
的
な
点
は
、
有
機

的
に
こ
こ
に
示
さ
れ
た
消
極
の
一
場
面
と
結
び
つ
い
て
閃
い
て
は
い
な
い
。
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一
つ
の
主
題
を
、
唯
物
弁
証
法
的
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
積
極
的

な
面
と
消
極
的
な
面
と
を
、
固
定
し
た
姿
で
対
立
さ
せ
る
こ
と
で
な
い
の
は

自
明
だ
。
社
会
的
な
大
き
い
事
件
と
日
常
的
些
事
と
を
た
だ
チ
ャ
ン
ポ
ン
に

一
篇
の
中
に
置
く
こ
と
で
も
な
い
。

　
十
月
号
の
『
ナ
ッ
プ
』
に
「
創
作
に
お
け
る
唯
物
弁
証
法
的
方
法
に
就
て

の
覚
え
書
」
を
書
い
た
人
に
と
っ
て
こ
ん
な
Ａ
Ｂ
Ｃ
は
理
屈
と
し
て
は
問
題

外
だ
ろ
う
。
だ
が
、
実
際
の
結
果
は
そ
う
い
う
機
械
的
な
印
象
を
与
え
る
失

敗
に
陥
っ
て
い
る
。
証
拠
に
は
、
あ
の
一
団
の
日
本
人
の
実
際
生
活
が
、
ベ

ル
リ
ン
大
衆
の
革
命
的
高
揚
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
り
、
か
つ
ま
た
遠
い
故

国
日
本
の
階
級
的
進
展
と
ど
う
い
う
血
の
通
っ
た
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
基
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礎
的
な
階
級
的
位
地
が
、
弁
証
法
的
具
体
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
な
い
。

　
一
群
の
日
本
人
は
、
切
り
は
な
さ
れ
て
浮
き
上
っ
て
い
る
。
大
衆
的
な
行

為
、
階
級
闘
争
へ
の
結
び
つ
き
の
実
際
過
程
の
う
ち
に
現
れ
た
り
消
え
た
り

す
る
数
人
の
日
本
人
各
々
の
持
つ
階
級
的
積
極
性
・
消
極
性
が
、
ひ
と
り
で

に
わ
か
る
よ
う
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
坐
っ
て
喋
っ
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ

内
で
だ
け
、
批
評
の
た
め
の
批
評
の
よ
う
な
個
人
に
関
す
る
批
判
が
出
て
来

る
。
そ
れ
ゆ
え
些
末
な
日
常
的
事
件
は
、
よ
り
広
汎
な
、
よ
り
能
動
的
な
社

会
的
事
件
の
一
部
＝
構
成
分
子
と
し
て
吸
収
さ
れ
ず
、
ど
こ
ま
で
も
些
末
な

事
件
そ
の
も
の
と
し
て
の
こ
る
の
だ
。

　
こ
う
書
い
て
来
る
と
、
「
転
換
時
代
」
第
一
部
が
そ
の
失
敗
に
お
い
て
、

多
く
の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
の
が
よ
く
わ
か
る
。
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ど
だ
い
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
け
る
国
際
的
主
題
は
種
々
の
困
難
を

も
っ
て
い
る
も
の
だ
。

　
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
そ
の
素
晴
ら
し
い
達
成
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
や
は
り
こ
の
国
際
的
主
題
を
扱
っ
た
い
い
作
品
の
な
い
こ
と
は

関
心
の
的
と
な
っ
て
い
る
。

　
旅
行
記
、
見
聞
記
的
論
文
は
あ
る
。
だ
が
、
ほ
ん
も
の
の
階
級
的
イ
ン
タ

ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
観
点
か
ら
、
唯
物
弁
証
法
的
方
法
で
書
か
れ
た
小
説
は
、

ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
で
も
ま
だ
出
て
い
な
い
の
だ
。
然
し
、
今
日
の
地
球
上
の
情

勢
は
、
二
つ
の
世
界
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
農
民
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
結

成
と
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
し
た
世
界
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
過
渡
的
協
力
と
の
対
立
を

ま
す
ま
す
激
化
さ
せ
つ
つ
あ
る
。

27



　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
当
然
、
内
国
的
主
題
を
い
よ
い
よ
具
体
的
に
国

際
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
農
民
解
放
運
動
全
般
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
深

化
さ
せ
て
行
く
と
と
も
に
、
一
方
、
次
第
に
こ
の
「
転
換
時
代
」
に
類
す
る

作
品
、
又
は
、
紹
介
的
役
割
を
も
つ
「
ズ
ラ
か
っ
た
信
吉
」
の
更
に
数
段
成

功
的
な
作
品
が
現
れ
る
可
能
が
十
分
あ
る
。

　
内
国
的
主
題
に
お
い
て
国
際
的
要
素
が
強
ま
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
国
際

的
主
題
そ
の
も
の
の
発
展
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
領
域
に
お
け
る
主
題

の
多
様
化
に
あ
る
功
献
を
す
る
時
代
が
来
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
明
か
だ
。

こ
の
希
望
と
見
と
お
し
で
、
わ
れ
わ
れ
は
一
層
活
溌
に
、
達
成
へ
向
っ
て
の

勝
利
的
自
己
批
判
を
必
要
と
す
る
次
第
だ
。

　
（
付
記
。
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
に
対
し
て
十
分
の
抵
抗
を
持
ち
得
な
い
社
会
民
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主
主
義
文
学
の
中
で
国
際
的
主
題
は
ど
ん
な
歪
ん
だ
形
で
取
扱
わ
れ
て
い

　
る
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
で
書
こ
う
と
思
う
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
一
年
十
月
〕
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