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こ
れ
ま
で
主
と
し
て
詩
、
評
論
の
仕
事
を
し
て
き
た
窪
川
鶴
次
郎
が
、
今

度
『
中
央
公
論
』
に
発
表
し
た
小
説
「
風
雲
」
に
つ
い
て
は
、
き
っ
と
さ
ま

ざ
ま
の
人
の
批
評
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
私
と
し
て
は
、
こ
の
作
者
が
先
ず
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
階
級
人
の
現
実

に
つ
い
て
省
察
し
は
じ
め
た
態
度
に
、
こ
の
人
ら
し
い
着
実
な
階
級
的
勇
気

と
い
う
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
。

「
風
雲
」
に
は
、
竹
造
と
い
う
文
化
団
体
関
係
の
「
対
人
関
係
に
お
け
る
気

の
弱
さ
」
を
も
っ
た
一
人
の
階
級
人
が
主
人
公
と
さ
れ
て
い
る
。
作
者
は
、

こ
の
作
品
に
お
い
て
、
竹
造
の
基
本
的
な
非
妥
協
性
は
認
め
つ
つ
、
い
わ
ば

そ
れ
あ
る
が
故
に
一
層
は
っ
き
り
と
し
た
基
準
に
よ
っ
て
客
観
的
な
批
判
の
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対
象
と
な
り
得
る
竹
造
の
気
弱
さ
、
甘
え
、
受
動
性
な
ど
を
、
獄
中
に
お
け

る
同
志
、
良
人
、
若
い
父
親
と
し
て
の
日
常
感
情
の
う
ち
に
捕
え
、
批
判
し

よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
「
風
雲
」
を
読
み
な
が
ら
、
若
干
の
困
難
の
後
、
だ
ん
だ
ん
作
者
の

志
し
た
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
に
つ
れ
、
そ
れ
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
し
て

成
功
し
た
か
失
敗
し
て
い
る
か
は
後
に
ふ
れ
る
と
し
て
、
と
も
か
く
、
こ
れ

ま
で
階
級
人
の
獄
中
生
活
を
描
い
た
い
く
つ
か
の
作
品
に
比
べ
て
見
る
と
、

そ
の
方
向
に
お
い
て
あ
る
意
味
で
歴
史
の
新
た
な
段
階
を
反
映
し
て
い
る
と

感
じ
た
。

　
作
者
は
、
竹
造
と
い
う
人
物
を
登
場
さ
せ
て
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日

の
大
衆
化
さ
れ
た
階
級
対
立
の
社
会
生
活
の
現
実
に
あ
っ
て
は
、
獄
中
生
活
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を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
が
、
決
し
て
、
昔
卑
俗
に
鋳
型
か
ら
ぬ
か
れ
て
わ
れ

わ
れ
に
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
鉄﹅
の﹅
英﹅
雄﹅
ば
か
り
で
は
な
く
、
全
く
竹
造
の

よ
う
な
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
気
質
が
弱
い
面
を
持
っ
た
人
間
に
と
っ
て
も
、

あ
る
場
合
避
け
難
い
め
ぐ
り
合
わ
せ
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
社
会

的
日
常
の
必
然
に
よ
っ
て
、
階
級
人
と
し
て
重
大
な
発
展
の
モ
メ
ン
ト
も

「
癩
」
「
盲
目
」
な
ど
の
よ
う
な
特
異
性
は
附
随
し
て
い
な
い
、
獄
内
の
日

常
些
事
の
中
に
さ
え
掴
み
ゆ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
語
ろ
う
と
し
て
い
る

と
思
う
。

「
風
雲
」
に
お
い
て
、
作
者
は
、
従
来
階
級
人
の
獄
中
生
活
を
描
い
た
作
品

が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
か
ら
み
つ
か
れ
て
い
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
払

い
の
け
て
、
今
日
の
拡
大
さ
れ
て
い
る
階
級
的
対
立
の
現
実
か
ら
、
き
わ
め
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て
地
道
に
階
級
的
普
通
人
と
い
う
も
の
を
書
こ
う
と
努
力
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

　
私
は
こ
の
一
篇
の
小
説
を
読
み
、
作
者
の
つ
く
ろ
わ
ぬ
真
率
な
人
と
な
り

に
打
た
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
作
者
に
よ
っ
て
目
ざ
さ
れ
て
い
る
主
題
の
効

果
を
、
は
っ
き
り
読
者
の
胸
に
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
は
、
遺
憾
な
が
ら
未
し

と
い
う
と
こ
ろ
の
あ
る
こ
と
も
、
あ
わ
せ
て
痛
感
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
風
雲
」
の
主
題
は
普
遍
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
竹
造
と
い
う
人
物
と

そ
の
置
か
れ
て
い
る
境
遇
、
妻
ゆ
き
子
と
の
階
級
的
夫
婦
と
し
て
の
特
定
条

件
の
具
体
性
な
ど
、
作
者
が
す
っ
か
り
突
ぱ
な
し
て
、
客
観
的
に
描
い
て
ゆ

く
こ
と
に
成
功
し
た
な
ら
、
す
べ
て
の
読
者
は
、
竹
造
の
持
っ
て
い
る
い
ろ

い
ろ
な
条
件
も
、
つ
ま
り
は
、
百
人
、
千
人
の
階
級
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
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情
に
お
い
て
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
条
件
の
一
つ
と
し
て
作
者
に
と
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
納
得
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
し
か
し
「
風
雲
」
の
中
で
、
竹
造
と
作
者
と
の
け
じ
め
は
、
そ
の
よ
う
に

く
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
。
作
者
は
、
竹
造
の
こ
ま
ご
ま
と
し
た
内
的
推
移

に
つ
い
て
ゆ
く
う
ち
に
、
あ
る
と
こ
ろ
で
は
全
く
竹
造
と
同
化
し
て
余
韻
嫋

々
的
リ
ズ
ム
へ
顔
を
押
し
つ
け
て
い
る
た
め
に
、
作
品
の
後
味
は
、
こ
の
作

品
が
あ
る
特
別
な
階
級
人
を
そ
の
輪
廓
の
内
か
ら
書
い
て
い
る
よ
う
な
錯
倒

し
た
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

　
積
極
的
な
方
向
を
も
つ
主
題
な
の
で
あ
る
か
ら
、
作
者
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
手
法
で
、
能
動
的
に
、
し
か
も
こ
く
を
失
わ
ず
、
複
雑
な
竹
造
の
内
的

活
動
と
、
妻
ゆ
き
子
と
の
交
渉
を
、
折
々
の
情
味
ゆ
た
か
な
具
体
性
に
お
い
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て
引
つ
か
み
、
押
し
す
す
め
て
行
っ
た
ら
、
「
風
雲
」
は
全
く
一
つ
の
つ
よ

く
や
さ
し
い
階
級
の
心
情
を
丸
彫
り
し
た
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
風
雲
」
に
つ
い
て
見
る
場
合
、
作
者
の
意
企
が
作
品
に
形
象
化
さ
れ
切
ら

な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
失
敗
の
作
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
作
者
自
身
も
恐
ら
く
同
感
で
あ
ろ
う
と
想
像
す
る
。
そ
し
て
、

失
敗
の
原
因
が
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
主
題
と
手
法
と
の
間
に
あ
る
矛
盾

で
あ
る
と
考
え
る
時
、
そ
の
問
題
を
、
作
者
の
人
間
的
な
要
素
と
し
て
の
階

級
要
因
に
お
い
て
分
析
し
よ
う
と
す
る
欲
望
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

「
風
雲
」
に
お
い
て
、
作
者
は
竹
造
の
過
去
の
身
の
上
に
具
体
的
に
は
ふ
れ

て
い
な
い
。
私
の
理
解
し
得
る
狭
い
範
囲
で
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の

作
者
が
こ
れ
ま
で
階
級
人
と
し
て
実
践
し
て
来
た
道
を
見
て
も
お
の
ず
か
ら
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明
ら
か
で
あ
る
と
お
り
、
非
常
に
ま
め
で
行
動
的
な
、
骨
お
し
み
を
し
な
い

性
質
の
人
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
能
動
性
に
よ
っ
て
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
の
生

活
か
ら
勤
労
階
級
に
移
行
し
て
来
た
階
級
人
で
あ
り
、
将
来
の
発
展
性
を
も

そ
の
点
に
し
っ
か
り
と
持
っ
て
い
る
作
家
で
あ
る
と
信
じ
て
誤
り
は
な
い
と

思
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
彼
に
は
そ
の
出
生
や
成
長
し
た
環
境
及
び
遭
遇
し

た
青
年
期
に
お
け
る
時
代
的
影
響
も
あ
っ
て
、
気
弱
で
、
情
緒
的
で
、
部
分

的
に
は
や
や
主
観
に
傾
く
と
こ
ろ
も
な
く
は
な
い
。
過
去
に
お
け
る
文
学
修

業
の
道
で
「
風
雲
」
の
作
者
が
あ
る
期
間
室
生
犀
星
、
芥
川
龍
之
介
、
徳
田

秋
声
の
芸
術
に
接
近
し
た
の
も
、
前
に
い
っ
た
よ
う
な
作
者
の
一
面
と
の
つ

な
が
り
に
お
い
て
見
れ
ば
、
そ
れ
が
単
な
る
偶
然
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
私
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た
ち
は
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
古
風
で
や
か
ま
し
や
の
学
問
あ
る

医
者
を
父
に
持
ち
、
和
歌
や
俳
句
は
一
つ
の
伝
統
的
文
学
形
式
と
し
て
あ
る

時
代
の
作
者
の
中
に
生
き
た
。

　
文
学
の
道
で
「
風
雲
」
の
作
者
の
歩
み
出
し
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ

た
が
、
当
時
作
者
の
お
か
れ
て
い
た
社
会
的
現
実
は
日
給
僅
か
一
円
な
に
が

し
の
、
小
倉
袴
を
は
い
た
一
下
級
雇
員
の
日
常
で
あ
り
、
勤
労
階
級
の
日
常

の
う
ち
に
文
学
を
愛
好
す
る
青
年
た
ち
の
生
活
感
情
を
、
そ
の
頃
の
や
り
か

た
と
内
容
と
で
作
者
は
経
験
し
た
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
作
者
の
朝
か
ら
夜
を
と
り
ま
く
現
実
の
力
が
、
や
が
て
彼
の
性
格
の
積
極

面
を
正
し
く
押
し
出
す
よ
う
に
な
っ
て
、
実
践
的
に
階
級
人
と
し
て
の
移
行

が
起
る
に
つ
れ
、
芸
術
に
関
す
る
道
も
当
然
新
た
な
方
向
に
発
展
せ
し
め
ら
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れ
た
。
彼
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
陣
営
に
、
過
去
の
文
学
的
教
養
の
よ

い
も
の
や
無
駄
な
も
の
を
一
緒
に
背
負
っ
て
移
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
は
決
し
て
「
風
雲
」
の
作
者
に
だ
け
限
ら
れ
た
め
ぐ
り
あ
わ
せ
で
は

な
く
階
級
発
展
の
歴
史
に
お
け
る
あ
る
時
期
ま
で
は
、
す
べ
て
の
イ
ン
テ
リ

ゲ
ン
チ
ア
、
勤
労
者
が
こ
と
ご
と
く
既
成
の
文
化
、
芸
術
と
の
関
係
で
は
そ

の
よ
う
な
過
程
を
通
る
の
が
必
然
で
あ
り
、
文
学
に
お
け
る
過
去
の
遺
産
の

積
極
的
継
承
の
課
題
が
常
に
い
き
い
き
と
し
て
、
困
難
な
課
題
と
し
て
わ
れ

わ
れ
の
前
に
立
つ
の
も
、
具
体
的
に
は
こ
の
社
会
的
必
然
に
根
ざ
し
て
い
る

も
の
で
あ
ろ
う
。

「
風
雲
」
の
作
者
が
そ
の
青
年
期
の
前
半
と
文
学
修
業
の
道
の
初
ま
り
と
を

過
し
た
時
代
に
、
日
本
の
勤
労
大
衆
は
ま
だ
自
身
の
歴
史
的
任
務
の
方
向
を
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今
日
の
よ
う
に
明
確
に
し
て
お
ら
ず
、
感
受
性
の
鋭
い
、
精
神
に
抗
議
の
力

を
も
っ
た
青
年
た
ち
は
階
級
の
発
展
的
必
然
に
自
分
を
結
合
さ
せ
る
機
会
を

得
る
ま
で
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
個
人
的
ま
わ
り
道
を
し
た
。

　
私
は
、
最
近
に
な
っ
て
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
か
つ
て
の

指
導
者
の
あ
る
人
た
ち
、
村
山
知
義
、
林
房
雄
、
亀
井
勝
一
郎
諸
氏
の
社
会

的
階
級
的
行
動
を
見
て
、
今
日
の
情
勢
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
人
々
の
意
外
と

思
わ
れ
る
よ
う
な
弱
さ
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
内
的
な
も
の
の
契
機
は
、
遠

く
以
上
の
よ
う
な
歴
史
に
照
し
て
観
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
以
後
の
研

究
会
は
な
や
か
で
あ
っ
た
時
代
の
運
動
の
特
色
と
結
び
あ
わ
せ
て
探
求
し
て
、

は
じ
め
て
客
観
的
土
台
の
上
か
ら
発
展
的
に
教
訓
を
く
み
出
さ
せ
る
も
の
で

あ
ろ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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「
風
雲
」
の
作
者
が
曲
折
あ
る
実
践
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
た
階
級
人
と
し
て

の
鍛
錬
と
高
ま
り
と
は
、
こ
ん
に
ち
竹
造
を
一
篇
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
小
説
の

主
人
公
と
し
て
自
身
の
前
に
ひ
き
す
え
る
と
こ
ろ
ま
で
到
達
し
た
。

「
風
雲
」
が
主
題
の
方
向
に
積
極
性
を
も
つ
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
同

時
に
、
作
者
は
こ
の
一
篇
の
小
説
に
よ
っ
て
、
感
情
の
質
的
転
化
と
い
う
も

の
は
、
ど
ん
な
に
永
年
に
わ
た
る
忍
耐
づ
よ
い
社
会
的
実
践
を
経
な
け
れ
ば

獲
得
し
難
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
実
例
を
も
、
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
い
る
。

「
風
雲
」
の
作
者
が
、
そ
の
真
率
で
た
ゆ
み
な
い
天
質
に
よ
っ
て
、
社
会
現

象
に
対
し
て
は
常
に
ま﹅
と﹅
も﹅
か
ら
相
応
ず
る
生
き
方
で
、
今
日
ま
で
を
打
ち

貫
い
て
来
て
い
る
こ
と
は
、
作
品
を
一
読
し
て
、
そ
の
基
調
を
明
か
に
感
じ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
こ
の
作
者
に
は
、
口
を
開
い
て
そ
の
よ
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う
な
経
験
を
語
る
と
き
、
直
接
、
現
実
の
摩
擦
に
よ
っ
て
生
じ
た
感
情
の
優

し
い
風
、
こ
わ
い
嵐
を
作
品
へ
ふ
き
つ
け
る
こ
と
を
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
感

情
の
余
韻
を
め
ぐ
っ
て
縷る
る々

多
弁
に
な
る
癖
が
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合
、
私

ど
も
は
そ
こ
に
髣
髴
と
浮
き
上
っ
て
来
て
未
だ
新
た
な
内
容
に
ま
で
高
め
ら

れ
切
れ
ぬ
ま
ま
の
こ
っ
て
い
る
作
者
の
過
去
の
タ
イ
プ
の
文
学
的
教
養
を
感

じ
る
の
で
あ
る
。

「
風
雲
」
の
文
章
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
と
ご
と
く
刻

苦
せ
ら
れ
て
い
る
。
一
字
も
ゆ
る
が
せ
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
切

先
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
全
篇
の
効
果
と
し
て
は
、
主
題
の
立
体

面
を
余
り
こ
ま
か
い
網
で
か
ぶ
せ
て
し
ま
い
、
つ
い
に
作
品
を
作
者
が
あ
ら

わ
す
よ
り
は
遙
か
に
簡
勁
で
な
い
も
の
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
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作
者
は
こ
の
「
風
雲
」
に
お
い
て
、
主
題
の
継
承
化
の
た
め
に
必
要
な
文

章
と
は
全
く
本
質
に
お
い
て
違
う
文
脈
に
属
す
る
文
章
の
俳
句
風
な
含
蓄
、

語
ら
ず
し
て
推
察
さ
せ
よ
う
と
す
る
省
略
法
の
誤
っ
た
使
用
な
ど
に
よ
っ
て
、

知
ら
ず
知
ら
ず
煩
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
く
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　
島
木
健
作
氏
の
諸
作
を
読
ん
で
、
私
は
非
常
に
多
く
の
こ
と
を
感
じ
、
そ

の
あ
る
作
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
苦
し
い
ほ
ど
の
激
情
を
喚
び
醒
ま
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
感
銘
か
ら
引
出
さ
れ
た
重
大
な
あ
る
疑
問
に
つ
い
て
は
こ
こ
に

ふ
れ
ず
、
「
風
雲
」
と
の
連
関
で
思
い
浮
ぶ
た
だ
一
つ
は
、
島
木
氏
の
よ
う

に
新
し
く
文
学
の
仕
事
を
は
じ
め
た
階
級
人
で
さ
え
も
、
題
材
の
異
常
性
に

か
か
わ
ら
ず
文
学
の
手
法
と
し
て
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に
し
て
も
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
古
い
タ
イ
プ
と
常
識
と
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
気
づ
く
の
で
あ
る
。
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小
説
は
、
最
も
現
実
の
脂
と
匂
い
の
き
つ
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
作

者
が
創
作
に
当
っ
て
地
道
に
腰
を
据
え
れ
ば
据
え
る
ほ
ど
、
作
者
の
社
会
性

が
む
き
出
し
に
現
わ
れ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
あ
っ
て
は
、
今
日
の
階

級
的
発
展
段
階
に
お
い
て
一
つ
の
重
圧
と
も
い
い
得
る
他
階
級
の
既
成
文
学

の
影
響
が
、
い
ろ
い
ろ
の
姿
を
と
っ
て
現
実
の
感
じ
か
た
、
観
か
た
の
中
に

は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
具
体
性
と
し
て
の
文
章
の
上
に
も
ま
ざ
ま
ざ
と
反
映
し

て
来
る
の
で
あ
る
。

　
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
上
で
文
学
的
表
現
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
あ
る
種
の

現
実
に
対
す
る
概
括
法
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
自
由
に
な
り
、
真
に
「
二
つ
の
全

く
同
じ
石
こ
ろ
は
こ
の
世
に
な
い
」
現
実
の
核
心
に
迫
っ
て
、
雑
多
な
錯
綜

の
関
係
を
見
と
お
し
描
き
出
し
得
る
ま
で
に
は
、
な
お
こ
れ
か
ら
先
幾
多
の
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社
会
的
克
服
が
個
々
の
作
家
の
文
学
及
び
文
学
以
前
の
実
践
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

「
風
雲
」
に
即
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
あ
る
作
家
の
持
味
と
い
う
も
の

が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
で
は
重
大
視
さ
れ
る
必
然
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家

が
質
的
の
発
展
を
と
げ
ぬ
限
り
、
階
級
の
枠
は
か
た
く
そ
こ
ら
の
作
家
の
才

能
の
裾
を
と
じ
つ
け
て
い
る
か
ら
、
主
題
に
お
い
て
進
展
し
、
拡
大
す
る
こ

と
に
は
異
常
な
困
難
が
あ
る
。
勢
い
、
作
品
は
、
個
々
の
作
家
の
間
に
僅
か

ず
つ
な
が
ら
に
し
ろ
あ
る
の
が
当
然
で
あ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
異
な
ど
を
、

強
調
し
た
そ
の
点
に
お
い
て
翫
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
独
創

も
試
み
ら
れ
る
結
果
と
な
り
、
作
品
は
ま
す
ま
す
末
梢
的
に
な
っ
た
り
、
非

現
実
性
を
加
え
た
り
す
る
と
思
わ
れ
る
。
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そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
、
そ
の
人
の
声
の
音
色
で
話
す
と
い
う
自
然
な
条
件
の

一
つ
と
し
て
、
作
品
の
持
味
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
内
に
も
ふ
っ
く
り
と

生
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、

そ
れ
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
作
品
に
お
け
る
文
学
的
ポ
ー
ズ
と
な
っ
て
定
着

す
る
と
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
し
て
の
発
展
に
と
っ
て
は
、
す
で
に
一
つ

の
対
立
物
に
転
化
す
る
危
険
が
あ
る
。
作
品
の
評
価
が
基
準
を
失
っ
て
さ
れ

が
ち
な
時
期
に
は
、
こ
の
よ
う
な
一
見
平
俗
な
危
険
に
さ
え
、
わ
れ
わ
れ
作

家
は
決
し
て
さ
ら
さ
れ
な
い
と
断
言
は
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
最
後
に
再
び
「
風
雲
」
に
か
え
ろ
う
。

　
こ
の
作
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
団
体
に
関
す
る
取
材
で
あ
る
か
ら
と
い
っ

て
、
も
し
こ
の
作
を
「
友
情
」
や
「
白
夜
」
と
同
じ
類
型
に
属
す
る
も
の
と
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す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
杜
撰
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え
る
。

　
主
人
公
の
持
つ
方
向
と
、
作
者
の
意
企
と
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
と
む
し
ろ

対
蹠
的
な
も
の
で
あ
る
。
然
し
作
品
と
し
て
見
れ
ば
失
敗
の
部
に
属
す
も
の

と
な
っ
て
い
る
要
因
を
、
そ
の
社
会
的
根
源
に
ま
で
遡
っ
て
見
る
と
、
私
は
、

歴
史
的
に
は
そ
れ
が
「
白
夜
」
や
「
友
情
」
そ
の
他
の
作
家
た
ち
を
今
日
あ

ら
し
め
て
い
る
も
の
と
同
期
的
な
線
の
上
か
ら
発
し
て
い
る
と
思
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
そ
の
点
で
、
作
者
の
た
ゆ
み
な
い
鞭
撻
と
努
力
と
が
生
活
の
全
面

に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
、
よ
ろ
こ
び
を
も
っ
て
期
待
す
る
の
で
あ
る
。

　
も
し
私
に
煙
草
が
ふ
か
せ
た
ら
、
き
っ
と
こ
こ
い
ら
で
一
服
火
を
つ
け
、

さ
て
お
も
む
ろ
に
に
や
に
や
し
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
情
感
が
、
今
私
の
心
の

う
ち
を
去
来
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
風
雲
」
の
作
者
は
こ
れ
ま
で
多

19



く
の
評
論
を
か
い
て
来
て
い
る
か
ら
、
こ
の
一
篇
の
小
説
の
遭
遇
す
る
で
あ

ろ
う
め
ぐ
り
合
わ
せ
は
、
い
わ
ば
こ
の
作
品
一
つ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
適
当
し

た
以
上
に
、
錯
雑
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
感
想
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
身

に
も
覚
え
の
あ
る
こ
と
と
し
て
、
私
は
そ
の
感
想
を
禁
じ
得
ず
、
に
や
り
と

も
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
作
者
は
自
ら
「
風
雲
」
に
向
っ
て
額
を
挙

げ
て
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、

風
よ
吹
け
、
吹
い
て
古
い
小
枝
を
払
い
お
と
せ
、
と
眺
め
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
四
年
十
二
月
〕
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