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近
頃
、
一
部
の
作
家
た
ち
の
間
に
、
日
本
の
作
者
は
も
っ
と
「
大
人
の
文
学
」
を
つ
く
る
よ
う
に
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
提
唱
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
一
般
人
の
興
味
関
心
は
文
学
か
ら
離
れ

つ
つ
あ
る
。
そ
の
理
由
を
、
今
日
の
作
家
は
文
学
青
年
の
趣
向
に
追
随
し
て
、
そ
の
作
品
の
中
で
人
間
は

い
か
に
生
き
て
ゆ
く
べ
き
か
と
い
う
生
き
か
た
を
示
さ
ず
、
小
説
の
書
き
か
た
に
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
と
見
る
評
論
家
（
小
林
秀
雄
氏
）
作
家
（
林
房
雄
氏
）
た
ち
に
よ
っ
て
、
「
大
人
の
文
学
」

論
が
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
従
来
、
ご
く
文
壇
的
な
ひ
と
と
し
て
生
存
し
て
来
て
い
る
小
林
、
林
氏
な
ど
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
が
い

わ
れ
は
じ
め
て
い
る
の
は
面
白
い
。
一
般
に
、
近
頃
の
小
説
は
つ
ま
ら
な
い
と
い
う
声
の
高
い
の
が
と
り

も
直
さ
ず
文
学
に
対
す
る
関
心
が
う
す
れ
た
と
ば
か
り
い
え
る
か
ど
う
か
。
つ
ま
ら
な
い
、
と
い
う
上
は
、

読
者
が
何
か
文
学
か
ら
求
め
て
い
る
も
の
が
ほ
か
に
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ

か
ら
湧
く
声
で
あ
る
。

　
さ
な
が
ら
文
学
青
年
に
よ
っ
て
今
日
の
作
家
は
害
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
が
、
文
学
青
年

と
一
括
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
若
い
人
々
と
し
て
み
れ
ば
、
そ
も
そ
も
俺
た
ち
を
産
ん
だ
の
は
誰
だ
と
、
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き
き
か
え
し
た
い
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
と
も
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
き
の
う
ま
で
、
文
学
青
年
と
呼

ば
れ
る
人
々
は
い
わ
ば
彼
等
作
家
た
ち
の
ま
わ
り
に
集
ま
り
動
い
て
作
家
た
ち
の
身
辺
を
飾
る
そ
れ
ぞ
れ

の
花
環
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
の
生
き
た
花
環
の
大
小
が
文
壇
に
お
け
る
作
家
の
重
み
を

暗
に
語
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

「
大
人
の
文
学
」
を
つ
く
る
た
め
に
、
林
氏
は
自
分
た
ち
の
よ
う
に
真
面
目
な
一
群
の
作
家
が
、
す
べ
か

ら
く
率
先
し
て
指
導
的
地
位
に
あ
る
官
吏
、
軍
人
、
実
業
家
が
今
日
彼
等
の
中
心
問
題
と
し
て
い
る
こ
と

を
文
壇
の
中
心
問
題
と
し
て
根
気
よ
く
提
唱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
複
雑
な
生
活
経
験
に
よ
っ
て
豊
富
に
さ
れ
た
大
人
が
、
な
お
十
分
の
魅
力
を
感
じ
つ
つ
読
め
る
よ
う
な

作
品
が
一
つ
で
も
多
く
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
誰
し
も
異
存
の
あ
ろ
う
は

ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
と
し
て
は
、
こ
の
提
唱
に
関
し
て
大
変
興
味
を
刺
戟
さ
れ
て
い
る
一

つ
の
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
大
人
の
文
学
」
の
提
唱
が
さ
れ
て
い
る
一
方
に
、
同
じ
作
家
た
ち
に
よ
っ

て
文
学
の
大
衆
化
の
こ
と
が
盛
ん
に
語
ら
れ
、
今
日
の
読
者
大
衆
の
文
化
的
な
水
準
と
い
う
も
の
は
ひ
ど

く
低
い
の
で
あ
る
か
ら
、
作
家
は
そ
れ
を
念
頭
に
お
い
て
書
く
も
の
を
や
さ
し
く
書
か
ね
ば
い
か
ん
、
変

に
凝
っ
た
、
分
り
に
く
い
ス
タ
イ
ル
で
や
っ
と
身
を
保
っ
て
い
る
よ
う
な
書
き
方
を
や
っ
て
い
た
の
で
は
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い
け
な
い
、
作
家
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
特
別
な
高
い
文
学
山
頂
に
だ
け
止
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
と
い

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
内
容
と
傾
向
と
で
い
わ
れ
て
い
る
文
学
の
大
衆
化
の
方
向
と
、
一

方
で
い
わ
れ
て
い
る
「
大
人
の
文
学
」
の
問
題
の
現
実
的
性
質
と
は
、
今
日
の
活
社
会
の
中
で
、
互
に
ど

ん
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
か
。
こ
の
点
こ
そ
、
今
日
の
文
化
、
文
学
の
動
き
に
注
目
を
し
て
い
る
す
べ
て

の
者
が
知
り
た
い
と
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
大
人
の
文
学
」
と
同
時
に
「
文
学
の
大
衆
化
」
と
を
今
日
盛
ん
に
唱
え
て
い
る
作
家
た
ち
は
、
そ
の
二

つ
の
問
題
を
そ
れ
ぞ
れ
切
り
は
な
し
て
い
っ
た
り
、
ま
た
は
一
時
に
こ
の
二
つ
の
問
題
を
た
だ
並
列
的
に

あ
の
こ
と
、
こ
の
こ
と
と
い
う
風
に
だ
け
も
ち
出
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
今
新
し
い
声
で
「
大
人
の
文
学
」
と
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
に
し
ろ
、
子
供
の
文
学
で

は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
二
つ
の
問
題
が
今
日
の
よ
う
な
形
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
即
ち
提
唱
し

て
い
る
作
家
た
ち
の
考
え
の
中
で
「
大
人
」
と
い
う
も
の
の
概
念
と
「
大
衆
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
一
般
人

に
つ
い
て
の
概
念
が
何
か
違
う
内
容
で
感
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
お
の
ず
と
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

　
一
般
の
読
者
及
び
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
大
人
」
の
世
界
で
、
失
礼
な
が
ら
た
と
え
ば
林
房
雄
氏
が
真﹅

面﹅
目﹅
な﹅
文
学
者
と
見
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
問
わ
な
い
と
し
て
林
氏
自
身
、
自
分
た
ち
の
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よ
う
な
真﹅
面﹅
目﹅
な﹅
文
学
者
が
、
そ
の
中
心
問
題
を
も
っ
て
一
致
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い

る
「
大
人
」
と
い
う
の
は
、
官
吏
、
軍
人
、
実
業
家
と
い
っ
て
も
、
た
だ
の
小
役
人
や
何
か
で
は
な
い
。

お
び
た
だ
し
い
そ
う
い
う
連
中
の
形
作
る
底
の
ひ
ろ
い
三
角
形
の
頂
点
の
部
分
、
「
情
熱
と
信
念
」
と
を

も
っ
て
今
日
動
い
て
い
る
一
部
の
指
導
的
な
連
中
と
、
大
衆
を
指
導
す
べ
き
真﹅
面﹅
目﹅
な﹅
一
部
の
文
学
者
で

あ
る
自
分
た
ち
と
が
結
合
す
べ
し
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
「
大
人
」
が
こ
の
社
会
に
つ
い
て
考
え
る
そ
の
考
え
と
観
察
と
で
、
作
家
は
大
衆
的
に
書
け
、

と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
大
衆
は
、
そ
う
い
う
一
群
の
「
大
人
」
な
官
吏
、
軍
人
、
実

業
家
達
及
び
彼
等
と
膝
を
交
え
て
大
人
並
に
腹
の
あ
る
遊
興
も
出
来
る
一
群
の
作
家
に
指
導
さ
れ
る
文
化

水
準
の
低
い
、
何
故
浪
花
節
が
悪
趣
味
な
の
か
も
分
ら
な
い
、
偉
い
官
吏
、
軍
人
、
実
業
家
で
は
な
い
人

間
の
大
群
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
作
家
は
大
衆
の
心
を
語
る
ひ
と
、
大
衆
の
生
活
の
喜
び
と
悲
し
み
と
希
望
と
を
謳
っ
て
く
れ
る
人
と
し

て
、
作
家
は
知
識
人
の
う
ち
で
も
あ
る
特
殊
な
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
大
臣
の
名
は

知
ら
な
い
人
で
も
、
蘆
花
や
漱
石
の
名
を
知
っ
て
い
た
わ
け
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。

　
こ
の
四
五
年
の
急
に
動
く
世
相
は
、
大
多
数
の
人
々
の
日
常
生
活
を
脅
か
し
て
、
経
済
的
な
不
安
と
と
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も
に
文
化
的
な
面
で
貧
し
く
さ
せ
て
来
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
純
文
学
の
単
行
本
の
売
れ
ゆ
き
の
わ
る
さ
、

そ
の
対
策
の
推
移
を
見
て
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
思
う
。
小
説
の
単
行
本
が
売
れ
な
い
と
い
わ
れ
て
来

て
か
ら
、
出
版
屋
は
一
昨
年
あ
た
り
、
い
わ
ゆ
る
豪
華
版
と
い
う
も
の
の
濫
発
を
や
っ
た
。
高
く
て
綺
麗

な
本
で
な
け
り
ゃ
こ
の
頃
は
売
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
本
の
内
容
か
ら
は
何
も
大
し
て
期
待
し
な
い
、
金

の
あ
る
人
だ
け
が
こ
の
頃
は
本
を
買
い
、
自
分
た
ち
の
日
常
の
不
安
か
ら
も
こ
の
世
の
中
の
こ
と
が
本
当

に
知
り
た
い
よ
う
な
人
々
は
そ
の
逆
に
金
が
な
い
と
い
う
有
様
に
な
っ
て
来
た
。
物
価
が
あ
が
る
。
雑
誌

を
買
っ
て
い
た
金
は
、
高
く
な
っ
た
洋
服
の
月
賦
に
ま
わ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
小
説
を
買
っ
て
、
カ
フ
ェ

ー
の
マ
ダ
ム
を
め
ぐ
る
四
人
の
男
の
情
痴
の
世
界
を
読
む
よ
り
は
、
今
日
「
大
衆
」
の
真
面
目
な
「
大
人
」

の
心
配
は
、
子
供
を
ど
う
し
て
育
て
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
文
部
省
の
教
育
方
針
が
本
当
に
か
わ
れ
ば
、
中
学
へ
息
子
を
や
る
に
さ
え
、
家
庭
の
資
産
状
態
が
調
べ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
数
年
前
デ
パ
ー
ト
の
女
店
員
は
家
庭
を
助
け
た
が
、
今
は
家
庭
が
中
流
で
両

親
そ
ろ
い
月
給
で
生
計
を
助
け
る
必
要
の
な
い
も
の
と
い
う
の
が
採
用
試
験
の
条
件
で
あ
る
。
「
大
人
」

に
憂
い
が
深
い
ば
か
り
か
大
人
に
な
り
つ
つ
あ
る
若
い
男
女
の
心
も
、
訴
え
に
満
ち
て
い
る
。
世
の
中
は

何
故
こ
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
が
体
に
満
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。
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作
家
が
も
し
大
衆
の
心
の
描
き
て
な
ら
ば
、
こ
の
生
々
し
い
、
生
活
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
「
何

故
」
と
い
う
二
字
を
と
っ
て
、
作
品
の
中
に
生
き
か
た
を
知
ら
し
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
あ
る
作
家
た
ち
は
、
今
日
直
接
そ
れ
を
書
こ
う
と
い
わ
ず
、
別
な
範
囲
の
「
大
人
」
の
中
心

問
題
を
大
衆
に
分
る
よ
う
に
描
こ
う
と
提
唱
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
の
「
大
人
」
の
世
界
は

ど
ん
な
姿
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
一
つ
の
簡
単
な
質
問
と
そ
の
答
え
と
で
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
官
吏
、
軍
人
、
実
業
家
の
大
頭
の
連
中
が
、
待
合
に
ゆ
く
の
が
遊
蕩
で
あ
る
と

考
え
る
俗
人
を 

睥  

睨 

へ
い
げ
い

し
て
集
合
す
る
築
地
の
有
名
な
待
合
×
×
×
を
、
こ
の
新
聞
の
読
者
の
何
人
が
日

常
の
接
触
で
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
質
問
に
よ
っ
て
。
　
　

　
横
光
利
一
氏
な
ど
が
中
心
に
十
円
会
と
い
う
会
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
明
治
の
初
期
、
戯
作
者
気
質
の

の
こ
っ
て
い
た
通
人
気
ど
り
の
文
士
た
ち
な
ら
ば
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
「
食
お
う
か
い
」
と
で
も
呼
ん
だ

で
あ
ろ
う
し
、
明
治
末
葉
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
作
家
連
で
あ
っ
た
ら
ば
、
十
円
を
つ
か
っ
て
遊
び
な
が

ら
も
文
化
人
、
芸
術
家
と
し
て
こ
の
人
生
の
発
展
の
た
め
に
彼
等
の
負
う
て
い
る
責
任
の
重
く
遠
い
こ
と

の
自
覚
を
加
え
て
、
重
遠
会
と
で
も
名
を
つ
け
た
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
の
少
壮
と
目
さ
れ
て
い
る
作
家

等
が
、
む
き
だ
し
に
十
円
会
と
金
だ
か
だ
け
の
呼
び
名
で
一
定
の
レ
ベ
ル
の
経
済
生
活
と
文
壇
生
活
と
を

し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
の
会
を
呼
ん
で
い
る
の
は
実
に
面
白
い
と
思
う
。
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十
円
の
金
は
十
円
の
金
で
、
ど
う
で
も
使
え
る
。
死
金
に
も
な
り
、
悪
銭
に
も
な
り
、
義
捐
ぎ
え
ん
金
に
も
な

れ
ば
、
自
殺
の
旅
費
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
ど
っ
ち
み
ち
一
夕
十
円
標
準
で
や
ろ
う
と
名
を
つ
け
て
い
る

の
が
、
文
壇
人
の
経
済
事
情
、
生
存
感
情
の
推
移
と
そ
の
現
代
性
を
語
っ
て
い
る
。
菊
池
寛
、
久
米
正
雄

氏
等
の
間
で
は
二
十
円
会
と
か
三
十
円
会
と
か
い
う
の
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
十
円
が
も
す
こ
し
育
っ
て

二
十
円
と
い
う
、
通
俗
人
の
望
み
の
影
さ
え
さ
し
て
い
て
、
面
白
い
。

　
特
に
、
こ
の
三
十
歳
を
越
し
て
四
十
と
の
間
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
作
家
た
ち
、
十
円
会
あ
た
り
の
人

々
が
主
と
し
て
今
日
「
大
人
の
文
学
」
を
唱
え
て
い
る
事
実
は
一
層
私
た
ち
に
人
生
的
観
察
の
心
を
お
こ

さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
日
常
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
環
境
に
あ
り
な
が
ら
、
実
質
は
小
市
民

的
で
あ
っ
て
、
謂
わ
れ
て
い
る
大
人
（
官
吏
、
軍
人
、
実
業
家
）
の
大
頭
の
世
界
の
中
に
織
込
ま
れ
て
は

い
な
い
。
彼
等
の
支
配
的
、
高
等
的
政
策
に
は
あ
ず
か
っ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
「
大
人
の
文
学
」

を
提
唱
さ
せ
る
心
理
の
奥
に
作
用
し
て
い
る
。
文
化
、
文
学
を
発
展
さ
せ
る
自
主
的
な
精
神
力
の
喪
失
、

経
済
事
情
の
今
日
の
小
市
民
層
ら
し
い
逼
迫
な
ど
が
、
微
妙
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
説
を

書
く
人
よ
り
、
小
説
に
書
か
れ
る
人
の
心
の
動
き
と
も
見
え
る
で
は
な
い
か
。

　
漱
石
や
そ
の
後
の
あ
る
時
期
ま
で
、
作
家
の
社
会
性
の
弱
さ
は
、
む
し
ろ
彼
等
の
芸
術
家
的
自
尊
心
、

文
化
、
文
学
の
独
善
的
な
価
値
評
価
に
現
れ
て
い
た
。
例
え
ば
漱
石
に
し
ろ
、
文
学
の
こ
と
が
き
き
た
け
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れ
ば
、
そ
ち
ら
か
ら
出
向
い
て
く
れ
と
時
の
宰
相
に
対
し
て
も
腹
で
思
っ
て
い
る
作
家
的
気
魄
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
彼
の
芸
術
も
、
彼
の
そ
の
気
魄
も
、
根
底
に
は
当
時
の
日
本
の
社
会
の
歴
史
が
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン

ツ
ィ
ア
の
心
に
反
映
し
て
い
る
積
極
性
と
同
時
に
、
芸
術
に
つ
い
て
の
観
念
的
な
理
解
を
抱
か
せ
て
い
た

こ
と
は
知
り
得
な
か
っ
た
。

　
今
日
に
あ
っ
て
は
「
大
人
」
と
い
う
一
つ
の
ご
く
日
常
生
活
の
中
で
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
の
観
念
で
さ

え
、
「
大
人
の
文
学
」
を
提
唱
す
る
作
家
た
ち
の
よ
う
な
内
容
づ
け
と
、
大
衆
自
身
が
自
分
た
ち
の
生
活

と
年
齢
と
の
中
で
実
際
感
じ
て
い
る
大
人
の
実
体
と
の
間
に
、
前
述
の
よ
う
に
質
の
全
く
違
う
理
解
を
生

じ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
少
年
、
青
年
時
代
は
、
人
の
一
生
を
見
て
も
あ
る
点
模
倣
が
つ
よ
い
。
一
国
の
文
化
、
文
学
に
つ
い
て

も
そ
れ
は
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
文
学
が
、
独
自
的
な
芸
術
を
も
つ
べ
き
で
あ
り
、
も
ち
得
る
時

期
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
主
張
も
、
「
大
人
の
文
学
」
の
提
唱
の
う
ち
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
思

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
は
、
直
ち
に
官
吏
、
軍
人
、
実
業
家
の
中
心
問
題
を
文
学
の
中
心
問
題

と
す
る
こ
と
で
な
い
の
は
明
瞭
で
あ
る
。
今
日
い
わ
れ
て
い
る
「
大
人
の
文
学
」
の
提
唱
に
、
こ
う
い
う

ご
く
素
朴
な
、
政
治
と
文
学
と
の
混
同
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。
老
藤
村
が
、
文
化
勲
章
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の
制
定
に
感
激
し
つ
つ
、
い
ま
だ
文
学
が
一
般
の
人
、
特
に
政
治
家
に
分
っ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
の
た
め

に
こ
の
よ
ろ
こ
び
が
些
か
ほ
が
ら
か
な
ら
ざ
る
こ
と
に
遺
憾
の
心
を
の
べ
て
い
る
の
は
味
わ
う
べ
き
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。
文
化
勲
章
は
従
軍
徽
章
で
な
い
の
で
あ
る
。
藤
村
が
、
文
学
者
の
中
に
文
学
を
理
解
し
な

い
者
を
発
生
さ
せ
て
い
る
時
代
的
文
化
の
貧
困
に
つ
い
て
語
ら
な
か
っ
た
の
は
、
あ
る
い
は
一
つ
の
礼
譲

か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
七
年
二
月
〕
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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
。
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