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十
一
月
号
の
『
改
造
』
と
『
文
芸
』
の
あ
る
記
事
を
前
後
し
て
読
ん
で
、
私
は
な
に
か
一
つ
の
大
き
い

力
を
も
っ
た
シ
ム
フ
ォ
ニ
ー
を
聴
い
た
時
の
よ
う
な
感
情
の
熱
い
波
立
ち
を
お
ぼ
え
た
。
『
文
芸
』
で
、

大
宅
壮
一
氏
が
「
転
向
讚
美
者
と
そ
の
罵
倒
者
」
と
い
う
論
文
を
書
い
て
い
る
。
一
方
、
カ
ー
ル
・
ラ
デ

ッ
ク
が
こ
の
八
月
第
一
回
全
連
邦
ソ
ヴ
ェ
ト
作
家
大
会
で
行
っ
た
報
告
演
説
が
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術

の
課
題
」
と
い
う
見
出
し
で
翻
訳
さ
れ
て
『
改
造
』
に
の
っ
て
い
る
。

　
二
つ
の
論
文
は
、
互
に
も
つ
れ
合
い
、
響
き
あ
っ
て
そ
の
底
に
だ
ん
だ
ん
と
高
ま
る
光
っ
た
歴
史
的
現

実
の
音
波
を
脈
打
た
せ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
、
私
の
心
に
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　
今
年
の
夏
の
末
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
る
友
達
が
私
の
し
び
れ
て
い
る
脚
に
電
気
療
法
を
し
な
が

ら
、
そ
の
男
兄
弟
が
、

「
ど
う
も
こ
の
頃
は
弱
る
よ
。
転
向
な
ん
ぞ
し
た
奴
だ
か
ら
と
い
う
の
を
口
実
に
、
執
筆
を
こ
と
わ
る
人

間
が
で
き
て
来
て
…
…
」

と
い
っ
て
述
懐
し
た
と
い
う
話
を
し
た
。
そ
の
と
き
も
、
私
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
動
的
な
人
の
心
持
の

推
移
が
そ
こ
に
反
映
し
て
い
る
実
例
と
し
て
、
そ
れ
を
感
じ
た
。

　
中
村
武
羅
夫
氏
や
岡
田
三
郎
氏
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
転
向
作
家
に
対
す
る
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
宣
伝
さ
れ
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た
と
き
、
私
は
、
ふ
と
そ
の
友
達
の
話
を
思
い
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
反
動
的
な
動
機
か
ら
呈
出
さ
れ
て
い
る
両
氏
の
い
い
分
の
か
げ
に
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
、

注
意
を
ひ
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
も
し
一
般
の
人
々
の
感
情
が
、
ひ
と
頃
の
よ
う
に
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
作
家
の
間
で
さ
え
い
わ
ゆ
る
転
向
し
な
い
者
は
間
抜
け
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
ま
ま
の
弛
緩

し
切
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
両
氏
は
、
転
向
作
家
ボ
イ
コ
ッ
ト
提
唱
を
可
能
に
す
る
社
会
的
感
情

の
よ
り
ど
こ
ろ
を
、
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
。
ま
た
、
転
向
が
否
定
的
な
意
味
を

も
っ
て
一
般
の
問
題
と
な
っ
て
く
る
か
ら
に
は
、
当
然
他
の
半
面
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
抵
抗
を
つ
づ
け

て
い
る
者
た
ち
の
、
こ
の
社
会
に
お
け
る
存
在
が
、
再
び
見
直
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
に
対
す
る
評
価
は
、
ひ

と
こ
ろ
と
ち
が
っ
て
来
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
ら
の
錯
綜

を
興
味
ふ
か
く
思
う
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
二
三
ヵ
月
は
月
評
に
つ
れ
て
小
林
・
室
生
両
氏
を
は
じ
め
、
二
宮
尊
徳
に
つ
い
て
書
く
武
者
小
路

氏
ま
で
、
こ
の
問
題
に
ふ
れ
て
い
る
。
『
新
潮
』
の
杉
山
平
助
氏
の
論
文
、
『
文
芸
』
の
大
宅
氏
の
論
文

を
熱
心
に
読
ん
だ
の
は
、
恐
ら
く
私
ひ
と
り
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
二
人
の
筆
者
は
、

い
わ
ゆ
る
転
向
の
問
題
賛
否
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を
今
日
の
現
象
の
上
に
と
り
あ
げ
、
内
容
の
分
類
を
行
い
、

問
題
の
見
か
た
を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
た
。
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そ
も
そ
も
転
向
作
家
に
対
し
て
そ
の
行
為
を
批
判
し
得
る
の
は
、
抵
抗
し
つ
づ
け
て
い
る
者
だ
け
で
あ

る
と
い
う
結
論
に
至
る
ら
し
い
大
宅
氏
の
意
見
は
も
っ
と
も
で
あ
る
と
う
な
ず
か
れ
た
。

　
転
向
と
い
う
文
字
が
今
日
の
よ
う
な
内
容
を
ふ
く
ん
で
流
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
正
確
に
は
去

年
の
初
夏
以
来
で
あ
り
、
（
佐
野
・
鍋
山
・
三
田
村
そ
の
他
共
産
党
指
導
者
た
ち
が
従
来
の
帝
国
主
義
侵

略
戦
争
に
反
対
す
る
コ
ン
ム
ニ
ス
ト
た
る
立
場
を
す
て
て
、
日
本
の
中
国
に
対
す
る
侵
略
行
為
に
賛
成
し
、

支
配
権
力
に
屈
伏
し
た
時
か
ら
）
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
と
の
関
連
で
実
際
的
内
容
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
た
の
は
特
に
今
年
に
な
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者
・
戯
曲
家
そ
の
他
の
屈
伏
が
あ
ら
わ
れ
て
か
ら

の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
基
本
的
に
い
な
か
る
も
の
か
ら
、
ど
う
転
向
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
明
確

に
批
判
し
得
る﹅
の﹅
は﹅
で
あ
り
、
文
学
運
動
の
面
に
つ
い
て
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
ブ
ル
ジ

ョ
ア
文
学
に
お
い
て
で
は
な
く
、
問
題
の
本
質
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
正

当
な
理
解
で
あ
る
と
考
え
た
。

　
大
宅
氏
は
、
嘗
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
評
論
家
た
ち
が
、
こ
の
問
題
を
自
身
の
問
題
と
し
て
真
面
目
に
と

り
あ
げ
ず
、
転
向
謳
歌
者
の
驥
尾
に
附
し
て
い
る
態
度
を
慨
歎
し
て
い
る
。
杉
山
氏
は
硬
骨
に
、
そ
う
い

う
態
度
に
対
す
る
軽
蔑
を
そ
の
文
章
の
中
で
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
運
動
は
、
昨
今
、
非
常
に
意
味
ぶ
か
い
第
二
次
的
な
発
展
的
時
期
に
入
っ
て
い
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る
と
い
う
こ
と
は
、
広
い
目
で
見
る
と
、
逆
に
大
宅
、
杉
山
両
氏
に
よ
っ
て
摘
発
さ
れ
た
も
と
の
指
導
的

評
論
家
の
退
転
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
の
う
ち
に
も
察
し
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
急
激
な
テ
ン
ポ
で
進
む

情
勢
は
、
階
級
的
文
学
を
ひ
ど
い
勢
で
推
し
つ
つ
あ
る
。
現
在
は
、
タ
イ
プ
と
し
て
新
し
い
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
の
活
動
家
が
ま
だ
全
貌
を
現
す
と
こ
ろ
ま
で
成
熟
せ
ず
、
健
康
な
伝
統
と
影
響
と
は
、
勤
労
大
衆

の
う
ち
に
文
学
的
に
未
熟
な
も
の
と
し
て
保
有
さ
れ
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
な
雑
誌
に
対
す
る
読
者
か
ら
の

こ
ま
か
い
反
応
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
実
は
確
信
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
転
向
作
家
に
つ
い
て
の
諸
家
の
意
見
は
、
あ
る
特
殊
な
動
機
を
も
つ
も
の
以
外
に
、
大
た

い
雅
量
と
常
識
と
を
も
っ
て
対
す
る
態
度
で
あ
る
が
、
ど
の
文
章
の
中
に
も
二
つ
の
共
通
し
た
点
が
、
強

調
さ
れ
て
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
い
わ
ゆ
る
転
向
に
関
し
て
の
作
品
を
発
表
し
た
幾
人
か
の
作
者

た
ち
が
、
そ
の
作
品
の
中
で
肝
心
な
も
の
で
あ
る
は
ず
の
転
向
の
過
程
と
、
そ
れ
以
後
の
思
想
的
傾
向
を

明
ら
か
に
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
い
つ
か
ら
と
な
く
私
の
心
に
生
じ
て
い
る
疑
問
と
探
究
心
と
は
、
こ
れ
ら
の
注
意
に
よ
っ
て
一
層
鋭
く

さ
れ
る
の
を
感
じ
る
。
本
当
に
、
文
学
に
お
け
る
才
能
や
作
家
と
し
て
の
閲
歴
の
あ
る
村
山
、
藤
森
、
中

野
、
貴
司
そ
の
他
の
人
々
が
自
他
と
も
に
大
き
い
〔
十
三
字
伏
字
〕
（
復
元
不
可
能
）
経
験
の
中
か
ら
、

ど
う
し
て
人
の
心
を
深
く
う
ち
、
歴
史
と
い
う
も
の
を
ま
ざ
ま
ざ
髣
髴
せ
し
め
る
よ
う
な
制
作
を
し
な
い
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の
で
あ
ろ
う
か
。

　
先
頃
立
野
信
之
が
「
友
情
」
と
い
う
小
説
を
書
い
た
。
そ
れ
を
村
山
が
評
し
た
言
葉
の
う
ち
に
、
主
人

公
の
態
度
を
全
運
動
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
批
判
し
て
い
な
い
点
が
不
足
で
あ
る
と
い
う
意
味
の
こ
と

が
あ
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
村
山
も
自
身
の
こ
と
に
な
る
と
、
転
向
し
て
も
立
派
な
小
説

が
書
け
る
、
だ
が
そ
れ
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
弱
点
を
す
っ
か
り
自
己
の
前
に
さ
ら
け
出
し
切
っ
て
し
ま
わ
な

け
れ
ば
駄
目
な
の
だ
」
「
赤
裸
々
生
一
本
の
も
の
と
し
て
現
実
に
向
い
、
文
学
に
向
っ
て
行
か
な
け
れ
ば

駄
目
な
の
だ
」
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
主
観
的
な
も
の
ご
し
で
良
心
を
吐
露
し
て
い
る
。
そ
し
て
過
去

の
運
動
が
そ
の
段
階
に
お
い
て
犯
し
て
い
た
あ
る
点
の
機
械
的
誤
謬
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
今
日
の
自
分

が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
と
し
て
存
在
し
得
る
意
義
を
不
自
由
そ
う
に
解
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
作
家

的
再
出
発
）

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
成
熟
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
そ
の
裾
は
幅
広
く
、
襞
は
多
い
も
の
と
な
っ
て
前

進
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
か
ら
、
も
と
よ
り
私
は
自
分
を
も
こ
め
る
さ
ま
ざ
ま
の
作
家
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
可

能
性
の
上
に
立
っ
て
、
た
っ
ぷ
り
仕
事
を
や
っ
て
ゆ
き
、
そ
の
質
を
高
め
て
ゆ
く
こ
と
を
自
然
で
あ
る
と

信
じ
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
正
直
な
打
ち
あ
け
話
を
す
る
と
、
私
は
あ
る
初
歩
的
な
時
期
、
一
つ
の
疑
問
を
も
っ
た
こ
と
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が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
う
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
中
で
は
、
一
例
を
あ
げ
れ
ば
職
場
で
の
ス
ト

ラ
イ
キ
が
高
潮
に
達
し
た
時
に
あ
ぶ
な
っ
か
し
い
幹
部
と
し
て
監
視
を
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
話
の

あ
る
人
や
、
左
翼
の
政
治
的
活
動
か
ら
自
発
的
に
後
退
の
形
を
と
っ
て
き
た
よ
う
な
人
が
、
組
合
に
い
た

と
か
、
組
織
に
つ
い
て
い
た
と
か
い
う
そ
の
出
身
や
経
験
を
評
価
さ
れ
、
堂
々
と
通
用
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
と
、
け
げ
ん
に
思
っ
た
時
代
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
素
朴
な
、
歴
史
を
見
な
い
誤
っ
た
至
上
主

義
的
理
解
か
ら
は
、
幸
い
久
し
い
以
前
に
ぬ
け
で
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
転
向
作
家
の
こ
と
は
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
発
展
の
上
に
個
人
的
で
あ
る
と
と
も
に
普
遍
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
思
う
の
で
あ

る
。

　
実
際
の
場
合
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
転
退
は
一
人
一
人
の
事
情
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り

方
で
個
人
的
に
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
私
は
、
杉
山
氏
の
よ
う
に
「
村
山
は
そ
ん
な
立
派
な
人

物
で
は
な
か
っ
た
か
ら
止
む
を
得
な
い
」
と
い
う
風
に
い
っ
た
だ
け
で
は
十
分
自
身
に
む
か
っ
て
満
足
で

き
か
ね
る
の
で
あ
る
。

「
白
夜
」
は
、
作
者
が
客
観
的
情
勢
の
否
定
的
暗
さ
と
と
も
に
自
身
の
暗
さ
を
摘
出
し
よ
う
と
試
み
た
点

で
、
あ
る
評
価
を
う
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
再
出
発
」
に
つ
い
て
の
文
章
の
中
で
も
、
村
山
は
知
っ
て
か

知
ら
ず
か
、
特
に
自
身
の
曝
露
と
い
う
こ
と
を
強
く
云
っ
て
い
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
個
人
的
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な
性
格
解
剖
の
限
度
内
で
、
い
か
ほ
ど
自
身
の
暗
さ
を
露
出
し
て
も
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
大
局
に
、

は
た
し
て
い
く
ば
く
の
プ
ラ
ス
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
進
ん
で
よ
し
ん
ば
、
自
身
の
弱
点
の
す
べ
て
を
、
イ

ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
の
小
市
民
性
に
よ
る
も
の
と
結
論
し
糺
弾
し
た
と
し
て
も
、
現
実
の
本
質
は
つ
か
ま
れ

た
と
い
う
感
じ
を
、
私
た
ち
に
与
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
私
た
ち
の
切
に
知
り
た
い
の
は
、
性
格
に
そ
の
よ
う
な
動
揺
す
る
暗
さ
明
る
さ
を
も
っ
た
イ
ン
テ
リ
ゲ

ン
チ
ア
の
一
団
が
そ
の
青
年
期
の
あ
る
と
き
に
い
ろ
い
ろ
の
矛
盾
を
背
負
っ
た
ま
ま
階
級
的
移
行
を
し
た

の
は
、
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
必
然
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
十
年
に
わ
た
る

彼
ら
の
活
動
は
、
ど
ん
な
歴
史
的
特
色
を
も
っ
て
い
た
が
故
に
、
今
日
の
困
難
な
情
勢
の
下
に
彼
ら
が
挫

折
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
そ
の
内
的
矛
盾
を
激
化
し
た
の
か
。

　
そ
の
い
き
さ
つ
が
知
り
た
い
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
く
ら
べ
る
と
二
十
年
余
も
お
く
れ
て
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
に
大
衆
化
す
る
や
直
に
複
雑
多
岐
な
暴
力
に
さ
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
日
本
の
若

い
マ
ル
ク
ス
主
義
の
活
動
家
た
ち
と
、
転
向
の
問
題
と
は
骨
肉
的
な
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
と
思
う
。
運

動
が
合
法
的
擡
頭
を
し
た
時
代
に
階
級
的
移
行
を
し
た
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
が
、
文
学
上
の
名
声
と
い
う

特
殊
性
も
あ
っ
て
ま
だ
十
分
自
分
ら
を
階
級
人
と
し
て
こ
ね
直
し
き
ら
な
い
う
ち
に
、
情
勢
の
方
は
さ
き

ま
わ
り
し
て
客
観
的
に
は
そ
れ
ら
の
人
々
が
す
で
に
一
つ
前
の
時
代
の
タ
イ
プ
と
な
り
、
そ
の
破
綻
が
転

9



向
と
い
う
形
態
で
、
今
日
現
わ
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
問
題
は
い
わ
ゆ
る
転
向
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
た
ち
の
良
心
の
上
に
だ
け
か
か
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
み
ん
な
の
上
に
、
大
衆
の
上
に
問
題
と
な
る
。
何
故
な
ら
、
私
た
ち
す
べ
て
は
、

何
ら
か
の
形
で
今
日
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
切
り
口
を
見
せ
て
い
る
歴
史
を
う
け
つ
が
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
し
か
も
そ
こ
か
ら
健
や
か
な
革
命
的
教
訓
を
最
大
の
可
能
に
お
い
て
引
き
出
し
て
来
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。

　
率
直
に
感
想
を
述
べ
る
と
、
私
に
は
村
山
や
中
野
の
話
の
中
に
、
何
か
腑
に
落
ち
ず
、
居
心
地
わ
る
い

心
持
を
与
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
あ
の
よ
う
に
い
い
頭
と
い
わ
れ
る
頭
を
も
っ
て
い
て
、
自
分
た
ち
が
、

転
向
す
る
よ
う
に
な
っ
た
気
持
が
自
分
に
も
よ
く
分
ら
な
い
と
い
っ
て
そ
れ
を
押
す
の
は
、
事
情
も
あ
ろ

う
が
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
。
私
に
は
杉
山
氏
の
よ
う
に
皮
肉
に
だ
け
思
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
細
い
こ
と
、

筋
の
と
お
っ
た
こ
と
は
分
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
〔
五
字
伏
字
〕
（
復
元
不
可
能
）
得
だ
と
い
う
点
だ
け

に
は
悟
り
が
早
か
っ
た
の
だ
と
い
う
意
地
わ
る
い
言
葉
が
通
用
す
る
で
あ
ろ
う
か
？
　
私
は
く
ち
お
し
い

気
が
す
る
の
で
あ
る
。

　
谷
崎
潤
一
郎
氏
が
「
春
琴
抄
」
を
書
い
て
、
世
評
高
か
っ
た
頃
、
そ
の
作
品
を
読
み
、
私
は
あ
る
人
か

ら
見
た
ら
お
そ
ら
く
野
蛮
だ
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
一
つ
の
考
え
に
と
ら
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
谷
崎
氏
の
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よ
う
に
精
力
的
作
家
で
も
、
日
本
の
作
家
は
初
老
前
後
と
な
れ
ば
落
ち
つ
く
さ
き
は
や
っ
ぱ
り
こ
こ
か
と

い
う
失
望
で
あ
る
。

　
佐
藤
春
夫
氏
、
谷
崎
潤
一
郎
氏
は
深
い
き
ず
な
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
二
人
の
作
家
で
あ
る
が
、
作

家
と
し
て
の
性
質
は
違
っ
た
二
つ
の
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
。
谷
崎
氏
が
日
本
文
学
に
構
成
力
が
薄

弱
で
あ
る
こ
と
を
不
満
と
し
、
自
身
の
抱
負
を
文
章
に
よ
っ
て
述
べ
て
い
た
頃
の
脂
の
き
つ
い
押
し
、
あ

る
い
は
、
初
期
の
作
品
が
内
包
し
て
い
た
旺
盛
な
生
活
力
と
「
春
琴
抄
」
が
示
し
て
い
る
い
わ
ゆ
る
完
成

の
本
質
と
を
く
ら
べ
て
見
て
、
私
は
大
谷
崎
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
一
人
の
す
ぐ
れ
た
作
家
で
さ
え
、
文

学
の
手
法
や
傾
向
を
と
お
し
て
支
配
し
て
い
る
日
本
の
封
建
制
の
根
強
さ
に
、
新
た
な
反
省
を
呼
び
お
こ

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
の
作
家
で
も
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
や
ジ
イ
ド
は
老
い
て
ま
す
ま
す

叡
智
と
洞
察
と
を
ひ
ろ
め
、
恐
れ
を
克
服
し
、
人
生
の
真
理
に
肉
迫
し
て
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
対
照
し

て
、
日
本
の
大
作
家
は
壮
年
期
の
終
り
に
も
う
「
描
写
な
ど
面
倒
く
さ
く
な
り
」
（
谷
崎
）
知
的
発
展
に

お
い
て
は
勇
気
を
失
い
、
隠
居
を
し
て
し
ま
う
の
は
、
（
窪
川
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
）
自
己
の
喪
失
に
陥

る
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
い
う
大
作
家
の
風
格
と
い
う
も
の
の
内
容
は
、
古
い
文﹅
人﹅
時﹅

代﹅
の
内
容
か
ら
、
社
会
性
に
お
い
て
そ
う
大
し
て
新
し
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
あ
の
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よ
う
な
文
学
的
発
足
を
し
た
谷
崎
氏
に
あ
っ
て
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
日
本
の
代
表
的
ブ
ル

ジ
ョ
ア
作
家
が
、
は
た
し
て
ど
の
程
度
に
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
と
し
て
今
日
の
封
建
性
に
対
す
る
筋
骨
の

剛
さ
を
実
際
力
と
し
て
備
え
て
い
る
か
、
疑
わ
し
い
と
思
う
。

　
大
宅
氏
は
、
『
文
芸
』
の
論
文
で
腹
立
た
し
げ
な
口
ぶ
り
を
も
っ
て
、
「
日
本
の
文
化
全
体
を
支
配
し

て
い
る
安
価
な
適
応
性
の
一
つ
」
と
し
て
転
向
の
風
に
颯
爽
と
反
抗
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
見
え
な

い
こ
と
を
痛
憤
し
て
い
る
。
階
級
的
立
場
の
は
っ
き
り
し
た
人
物
は
、
今
日
、
加
藤
勘
十
が
見
得
を
切
っ

て
い
る
よ
う
な
風
に
は
ふ
る
ま
え
な
い
。
そ
う
い
う
情
勢
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
い
わ
ば
か
つ
て
個
人
的
な

作
家
的
自
負
で
立
っ
て
い
た
時
代
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
が
、
心
理
的
支
柱
を
見
失
っ
て
転
落
す
る
必
然

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
し
ろ
、
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
が
特
殊
な
歴
史
的
重
荷
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
争
え
な
い

事
実
で
あ
る
と
思
う
。
お
く
れ
た
資
本
主
義
国
と
し
て
、
半
封
建
の
ま
ま
忽
ち
帝
国
主
義
に
発
達
す
る
テ

ン
ポ
の
早
い
歴
史
は
、
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
に
敏
捷
な
適
応
性
を
賦
与
し
て
い
る
と
同
時
に
、
勤

労
大
衆
の
日
常
生
活
を
き
わ
め
て
低
い
水
準
に
と
ど
め
て
い
る
封
建
的
圧
力
そ
の
も
の
が
、
イ
ン
テ
リ
ゲ

ン
チ
ア
の
精
神
に
も
き
び
し
く
暗
黙
の
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　
中
途
半
端
に
蔕へた
か
ら
く
さ
っ
て
落
ち
た
自
由
主
義
の
歴
史
に
煩
わ
さ
れ
て
、
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
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ア
は
、
十
九
世
紀
初
頭
の
政
治
的
変
転
を
経
た
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
と
は
同
じ
で
な
い
。
対

立
す
る
力
に
対
し
て
、
人
間
の
理
性
の
到
達
点
を
静
に
し
か
し
強
固
に
守
り
と
お
し
、
そ
の
任
務
を
歴
史

の
推
進
の
た
め
に
光
栄
あ
る
も
の
と
感
じ
得
る
知
識
人
ら
し
い
知
識
人
さ
え
も
、
日
本
に
お
い
て
は
数
が

少
い
の
で
あ
る
。

　
無
理
が
と
お
れ
ば
道
理
が
ひ
っ
こ
む
、
と
い
う
い﹅
ろ﹅
は﹅
歌
留
多
の
悲
し
い
昔
な
が
ら
の
物
わ
か
り
よ
さ

が
、
感
傷
を
と
も
な
っ
た
受
動
性
・
屈
伏
性
と
し
て
、
急
進
的
な
大
衆
の
胸
の
底
に
も
微
妙
な
形
に
寄
生

し
て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
が
腹
の
中
で
そ
の
虫
に
た
か
ら
れ
て
い
る
実
証
は
、
「
白
夜
」
そ
の
他

同
じ
傾
向
の
作
品
の
調
子
に
反
響
し
て
い
る
。

　
も
し
、
お
の
お
の
の
主
人
公
を
し
て
事
そ
こ
に
到
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
し
た
錯
綜
、
ま
た
〔
三
字

伏
字
〕
（
復
元
不
可
能
）
配
置
さ
れ
た
紛
糾
混
迷
な
ど
を
描
き
出
し
て
、
せ
め
て
は
悲
劇
的
な
も
の
に
ま

で
作
品
を
緊
張
さ
せ
得
た
ら
、
人
は
何
か
の
形
で
今
日
の
現
実
に
暴
威
を
ふ
る
う
権
力
の
害
悪
に
つ
い
て

真
面
目
な
沈
思
に
誘
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
作
者
た
ち
は
、
い
い
合
わ
せ
た

よ
う
に
、
現
実
の
そ
の
面
は
え
ぐ
り
だ
さ
ず
、
自
身
の
側
だ
け
を
、
あ
あ
、
こ
う
と
、
取
上
げ
、
そ
の
関

係
に
お
い
て
中
心
を
自
分
一
個
の
弱
さ
暗
さ
に
う
つ
し
、
結
局
、
傷
心
風
な
鎮
魂
歌
を
う
た
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
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動
揺
の
モ
メ
ン
ト
が
共
産
主
義
や
進
歩
的
な
文
化
運
動
へ
の
批
判
、
個
性
の
再
吟
味
に
あ
る
と
い
う
近

代
知
識
人
的
な
自
覚
は
、
そ
の
実
も
う
一
重
奥
の
と
こ
ろ
で
は
、
土
下
座
を
し
て
い
る
あ
わ
れ
な
も
の
の

姿
と
計
ら
ず
合
致
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
私
が
さ
っ
き
村
山
や
中
野
に
連
関
し
て
く
ち
お
し
い
と
い
っ
た
こ
と
の
中
に
は
、
私
た
ち
の
現
実
と
し

て
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
の
革
命
的
階
級
性
以
前
の
自
己
の
弱
さ
、
自
分
な
が
ら
自
分
の
分
別
の
妥
協
な
さ

に
堪
え
か
ね
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
彼
ら
が
う
ち
ま
け
て
い
る
、
そ
れ
が
く
ち
お
し
い
と
い
う
意
味
も
ふ

く
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
だ
い
た
い
転
向
作
家
の
問
題
は
、
勤
労
大
衆
と
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
に
対
し
、
急
進
的
分
子
に
対
す
る

不
信
と
軽
蔑
の
気
分
を
抱
か
せ
る
た
め
に
、
た
く
み
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
大
衆
の
進
歩
的
な
感

情
を
少
な
か
ら
ず
幻
滅
さ
せ
、
部
分
的
に
は
そ
れ
へ
の
嫌
厭
の
感
情
に
か
え
た
。
そ
の
責
任
は
自
覚
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
舟
橋
聖
一
氏
が
昨
今
提
唱
す
る
文
学
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
根
源
は
、

そ
う
い
う
反
動
的
憎
悪
と
か
つ
て
進
歩
の
旗
の
に
な
い
て
で
あ
っ
た
も
の
へ
の
報
復
的
ア
ナ
ー
キ
ー
の
危

険
の
上
に
た
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
私
は
つ
よ
く
そ
の
こ
と
を
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
ロ
シ
ア
文
学
史
は
、
ど
の
時
代
を
と
っ
て
見
て
も
面
白
い
が
、
私
は
こ
の
間
そ
の
中
で
も
感
銘
ふ
か
い
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一
節
を
読
ん
だ
。
丁
度
ロ
シ
ア
に
マ
ル
ク
ス
主
義
が
入
っ
た
一
八
九
〇
年
代
の
初
め
に
、
ロ
シ
ア
の
二
十

県
に
大
饑
饉
が
起
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
八
〇
年
代
の
農
奴
制
度
の
偽
瞞
的
な
廃
止
や
そ
の
後
に
引
き
つ

づ
い
て
起
っ
た
動
揺
に
対
し
て
行
わ
れ
た
弾
圧
の
た
め
に
消
極
的
に
な
っ
た
急
進
的
な
若
い
分
子
は
、
こ

の
饑
饉
の
惨
状
の
現
実
を
モ
メ
ン
ト
と
し
て
民
衆
悲
惨
の
問
題
を
再
び
と
り
あ
げ
て
立
っ
た
。
ゴ
ー
リ
キ

イ
が
ま
だ
二
十
一
歳
ぐ
ら
い
で
ニ
ー
ジ
ュ
ニ
イ
で
自
殺
し
そ
こ
な
っ
た
前
後
の
こ
と
で
あ
る
。
初
期
の
マ

ル
キ
シ
ス
ト
を
ふ
く
む
急
進
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
は
、
饑
饉
地
方
に
出
か
け
て
行
っ
て
、
そ
の
救
護
や

闘
争
の
た
め
に
全
力
的
援
助
を
し
た
。
饑
饉
が
終
る
と
コ
レ
ラ
が
蔓
延
し
、
一
揆
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
起

っ
た
が
、
こ
の
と
き
、
怒
っ
た
大
衆
の
標
的
と
さ
れ
た
の
は
誰
あ
ろ
う
、
と
も
に
餓
え
て
疫
病
と
闘
っ
た

急
進
的
知
識
人
と
医
者
と
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
か﹅
ら﹅
く﹅
り﹅
に
采
配
を
ふ
る
っ
た
の
は
、
ツ
ァ
ー
の
有
名
な
警
視
総
監
で
あ
る
大
官
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ

ェ
フ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
奸
策
を
白
日
の
も
と
に
明
か
に
し
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ

ェ
フ
で
は
な
く
、
足
を
す
く
わ
れ
た
後
、
立
ち
上
っ
た
ロ
シ
ア
の
マ
ル
キ
シ
ス
ト
た
ち
で
あ
っ
た
。

　
私
は
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
史
の
中
で
も
、
こ
ん
に
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
が
、
や
は
り
そ
の
よ
う

な
視
角
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
時
の
あ
る
こ
と
を
想
像
し
て
、
尽
き
な
い
興
味
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
四
年
十
二
月
〕
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