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論
文
要
旨

　
葛
西
善
蔵
は
、
平
野
謙
以
来
、
破
滅
型
の
私
小
説
作
家
の
代
表
的
存
在
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
晩
年
の
作
品
を
中
心
に
考
察
さ
れ
て

き
た
研
究
の
偏
向
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。「
子
を
つ
れ
て
」
で
文
壇
的
地
位
を
確

立
し
て
以
降
の
葛
西
の
作
品
世
界
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
け
ば
、
自
ら
の
破
滅
的

な
人
生
を
忠
実
に
描
く
タ
イ
プ
の
私
小
説
に
分
類
で
き
な
い
多
様
な
世
界
が
浮
か

び
あ
が
っ
て
く
る
。
葛
西
を
連
想
さ
せ
る
人
物
の
登
場
し
な
い
作
品
あ
り
、
代
作

あ
り
、
社
会
主
義
へ
の
関
心
を
示
す
も
の
あ
り
、
女
性
嫌
悪
が
描
か
れ
た
も
の
や

心
境
小
説
風
の
も
の
も
あ
る
。
何
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
自
虐
的
に
自
己
を
語

る
よ
う
に
見
せ
て
他
者
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
正
当

化
し
卓
越
化
し
よ
う
と
す
る
作
品
だ
ろ
う
。
ま
た
、
葛
西
は
不
能
や
肺
結
核
な
ど

の
決
定
的
と
も
い
え
る
自
己
表
象
を
そ
の
場
し
の
ぎ
で
運
用
す
る
傾
向
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
一
貫
性
の
な
い
混
乱
し
た
作
品
世
界
を
同
時
代
の
評
者
は
厳
し
く
批
判

し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
平
野
ら
が
作
り
出
し
た
〈
私
小
説
作
家
〉
と
し
て
の
葛
西

善
蔵
は
、
一
貫
性
の
欠
如
し
た
作
品
世
界
と
同
時
代
の
厳
し
い
評
価
を
不
可
視
の

領
域
に
封
じ
込
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
〈
私
小

説
〉
言
説
の
虚
構
性
と
そ
の
基
盤
の
不
安
定
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
キ
ー
ワ
ー
ド
【
正
典
化
　
イ
メ
ー
ジ
戦
略
　
女
性
嫌
悪
　
肺
結
核
　
同
時
代
評
】

は
じ
め
に

　〈
私
小
説
作
家
〉
と
し
て
分
類
さ
れ
る
作
家
の
中
で
、
強
烈
な
印
象
を
与
え

る
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
所
謂
破
滅
型
の
〈
私
小
説
〉
を
書
く
作
家
た
ち
だ

ろ
う
。
日
本
近
代
文
学
史
の
重
要
な
軸
線
を
構
成
す
る
、
志
賀
直
哉
を
代
表
と

す
る
心
境
小
説
の
作
家
た
ち
の
静
謐
な
世
界
は
、
彼
ら
の
破
滅
的
な
世
界
な
く

し
て
は
影
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
平
野
謙
は
彼
ら
の
姿

を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。「
彼
ら
は
そ
の
出
発
に
お
い
て
失
う
べ
き
な
に

も
の
も
持
た
ぬ
生
活
失
格
者
な
の
だ
。
彼
ら
を
さ
さ
え
る
唯
一
の
矜
恃
は
芸
術

家
と
し
て
の
真
実
性
以
外
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
辛
う
じ
て
そ
の
真
実
性
を

唯
一
の
ア
リ
バ
イ
と
し
て
、
彼
ら
は
極
貧
の
生
活
に
も
た
え
し
の
ん
だ
。
葛
西

善
蔵
か
ら
藤
沢
清
造
を
へ
て
川
崎
長
太
郎
に
い
た
る
代
表
的
私
小
説
家
の
生
活

コ
ー
ス
が
こ
こ
に
さ
だ
ま
っ
た
。
彼
ら
は
芸
術
家
と
し
て
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
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で
は
な
く
て
、
制
作
態
度
の
誠
実
性
に
す
が
る
し
か
ほ
と
ん
ど
ほ
ど
こ
す
す
べ

を
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
彼
ら
が
近
代
小
説
と
し
て
の
芸
術
的
方

法
な
ぞ
確
立
す
る
遑
も
な
く
、
み
じ
め
な
日
常
生
活
の
断
片
を
そ
の
破
滅
的
な

す
が
た
に
お
い
て
文
学
の
世
界
に
持
ち
こ
む
し
か
て
だ
て
の
な
か
っ
た
の
も
、

ま
た
当
然
だ
ろ
う
。
日
常
性
の
次
元
と
芸
術
の
次
元
と
を
等
価
に
む
す
ぶ
こ
と

に
よ
っ
て
、
辛
う
じ
て
職
業
作
家
と
し
て
の
生
活
が
成
立
す
る
」（「
私
小
説
の

二
律
背
反
」『
文
学
読
本
・
理
論
篇
』
昭
26
・
10
刊
　
引
用
は
岩
波
現
代
文
庫

『
芸
術
と
実
生
活
』
に
よ
る
）。

　
現
在
で
も
、
こ
の
系
譜
を
継
ぐ
こ
と
を
意
識
し
て
文
学
活
動
を
展
開
し
て
い

る
作
家
に
、
車
谷
長
吉
、
西
村
賢
太
が
い
る
。
た
だ
、
本
稿
で
取
り
あ
げ
よ
う

と
思
う
葛
西
善
蔵
は
こ
の
系
譜
の
代
表
的
作
家
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
車
谷
ら
は
ほ
と
ん
ど
注
目
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。
例
え
ば
、
車
谷
が
出
会

い
を
意
識
し
て
い
る
の
は
嘉
村
礒
多
で
あ
る
し
、
西
村
は
藤
沢
清
造
で
あ
る
。

車
谷
は
水
上
勉
の
「
善
蔵
は
お
読
み
に
な
り
ま
し
た
？
」
と
い
う
問
い
に
「
葛

西
善
蔵
は
、
私
は
あ
ん
ま
り
読
ん
で
い
な
い
で
す
。」（「
隠
花
と
し
て
の
文
学
」

『
反
時
代
的
毒
虫
』
平
16
・
10
刊
）
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
発
言
は
嘉
村
に
つ

い
て
「
私
も
ま
た
嘉
村
礒
多
に
倣
っ
て
私
小
説
を
書
い
て
来
た
。」（「
嘉
村
礒

多
の
業
苦
」「
日
本
経
済
新
聞
」
平
13
・
1
・
21
）
と
告
白
し
て
い
る
の
に
比

較
す
れ
ば
、
何
と
い
う
評
価
の
違
い
だ
ろ
う）1
（

。
同
じ
系
譜
を
継
い
で
い
る
は
ず

の
作
家
た
ち
で
す
ら
葛
西
を
無
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
明
確
に

す
る
の
は
難
し
い
が
、
車
谷
ら
が
葛
西
を
無
視
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
意
味
で

正
し
い
選
択
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
葛
西
を
こ
の
系
譜
に

位
置
づ
け
る
こ
と
自
体
に
実
は
無
理
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
平
野
の
説
明
で
は
、
彼
ら
の
「
極
貧
の
生
活
」
が
強
調
さ
れ
て
い

た
が
、
葛
西
の
主
に
活
動
し
て
い
た
大
正
後
期
は
、
文
学
出
版
を
中
心
に
、
出

版
ビ
ジ
ネ
ス
が
好
調
な
時
期
で
あ
り
、
文
壇
は
拡
大
し
経
済
的
に
黄
金
時
代
を

迎
え
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
葛
西
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
一
定
の
評
価
を
得

て
お
り
、
恐
ら
く
、
書
け
ば
高
い
確
率
で
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る
文
壇
的
な
地
位

を
獲
得
し
て
い
た
。〈
私
小
説
〉
の
成
立
基
盤
と
し
て
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
文

壇
の
狭
さ
は
、
大
正
後
期
に
限
っ
て
い
え
ば
、
事
実
誤
認
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
作
家
を
支
え
る
メ
デ
ィ
ア
的
な
条
件
が
平
野
や
伊
藤
整
の
想
定
と
は

大
き
く
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
平
野
の
想
定
と
違
っ
て
、
葛
西
は
「
み
じ
め
な
日
常
生
活
の
断
片
を

そ
の
破
滅
的
な
す
が
た
に
お
い
て
文
学
の
世
界
に
持
ち
こ
む
し
か
て
だ
て
」
が

な
く
、「
日
常
性
の
次
元
と
芸
術
の
次
元
と
を
等
価
に
む
す
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、

辛
う
じ
て
職
業
作
家
と
し
て
の
生
活
」
を
成
立
さ
せ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
出
世
作
の
「
子
を
つ
れ
て
」（「
早
稲
田
文
学
」
大
7
・
3
）
に
し
ろ
、
単

行
本
『
子
を
つ
れ
て
』（
大
8
・
3
刊
）
に
し
ろ
、
久
米
正
雄
が
「
早
稲
田
志

賀
」（「
霜
月
の
文
壇
の
話
」
七
「
時
事
新
報
」
大
7
・
11
・
16
）
と
呼
ん
だ
こ

と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
一
世
を
風
靡
し
た
人
道
主
義
の
思
潮
に
即
し

て
評
価
さ
れ
て
い
た
。
同
時
代
の
読
者
が
葛
西
の
描
く
「
み
じ
め
な
日
常
生
活

の
断
片
」
か
ら
見
出
し
て
い
た
の
は
、
物
質
主
義
的
な
〈
現
代
社
会
〉
へ
の
批

判
だ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
葛
西
は
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
時
に
お
い
て
は
、
同
時
代

の
思
潮
を
意
識
し
な
が
ら
、
文
学
活
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
て
、
平
野
の
描

357



虚構としての〈私小説作家〉──葛西善蔵の場合

（41）

く
作
家
像
は
明
ら
か
に
同
時
代
の
メ
デ
ィ
ア
や
文
学
的
言
説
に
即
し
た
も
の
で

は
な
か
っ
た）2
（

。

　
そ
も
そ
も
、〈
私
小
説
〉
と
い
う
言
葉
の
初
出
は
、
中
村
友
の
「
大
正
期
私

小
説
論
に
ま
つ
わ
る
覚
書
﹇
一
﹈」（「
学
苑
」
昭
52
・
1
）
や
宗
像
和
重
の

「
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
年
の
『
私
小
説
』
論
│
│
そ
の
発
端
を
め
ぐ
っ
て

│
│
」（「
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究
　
国
語
・
国
文
学
編
」
昭
58
・

3
）
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、「
中
央
公
論
」
大
正
九
年
九
月
号
に
発

表
さ
れ
た
宇
野
浩
二
の
「
甘
き
世
の
話
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
葛
西
の
デ
ビ
ュ

ー
後
に
、〈
私
小
説
〉
言
説
の
生
成
そ
の
も
の
が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
タ
イ
ム
ラ
グ
を
無
視
す
る
の
は
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
葛
西
は
ど
の
よ

う
に
着
地
す
る
か
わ
か
ら
ぬ
流
れ
に
巻
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
平
野
が
整

理
し
た
よ
う
な
整
然
と
し
た
言
説
が
確
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る）3
（

。

　
ま
た
、
鈴
木
登
美
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
読
者
が
当
の
テ
ク
ス
ト
の

作
中
人
物
と
語
り
手
と
作
者
の
同
一
性
を
期
待
し
信
じ
る
こ
と
が
、
そ
の
テ
ク

ス
ト
を
究
極
的
に
私
小
説
に
す
る
。
私
小
説
は
ひ
と
つ
の
読
み
の
モ
ー
ド
と
し

て
定
義
す
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
。」（「
日
本
近
代
を
語
る
私
小
説
言
説
」

『
語
ら
れ
た
自
己
　
日
本
近
代
の
私
小
説
言
説
』
平
12
・
1
刊
）
と
し
た
ら
、

葛
西
の
作
品
に
ど
の
よ
う
な
「
読
み
の
モ
ー
ド
」
が
具
体
的
に
働
い
て
い
た
の

か
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
は
ず
だ
。

　
そ
う
し
た
諸
条
件
を
無
視
し
て
、
典
型
的
な
〈
私
小
説
作
家
〉
と
評
価
さ
れ

て
き
た
葛
西
の
文
学
活
動
を
同
時
代
の
メ
デ
ィ
ア
と
文
学
的
言
説
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
と
の
関
係
で
捉
え
直
す
こ
と
は
、
平
野
や
伊
藤
ら
が
確
立
し
、
現
在
で
も
、

あ
る
意
味
で
は
強
固
な
参
照
枠
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
〈
私
小
説
〉
言
説
を

相
対
化
し
て
、
新
た
な
文
学
史
を
構
築
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
わ

れ
る
。

　
以
下
、
本
稿
で
は
、『
子
を
つ
れ
て
』
で
文
壇
的
地
位
を
確
立
し
た
葛
西
が
、

そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
作
品
世
界
を
展
開
し
て
い
っ
た
か
を
追
跡
し
て
い
く
こ

と
で
、
こ
の
課
題
に
答
え
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
注
目
す
る
の
は
、

葛
西
の
研
究
が
「
子
を
つ
れ
て
」
前
後
と
晩
年
の
考
察
に
集
中
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
先
行
研
究
と
し
て
は
、
既
成
の
枠
組
に
依
拠
し
た
と
判
断
さ
れ
る
高

田
瑞
穂
の
「
葛
西
善
蔵
論
」（「
成
城
文
芸
」
昭
60
・
12
）
や
神
谷
忠
孝
の
『
葛

西
善
蔵
論
　
雪
を
ん
な
の
美
学
』（
平
4
・
11
刊
）
な
ど
が
あ
る
程
度
で
、
葛

西
の
文
学
活
動
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
大
正
八
年
十
一
月
号
の
「
新
小
説
」
に

発
表
さ
れ
た
「
愚
作
家
と
喇
叭
」
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
四
百
字
に
換
算
し

て
十
四
枚
程
度
の
短
い
小
説
で
あ
る
が
、
平
野
の
描
く
葛
西
像
に
ぴ
っ
た
り
の

宣
言
が
さ
れ
て
い
た
。

1
　「
愚
作
家
と
喇
叭
」
の
主
人
公
の
卯
吉
は
「
あ
る
雑
誌
社
か
ら
か
な
り
の
額

の
前
借
」
を
し
て
い
る
た
め
、「
あ
る
山
の
温
泉
場
で
知
合
に
な
つ
た
地
方
の

金
持
の
息
子
で
、
放
蕩
か
ら
禁
治
産
者
に
な
つ
て
ゐ
る
Ｓ
と
云
ふ
若
い
男
」
か

ら
仕
入
れ
た
「
材
料
」
で
「
三
百
枚
か
ら
の
小
説
」
を
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
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い
状
況
に
あ
っ
た
。
Ｓ
は
卯
吉
に
「
芸
者
と
の
深
刻
な
恋
愛
事
件
」
を
「
告
白

的
に
」
ま
と
め
た
「
原
稿
紙
に
し
て
七
八
十
枚
」
の
「
材
料
」
と
「
関
係
し
た

い
ろ
〳
〵
な
商
売
女
か
ら
の
手
紙
も
一
束
」
渡
し
て
い
た
。
し
か
も
、
Ｓ
は

「
か
な
り
す
ぐ
れ
た
文
才
の
所
有
者
で
」「
文
章
な
ど
も
」
卯
吉
以
上
に
「
立
派

な
も
の
で
」、「
こ
の
ま
ゝ
原
稿
紙
へ
ベ
タ
〳
〵
貼
り
つ
け
た
つ
て
、
七
八
十
枚

の
も
の
に
は
な
る
」
と
い
う
、
大
変
あ
り
が
た
い
「
材
料
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
結
局
、
卯
吉
は
編
集
者
か
ら
連
日
の
督
促
を
受
け
て
も
、
自
分
の

「
経
験
範
囲
を
超
越
し
た
貴
重
な
材
料
」
か
ら
小
説
を
書
く
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。

　
彼
は
「
こ
の
夏
以
来
大
事
に
持
廻
つ
て
ゐ
た
材
料
の
一
切
を
破
り
ち
ぎ
つ
て
、

屑
籠
へ
投ほ
う

り
込
ん
で
」
帰
郷
し
て
し
ま
う
。
卯
吉
は
都
会
で
活
動
す
る
華
や
か

な
小
説
家
で
あ
る
よ
り
も
、
故
郷
で
の
家
族
と
の
絆
を
、
金
の
た
め
に
小
説
を

書
く
よ
り
も
「
一
月
ほ
ど
前
に
、
材
料
供
給
者
の
Ｓ
と
東
京
で
一
度
会
」
っ
た

時
の
印
象
を
優
先
さ
せ
た
。「
卯
吉
に
は
、
Ｓ
が
折
角
骨
折
つ
て
書
い
て
呉
れ

た
八
十
枚
の
告
白
文
よ
り
も
」「
短
い
言
葉
と
淋
し
さ
う
だ
つ
た
最
後
の
二
人

の
印
象
の
方
が
、
ず
つ
と
は
つ
き
り
と
頭
に
刻
み
込
ま
れ
」「
郷
里
の
町
で
芸

者
屋
を
始
め
て
新
ら
し
い
生
活
に
は
い
る
と
云
ふ
Ｓ
た
ち
の
成
功
を
祈
ら
ず
に

ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。」
の
で
あ
る
。
帰
郷
の
際
、
長
男
の
「
特
別
の
注
文
」
で

買
っ
た
お
土
産
が
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
兵
隊
の
吹
く
や
う
な
」、「
紅
い
総
の
紐

の
つ
い
た
真
鍮
の
喇
叭
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
作
品
は
こ
う
終
わ
っ
て
い
る
。「
書
き
も
し
得
な
い
材
料
な
ど
法
螺

を
吹
い
て
世
間
に
悪
党
を
働
き
、
す
し
屋
の
娘
な
ど
に
叱
ら
れ
た
り
、
ビ
リ
か

ら
二
番
目
女
郎
な
ど
罵
つ
た
り
し
て
、
日
蔭
者
の
や
う
な
日
を
送
つ
て
ゐ
る
ほ

ど
な
ら
ば
、
な
ぜ
一
日
も
早
く
子
供
の
顔
を
見
に
帰
つ
て
、
い
か
に
彼
の
長
男

が
勇
ま
し
く
吹
き
鳴
ら
す
で
あ
ら
う
喇
叭
の
音
で
も
聴
い
て
、
衰
え
切
つ
た
心

気
を
養
ふ
分
別
で
も
し
な
か
つ
た
か
と
、
彼
は
今
更
の
や
う
に
後
悔
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
上
野
か
ら
夜
汽
車
に
乗
る
べ
く
道
を
急
い
だ
」。

　
こ
の
主
人
公
の
行
動
は
、
ア
ン
チ
・
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
を
貫
き
、
自
分
の

「
印
象
」
に
固
執
し
て
、
自
分
の
「
経
験
範
囲
」
に
立
て
こ
も
る
こ
と
を
宣
言

し
た
、
如
何
に
も
平
野
の
描
く
〈
私
小
説
作
家
〉
の
イ
メ
ー
ジ
通
り
の
選
択
を

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
く
る）4
（

。
た
だ
、
問
題
な
の
は
、
こ
の
物
語
が
寓
話
で

は
な
く
、
現
実
の
葛
西
の
行
動
そ
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
葛
西
は
、
大
正
八
年
六
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
滞
在
し
た
別
所
温
泉
で
作
っ

た
五
百
円
の
借
金
を
久
米
正
雄
の
仲
介
で
春
陽
堂
か
ら
の
前
借
で
支
払
っ
て
い

た
（
大
8
・
8
・
28
付
　
西
島
義
雅
宛
久
米
正
雄
書
簡
）。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
年
の
秋
の
葛
西
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
必
要
だ
っ
た
の
は
、
そ
の
借
金
を
返

す
た
め
に
、
作
品
を
量
産
し
、
雑
誌
に
発
表
し
て
原
稿
料
を
得
た
上
で
、
そ
れ

ら
を
春
陽
堂
か
ら
出
版
す
る
予
定
の
単
行
本
に
ま
わ
す
こ
と
だ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。

　
当
時
の
葛
西
の
原
稿
料
の
相
場
が
「
不
能
者
」（「
改
造
」
大
8
・
8
）
の
と

き
の
「
一
枚
一
円
六
十
銭
」（
横
関
愛
造
「
葛
西
善
蔵
」『
思
い
出
の
作
家
た

ち
』
昭
31
・
12
刊
）
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
葛
西
が
注
目
の
作
家
だ

っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
諸
雑
誌
に
三
百
枚
書
く
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
三
百

枚
書
け
ば
、
五
百
円
の
借
金
は
返
済
可
能
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
小
説
は
春

355
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陽
堂
に
そ
う
し
た
努
力
を
放
棄
す
る
こ
と
を
通
告
し
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
大
正
八
年
の
秋
に
彼
が
発
表
し
た
四
作
品
の
総
枚
数
は
約
五
十
七
枚
に

過
ぎ
ず
、
そ
の
た
め
、
葛
西
の
前
借
を
回
収
す
る
た
め
に
春
陽
堂
が
大
正
九
年

一
月
に
出
版
し
た
と
思
わ
れ
る
『
馬
糞
石
』
は
、
所
収
の
十
一
作
品
中
、
七
作

品
が
他
の
単
行
本
に
す
で
に
収
録
ず
み
と
い
う
不
謹
慎
極
ま
り
な
い
代
物
だ
っ

た
。

　
こ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
葛
西
の
姿
は
、
芸
術
至
上
主
義
者
と
い
う
よ
り
は
、

単
な
る
無
責
任
男
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
し
、
需
要
過
剰
に
な
り
つ
つ
あ
る
市
場

か
ら
脱
落
し
か
か
っ
て
い
る
少
量
生
産
者
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

皮
肉
な
こ
と
に
、
文
壇
の
経
済
的
黄
金
時
代
に
意
識
的
に
背
を
向
け
た
よ
う
に

見
え
る
寡
作
ぶ
り
が
彼
の
文
壇
に
お
け
る
定
評
│
│
芸
術
至
上
主
義
を
支
え
る

こ
と
に
な
り
、
同
時
に
国
松
昭
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
葛
西
が
書
け
な
い
、

作
品
が
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
貴
重
品
と
し
て
彼
の
作
品
に
商
業
価
値
が
生
じ
て

い
た
」（「『
子
を
つ
れ
て
』」「
解
釈
と
鑑
賞
」
平
12
・
4
）
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、〈
私
小
説
〉
の
定
番
と
も
い
え
る
テ
ー
マ
で
あ
る
、
小
説
の
書
け
な
い

小
説
家
の
姿
が
浮
上
し
て
も
い
る
。
だ
が
、
そ
ん
な
事
態
よ
り
も
我
々
が
問
題

と
す
る
べ
き
な
の
は
、
葛
西
が
自
分
の
「
経
験
範
囲
」
に
立
て
こ
も
る
と
述
べ

た
、
如
何
に
も
〈
私
小
説
作
家
〉
ら
し
い
宣
言
を
守
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
。

　
葛
西
善
蔵
は
自
ら
の
破
滅
的
な
人
生
を
忠
実
に
描
く
〈
私
小
説
作
家
〉
と
さ

れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
文
学
史
的
な
定
説
か
ら
す
れ
ば
、
卯
吉
の
選
択
は
ま
さ

に
葛
西
の
真
面
目
を
発
揮
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、

葛
西
は
卯
吉
と
違
っ
て
、
自
分
の
「
経
験
範
囲
を
超
越
し
た
貴
重
な
材
料
」
を

捨
て
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
好
例
が
、「
仲
裁
人
（
村
の
ス
ケ
ッ
チ
）」

（「
新
小
説
」
大
9
・
11
）、「
村
長
の
手
記
か
ら
」（「
解
放
」
大
10
・
1
）、「
村

の
委
員
」（「
大
観
」
大
10
・
3
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
津
軽
書
房
版
全

集
第
一
巻
の
「
解
題
」
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、「
埋
葬
そ
の
ほ
か
」（「
改
造
」

大
10
・
7
）
に
「
前
村
長
、
前
三
等
郵
便
局
長
、
前
信
用
組
合
長
、
前
何
々
の

前
川
弥
吉
」
と
し
て
登
場
し
た
、
大
正
三
年
三
月
か
ら
四
年
八
月
ま
で
碇
ケ
関

村
村
長
と
な
っ
て
い
た
佐
々
木
倉
吉
（
葛
西
の
母
の
父
三
治
の
妹
の
子
）
か
ら

材
料
を
提
供
さ
れ
て
成
立
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る）5
（

。

　「
仲
裁
人
（
村
の
ス
ケ
ッ
チ
）」
は
森
林
組
合
の
役
員
の
不
正
を
め
ぐ
る
訴
訟

沙
汰
に
、「
村
の
委
員
」
も
秋
田
県
の
小
坂
鉱
山
の
煙
毒
問
題
に
題
材
を
と
っ

た
対
話
形
式
の
も
の
で
あ
り
、
と
も
に
葛
西
自
身
を
想
起
さ
せ
る
人
物
は
登
場

し
な
い
。
題
材
か
ら
い
っ
て
、
明
ら
か
に
、
社
会
的
な
広
が
り
を
意
識
し
た
作

品
と
い
っ
て
よ
い
。

　「
村
長
の
手
記
か
ら
」
は
タ
イ
ト
ル
通
り
、
佐
々
木
自
身
を
モ
デ
ル
と
し
て
、

「
村
長
執
職
中
、
公
金
を
流
用
し
て
ゐ
た
の
が
暴
露
し
た
の
で
」「
朝
鮮
に
逃
亡

し
た
」
人
物
の
苦
悩
を
描
い
た
も
の
だ
。
彼
は
「
大
正
二
年
の
大
凶
作
」
に
苦

し
む
村
民
を
救
う
た
め
に
、
結
果
と
し
て
、
公
金
流
用
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
彼
の
行
動
を
、
ト
ル
ス
ト
イ
や
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
人
生
と
比
較
し

た
り
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
「
現
代
に
は
英
雄
と
云
ふ
や
う
な
も
の
は
な
い
、
さ

う
し
た
あ
る
思
想
に
動
か
さ
れ
て
亡
ぶ
犠
牲
者
が
あ
る
ば
か
し
だ
、
が
さ
う
し

た
沢
山
の
犠
牲
者
な
し
に
は
社
会
の
進
化
が
期
せ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
言
葉
を

引
用
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
彼
を
人
道
主
義
や
社
会
主

354
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義
に
関
心
の
あ
る
人
物
と
し
て
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
作
品
の
末
尾
に
「
彼
は
弱
い
人
間
で
あ
る
。
そ
の
弱
い
彼
を
し
て
こ
ゝ

ま
で
動
か
さ
し
め
た
、
何
物
か
も
つ
と
根
本
的
な
も
の
が
無
い
で
あ
ら
う
か
」、

「
彼
の
表
面
的
事
件
は
小
さ
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
底
に
何
等
か
新
ら
し
い
あ
る

思
想
の
流
れ
と
一
脈
相
通
じ
た
も
の
が
な
い
で
あ
ら
う
か
。」
と
あ
る
こ
と
か

ら
も
、
そ
れ
は
確
実
だ
ろ
う
。〈
私
小
説
作
家
〉
葛
西
善
蔵
は
、
大
正
九
年
に

は
は
っ
き
り
と
し
た
潮
流
と
し
て
浮
上
し
つ
つ
あ
っ
た
「
新
ら
し
い
あ
る
思
想

の
流
れ
」
で
あ
る
社
会
主
義
と
、
こ
の
作
品
で
接
点
を
持
と
う
と
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
同
時
代
の
評
価
は
高
く
な
か
っ
た
。
平
林
初

之
輔
は
「
仲
裁
人
」
に
対
し
て
「
実
に
ひ
ど
い
と
言
ふ
外
は
な
い
。」（「
題
材

の
無
撰
択
は
作
の
保
障
に
な
ら
ぬ
」「
読
売
新
聞
」
大
9
・
11
・
12
）
と
斬
っ

て
す
て
て
い
た
し
、「
新
文
芸
」（
大
9
・
12
）
の
「
文
壇
短
評
」
で
は
「
事
件

の
起
り
も
其
の
落
着
も
物
欲
の
結
果
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
何
等
人
間
的
閃
も
何

も
無
い
。
唯
あ
り
相
な
事
を
描
い
た
と
い
ふ
だ
け
で
何
物
を
も
掴
ん
で
ゐ
な
い
。

文
芸
の
中
へ
侵
入
し
て
来
た
社
会
問
題
の
八
釜
敷
い
今
日
、
よ
く
労
働
問
題
等

を
取
扱
ふ
作
者
が
、
何
で
も
斯
う
し
た
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
に
考
へ

て
ゐ
る
な
ら
ば
、
氏
の
芸
術
観
も
知
れ
た
も
の
で
あ
る
。」
と
酷
評
し
て
い
る
。

ま
た
、
西
川
勉
は
「
村
長
の
手
記
か
ら
」
に
つ
い
て
「
作
者
が
『
仲
裁
人
』
の

や
う
な
創
作
と
共
に
、
一
村
の
自
治
問
題
に
目
を
向
け
て
ゐ
る
こ
と
は
感
ぜ
ら

れ
る
が
、
未
だ
題
材
が
作
者
の
思
想
感
情
に
渾
和
さ
れ
て
ゐ
な
い
で
、
題
材
と

し
て
作
者
の
主
観
か
ら
分
離
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
し
、
結
果
か
ら
見
て

も
、
一
つ
の
報
告
、
或
は
単
な
る
手
記
以
上
の
も
の
で
な
い
。」（「
前
月
創
作

評
」「
小
説
倶
楽
部
」
大
10
・
2
）
と
述
べ
て
い
た
。

　
た
だ
し
、
西
川
が
「
村
の
委
員
」
に
対
し
て
、「
自
治
団
体
の
有
志
の
中
の

利
己
心
を
暴
露
し
て
ゐ
る
。
群
集
を
取
扱
つ
て
ゐ
る
の
で
、
作
中
個
々
の
性
格

は
描
き
足
り
な
い
し
、
全
体
と
し
て
芸
術
化
が
欠
け
て
ゐ
る
。
行
き
詰
つ
て
ゐ

る
時
の
研
究
的
創
作
と
し
て
は
、
創
作
動
機
も
、
真
面
目
だ
し
、
所
期
の
効
果

も
、
人
間
の
団
体
的
生
活
の
基
本
と
も
云
ふ
可
き
町
村
自
治
の
改
良
に
あ
つ
て
、

結
構
だ
と
考
へ
る
。」（「
三
月
の
創
作
評
」「
小
説
倶
楽
部
」
大
10
・
4
）
と
述

べ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
西
川
は
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
打
破
の
試
み
と
し
て

評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
葛
西
で
す
ら
、
文
学
思
潮
が
大
き
く
動

く
中
で
、
自
分
の
枠
に
安
住
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る）6
（

。
葛
西
の
作
品
世
界
や
文
学
活
動
を
固
定
的
に
見
て
し

ま
い
が
ち
の
我
々
の
死
角
を
つ
く
評
価
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
他
に
、
葛
西
ら
し
き
人
物
が
語
り
手
で
も
主
人
公
で
も
な
い
作
品
と
し

て
は
、「
千
人
風
呂
」（「
解
放
」
大
9
・
4
）、「
悪
夢
」（
改
造
」
大
9
・
6
）、

「
寂
し
き
人
々
」（「
電
気
と
文
芸
」
大
10
・
2
）、「
冷
笑
」（「
野
依
雑
誌
」
大

10
・
5
）、「
十
六
房
」（「
小
説
倶
楽
部
」
大
10
・
8
）、「
温
泉
村
に
て
」（「
週

刊
朝
日
」
大
14
・
7
・
1
）、「
彼
等
の
日
曜
日
」（「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
大
14
・

7
・
1
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
葛
西
に
は
代
作
の
可
能
性
の
高
い

「
出
奔
」（「
第
一
義
」
大
9
・
7
）、「
追
憶
」（「
女
性
」
大
12
・
4
）
が
あ
り
、

実
際
に
石
坂
洋
次
郎
に
代
作
さ
せ
た
事
実
が
判
明
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

「
愚
作
家
と
喇
叭
」
で
示
さ
れ
た
宣
言
を
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い）7
（

。
平
野
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は
「
彼
ら
を
さ
さ
え
る
唯
一
の
矜
恃
は
芸
術
家
と
し
て
の
真
実
性
以
外
に
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
た
が
、
葛
西
の
実
際
の
文
学
活
動
は
そ
の

イ
メ
ー
ジ
か
ら
相
当
に
遠
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
ま
い
か
。

　
我
々
が
こ
う
し
た
葛
西
の
実
態
を
無
視
し
が
ち
な
の
は
、
大
正
十
三
年
四
月

号
の
「
中
央
公
論
」
に
発
表
さ
れ
た
「
蠢
く
者
」
の
印
象
が
強
い
か
ら
だ
と
思

わ
れ
る
。「
お
せ
い
」
と
の
殴
り
あ
い
の
喧
嘩
を
描
き
、
彼
女
が
過
去
の
流
産

を
告
白
し
て
「
私
」
を
な
じ
る
こ
の
作
品
こ
そ
、
平
野
の
描
く
破
滅
型
の
〈
私

小
説
作
家
〉
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
と
翌
月
に
発
表
さ

れ
た
「
妻
の
手
紙
」（「
随
筆
」
大
13
・
5
）
と
を
連
作
と
し
て
解
釈
し
た
広
津

和
郎
は
「
今
度
は
彼
が
或
程
度
ま
で
は●
だ●
か●

に
な
つ
た
と
思
は
せ
る
真
実
が
あ

る
。」（「
五
月
の
創
作
を
読
む
」
六
「
時
事
新
報
」
大
13
・
5
・
11
）
と
評
価

し
て
い
た
。
神
谷
忠
孝
は
前
掲
書
で
こ
の
作
品
に
葛
西
の
転
換
点
を
見
て
い
る

が
、
確
か
に
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、

広
津
の
評
価
の
裏
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
蠢
く
者
」
以
前
は
、
葛
西
は
「
は

だ
か
に
な
つ
」
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
広
津
は
先
の
月
評
で
「
葛
西
の
所
謂
『
名
作
型
』
の
諸
作
に
は
、
随
分
好
い

も
の
が
あ
る
と
同
時
に
、
自
分
に
は
彼
が
一
番
重
要
な
点
を
逃
げ
て
ゐ
る
や
う

な
気
が
し
て
、
信
用
の
置
け
な
い
も
の
が
あ
つ
た
。
殊
に
一
人
称
の
も
の
に
は
、

都
合
の
悪
い
と
こ
ろ
に
来
る
と
、
巧
み
な
曖
昧
さ
を
以
て
、
そ
れ
を
ぼ
か
し
て

し
ま
つ
て
ゐ
る
の
が
沢
山
あ
る
。
│
│
『
こ
い
つ
狡
い
奴
だ
』
そ
ん
な
風
に
さ

へ
思
は
せ
る
作
が
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
、
広
津
は
「
あ
の
東
洋
的

な
枯
淡
の
世
界
に
平
安
な
心
境
を
見
出
し
て
ゐ
た
や
う
に
思
は
れ
て
ゐ
た
主
人

公
が
、
一
度
本
能
の
と
り
こ
と
な
る
と
、
あ
の
通
り
め
ち
や
く
ち
ゃ
に
乱
雑
に

な
る
の
だ
」（
同
前
　
七
　
同
前
5
・
12
）
と
も
述
べ
て
お
り
、
こ
の
作
品
以

前
の
葛
西
を
、
調
和
を
志
向
す
る
心
境
小
説
型
の
〈
私
小
説
作
家
〉
に
分
類
し

て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
大
正
九
年
以
降
、「
蠢
く
者
」
ま
で
の
作
品
の
軌
跡

を
た
ど
る
と
、
広
津
の
言
葉
通
り
「
信
用
の
置
け
な
い
」
作
品
世
界
が
浮
か
び

あ
が
っ
て
く
る
。

2
　「
蠢
く
者
」
以
前
の
作
品
を
見
直
し
た
と
き
に
気
づ
く
の
は
、
作
者
の
葛
西

を
モ
デ
ル
と
す
る
語
り
手
や
主
人
公
が
自
ら
の
貧
乏
ぶ
り
や
窮
状
を
強
調
し
て

語
る
自
虐
的
な
語
り
の
陰
に
隠
さ
れ
た
、
あ
る
イ
メ
ー
ジ
戦
略
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
例
え
ば
、「
小
さ
な
犠
牲
者
」（「
婦
人
公
論
」
大
9
・
6
）
で
は
、
広
津
和

郎
を
モ
デ
ル
と
し
た
、
妻
の
妹
を
妊
娠
さ
せ
て
子
ど
も
を
生
ま
せ
、
妻
と
二
人

の
子
ど
も
に
迷
惑
を
か
け
る
伊
沢
と
い
う
作
家
を
「
私
」
は
こ
う
断
罪
し
て
い

る
。「
無
論
い
ろ
〳
〵
複
雑
し
た
動
機
か
ら
で
も
あ
り
、
彼
と
し
て
は
い
ろ

〳
〵
な
弁
解
も
成
り
立
つ
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
簡
単
に
私
に
云
は
し
て
呉
れ
る

な
ら
ば
、
斯
う
し
た
現
在
の
結
果
に
立
ち
到
つ
た
最
大
の
原
因
は
、
彼
は
余
り

に
芸
術
家
に
付
き
物
の
虚
栄
心
が
強
過
ぎ
た
！    

と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
彼
が

ほ
ん
と
に
咒
ふ
べ
き
も
の
は
、
愛
の
無
い
結
婚
生
活
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、

彼
自
身
の
虚
栄
心
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
若
し
最
初
か
ら
も
う
少
し
芸
術
家
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に
付
き
物
の
虚
栄
心
を
棄
て
ゝ
か
ゝ
つ
た
な
ら
ば
、
彼
の
所
謂
愛
の
無
い
結
婚

生
活
も
、
も
っ
と
順
調
に
進
ん
で
来
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
と
、
私
は
信
じ
な
い
訳

に
は
行
か
な
い
」。
そ
し
て
作
品
は
「
私
」
が
一
番
の
犠
牲
者
で
あ
る
子
ど
も

た
ち
に
対
す
る
同
情
を
示
し
て
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
で
、
人
間
と
し
て

破
滅
的
な
姿
を
示
し
て
い
る
の
は
、「
私
」
で
は
な
く
、
伊
沢
の
方
で
あ
る
。

「
私
」
も
三
人
の
子
ど
も
を
「
遠
い
田
舎
へ
置
き
放
し
に
し
て
る
」
の
だ
が
、

「
私
」
よ
り
も
乱
倫
な
人
物
が
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
の
位
置
は
相

対
的
に
上
昇
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
葛
西
の
描
く
自
虐
的
な
世
界
は
一
転
し

て
、
自
分
を
棚
に
上
げ
て
一
方
的
に
他
者
を
貶
め
る
世
界
へ
と
変
化
し
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

　
メ
ア
リ
ー
・
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
は
「
作
者
の
分
身
で
あ
る
主
人
公
は
正
し
き
者

と
な
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
モ
デ
ル
に
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
」

人
物
が
「
悪
漢
に
ま
で
歪
め
ら
れ
て
」
し
ま
う
「
人
物
の
描
き
方
」
は
〈
私
小

説
作
家
〉
本
来
の
「
告
白
的
な
も
の
と
言
い
が
た
い
」（「
葛
西
善
蔵
試
論
」

「
文
芸
研
究
」
昭
53
・
10
）
と
指
摘
し
て
い
た
が
、
こ
の
「
描
き
方
」
は
も
と

も
と
「
子
を
つ
れ
て
」
で
使
わ
れ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
戦
略
が
変
質
し
た
も
の
だ

と
思
わ
れ
る
。「
子
を
つ
れ
て
」
で
描
か
れ
た
主
人
公
の
惨
め
な
生
活
は
、
金

銭
至
上
主
義
的
で
物
質
的
な
〈
現
代
社
会
〉
を
際
立
た
せ
る
効
果
を
も
っ
て
い

た
。
そ
れ
は
同
時
に
、〈
現
代
社
会
〉
に
汚
さ
れ
な
い
主
人
公
の
純
粋
性
│
│

聖
性
を
印
象
づ
け
る
効
果
を
発
揮
し
て
い
た
。
西
川
勉
は
「
こ
の
作
の
主
人
公

は
沙
漠
を
歩
む
水
夫
の
如
く
誤
つ
て
現
代
の
経
済
組
織
の
下
に
置
か
れ
た
原
始

的
な
自
然
人
で
あ
る
。」
と
述
べ
、
彼
が
友
人
た
ち
か
ら
迫
害
さ
れ
る
の
は

「
貧
乏
で
生
活
能
力
の
な
い
と
い
ふ
こ
と
の
為
め
で
あ
る
。
彼
の
や
う
な
生
活

を
容
認
す
る
と
現
代
の
社
会
の
組
織
を
紊
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
、
彼
は
素
直

で
、
善
良
で
、
自
然
な
魂
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。」（「
三
月
の
創
作
」「
文

章
世
界
」
大
7
・
4
）
と
論
じ
て
い
た
。

　「
子
を
つ
れ
て
」
で
は
、
迫
害
す
る
友
人
を
通
し
て
〈
現
代
社
会
〉
が
批
判

さ
れ
る
対
象
と
し
て
読
者
の
意
識
に
浮
上
し
て
き
た
が
、「
小
さ
な
犠
牲
者
」

の
場
合
に
は
、
主
人
公
を
「
正
し
き
者
」
と
す
る
手
つ
き
の
方
が
露
呈
し
て
し

ま
う
。
自
分
を
仮
託
し
た
「
生
活
能
力
の
な
い
」
人
物
が
徹
底
し
て
迫
害
さ
れ

る
こ
と
で
、
逆
説
的
に
一
定
の
批
評
性
を
獲
得
し
て
い
た
葛
西
の
作
品
世
界
は
、

自
分
以
上
に
問
題
の
あ
る
人
物
を
批
判
す
る
こ
と
で
自
己
を
正
当
化
し
卓
越
化

す
る
世
界
へ
と
変
貌
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
被
害
者
が
実
は
迫

害
者
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
構
造
へ
と
変
化
し
た
の

で
あ
る
。
広
津
の
「
殊
に
一
人
称
の
も
の
に
は
、
都
合
の
悪
い
と
こ
ろ
に
来
る

と
、
巧
み
な
曖
昧
さ
を
以
て
、
そ
れ
を
ぼ
か
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
の
が
沢
山
あ

る
。
│
│
『
こ
い
つ
狡
い
奴
だ
』
そ
ん
な
風
に
さ
へ
思
は
せ
る
作
が
あ
る
。」

と
い
う
批
評
は
、
い
わ
ば
、
被
害
者
な
ら
で
は
の
鋭
さ
で
葛
西
の
イ
メ
ー
ジ
戦

略
の
欺
瞞
性
を
つ
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
同
様
の
戦
略
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
主
人
公
が
他
者
の
陥
り
や
す
い
罠

か
ら
一
定
の
距
離
を
取
っ
た
う
え
で
、
罠
に
落
ち
た
他
者
を
皮
肉
た
っ
ぷ
り
に

描
く
作
品
だ
ろ
う
。
そ
の
罠
と
は
、
多
く
の
場
合
、
情
欲
で
あ
り
、
そ
の
対
象

と
な
る
女
性
だ
っ
た
。
そ
の
女
性
嫌
悪
の
世
界
を
端
的
に
描
い
た
の
が
大
正
九

年
五
月
号
の
「
文
章
倶
楽
部
」
に
発
表
さ
れ
た
「
春
」
で
あ
る
。
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寄
宿
し
た
寺
の
池
に
集
ま
っ
て
交
尾
を
す
る
蟇
の
お
び
た
だ
し
い
姿
を
見
て
、

「
私
」
の
「
元
気
な
若
い
友
達
」
が
竹
の
棒
で
「
重
な
つ
て
は
う
よ
〳
〵
泳
ぎ

廻
つ
て
ゐ
る
雄
の
頭
の
と
こ
ろ
を
目
が
け
て
は
、
ポ
ン
〳
〵
力
任
せ
に
殴
り
」

つ
け
る
。
す
る
と
、
た
い
て
い
の
雄
は
雌
か
ら
離
れ
る
の
だ
が
、
し
が
み
付
い

て
離
れ
な
い
雄
が
い
た
。「
な
ん
て
執
念
深
い
奴
だ
ら
う
と
友
達
は
憤
慨
し
て

地
面
へ
刎
ね
あ
げ
た
が
、
そ
れ
は
死
ん
で
る
雌
を
抱
い
て
る
の
で
あ
つ
た
。
白

く
ふ
や
け
た
ハ
チ
切
れ
さ
う
に
膨
れ
た
無
気
味
な
腹
を
見
せ
、
伸
び
た
手
足
を

ひ
ろ
げ
て
、
地
面
に
仰
向
け
に
ひ
つ
く
り
か
へ
つ
た
が
、
雄
は
尚
未
練
ら
し
く

食
付
い
て
ゐ
た
」。
彼
ら
は
、「
な
ん
て
云
ふ
馬
鹿
者
で
せ
う
、
死
ん
で
る
者
を

ね
え
…
…
」、「
さ
う
で
す
ね
え
、
厭
な
奴
だ
な
あ
…
…
」
と
話
す
も
の
の
、

「
自
分
等
自
身
の
や
つ
て
る
こ
と
が
、
自
分
等
自
身
が
、
死
骸
に
向
つ
て
生
命

を
乱
射
し
て
ゐ
た
今
の
愚
か
な
雄
と
同
じ
や
う
な
こ
と
を
し
て
、
過
し
て
来
た

の
で
は
な
い
か
知
ら
？
│
│
と
云
つ
た
や
う
な
こ
と
を
語
り
合
」
う
こ
と
に
な

っ
た
。

　
蛙
の
交
尾
す
る
姿
は
、
夏
目
漱
石
の
『
門
』（
東
京
・
大
阪
両
「
朝
日
新
聞
」

明
43
・
3
〜
6
）
第
二
十
二
章
で
夫
婦
の
「
悲
劇
」
と
し
て
坂
井
の
口
か
ら
語

ら
れ
る
表
象
で
も
あ
っ
た
が
、
葛
西
の
描
く
世
界
で
は
、
女
性
は
男
性
の
生
命

力
を
乱
費
さ
せ
る
「
死
骸
」
で
し
か
な
い
。
そ
の
上
、「
未
練
ら
し
く
食
付
」

く
男
性
を
自
虐
的
に
描
く
こ
と
で
女
性
嫌
悪
は
一
層
徹
底
し
た
も
の
に
な
っ
て

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
時
代
評
を
見
る
限
り
、
こ
の
点
に
関
し

て
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
瀧
井
孝
作
は
「
文
壇
を
風
刺
し

た
作
」
と
捉
え
た
上
で
、「
こ
の
諷
喩
な
ど
は
ど
う
で
も
い
ゝ
が
、
詞
に
文
章

に
複
雑
な
生
々
し
た
味
が
あ
つ
て
、
佳
作
で
あ
る
。」（「
五
月
の
雑
誌
か
ら
」

十
二
「
読
売
新
聞
」
大
9
・
5
・
18
）
と
述
べ
て
い
た
し
、
平
林
初
之
輔
は

「
私
は
大
変
に
好
き
で
あ
つ
た
。
中
に
出
て
来
る
和
尚
さ
ん
も
気
持
よ
く
出
て

ゐ
る
し
、
蟇
の
話
も
面
白
い
。
結
末
の
『
死
骸
に
向
つ
て
生
命
を
乱
射
し
て
ゐ

た
』（
一
六
頁
四
行
）
と
い
ふ
の
も
嫌
味
が
な
く
て
よ
い
。」（「
五
月
の
創
作

評
」
四
「
時
事
新
報
」
大
9
・
5
・
8
）
と
評
価
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
好
評

か
ら
見
て
、
当
時
の
文
壇
人
た
ち
が
女
性
嫌
悪
の
世
界
を
自
明
の
も
の
と
し
て

受
け
入
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
大
正
期
の
文
学
場
に
お
け
る
政
治

的
無
意
識
の
一
形
態
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
葛
西
は
、
繰
り
返
し
こ
の
構
図
を
利
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
久
米
正
雄
も

モ
デ
ル
の
一
人
と
し
て
登
場
す
る
「
Ｍ
氏
の
失
策
」（「
新
潮
」
大
9
・
9
）
で

は
、
温
泉
芸
者
の
取
り
合
い
か
ら
、
割
を
く
っ
て
し
ま
っ
た
「
私
」
は
自
分
も

当
事
者
だ
っ
た
こ
と
を
棚
に
上
げ
て
、
こ
う
述
懐
す
る
。「
情
欲
の
本
能
と
云

ふ
も
の
は
盲
目
的
で
汚
な
い
も
の
だ
。
一
円
の
金
を
盗
ん
で
も
法
律
の
制
裁
を

受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
を
知
つ
て
る
人
間
で
も
、
斯
う
し
た
場
合
に
持

ち
合
は
ね
ば
な
ら
ぬ
礼
譲
と
云
ふ
こ
と
を
無
視
し
て
恥
と
思
は
な
い
人
間
も
あ

る
。
恐
る
べ
き
は
情
欲
だ
。
自
分
等
は
そ
れ
に
つ
い
て
ど
ん
な
に
沢
山
の
恥
づ

べ
き
呪
ふ
べ
き
秘
密
を
持
つ
て
ゐ
る
こ
と
だ
ら
う
！    

自
分
は
そ
ん
な
こ
と
を

思
ふ
と
、
実
際
人
間
と
云
ふ
も
の
ゝ
醜
悪
さ
に
堪
え
難
く
な
つ
て
来
る
。
人
間

は
そ
の
点
で
は
、
往
来
の
犬
や
猫
と
ど
れ
ほ
ど
の
相
違
が
あ
る
だ
ら
う
と
思
ふ

と
、
自
分
な
が
ら
浅
ま
し
く
な
つ
て
来
る
。
こ
の
本
能
が
浄
化
さ
れ
る
程
度
ま

で
修
養
を
積
め
ば
、
人
間
も
先
づ
一
人
前
と
云
ふ
と
こ
ろ
か
も
知
れ
ん
」。
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或
は
、
複
数
の
男
性
の
女
性
関
係
を
描
い
た
「
暗
い
部
屋
に
て
」（「
解
放
」

大
9
・
10
、
11
）
で
は
、
例
え
ば
、「
三
十
六
歳
で
、
初
め
て
、
真
に
永
い
間

の
憧
憬
が
報
ひ
ら
れ
て
、
丁
度
一
回
り
年
下
の
、
若
い
美
し
い
恋
人
を
得
た
」

Ｔ
│
│
明
ら
か
に
相
馬
泰
三
の
結
婚
生
活
を
題
材
と
し
て
い
る
│
│
が
描
か
れ

る
。
彼
が
「
如
何
に
満
足
し
、
如
何
に
幸
福
に
酔
ふ
た
態
で
お
小
姓
然
と
慇
懃

に
侍
づ
い
て
ゐ
る
」
さ
ま
に
「
私
」
は
「
ま
つ
た
く
羨
望
に
堪
え
な
」
く
な
っ

て
し
ま
う
。
し
か
し
、
彼
ら
夫
婦
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
「
ラ
ヴ
レ
タ
ー
」
を
盗

み
見
て
、「
や
つ
ぱ
し
中
年
に
入
り
か
け
た
男
の
恋
の
惨
め
な
悲
し
さ
に
、
私

は
ひ
ど
く
心
を
動
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
最
早
私
の
や
う
に
恋
す
る
可
能
性
さ

へ
失
つ
て
し
ま
つ
た
や
う
な
人
間
の
儚
な
さ
は
分
外
と
し
て
、
彼
の
場
合
の
や

う
な
恋
愛
と
云
ふ
も
の
ゝ
一
層
悲
し
い
も
の
だ
と
、
思
は
な
い
訳
に
行
か
な
か

つ
た
。」
と
述
懐
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。「
私
」
が
Ｔ
の
「
恋
愛
」
を
「
一
層

悲
し
い
も
の
だ
」
と
、
い
わ
ば
、
高
み
か
ら
述
懐
で
き
た
の
は
、
彼
が
女
性
に

対
し
て
恐
怖
心
を
抱
い
て
お
り
、
こ
う
し
た
〈
修
羅
場
〉
に
参
加
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
っ
た
。

　
私
は
昨
年
の
一
月
、
妻
子
を
棄
て
ゝ
、
あ
の
鬼
の
や
う
な
私
の
継
母
の

迫
害
に
堪
へ
兼
ね
て
、
郷
里
を
飛
び
出
し
て
来
た
。
そ
れ
以
来
、
私
は
す

べ
て
の
女
性
と
云
ふ
も
の
に
対
し
て
脅
迫
と
敵
意
を
感
じ
て
ゐ
る
。
ど
ん

な
女
に
対
し
て
も
、
私
は
私
の
継
母
と
云
ふ
も
の
を
通
さ
ず
に
は
、
考
へ

る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
。
私
は
自
分
の
妻
や
娘
の
こ
と
す
ら
、
信
じ
た

く
思
は
な
い
。
す
べ
て
の
女
性
の
蔭
に
は
、
私
の
継
母
の
邪
鬼
の
や
う
な

影
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
。
彼
等
は
す
べ
て
邪
悪
で
、
毒
婦
で
、
涙
に
も
媚
に

も
、
す
べ
て
死
の
毒
を
含
ん
で
ゐ
る
の
だ
。
私
に
も
私
の
友
人
の
山
口
の

や
う
に
、
第
一
の
女
に
失
望
し
た
が
、
第
二
第
三
の
女
だ
つ
た
ら
屹
度
自

分
の
生
涯
も
芸
術
も
救
つ
て
呉
れ
る
で
あ
ら
う
と
云
ふ
や
う
な
希
望
を
以

て
、
第
二
第
三
と
移
つ
て
行
く
だ
け
の
勇
気
が
ま
だ
残
つ
て
ゐ
て
呉
れ
た

な
ら
、
私
の
生
涯
の
廃
滅
も
、
恐
ら
く
は
も
う
少
し
は
緩
慢
に
や
つ
て
来

た
の
か
も
知
れ
ぬ
。（
後
略
）

　「
私
」
は
自
分
の
人
生
が
終
わ
っ
た
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
無
論
、

終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
作
品
の
末
尾
で
「
…
…
い
つ
ま
で
斯
う
し
た
頼
り

な
い
生
活
が
続
く
の
だ
ら
う
。
続
け
る
気
で
は
な
く
と
も
、
続
く
の
だ
。
自
分

は
今
も
、
漫
然
と
明
る
い
空
│
│
沢
山
蜻
蛉
が
飛
ん
で
ゐ
る
空
を
眺
め
て
ゐ
る
。

そ
し
て
久
し
ぶ
り
で
、
あ
の
私
の
子
供
た
ち
の
顔
で
も
見
に
帰
つ
て
来
よ
う
か

知
ら
…
…
な
ど
ゝ
考
へ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
だ
。」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
子
供

た
ち
」
が
「
私
」
を
救
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
女
性
に
「
啣
へ
込
」
ま
れ
た
男
性
た
ち
は
惨
め
で
あ
る
。「
私
は
Ｔ
の
こ

と
が
だ
ん
〳
〵
気
の
毒
に
な
つ
て
来
る
。
女
性
と
云
ふ
も
の
に
対
す
る
恐
怖
心

が
募
る
ば
か
し
で
あ
る
。
彼
は
友
人
の
間
に
変
態
性
欲
だ
ら
う
と
噂
さ
れ
て
ゐ

る
ほ
ど
に
、
細
君
か
ら
苛
め
ら
れ
た
り
、
雑
巾
が
け
ま
で
さ
ゝ
れ
て
、
こ
の
惨

め
な
原
稿
書
き
と
云
ふ
労
働
を
コ
ツ
〳
〵
や
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
女
性
が
男
性
を

啣
へ
込
む
惨
忍
さ
と
云
ふ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
は
も
つ
と
〳
〵
落
付
い
て
、

よ
く
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
│
│
」。

　「
私
」
は
女
性
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
超
越
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン

か
ら
Ｔ
を
哀
れ
ん
で
み
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
保
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証
す
る
絶
対
の
条
件
は
、
何
と
い
っ
て
も
「
不
能
者
」
で
あ
る
こ
と
に
勝
る
も

の
は
な
い
。
葛
西
の
作
品
に
「
不
能
者
」（「
改
造
」
大
8
・
8
）
及
び
「
不
能

者
前
後
」（「
実
業
之
世
界
」
大
10
・
1
）
が
あ
る
所
以
で
あ
る
。

　「
不
能
者
」
の
主
人
公
田
口
参
吉
は
「
一
年
ほ
ど
前
に
、
あ
る
漁
師
町
で
、

大
酒
を
飲
ん
で
、
六
十
近
い
非
常
な
婆
さ
ん
と
一
寸
間
違
ひ
を
し
た
こ
と
が
あ

る
で
す
。
僕
は
今
で
も
そ
の
こ
と
を
想
ひ
出
す
と
、
性
欲
と
云
ふ
こ
と
の
浅
ま

し
さ
、
汚
な
ら
し
さ
に
、
ほ
ん
と
に
冷
汗
が
出
ま
す
。
そ
れ
以
来
僕
は
一
切
女

に
関
係
し
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
が
想
ひ
出
さ
れ
て
、
関
係
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
の
で
す
。
そ
ん
な
気
が
す
ぐ
消
え
て
し
ま
ひ
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
或

は
ほ
ん
と
う
に
不
能
に
な
つ
て
居
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
ひ
ま
す
」
と
告
白
し

て
い
る
。「
人
間
い
づ
こ
に
修
羅
の
巷
を
避
け
、
剣
葉
の
林
を
遁
る
べ
き
か

│
│
や
は
り
出
来
な
い
こ
と
だ
と
、
彼
は
思
つ
た
。
修
羅
剣
葉
│
│
そ
れ
が
娑

婆
の
姿
な
の
だ
。」
と
す
る
な
ら
、「
修
羅
剣
葉
」
と
の
一
定
の
距
離
を
取
る
の

に
「
不
能
」
で
あ
る
こ
と
は
最
適
な
条
件
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
修
羅
剣
葉
」

と
は
、
光
楽
寺
の
和
尚
か
ら
説
教
さ
れ
た
「『
孝
子
の
地
獄
極
楽
巡
り
』
の
絵
」

か
ら
き
た
も
の
で
、「
修
羅
道
│
│
そ
こ
で
は
裸
形
の
人
間
ど
も
が
互
ひ
に
棒

切
れ
を
持
つ
て
、
唯
滅
茶
苦
茶
に
殴
り
合
つ
て
ゐ
た
。
何
の
理
由
が
あ
つ
て
と

云
ふ
で
も
な
く
、
唯
滅
茶
苦
茶
に
殴
り
合
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
剣
葉
林
│
│

そ
こ
で
は
上
の
方
に
美
し
い
女
が
ゐ
て
、
そ
こ
に
近
づ
か
う
と
し
て
裸
形
の
男

ど
も
が
、
泳
ぐ
や
う
な
恰
好
を
し
て
、
わ
れ
先
に
と
剣
の
林
の
中
を
駈
け
廻
つ

て
ゐ
る
図
で
あ
る
。」
と
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
人
道
主
義
者
で
あ
る
参
吉
は
、「
相
手
が
醜
業
婦
だ
か
ら
つ
て
、
こ

ち
ら
か
ら
真
面
目
な
恋
を
し
か
け
ら
れ
な
い
と
云
ふ
理
由
は
無
い
と
思
ひ
ま
す

が
ね
。
こ
ち
ら
が
肉
の
感
念
を
離
れ
て
か
ゝ
れ
ば
、
相
手
が
ど
ん
な
種
類
の
女

で
あ
つ
て
も
、
美
し
い
恋
が
出
来
さ
う
な
気
が
し
ま
す
が
ね
。
か
の
女
等
こ
そ

虐
げ
ら
れ
た
、
犠
牲
に
さ
れ
た
、
哀
れ
な
女
た
ち
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ

を
も
て
あ
そ
ぶ
心
持
を
離
れ
て
、
つ
き
合
つ
て
行
け
な
い
と
云
ふ
こ
と
は
、
却

つ
て
こ
ち
ら
の
恥
辱
の
や
う
な
気
が
さ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。」
と
い
う
信
念
の

持
ち
主
で
も
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、
女
性
は
「『
雪
を
ん
な
』」
と
呼
ぶ
「
す

べ
て
、
美
し
い
夢
の
中
の
女
た
ち
」
に
な
り
得
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
彼
が
容
易
に
「
肉
の
観
念
」
か

ら
離
れ
る
こ
と
の
で
き
る
「
不
能
者
」
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　「
不
能
者
前
後
」
は
津
軽
書
房
版
全
集
第
一
巻
の
「
解
題
」
で
「
文
章
が

『
不
能
者
』
の
そ
れ
を
其
の
儘
使
用
し
て
い
る
部
分
が
数
章
あ
り
、
表
記
の
乱

れ
は
殊
に
甚
し
い
。
い
か
に
忽
々
の
間
に
成
つ
た
か
が
想
像
さ
れ
る
。」
と
否

定
的
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
タ
イ
ト
ル
に
「
前
後
」
と
あ
る
よ

う
に
、
主
人
公
が
「
不
能
者
」
で
あ
る
か
な
い
か
、
つ
ま
り
、
女
性
と
の
肉
体

関
係
の
有
無
に
よ
っ
て
、
彼
の
運
命
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
さ
ま
が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　
こ
の
作
品
は
「
都
新
聞
」
の
「
新
年
の
小
説
　
其
梗
概
と
批
判
（
二
）」（
大

10
・
1
・
6
）
に
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
恋
に
破
れ
た
り
、
生
活

に
窮
し
た
り
す
る
と
よ
く
遁
走
す
る
文
吉
と
い
ふ
小
説
家
が
、
新
劇
団
の
俳
優

達
が
合
宿
し
て
居
る
素
人
屋
の
二
階
に
同
居
し
て
、
女
優
の
松
本
百
合
子
を
張

つ
て
居
た
が
、
此
処
で
も
矢
張
り
失
恋
し
て
、
或
雑
誌
社
と
長
篇
を
書
く
約
束
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の
出
来
た
の
を
機
会
に
旅
に
出
て
終
ふ
、
而
し
て
其
処
で
蝶
子
と
か
駒
代
と
か

云
ふ
土
地
の
芸
者
に
代
る
代
る
馴
染
が
出
来
て
、
其
都
度
寂
し
い
別
れ
方
を
す

る
が
、
最
後
に
淫
売
婦
に
引
懸
つ
て
、
関
係
を
結
ん
だ
妹
を
引
取
つ
て
呉
れ
と

強
談
を
持
ち
込
ま
れ
る
迄
を
書
い
て
居
る
。
頽
廃
的
な
気
分
に
浸
り
な
が
ら
も
、

気
の
弱
い
文
吉
が
絶
え
ず
真
実
の
恋
に
悩
み
苦
し
む
其
人
間
味
が
技
巧
的
な
玩

弄
で
は
な
く
、
素
直
な
描
写
に
依
つ
て
浸
み
出
し
て
居
る
」。

　
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
真
実
の
恋
」
に
あ
た
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

駒
代
と
の
間
に
生
じ
た
肉
体
関
係
の
な
い
「
純
潔
な
兄
妹
の
よ
う
な
愛
情
」

（
六
）
だ
ろ
う
。
二
人
の
関
係
は
「
無
邪
気
な
、
兄
に
対
す
る
よ
う
な
親
し
み

を
以
て
力
に
し
、
は
た
の
見
る
目
も
美
し
い
よ
う
な
清
ら
か
さ
を
以
て
募
つ

た
。」
と
説
明
さ
れ
て
、
文
吉
は
「
駒
代
か
ら
美
し
い
情
操
と
、
創
作
の
感
興

と
を
得
て
」
小
説
を
発
表
し
、
文
壇
の
評
価
も
高
く
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
、

駒
代
の
恋
人
が
彼
ら
の
関
係
を
誤
解
し
た
た
め
に
、
文
吉
は
故
意
に
愛
想
尽
か

し
を
し
て
別
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
落
ち
た
罠
が
「
場
末
の
曖
昧
屋
」

（
七
）
の
姉
妹
だ
っ
た
。
姉
は
「
今
に
も
尻
で
も
捲
く
つ
て
強
談
す
る
か
と
思

は
れ
る
程
凄
い
文
句
を
な
ら
べ
て
、
啖
呵
を
切
」
っ
た
あ
と
で
、「
案
外
お
前

さ
ん
も
弱
い
ん
だ
ね
。
ま
あ
こ
う
強
く
言
ふ
も
の
ゝ
、
そ
こ
に
は
そ
こ
が
あ
る

も
の
さ
。
水
心
と
魚
心
と
い
ふ
た
と
へ
も
あ
る
通
り
、
何
と
か
色
よ
い
返
事
を

し
て
下
さ
い
よ
、
私
も
可
愛
い
ゝ
た
つ
た
一
人
の
妹
の
事
だ
、
何
と
か
荒
立
て

ん
で
も
よ
い
相
談
が
あ
つ
た
ら
、
一
番
乗
り
ま
せ
ふ
よ
…
…
」
と
述
べ
る
。
金

銭
を
要
求
さ
れ
た
文
吉
の
反
応
は
こ
う
だ
。「
文
吉
は
何
か
言
ひ
た
げ
に
口
を

動
か
し
た
、
そ
し
て
突
然
ふ
ら
〳
〵
と
立
上
る
か
と
思
ふ
と
、
忽
ち
ぐ
ら
〳
〵

と
ゆ
ら
め
い
て
、
カ
ー
ツ
と
一
塊
の
血
を
咯
出
し
た
。
そ
し
て
天
も
地
も
真
赤

に
見
え
る
そ
の
最
後
の
瞥
見
中
に
、
お
ゝ
、
血
み
ど
ろ
に
な
つ
て
現
は
れ
た
魔

女
の
幻
し
…
…
」。

　
女
性
は
肉
体
関
係
を
持
っ
た
ら
「
魔
女
」
に
な
る
と
い
う
わ
け
だ
。
彼
ら
を

「
雪
を
ん
な
」
に
と
ど
め
て
お
く
た
め
に
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
忠
告
に
従
っ
て

「
純
潔
な
兄
妹
の
よ
う
な
愛
情
」
を
保
つ
か
、
肉
体
関
係
を
持
た
ぬ
こ
と
、
つ

ま
り
「
不
能
者
」
に
な
る
し
か
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
女
性

を
二
極
化
す
る
構
図
は
、
ブ
ラ
ム
・
ダ
イ
ク
ス
ト
ラ
が
『
倒
錯
の
偶
像
│
│
世

紀
末
幻
想
と
し
て
の
女
性
悪
』（
平
6
・
4
刊
）
で
分
析
し
た
女
性
嫌
悪
の
世

界
と
の
連
続
性
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
、
木
股
知
史
が
芥
川
龍
之
介
の
「
藪
の

中
」
を
分
析
す
る
中
で
指
摘
し
た
「
性
差
の
固
定
観
念
の
拘
束
」（「〈
も
う
一

つ
の
別
の
物
語
〉
│
│
『
藪
の
中
』
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」「
日
本
文
学
」
平

6
・
11
）
に
葛
西
善
蔵
も
囚
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
な
お
、
こ

の
「
不
能
者
」
は
葛
西
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
あ
る
程
度
定
着
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
大
正
十
四
年
七
月
号
の
「
不
同
調
」
の
「
一
題
一
答
」
で
間
宮
茂
輔

が
「
作
家
に
イ
ン
ポ
テ
ン
ト
多
き
は
何
故
か
」
と
い
う
問
い
を
出
し
て
、
自
ら

「
古
く
は
、
葛●

西●

善●

蔵●

氏
、
近
く
は
、
宇●

野●

浩●

二●

氏
等
、
陰
に
陽
に
、
イ
ン
ポ

テ
ン
ト
な
る
を
ほ
の
め
か
せ
し
に
非
ず
や
」
と
答
え
て
い
た
。

　
自
ら
を
超
越
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
置
こ
う
と
す
る
志
向
が
存
在
す
る
以
上
、

平
野
の
分
類
す
る
心
境
小
説
と
見
ま
が
う
よ
う
な
作
品
が
発
表
さ
れ
て
い
た
と

し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
例
え
ば
、
大
正
九
年
十
月
に
北
海
道
の
次
姉
村
井
ち

よ
を
訪
ね
た
こ
と
に
題
材
を
取
っ
た
「
姉
を
訪
ね
て
」（「
人
間
」
大
10
・
7
）
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で
は
、「
私
」
の
状
態
が
「
生
の
自
己
破
壊
、
生
活
の
危
機
│
│
さ
う
云
つ
た

焦
燥
と
絶
望
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
、
私
は
ち
つ
と
も
落
付
い
て
居
ら
れ
な
い
不

安
な
気
持
ち
だ
つ
た
。
不
慮
な
、
ま
つ
た
く
思
ひ
も
か
け
な
い
や
う
な
事
件
で

も
突
発
し
て
根
本
的
な
破
滅
に
陥
る
か
、
そ
れ
と
も
近
い
う
ち
に
死
ぬ
る
の
で

は
な
い
か
と
云
つ
た
や
う
な
不
安
に
襲
は
れ
勝
で
あ
つ
た
。」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。「
私
」
は
「
隠
れ
家
」
を
求
め
て
、
北
海
道
を
訪
れ
る
の
だ
が
、
北
海

道
の
「
新
鮮
過
ぎ
て
荒
つ
ぽ
く
冷
酷
な
感
じ
」
に
「
自
分
の
や
う
な
懶
弱
な
人

間
の
神
経
が
堪
え
ら
れ
さ
う
も
な
い
」
こ
と
を
自
覚
す
る
。「
隠
れ
家
の
空
想

は
、
脆
く
も
破
れ
」
て
し
ま
う
が
、「
私
」
は
自
暴
自
棄
に
な
ら
ず
に
こ
う
思

う
の
で
あ
る
。「
私
は
や
は
り
飽
く
ま
で
も
単
純
に
、
た
ゞ
姉
た
ち
と
会
ふ
為

め
に
来
た
│
│
さ
う
単
純
に
自
分
の
心
持
を
片
付
け
て
了
つ
た
方
が
、
此
際
双

方
の
為
め
に
い
ゝ
印
象
を
分
ち
合
ふ
こ
と
に
な
る
だ
ら
う
と
、
私
は
賢
く
も
思

ひ
つ
い
た
の
で
あ
つ
た
。
久
し
ぶ
り
の
姉
、
初
め
て
会
ふ
義
兄
や
甥
や
姪
│
│

私
は
わ
る
い
印
象
を
残
し
て
来
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
恐
ら
く
私
は
、
二
度
と

は
訪
ね
て
来
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
。
肉
親
と
は
云
つ
て
も
、
こ
の
世
で
は
、

実
に
儚
な
い
、
淋
し
い
関
係
の
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
人
生
な
の
だ
。

…
…
」。
そ
し
て
姪
と
甥
に
出
会
い
家
に
案
内
さ
れ
、
姉
を
待
つ
間
に
「
私
」

は
あ
る
「
満
足
」
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

　
或
は
、「
日
な
た
」（「
解
放
」
大
12
・
3
）
で
は
、
弟
の
妻
が
「
医
者
に
も

も
う
手
の
つ
け
や
う
の
な
い
程
度
の
肺
病
」
で
倒
れ
る
が
、
弟
が
子
ど
も
を
慈

し
む
姿
を
見
て
、
こ
う
思
う
の
で
あ
る
。「
私
は
ど
う
か
す
る
と
、
此
二
三
年

そ
れ
か
ら
そ
れ
と
打
続
い
て
来
た
自
分
等
の
不
幸
な
運
命
に
対
し
て
、
自
棄
的

な
腹
立
た
し
い
気
持
を
起
さ
せ
ら
れ
た
が
、
し
か
し
庄
治
の
、
細
君
の
看
病
の

隙
を
見
て
は
、
斯
う
し
て
子
供
を
負
ぶ
つ
て
、
少
し
で
も
い
ゝ
空
気
、
日
光
に

当
て
た
い
と
思
つ
て
午
前
に
午
後
に
散
歩
に
出
て
来
る
姿
を
見
て
は
、
胸
が
熱

く
な
る
気
が
し
た
。
…
…
」。
そ
し
て
別
れ
際
に
も
、「
彼
等
と
別
れ
て
見
付
か

ら
電
車
に
乗
つ
た
が
、
汚
れ
た
紡
績
絣
の
ね
ん
ね
こ
姿
の
彼
等
を
車
掌
台
か
ら

眺
め
て
、
や
は
り
胸
の
熱
く
な
る
の
を
覚
え
た
。
素
直
な
心
を
失
つ
て
は
な
ら

な
い
│
│
や
が
て
濠
端
の
日
向
に
立
つ
た
彼
等
の
丸
い
後
姿
が
、
自
分
に
斯
う

教
へ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
た
。」
と
感
ず
る
の
で
あ
る
。
家
族
が
葛
西
の
心
理

的
な
安
定
要
因
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
破
滅
型
の
作
家
ら
し
か
ら
ぬ
作
品
「
日
な
た
」
を
同
時
代
の
評
者
は
好

意
的
に
評
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
小
島
徳
弥
は
「
こ
の
作
者
特
有
の
緊
縮
し
た

描
写
の
才
能
を
見
せ
て
ゐ
る
。
二
頁
の
作
品
、
ま
こ
と
に
金
玉
の
文
字
と
云
は

れ
る
。
味
つ
て
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。」（「
三
月
の
文
壇
」
二
「
国

民
新
聞
」
大
12
・
3
・
4
）、
竹
内
順
三
郎
は
「
時
代
の
空
気
に
触
れ
る
こ
と

は
少
い
、
併
し
短
い
な
が
ら
全
部
は
作
者
の
実
感
だ
、
そ
こ
に
強
み
が
あ
る
。」

（「
健
実
な
作
品
を
求
む
　
三
月
号
月
評
」
五
「
や
ま
と
新
聞
」
大
12
・
3
・

9
）
と
述
べ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
安
定
的
な
心
境
を
獲
得
で
き
る
「
私
」
の
姿
か
ら
は
、
破
滅
的

な
人
生
を
送
っ
た
は
ず
の
〈
私
小
説
作
家
〉
葛
西
の
姿
は
見
え
て
こ
な
い
。
こ

う
し
た
葛
西
の
姿
を
中
心
に
見
て
い
け
ば
、
広
津
の
い
う
「
東
洋
的
な
枯
淡
の

世
界
に
平
安
な
心
境
を
見
出
し
て
ゐ
」
る
葛
西
像
が
析
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

赤
船
月
船
は
葛
西
を
「
隠
れ
た
る
君
子
」
と
見
て
、
苦
労
が
彼
を
「
純
粋
な
も
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の
」
と
し
「
ま
す
ま
す
そ
の
人
間
に
底
光
り
を
出
し
て
来
た
。」（「
葛
西
善
蔵

論
」「
二
六
新
報
」
大
11
・
8
・
3
〜
5
、
7
、
8
）
と
論
じ
て
い
た
。
石
浜

金
作
は
葛
西
の
文
学
を
「
一
種
の
風
格
と
い
ふ
べ
き
気
稟
を
湛
へ
て
ゐ
る
」

「『
風
格
の
芸
術
』」（「
葛
西
善
蔵
研
究
」「
新
潮
」
大
11
・
10
）
と
命
名
し
て
い

た
。
実
は
、
平
野
謙
自
身
も
葛
西
を
分
類
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
、
座
談
会

「
私
小
説
の
本
質
と
問
題
点
」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
37
・
12
）
で
「
あ
の
人
は

困
る
。（
論
者
注
　「
調
和
型
」
で
も
「
破
滅
型
」
で
も
）
ど
つ
ち
で
も
は
い

る
。」
と
認
め
て
い
た
。

　
葛
西
の
操
作
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
幾
つ
か
考
察
し
て
き
た
が
、
も
っ
と
も
効
果

的
だ
と
思
わ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
肺
結
核
で
あ
る
。
梶
井

基
次
郎
を
想
起
す
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、
肺
結
核
を
罹
患
す
る
こ
と
は
、

平
野
の
図
式
で
い
え
ば
、〈
私
小
説
作
家
〉
に
と
っ
て
の
「
根
源
の
モ
テ
ィ
ー

フ
」
で
あ
る
「
生
の
危
機
感
」（「
私
小
説
の
二
律
背
反
」）
を
獲
得
す
る
こ
と

に
な
り
、
そ
の
上
、〈
死
に
至
る
病
〉
に
犯
さ
れ
た
作
家
と
い
う
究
極
の
自
己

像
を
得
た
こ
と
に
な
る
。
最
後
の
場
面
で
喀
血
し
た
「
不
能
者
前
後
」
の
文
吉

は
虚
構
の
人
物
だ
っ
た
が
、
葛
西
自
身
を
連
想
さ
せ
る
主
人
公
が
登
場
す
る
作

品
で
は
ど
の
よ
う
に
こ
の
表
象
は
扱
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

3
　
葛
西
の
場
合
、
最
初
の
作
品
「
哀
し
き
父
」（「
奇
蹟
」
大
1
・
9
）
の
主
人

公
が
喀
血
し
て
「
自
分
も
こ
れ
で
ラ
イ
フ
の
洗
礼
も
済
ん
だ
、
こ
れ
か
ら
は
す

こ
し
は
お
と
な
に
な
る
だ
ら
う
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
の
が
有
名
で
あ
る
。
た

だ
、「
仲
間
」（「
野
依
雑
誌
」
大
10
・
9
）
で
「
そ
の
時
分
の
私
の
生
活
を
書

い
た
も
の
だ
が
、
喀
血
だ
け
は
付
け
た
り
で
あ
る
が
」
と
明
か
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
虚
構
の
設
定
だ
っ
た
。
し
か
し
、「
仲
間
」
で
は
先
の
文
章
に
続
い
て
、

「
丁
度
時
候
も
同
じ
頃
で
、
や
は
り
今
と
同
じ
や
う
な
気
分
状
態
か
ら
さ
う
し

た
予
感
を
書
い
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
が
十
年
後
の
今
日
た
う
と
う
事
実

と
し
て
現
は
れ
て
来
た
│
│
さ
う
云
つ
た
宿
命
的
な
こ
と
が
考
へ
出
さ
れ
た
。」

と
告
白
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
津
軽
書
房
版
全
集
別
巻
の
年
譜
に
よ
れ
ば
、
葛

西
は
大
正
十
年
五
月
二
十
四
日
に
上
京
し
て
、
代
々
木
富
ヶ
谷
の
弟
勇
蔵
の
借

間
に
同
居
し
た
際
に
、
喀
血
を
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
件
が
こ
の

作
品
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
仲
間
」
は
、
前
半
で
時
流
か
ら
遅

れ
た
貧
乏
作
家
の
「
私
」
と
「
五
つ
六
つ
も
年
下
で
、
文
壇
の
人
気
者
で
、
立

派
に
門
戸
を
張
り
親
妻
子
を
も
贅
沢
に
養
つ
て
居
る
連
中
」
と
が
対
比
的
に
描

か
れ
て
い
る
。

　
冒
頭
で
「
私
」
は
こ
ん
な
言
い
訳
を
始
め
る
。「
私
は
ま
た
も
、
斯
ん
な
戯

文
を
書
い
て
金
に
換
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
を
、
悲
し
く
恥
か
し
く

思
ふ
。
私
は
つ
ひ
こ
の
前
同
じ
や
う
な
も
の
を
発
表
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
貧

乏
し
て
そ
ち
こ
ち
浮
浪
し
歩
い
た
と
云
ふ
何
の
変
哲
も
趣
向
も
な
い
所
謂
実
生

活
の
紙
屑
文
学
で
あ
る
。
今
度
も
そ
れ
の
繰
返
し
以
外
に
何
物
も
な
い
の
だ
と

思
ふ
と
、
書
く
張
合
ひ
も
な
し
、
読
者
へ
も
申
訳
な
い
次
第
で
あ
る
が
、
ど
う

に
も
仕
様
の
な
い
場
合
な
の
で
、
偏
へ
に
御
宥
恕
を
乞
ひ
た
い
の
で
あ
る
」。

「
つ
ひ
こ
の
前
同
じ
や
う
な
も
の
」
を
発
表
し
た
と
い
う
の
は
「
浮
浪
」（「
国
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本
」
大
10
・
5
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
葛
西
が
こ
の
タ
イ
プ
の
作
品
ば
か
り
書

い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
我
々
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、「
私
」
は
自
分
の
創
作
力
の
な
さ
を
次
の
よ
う
に
嘆
い
て
い
る
。

　（
前
略
）
そ
れ
に
ま
た
、
実
際
私
に
は
何
も
書
け
さ
う
に
な
か
つ
た
。

そ
ん
な
気
分
に
な
れ
な
か
つ
た
。
さ
う
か
と
云
つ
て
他
に
収
入
の
途
の
無

い
自
分
の
こ
と
だ
か
ら
、
要
す
る
に
近
所
へ
の
支
払
ひ
を
一
日
遁
れ
の
言

訳
で
こ
の
何
ケ
月
を
過
し
て
来
た
訳
で
あ
つ
た
。
四
月
に
入
つ
て
陰
湿
な

寺
住
ゐ
の
気
分
も
少
し
和
ら
ぎ
か
け
、
仕
事
の
方
に
少
し
心
が
動
き
か
け

さ
う
に
な
る
と
、
今
度
は
ま
た
喘
息
の
方
が
芽
を
吹
き
出
し
た
。
強
く
は

来
な
い
が
毎
日
そ
の
気
分
が
続
い
た
。
日
々
が
実
に
重
荷
で
あ
つ
た
。
暗

鬱
、
孤
独
、
貧
乏
│
│
生
は
、
私
に
取
つ
て
は
充
分
に
忌
避
す
る
に
値
ひ

す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
所
謂
都
会
的
、
貴
族
的
、
享
楽
的
│
│
さ
う
云
つ

た
や
う
な
傾
向
の
芸
術
が
現
在
の
流
行
の
中
心
を
な
し
て
居
る
も
の
と
す

れ
ば
、
私
の
如
き
は
余
り
に
縁
の
遠
い
人
間
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
が
そ

の
点
に
つ
い
て
は
、
私
は
自
分
の
孤
独
を
嘆
い
て
ゐ
な
い
。
私
の
一
番
悲

し
く
思
ふ
こ
と
は
、
貧
乏
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
貧
乏
に
打
克
つ
て

グ
ン
〳
〵
金
持
に
な
つ
て
行
け
る
ほ
ど
の
豊
富
な
創
作
力
を
恵
ま
れ
て
ゐ

な
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
昨
年
は
一
昨
年
よ
り
も
貧
乏
し
た
が
、
今
年

は
ま
た
昨
年
に
輪
を
か
け
て
の
貧
乏
で
あ
る
。
こ
の
順
序
で
以
て
進
ん
で

行
く
と
す
る
と
…
…
…
…
お
ゝ
神
よ
、
私
の
前
途
に
憫
れ
み
を
垂
れ
給
へ

│
│
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。（
後
略
）

　
こ
う
し
た
前
置
き
は
徹
底
し
て
自
己
卑
下
す
る
こ
と
で
、
芸
術
家
と
し
て
の

自
己
の
誠
実
さ
を
示
す
一
方
、「
文
壇
の
人
気
者
」
の
堕
落
ぶ
り
を
対
比
的
に

強
調
す
る
た
め
の
設
定
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
誇
張
が
あ
っ
た
。
葛
西

が
実
際
に
発
表
し
た
小
説
の
枚
数
を
四
百
字
の
原
稿
用
紙
に
換
算
す
る
と
、
大

正
八
年
は
約
三
百
三
枚
、
大
正
九
年
は
約
二
百
七
十
六
枚
、
大
正
十
年
は
約
四

百
七
十
三
枚
と
な
る
。
少
な
く
と
も
、「
今
年
」
が
貧
乏
だ
と
し
て
も
、
そ
の

理
由
は
「
創
作
力
」
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
と
い
う
の
も
、
仮
に
原

稿
料
を
大
正
八
年
八
月
時
点
の
一
円
六
十
銭
で
計
算
し
て
見
て
も）8
（

、
八
年
は
約

四
百
八
十
円
、
九
年
は
約
四
百
四
十
円
、
十
年
は
約
七
百
五
十
円
と
な
る
。
こ

の
他
に
単
行
本
の
印
税
や
感
想
な
ど
の
小
説
以
外
の
原
稿
料
収
入
が
あ
っ
た
こ

と
を
考
え
る
と
、
こ
の
金
額
以
上
の
も
の
を
葛
西
は
入
手
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
大
正
十
一
年
二
月
号
の
「
改
造
」
に
発
表
さ
れ
た
「
朝
詣
り
」
で
は
、

例
に
よ
っ
て
、
小
説
が
書
け
な
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

中
で
「
四
百
円
位
ゐ
掻
き
集
め
る
つ
も
り
」
で
十
二
月
二
十
六
日
に
上
京
し
た

「
私
」
は
そ
れ
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
第
一
銀
行
の
初
任

給
が
こ
の
こ
ろ
五
十
円
前
後
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
大
正
十

年
に
つ
い
て
は
「
私
」
の
嘆
き
に
は
は
な
は
だ
し
い
誇
張
が
あ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
冒
頭
部
分
は
、
葛
西
自
身
の
文
壇
的
地
位
を
隠
蔽
し

な
が
ら
、
自
分
の
「
芸
術
」、「
貧
し
い
自
伝
的
な
小
説
」
に
忠
実
だ
っ
た
た
め

に
、「
所
謂
都
会
的
、
貴
族
的
、
享
楽
的
」
と
い
う
「
流
行
」
の
「
芸
術
」
に

置
い
て
行
か
れ
て
「
貧
乏
」
に
な
っ
た
こ
と
を
嘆
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
家

と
し
て
の
誠
実
さ
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
上
京
し
た
「
私
」
は
単
行
本
出
版
の
斡
旋
を
頼
ん
だ
「
文
壇
の
人
気
者
」
の
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一
人
で
友
人
の
野
田
│
│
モ
デ
ル
は
宇
野
浩
二
│
│
の
も
と
を
訪
れ
る
。
し
か

し
、
出
版
社
が
「
私
」
の
本
は
「
て
ん
で
売
れ
な
い
も
の
と
思
ひ
込
ん
で
る
」

た
め
に
交
渉
に
失
敗
し
た
こ
と
を
告
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。「
私
」
は
野
田
に
誘

わ
れ
て
、
タ
ク
シ
ー
で
丸
山
│
│
モ
デ
ル
は
三
上
於
菟
吉
│
│
の
家
に
向
か
う
。

「
私
」
は
車
中
で
野
田
を
「
安
田
善
翁
」、
丸
山
を
「
大
倉
鶴
翁
」
と
い
う
大
実

業
家
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
で
彼
ら
の
拝
金
主
義
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
丸
山

の
家
で
は
、「
人
気
者
」
た
ち
に
「
貧
乏
」
故
に
「
愚
弄
」
さ
れ
る
姿
を
描
い

て
い
た
。
そ
し
て
、
突
然
、「
私
」
は
こ
う
告
白
す
る
の
で
あ
る
。

　
が
こ
ゝ
で
、
私
は
こ
の
原
稿
を
二
十
日
余
り
休
止
し
て
ゐ
た
の
だ
つ
た
。

そ
の
間
に
私
は
二
度
喀
血
し
て
ゐ
た
。
今
日
は
七
月
四
日
で
あ
る
。
私
が

鎌
倉
を
出
て
来
た
の
は
五
月
二
十
四
日
だ
つ
た
か
ら
、
丁
度
四
十
日
か
ら

経
つ
て
ゐ
る
訳
で
あ
る
。（
中
略
│
│
弟
が
「
激
烈
な
胃
痙
攣
」
を
お
こ

し
、
義
母
の
病
を
知
ら
せ
る
父
か
ら
の
書
簡
が
届
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て

い
る
）
思
ひ
が
け
な
い
、
そ
し
て
重
大
な
不
幸
が
ま
た
一
つ
殖
え
た
訳
で

あ
る
。
母
の
失
明
│
│
衰
弱
│
│
死
│
│
一
人
取
残
さ
れ
た
老
い
た
父

│
│
私
は
う
つ
ろ
な
眼
を
、
ぽ
か
ん
と
い
つ
ま
で
も
活
字
の
上
に
投
げ
て

ゐ
た
。
私
た
ち
の
運
命
は
、
最
早
致
命
的
な
も
の
で
あ
つ
た
。
私
は
全
く

気
弱
な
、
無
抵
抗
な
気
持
で
一
日
々
々
を
送
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
一
肺

葉
半
部
の
重
症
と
云
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
所
謂
第
二
期
に
ま
で
進
ん
で
ゐ

る
の
で
あ
る
。
／
斯
ん
な
訳
な
の
で
、
私
も
最
早
斯
う
し
た
巫
山
戯
た
や

う
な
、
ま
た
野
田
な
ん
か
に
お
愛
嬌
を
呈
し
た
り
す
る
や
う
な
も
の
を
書

く
気
持
は
、
根
本
的
に
無
く
な
つ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
私
は
金

が
入
用
だ
、
私
は
一
日
も
早
く
寺
へ
帰
つ
て
、
静
か
な
謙
遜
な
気
持
で
、

自
分
の
貧
し
い
自
伝
的
な
小
説
で
も
書
き
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
だ

け
が
自
分
の
唯
一
の
希
望
だ
。
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
運
命
の
思
召
し
に
任

せ
る
ほ
か
は
な
い
の
だ
。

　
時
流
に
乗
り
遅
れ
て
「
貧
乏
」
を
し
て
い
る
上
に
、
弟
の
病
、「
母
の
失
明

│
│
衰
弱
│
│
死
│
│
一
人
取
残
さ
れ
た
老
い
た
父
」、
そ
し
て
自
ら
の
喀
血

と
不
幸
が
矢
継
ぎ
早
に
「
私
」
を
襲
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
喀
血
は

「
私
」
を
追
い
詰
め
る
深
刻
な
一
撃
に
な
る
は
ず
な
の
だ
が
、
こ
の
作
品
で
の

扱
い
は
違
っ
て
い
る
。

　
作
品
の
後
半
で
「
私
」
は
原
稿
を
世
話
し
て
く
れ
る
「
文
壇
の
人
気
者
」
で

は
な
く
、
文
壇
か
ら
落
伍
し
た
「
同
年
配
の
古
い
友
人
」
た
ち
に
接
近
す
る
こ

と
に
な
る
。
最
後
は
、
そ
の
一
人
の
、
妻
に
実
家
に
帰
ら
れ
て
自
棄
に
な
っ
て

酒
を
飲
ん
だ
木
村
に
相
撲
を
取
ろ
う
と
挑
ま
れ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
は
じ
め
は
、

「
駄
目
だ
つ
て
云
ふ
に
！    

そ
ん
な
こ
と
し
た
ら
俺
は
死
ぬ
ぢ
や
な
い
か
…
…
」

と
断
っ
て
い
た
の
に
、
木
村
に
「
死
ん
だ
つ
て
構
は
な
い
。
生
き
と
つ
た
つ
て

何
に
な
る
か
。
さ
あ
来
い
！
」
と
挑
発
さ
れ
て
、
つ
い
か
っ
と
し
て
「
瘠
せ
て

は
ゐ
る
が
背
丈
の
自
分
よ
り
は
四
寸
ほ
ど
も
高
い
彼
の
身
体
に
夢
中
で
跳
び

か
ゝ
つ
て
」
し
ま
う
。

　（
前
略
）
が
む
し
や
ら
な
腰
投
げ
で
一
気
に
彼
を
倒
し
て
抑
え
つ
け
に

か
ゝ
つ
た
が
、
は
ね
返
さ
れ
て
、
再
び
取
組
み
合
に
な
つ
た
が
、
今
度
は

私
が
壁
際
に
抑
え
つ
け
ら
れ
た
。
私
は
拳
固
で
彼
の
咽
喉
を
攻
め
て
防
い

だ
が
、
喀
血
の
恐
怖
は
私
の
頭
を
打
つ
た
。
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　「
貴
様
は
俺
を
殺
す
気
か
…
…
参
つ
た
か
ら
放
せ
、
放
せ
！
」
私
に
は

実
際
彼
の
眼
玉
が
殺
気
に
燃
え
立
つ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
た
。

　「
放
さ
ん
！    

貴
様
の
や
う
な
病
弱
者
は
い
つ
ま
で
経
つ
た
つ
て
放
さ

ん
ぞ
！
」
と
、
彼
は
そ
の
細
長
い
骨
立
つ
た
右
の
膝
頭
で
、
鳩
尾
の
あ
た

り
を
一
層
強
く
抑
え
つ
け
た
。

　「
そ
ん
な
乱
暴
な
こ
と
云
は
ん
で
放
し
て
呉
れ
よ
。
苦
し
い
！    

苦
し

い
！    

俺
は
ま
た
血
が
出
る
よ
。
許
し
て
呉
れ
。
…
…
君
許
し
て
呉
れ

よ
」
と
、
私
は
半
ば
泣
声
に
な
つ
て
、
依
然
彼
の
咽
喉
を
攻
め
な
が
ら
云

つ
た
。

　「
私
」
は
「
静
か
な
謙
遜
な
気
持
で
、
自
分
の
貧
し
い
自
伝
的
な
小
説
」
を

書
く
ど
こ
ろ
か
、
自
暴
自
棄
と
な
っ
た
文
壇
の
落
伍
者
と
の
空
し
い
争
い
の
中
、

死
へ
の
恐
怖
に
お
の
の
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
ド
タ
バ
タ
喜

劇
の
よ
う
な
終
わ
り
方
で
は
肺
結
核
と
い
う
究
極
の
自
己
表
象
を
効
果
的
に
運

用
し
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
堀
木
克
三
は
「
わ
る
い
こ
と
は
な

い
。
ま
た
恐
ら
く
一
生
懸
命
な
所
が
よ
く
出
て
居
て
価
値
あ
る
創
作
で
あ
ら
う
。

（
中
略
）
だ
け
ど
氏
が
生
活
に
対
す
る
態
度
の
中
に
は
何
処
か
誤
り
が
あ
る
。

そ
う
し
て
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
仲
間
の
も
の
の
隆
盛
な
の
が
氏
の
考
へ
る
や
う

に
独
り
仲
間
の
も
の
ゝ
狡
い
か
ら
ば
か
り
で
は
な
い
と
思
ふ
。
こ
の
点
に
於
い

て
も
氏
は
今
や
、
同
情
す
べ
き
限
り
で
は
あ
る
が
、
曲
り
過
ぎ
て
来
た
。
い
ろ

ん
な
意
味
で
自
分
は
葛
西
氏
の
や
う
な
性
格
の
人
に
十
分
に
同
情
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
切
に
葛
西
氏
の
健
全
を
も
望
ま
な
い
で
は
居
ら
れ
な
い
。」（「
九
月

の
文
壇
」
五
「
国
民
新
聞
」
大
10
・
9
・
21
）
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
た
。

　
続
い
て
発
表
さ
れ
た
「
雨
」（「
中
央
公
論
」
大
10
・
11
）
で
は
、
表
象
の
扱

い
方
は
一
変
し
て
い
る
。「
私
」
は
肺
結
核
を
治
療
す
べ
く
、
静
養
に
努
め
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
海
岸
の
散
歩
の
後
で
、
激
し
い
「
吐
瀉
下
痢
」
を
し

て
す
っ
か
り
悲
観
し
て
、
こ
う
述
懐
す
る
。「
胃
痙
攣
の
痛
み
が
消
え
る
と
、

肺
尖
の
方
が
心
配
に
な
り
出
し
た
。
薬
を
飲
み
始
め
て
か
ら
四
ケ
月
に
も
な
り
、

カ
ル
シ
ウ
ム
注
射
も
二
十
回
も
し
、
出
来
る
だ
け
栄
養
に
も
気
を
つ
け
て
来
た

つ
も
り
だ
つ
た
が
、
こ
の
一
回
の
失
策
で
す
べ
て
水
泡
に
帰
し
て
し
ま
つ
た
や

う
な
絶
望
が
感
じ
ら
れ
た
。
薬
も
栄
養
も
何
の
頼
り
に
も
な
ら
な
い
の
だ
と
思

ふ
と
、
心
細
か
つ
た
。
こ
の
何
ケ
月
│
│
い
や
何
年
に
も
欠
か
し
た
こ
と
の
な

い
晩
酌
も
や
れ
な
い
や
う
に
な
つ
て
は
、
最
早
お
し
ま
ひ
だ
と
云
ふ
気
が
さ
れ

た
。
雨
続
き
の
此
頃
の
時
候
が
、
何
よ
り
毒
だ
つ
た
の
だ
と
、
怨
め
し
く
思
は

れ
た
。
こ
の
一
冬
が
無
事
に
越
せ
る
か
と
思
ふ
と
、
悲
し
く
思
は
ず
に
ゐ
ら
れ

な
か
つ
た
。『
放
浪
二
十
年
、
結
局
骨
成
金
に
な
つ
て
、
Ｒ
や
Ｓ
君
な
ど
に
送

ら
れ
て
郷
里
の
老
い
た
父
の
許
に
帰
る
こ
と
に
な
る
ん
だ
ら
う
…
…
』
さ
う
諦

め
る
ほ
か
な
い
と
思
つ
た
」。
そ
し
て
「
生
前
一
杯
の
酒
と
云
つ
た
気
持
」
に

な
っ
て
、
夜
中
に
一
人
、
燗
を
つ
け
る
た
め
の
火
を
お
こ
す
の
で
あ
る
。

　「
私
」
は
作
中
で
一
緒
に
散
歩
を
し
た
Ｔ
氏
か
ら
あ
る
「
海
軍
士
官
の
面
白

い
失
恋
談
」
を
聞
か
さ
れ
て
、「
僕
も
此
頃
は
つ
く
〴
〵
貧
乏
や
肺
病
小
説
は

厭
に
な
つ
て
る
ん
で
す
が
、
そ
ん
な
小
説
が
書
け
る
や
う
だ
と
気
分
の
為
め
に

も
た
い
へ
ん
い
ゝ
と
思
ふ
ん
で
す
が
ね
え
、
や
つ
ぱ
し
書
け
な
い
ん
で
す
ね
」

と
「
嘆
息
」
し
て
お
り
、
こ
の
作
品
は
ま
さ
に
そ
の
言
葉
を
実
践
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
凄
絶
と
も
い
え
る
印
象
を
読
者
に
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
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れ
る
。

　「
仲
間
」
か
ら
「
雨
」
へ
の
変
化
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
葛
西

の
表
象
管
理
に
一
貫
性
、
或
は
連
続
性
は
な
か
っ
た
。
我
々
は
連
続
し
て
作
品

を
読
む
だ
け
で
、
葛
西
の
「
肺
病
小
説
」
の
虚
構
性
に
厭
で
も
気
づ
か
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
ラ
ス
ト
・
シ
ー
ン
の
描
き
方
の
違
い
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

「
仲
間
」
と
「
雨
」
で
は
、「
私
」
の
症
状
が
違
っ
て
い
る
。「
仲
間
」
で
は
、

「
一
肺
葉
半
部
の
重
症
と
云
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
所
謂
第
二
期
に
ま
で
進
ん
で

ゐ
る
」
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
、「
雨
」
で
は
「
肺
尖
」、
つ
ま
り
当
時
肺
結
核

の
初
期
病
変
と
さ
れ
て
い
た
肺
尖
カ
タ
ル
で
し
か
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、

「
病
友
」（「
局
外
」
大
12
・
6
）
で
は
、
葛
西
を
思
わ
せ
る
「
私
」
は
「
肺
病

の
方
の
心
配
は
も
う
無
く
な
つ
て
ゐ
た
」、「
全
快
し
」
た
こ
と
に
な
っ
て
い
た）9
（

。

　
以
上
の
よ
う
に
、
葛
西
の
、
破
滅
型
の
〈
私
小
説
〉
に
集
約
す
る
こ
と
が
困

難
な
、
い
わ
ば
、
拡
散
し
た
作
品
世
界
を
検
証
し
て
き
て
気
に
な
る
の
は
、
同

時
代
の
読
者
は
ど
う
評
価
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
葛
西
の
場
当
た
り

的
と
も
思
わ
れ
る
戦
略
は
成
功
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
同
時
代
評
を
引
用

し
て
こ
な
か
っ
た
作
品
の
評
を
確
認
し
て
見
よ
う
。

　「
Ｍ
氏
の
失
策
」
に
対
し
て
は
、
村
松
正
俊
は
「
顛
末
報
告
文
学
」（「
新
秋

文
壇
評
」
三
「
読
売
新
聞
」
大
9
・
9
・
3
）
と
、
木
村
毅
は
「
兎
も
角
も
つ

ま
ら
な
い
も
の
だ
。
つ
ま
ら
な
い
も
の
だ
。」（「
新
秋
文
壇
の
印
象
」「
東
京
日

日
新
聞
」
大
9
・
9
・
7
）
と
斬
っ
て
棄
て
て
い
た
。「
暗
い
部
屋
に
て
」
に

対
し
て
、
江
口
渙
は
「
読
ん
で
、
私
は
ほ
ん
と
う
に
一
寸
驚
い
た
位
だ
。
何
と

な
れ
ば
書
き
方
が
、
あ
ま
り
に
無
茶
苦
茶
だ
か
ら
で
あ
る
。『
一
体
こ
れ
は
何

を
書
か
う
と
し
た
も
の
だ
』
と
真
顔
に
な
つ
て
作
者
に
質
問
す
る
よ
り
も
、

『
何
で
も
彼
で
も
近
所マ

マ隣
に
こ
ろ
が
つ
て
ゐ
る
物
を
寄
せ
集
め
て
来
て
、
小
説

の
中
へ
叩
き
込
ん
だ
ん
だ
ら
う
』
と
云
ふ
方
が
当
つ
て
ゐ
る
。
叩
き
込
ま
れ
た

奴
こ
そ
全
く
好
い
災
難
だ
。
同
時
に
そ
れ
を
読
ま
さ
れ
る
読
者
も
、
矢
張
同
じ

程
度
に
災
難
だ
。」（「
十
月
文
壇
月
評
」
四
「
読
売
新
聞
」
大
9
・
10
・
6
）

と
酷
評
し
て
い
た
。「
不
能
者
前
後
」
に
つ
い
て
、
村
松
正
俊
は
「
支
離
滅
裂

な
作
品
で
あ
る
。」
と
述
べ
、
喀
血
の
場
面
に
は
「
落
語
の
落
ち
で
あ
る
。
従

つ
て
こ
の
作
も
落
語
以
上
の
存
在
権
を
主
張
し
よ
う
と
は
い
は
な
い
。」（「
一

月
の
創
作
か
ら
」
一
「
読
売
新
聞
」
大
10
・
1
・
19
）
と
手
厳
し
い
評
価
を
し

て
い
た
。

　
葛
西
の
作
品
の
評
価
に
は
批
判
的
な
も
の
が
多
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
も
、
広
津
と
同
様
に
、
葛
西
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
の
欺
瞞
性
に
気

が
つ
い
て
、
葛
西
に
〈
不
健
全
〉
さ
を
感
じ
取
っ
て
「
切
に
葛
西
氏
の
健
全
を

も
望
ま
な
い
で
は
居
ら
れ
な
い
。」（「
九
月
の
文
壇
」
五
）
と
要
望
し
て
い
た

堀
木
克
三
の
よ
う
な
評
者
も
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
の
〈
私
小

説
〉
に
対
す
る
批
判
の
高
ま
り
に
も
よ
る
が
、
同
時
に
、
生
田
春
月
の
次
の
発

言
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
道
主
義
的
枠
組
か
ら
〈
現
代
社
会
〉
を

批
判
し
た
と
意
味
づ
け
ら
れ
た
「
子
を
つ
れ
て
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
残
存
し

て
い
た
た
め
、
そ
の
世
界
へ
回
帰
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
と
も
考

え
ら
れ
る）10
（

。「
葛
西
氏
は
楽
屋
落
小
説
、
友
達
小
説
で
売
出
し
た
作
家
で
あ
る
。

そ
し
て
楽
屋
落
小
説
、
友
達
小
説
に
対
す
る
非
難
が
猛
然
と
し
て
起
つ
た
時
、

そ
の
波
を
頭
か
ら
か
ぶ
つ
た
一
人
で
あ
る
。
然
し
、『
子
を
つ
れ
て
』
一
巻
中
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の
諸
作
は
、
さ
う
し
た
非
難
に
よ
つ
て
斥
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
つ
た
。

そ
こ
に
は
兎
に
角
、
小
さ
い
か
は
知
ら
ぬ
が
、
独
自
の
芸
術
家
が
あ
つ
た
」

（「
も
つ
と
視
野
を
広
め
よ
」「
新
潮
」
大
10
・
3
）。

　
当
然
、
葛
西
が
小
説
の
書
け
な
い
苦
労
を
述
べ
た
作
品
や
「
三
頁
小
説
」
と

呼
ば
れ
た
短
編
小
説
に
対
し
て
も
厳
し
い
評
価
が
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
加

藤
武
雄
は
「
疵
」（「
新
潮
」
大
11
・
7
）
を
批
評
す
る
中
で
、「
葛
西
君
の
小

説
の
多
く
が
、
い
ゝ
小
説
を
書
か
う
と
し
て
苦
し
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
そ
の
事
を

題
材
と
し
た
、
い
は
ゞ
、
創
作
苦
心
談
乃
至
創
作
楽
屋
話
の
延
長
見
た
や
う
な

も
の
で
あ
る
事
も
私
に
は
不
満
で
あ
る
。
桃
太
郎
が
鬼
征
伐
に
出
か
け
た
は

い
ゝ
が
鬼
が
島
へ
は
行
き
つ
か
な
い
で
、
道
草
ば
か
り
食
つ
て
ゐ
て
、
そ
し
て

そ
の
道
中
の
出
来
事
ば
か
り
報
告
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
私
達
の
見
た
い
の
は
、

鬼
の
首
だ
、
宝
物
だ
。
道
中
記
は
も
う
沢
山
だ
。」（「
七
月
文
壇
の
一
瞥
」
三

「
報
知
新
聞
」
大
11
・
7
・
9
）
と
厳
し
い
注
文
を
つ
け
て
い
た
。
或
は
、
葛

西
を
高
く
評
価
し
て
い
た）11
（

生
田
長
江
で
も
「
病
友
」
を
読
ん
で
こ
ん
な
不
満
を

も
ら
し
て
い
た
。「
葛●

西●

君
が
三
四
頁
位
の
小
説
を
書
い
て
ゐ
る
の
を
、
最
初

の
内
は
『
よ
ん
ど
こ
ろ
な
く
』
の
事
か
と
思
つ
て
ゐ
た
け
れ
ど
、
そ
の
後
あ
ま

り
度
々
三
四
頁
程
度
の
物
を
拝
見
し
な
れ
る
に
つ
れ
て
、
私
達
の
観
察
も
変
つ

て
来
た
。
今
で
は
別
に
そ
れ
を
気
の
毒
に
思
つ
て
上
げ
る
こ
と
も
な
い
や
う
に

思
ふ
の
で
あ
る
。
／
今
度
の
『
病
友
』
も
三
頁
き
つ
ち
り
の
最
短
篇
小
説
で
、

し
か
も
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
於
て
、
小
説
と
い
ふ
よ
り
日
記
か
、
写
生
か
、
随
筆

と
い
ふ
に
ふ
さ
は
し
い
や
う
な
、
全
く
何
の
仕
組
み
も
な
い
、
ま
こ
と
に
あ
つ

さ
り
し
た
小
品
で
あ
る
。
／
毎
度
の
事
な
が
ら
、
こ
ん
な
あ
つ
さ
り
し
た
小
品

の
内
に
も
、
葛
西
君
の
葛
西
君
た
る
と
こ
ろ
は
や
は
り
出
て
ゐ
る
し
、
葛
西
君

ら
し
く
な
い
事
は
卯
の
毛
ほ
ど
も
書
か
れ
て
ゐ
な
い
。
そ
の
点
に
於
て
、
読
ま

さ
れ
る
我
々
に
は
、
先
づ
先
づ
格
別
の
不
満
も
な
い
と
い
つ
て
お
か
う
。
／
し

か
し
な
が
ら
、
作
者
た
る
葛
西
君
自
身
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
こ
ん
な
に
引
き

つ
づ
き
、
こ
ん
な
に
淡
々
た
る
最
短
篇
小
説
ば
か
り
書
い
て
ゐ
て
満
足
が
出
来

る
で
あ
ら
う
か
」（「
六
月
の
文
壇
」
四
「
報
知
新
聞
」
大
12
・
6
・
14
）。

　
こ
れ
ま
で
引
用
し
て
き
た
同
時
代
評
を
確
認
し
て
わ
か
る
の
は
、
心
境
小
説

型
の
い
く
つ
か
の
作
品
や
「
子
を
つ
れ
て
」
を
連
想
さ
せ
る
作
品
を
除
け
ば
、

厳
し
い
評
価
の
方
が
目
立
っ
て
お
り
、
自
己
を
正
当
化
し
卓
越
化
さ
せ
る
戦
略

が
成
功
し
た
と
は
と
て
も
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る）12
（

。
同
時
に
、
葛
西
の

作
品
世
界
を
読
み
解
き
位
置
づ
け
る
安
定
し
た
「
読
み
の
モ
ー
ド
」
が
成
立
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
く
る
。

　
ま
た
、
も
う
一
つ
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
イ
メ
ー
ジ
戦
略
の
一
貫
性
に

も
問
題
が
あ
る
こ
と
だ
。
す
で
に
、「
肺
病
小
説
」
の
混
乱
は
指
摘
し
た
が
、

「
不
能
者
」
に
つ
い
て
も
、
葛
西
は
「
蠢
く
者
」
の
発
表
に
よ
っ
て
放
棄
し
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
葛
西
は
「
お
せ
い
」（「
改
造
」
大
12
・
1
）
と

い
う
作
品
で
彼
女
と
の
肉
体
関
係
に
つ
い
て
、「
こ
の
三
年
間
の
こ
と
を
考
へ

た
だ
け
で
も
自
分
は
気
の
毒
に
な
ら
ず
に
ゐ
ら
れ
な
い
。
何
と
云
ふ
忠
実
な

い
ゝ
娘
だ
つ
た
ら
う
。
せ
め
て
性
的
に
で
も
慰
め
て
や
る
べ
き
だ
つ
た
ら
う

か
。」
と
、
自
己
中
心
的
な
発
言
で
は
あ
る
が
、「
不
能
者
」
ら
し
く
否
定
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
四
百
字
で
七
枚
程
度
の
も
の
で
あ
る
が
、
新
年

号
に
掲
載
さ
れ
た
た
め
に
、
比
較
的
注
目
さ
れ
て
お
り
同
時
代
評
も
多
い）13
（

。
結



（58） 339

果
と
し
て
、「
不
能
者
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
強
化
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
を
「
蠢
く
者
」
は
真
っ
向
か
ら
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
一
貫
性
、
或
は
連
続
性
の
な
さ
や
混
乱
こ
そ
葛
西
の
作
品
世
界
の

最
大
の
特
徴
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
彼
が
〈
私
小
説
作
家
〉

と
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
自
己
表
象
の
管
理
に
失
敗
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
実
生
活
と
作
品
世
界
と
は
常
に
乖
離
す
る
危
険
、
即

ち
、
実
生
活
に
密
着
し
て
い
る
が
故
に
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
確
保
し
て
い
る
と
思

わ
れ
て
い
た
作
品
が
虚
構
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
暴
露
す
る
危
険
を
常
に

は
ら
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
野
に
代
表
さ
れ
る
葛
西
像
は

葛
西
の
迷
走
す
る
軌
跡
を
無
視
し
、
同
時
代
の
批
判
的
な
評
価
を
組
み
込
ま
な

い
操
作
を
し
た
上
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
不
可

視
の
領
域
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
破
滅
型
の
〈
私
小
説
作
家
〉
葛
西
善

蔵
は
存
在
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
破
滅
型
の
〈
私
小
説
〉
と
心

境
小
説
を
対
に
す
る
こ
と
で
確
立
し
て
い
た
〈
私
小
説
〉
言
説
の
あ
や
う
さ
を

示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
た
と
き
、
車
谷
長
吉
が
文
学

的
出
発
点
と
し
て
葛
西
を
選
択
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
系
譜
を
継
ぐ
上
で
は
、

賢
明
な
判
断
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
葛
西
を
理
想
型
と
す
る
こ
と
は
系

譜
の
虚
構
性
を
暴
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
た
だ
、
見
逃
せ
な
い
の
は
、
葛
西
が
「
蠢
く
者
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
流

通
し
て
い
た
自
己
像
の
重
要
な
柱
│
│
「
不
能
者
」
を
否
定
し
た
こ
と
だ
。
こ

の
選
択
は
超
越
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
ら
他
者
を
批
判
し
貶
め
る
と
い
う
戦
略
を

棄
て
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
葛
西
が
平
野
の
描
く
よ
う
な
破
滅
的
な

自
己
の
姿
を
描
く
〈
私
小
説
作
家
〉
の
方
に
自
ら
軌
道
修
正
し
た
可
能
性
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
、
別
稿
で
、「
蠢
く
者
」
以

降
の
作
品
世
界
を
追
跡
す
る
予
定
で
あ
る）14
（

。

注（
1
）　
車
谷
は
「
意
地
の
文
学
」（『
文
士
の
魂
』
平
13
・
11
刊
）
で
は
、「
嘉
村
礒

多
の
『
業
苦
』」「
の
よ
う
な
私
わ
た
く
し

小
説
を
書
き
た
い
と
い
う
の
が
、
私
の
念
願

だ
っ
た
。」
と
あ
り
、
嘉
村
の
作
品
に
初
め
て
出
会
っ
た
と
き
の
こ
と
を
「
一

読
、
こ
れ
は
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
を
読
ん
だ
、
と
い
う
衝
撃
を
受
け
た
。」
と
回

想
し
て
い
た
。

（
2
）　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
〈
私
小
説
作
家
〉
│
│

葛
西
善
蔵
の
場
合
」（
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
「
人
文
」
平
19
・
3
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）　
こ
の
時
期
の
言
説
の
編
成
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
心
境
小
説
』
の
発

生
│
│
正
宗
白
鳥
復
権
の
背
景
を
読
む
│
│
」（『
文
学
者
は
つ
く
ら
れ
る
』
平

12
・
12
刊
）、「
心
境
小
説
と
徳
田
秋
声
」（
隔
月
刊
「
文
学
」
平
13
・
7
、
8
）、

「
文
芸
復
興
前
後
の
〈
私
小
説
〉
言
説
│
│
嘉
村
礒
多
を
軸
と
し
て
│
│
」（
同

前
　
平
15
・
3
、
4
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
）　
た
だ
し
、
同
時
代
評
を
見
る
限
り
で
は
、
葛
西
の
宣
言
は
注
目
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
だ
。
水
守
亀
之
助
は
「
矢
張
面
白
い
。
老
練
な
も
の
だ
。
そ
し
て
内
容

も
あ
る
。
併
し
、
主
人
公
を
ま
だ
題
名
の
や
う
に
愚
作
家
扱
ひ
す
る
所
に
氏
の

ト
ボ
ケ
タ
や
う
な
面
白
味
が
あ
る
と
共
に
、
も
つ
と
正
し
く
愛
を
以
つ
て
見
な

け
れ
ば
い
け
な
い
で
は
な
い
か
と
云
ふ
不
満
も
起
る
。
要
す
る
に
態
度
の
問
題

だ
。
ツ
キ
離
し
て
ト
ボ
ケ
タ
や
う
な
と
こ
ろ
も
特
色
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら

は
自
然
で
真
実
な
ユ
ー
モ
ア
は
生
れ
て
来
な
い
。（
中
略
）
最
後
に
主
人
公
が

子
供
に
喇
叭
を
買
つ
て
や
ら
う
と
思
ひ
立
つ
と
こ
ろ
は
、
読
者
も
一
緒
に
そ
の
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勇
ま
し
い
喇
叭
の
音
を
き
い
て
ホ
ツ
と
息
抜
き
を
し
た
い
や
う
な
気
持
に
な
つ

て
あ
る
歓
び
を
感
ず
る
。
そ
れ
程
、
一
面
に
於
て
露
は
で
は
な
い
が
病
的
な
イ

ラ
イ
ラ
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
。
矢
張
作
者
は
奇
病
患
者

△

△

△

△

だ
。」

（「
今
月
の
創
作
」
下
「
国
民
新
聞
」
大
8
・
11
・
13
）
と
述
べ
て
い
た
。「
も

つ
と
正
し
く
愛
を
以
つ
て
」
云
々
と
あ
る
よ
う
に
、
水
守
は
人
道
主
義
的
な
発

想
か
ら
こ
の
作
品
を
評
価
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

（
5
）　「
埋
葬
そ
の
ほ
か
」
で
、「
私
」
は
佐
々
木
倉
吉
を
モ
デ
ル
と
し
た
人
物
の
病

床
を
尋
ね
て
「
事
件
の
内
容
と
漂
泊
中
の
旅
日
記
」
を
記
し
た
「
日
記
帳
と
書

翰
紙
に
三
十
枚
位
ゐ
書
い
た
も
の
」
を
託
さ
れ
る
。「
私
は
彼
の
手
記
を
材
料

と
し
て
揶
揄
的
な
対
話
風
な
も
の
を
書
く
つ
も
り
」
に
な
る
が
、
帰
り
に
酔
っ

払
っ
た
「
私
」
は
そ
れ
ら
を
い
れ
た
風
呂
敷
を
ど
こ
か
に
忘
れ
て
し
ま
う
。
こ

れ
は
こ
の
人
物
の
人
生
の
空
し
さ
を
強
調
す
る
た
め
の
虚
構
だ
ろ
う
。
そ
の
結

果
、
作
品
が
連
係
を
失
っ
て
し
ま
い
、
矛
盾
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
が
、
葛
西

は
一
作
ご
と
の
効
果
を
優
先
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
6
）　
そ
の
よ
う
な
見
方
を
、
宮
島
新
三
郎
も
し
て
い
た
。
宮
島
は
「
今
年
の
創
作

界
の
印
象
│
│
混
乱
動
揺
を
極
め
た
文
壇
│
│
」（「
新
潮
」
大
11
・
12
）
で
、

「
大
家
」「
中
堅
作
家
」
の
行
き
詰
ま
り
を
指
摘
し
た
上
で
、「
其
処
で
、
自
分

だ
け
の
型
を
破
ら
う
、
最
つ
と
広
く
社
会
を
見
よ
う
と
い
ふ
や
う
な
意
欲
は
、

自
然
派
作
家
の
中
で
も
、
比
較
的
若
い
人
々
の
間
に
動
い
て
ゐ
た
や
う
に
思
ひ

ま
す
。」
と
し
て
、
葛
西
を
そ
の
例
に
あ
げ
て
こ
う
述
べ
て
い
た
。「『
不
良
児
』、

『
続
不
良
児
』
の
如
き
は
、
何
時
も
の
葛●

西●

式
の
も
の
と
い
つ
て
仕
舞
へ
ば
、

そ
れ
ま
で
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
の
作
は
不
思
議
に
も
現
在
の
社
会
制
度
と

か
、
家
族
生
活
と
か
い
ふ
こ
と
を
、
決
し
て
説
教
的
に
で
な
く
、
如
何
に
も
し

み
〴
〵
し
た
調
子
で
考
へ
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
し
た
」。
勿
論
、
こ
う
し
た

見
方
が
支
配
的
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
小
島
徳
弥
は
同
じ

作
品
に
つ
い
て
、「
何
れ
も
皆
内
省
に
深
く
沈
潜
し
た
静
寂
裡
に
人
生
の
真
の

味
ひ
を
噛
み
し
め
よ
う
と
い
つ
た
風
の
頗
る
禅
味
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
誇

張
し
て
い
へ
ば
、
東
洋
風
の
消
極
的
な
虚
無
思
想
さ
へ
ど
こ
か
に
現
は
れ
て
ゐ

る
。」（「
大
正
十
一
年
創
作
壇
の
人
々
」「
早
稲
田
文
学
」
大
11
・
12
）
と
正
反

対
と
も
い
う
べ
き
評
価
を
下
し
て
い
た
。
葛
西
の
評
価
の
不
安
定
さ
と
と
も
に

大
正
後
期
の
文
学
的
言
説
自
体
の
不
安
定
さ
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
7
）　
葛
西
の
代
作
に
つ
い
て
は
、
中
村
友
が
「『
出
奔
』
小
考
│
│
葛
西
善
蔵
の

代
作
問
題
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」（「
学
苑
」
昭
53
・
1
）、「『
温
泉
村
に
て
』
小

考
」（「
学
苑
」
昭
54
・
1
）
で
論
じ
て
い
る
。
中
村
に
よ
れ
ば
、「
温
泉
村
に

て
」
と
「
彼
等
の
日
曜
日
」
も
代
作
の
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
石
坂
洋
次
郎

の
代
作
は
大
正
十
四
年
八
月
号
の
「
婦
人
倶
楽
部
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
老
婆
」

で
あ
る
。

（
8
）　「
中
央
公
論
」
の
編
集
者
だ
っ
た
木
佐
木
勝
の
日
記
に
「
血
を
吐
く
」（
大

14
・
1
）
の
入
稿
後
に
、「
社
へ
帰
っ
て
善
蔵
氏
の
原
稿
料
十
一
枚
分
八
十
八

円
を
会
計
か
ら
出
し
て
も
ら
う
。」（
大
13
・
12
・
8
『
木
佐
木
日
記
』
第
一

巻
）
と
あ
っ
て
、
大
正
十
三
年
に
は
一
枚
八
円
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
正
九
年
、
十
年
が
八
年
と
同
じ
原
稿
料
だ
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。

（
9
）　
葛
西
自
身
の
「
肺
病
」
が
そ
れ
ほ
ど
悪
い
も
の
だ
っ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。

ま
ず
、
何
よ
り
、
彼
が
す
ぐ
に
死
亡
し
な
か
っ
た
こ
と
が
最
大
の
証
拠
と
な
る

だ
ろ
う
。
津
軽
書
房
版
全
集
別
巻
の
年
譜
に
よ
れ
ば
、
大
正
十
一
年
十
月
に
矢

野
中あ
た
る

医
師
に
よ
っ
て
肺
結
核
の
初
期
段
階
で
あ
る
肺
浸
潤
と
診
断
さ
れ
て
い

た
。

（
10
）　
し
た
が
っ
て
、「
子
を
つ
れ
て
」
を
連
想
す
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
に
は
、

中
沢
静
雄
の
よ
う
な
激
賞
も
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
葛●

西●

善●

蔵●

氏
の

『
浮
浪
』（
国
本
）
を
読
ん
で
、
私
は
同
氏
の
『
子
を
連
れ
て
』
以
来
に
な
い
深

い
感
銘
に
う
た
れ
た
。
恐
ら
く
、
氏
の
実
験
で
あ
る
ら
し
い
『
私
』
な
る
一
人

の
作
家
が
、
借
金
の
た
め
に
仕
事
が
出
来
な
い
で
、
東
北
の
あ
る
海
岸
の
宿
屋

へ
、
土
地
の
友
人
の
紹
介
で
行
つ
た
の
で
あ
る
が
、
初
め
か
ら
金
が
な
い
の
と
、
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友
人
の
冷
淡
の
た
め
に
最
初
の
宿
を
追
ひ
出
さ
れ
て
、
二
三
ケ
所
他
の
宿
屋
を

歩
い
た
上
句
、
結
局
仕
事
も
出
来
ず
東
京
へ
舞
戻
る
と
云
ふ
の
が
荒
筋
で
あ
る
。

／
作
為
の
上
に
も
何
等
の
誇
張
も
な
く
渋
滞
も
な
く
、
い
か
に
も
さ
ら
〳
〵
と

書
か
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
ゐ
て
作
の
底
に
流
れ
て
ゐ
る
実
感
は
び
し
〳
〵
読
者

の
胸
に
迫
つ
て
来
る
も
の
が
あ
る
。
個
個
の
人
物
の
性
格
な
ど
も
い
か
に
も
よ

く
描
か
れ
て
ゐ
た
」（「
五
月
の
創
作
評
」
二
「
国
民
新
聞
」
大
10
・
5
・
5
）。

（
11
）　
生
田
長
江
は
、「
父
の
葬
式
」（「
中
央
公
論
」
大
12
・
2
）
を
批
評
す
る
な

か
で
次
の
よ
う
な
熱
烈
な
賛
辞
を
述
べ
て
い
た
。「
こ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
小

説
と
し
て
読
ん
だ
な
ら
、
ど
ん
な
効
果
を
生
ず
る
も
の
か
知
ら
な
い
が
、
同
じ

作
者
の
他
の
作
品
を
連
想
し
た
り
、
作
者
の
実
生
活
に
つ
い
て
聞
き
知
つ
て
ゐ

る
処
を
背
景
に
し
た
り
し
な
が
ら
読
ん
だ
私
共
に
は
、
や
つ
ぱ
り
こ
の
人
で
な

け
れ
ば
と
思
ふ
物
を
味
は
し
て
く
れ
た
。
／
主
人
公
と
作
者
と
は
、
そ
の
父
の

死
を
、
葬
式
を
、
滑
稽
視
し
な
が
ら
考
へ
込
み
、
滑
稽
化
し
な
が
ら
太
息
を
つ

い
て
ゐ
る
。
さ
う
し
た
ユ
ウ
モ
ア
は
い
つ
も
の
事
な
が
ら
、
泥
深
い
沼
の
底
か

ら
ぶ
く
〳
〵
と
わ
き
上
が
る
、
あ
の
大
き
な
水
泡
の
如
く
飄
軽
で
あ
つ
て
、
し

か
も
そ
れ
以
上
に
無
気
味
で
あ
る
。
／
人
生
に
対
す
る
、
ナ
イ
イ
ヴ
な
肯
定
と
、

セ
ン
テ
イ
メ
ン
タ
ル
な
否
定
と
か
ら
思
ひ
切
つ
て
遠
い
、
こ
の
不
可
思
議
な
、

謎
め
い
た
大
き
な
ユ
ウ
モ
ア
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
表
現
形
式
を
と
つ
て
ゐ
る
か

を
問
は
ず
、
最
高
精
神
に
属
す
る
も
の
と
し
て
の
、
特
別
な
る
敬
意
を
払
は
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
／
ふ
だ
ん
思
つ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
の
事
を
こ
の
機
会
に
於
て

一
言
し
て
お
く
」（「
二
月
の
創
作
」
三
「
報
知
新
聞
」
大
12
・
2
・
8
）。

（
12
）　
こ
の
よ
う
に
確
認
し
た
と
き
、
必
然
的
に
浮
か
ぶ
疑
問
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

何
故
葛
西
が
作
品
を
発
表
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

葛
西
の
「
商
業
価
値
」
に
つ
い
て
の
国
松
昭
の
指
摘
を
引
用
し
て
お
い
た
が
、

木
佐
木
勝
は
自
ら
が
葛
西
に
肩
入
れ
す
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

「（
長
谷
川
）
如
是
閑
氏
が
葛
西
善
蔵
に
対
し
て
興
味
を
抱
く
の
は
、
現
代
が
喪

失
し
て
し
ま
っ
た
人
間
性
の
貴
重
な
一
面
、
世
の
中
の
利
害
に
頓
着
し
な
い
で
、

全
人
格
的
な
創
造
力
を
も
っ
て
仕
事
に
打
ち
込
む
名
人
か
た
ぎ
を
葛
西
善
蔵
に

見
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
自
分
が
葛
西
善
蔵
の
私
生
活
の
で
た
ら
め
ぶ
り
を
憎
み

つ
つ
、
な
お
作
家
と
し
て
の
葛
西
善
蔵
を
棄
て
き
れ
な
い
の
は
ど
う
し
た
も
の

か
と
思
っ
て
い
た
が
、
高
野
君
か
ら
、
如
是
閑
氏
が
葛
西
善
蔵
に
対
し
て
持
つ

好
意
的
観
察
を
伝
え
聞
い
て
、
自
分
も
心
の
底
で
は
や
は
り
葛
西
善
蔵
の
名
人

か
た
ぎ
に
ほ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。（
中
略
）
名
人
か
た
ぎ
は

現
代
の
稀
少
価
値
な
の
で
あ
ろ
う
か
」（
大
15
・
2
・
25
『
木
佐
木
日
記
』
第

二
巻
）。
葛
西
は
「
名
人
か
た
ぎ
」
故
に
大
正
後
期
の
文
壇
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

に
愛
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
13
）　
管
見
に
入
っ
た
中
で
も
っ
と
も
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
藤
森

淳
三
の
月
評
を
示
し
て
お
こ
う
。「
こ
れ
も
素
晴
し
く
う
ま
い
も
の
だ
。
う
ま

い
と
云
ふ
よ
り
も
、
い
ゝ
も
の
だ
。
技
巧
の
妙
は
尽
し
て
な
い
が
、
い
や
寧
ろ

所
謂
無
技
巧
の
技
巧
と
い
ふ
や
つ
で
、
お
そ
ろ
し
く
老
熟
し
た
筆
だ
。
そ
の
老

熟
し
た
僅
か
三
頁
の
筆
の
な
か
に
、
し
み
じ
み
と
人
生
が
味
は
れ
る
」（「
新
年

文
壇
　
そ
の
二
」「
国
民
新
聞
」
大
12
・
1
・
3
）。

（
14
）　
拙
稿
「〈
私
小
説
作
家
〉
の
終
焉
│
│
葛
西
善
蔵
の
場
合
│
│
」（「
学
習
院

大
学
文
学
部
研
究
年
報
」
平
20
・
3
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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he fabricated “ I novelist”  - the case of K
asai Z

enzo
Yoshiaki YA

M
A

M
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T
O

　Since H
irano K

en, K
asai Z

enzo has been seen as a central proponent of 
the “ I novel”  in its self-destructive form

. T
his opinion, however, is a result of 

a research bias that focuses m
ainly on the work of his later years. But a careful 

investigation of the w
ork of K

asai after ko w
o tsurete  had established his 

literary reputation brings out a greatly varied literary universe that m
akes it 

im
possible to classify him

 as a w
riter of the “ I novelist”  genre who only w

rote 
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of his own self-destruction. Critics of Kasai’s own time were in fact harshly 
disparaging of his inconsistent and jumbled literary universe. The 
establishment of the notion of Kasai Zenzo as an “I novelist” by Hirano and 
other literary critics is a result of ignoring the assessment of Kasai’s own 
contemporaries who said that his work lacked consistency. This proves the 
vacuity of the “I novel” hypothesis and the shaky foundation upon which it 
rests.
Key Words: canonization, image-building strategy, misogyny, consumpsion, 
the contemporary criticism


