
『
季
刊
藝
術
』
と
旧
世
代
作
家
再
起
の
季
節

序
章

後

藤

潤

は
じ
め
に

『
季
刊
藝
術
』
は
、
昭
和
四
十
二
年
か
ら
同
五
十
四
年
ま（
１
）で季
刊
藝
術
出

版
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
、
批
評
を
中
心
と
し
た
藝
術
総
合
季
刊
誌
で
あ
る
。

発
行
は
季
刊
藝
術
出
版
が
行
い
、
講
談
社
か
ら
発
売
さ
れ
た
。
編
集
同
人
は

文
学
・
美
術
・
音
楽
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
批
評
家
で
あ
る
江
藤
淳
、
高

階
秀
爾
、
遠
山
一
行
と
、
同
誌
に
お
い
て
作
家
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
編
集

者
の
古
山
高
麗
雄
の
四
人
で
あ
る
。

江
藤
淳
は
、
同
誌
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い（
２
）る。

わ
れ
わ
れ
批
評
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
き
て
い
る
人
間
が
集
ま
っ

て
や
る
雑
誌
と
い
う
の
は
、
大
き
な
意
味
で
の
一
つ
の
批
評
の
行
為
で

す
よ
ね
。
や
は
り
批
評
文
を
書
く
こ
と
と
雑
誌
を
書
く
こ
と
と
は
、
全

く
違
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
延
長
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

こ
の
言
葉
か
ら
は
、『
季
刊
藝
術
』
で
の
活
動
を
江
藤
淳
が
批
評
と
自
覚

し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
よ
っ
て
、
一
九
七
〇
年
代
の
彼
の
批
評
を
考
え

る
上
で
、
同
誌
を
看
過
す
る
こ
と
は
到
底
出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

の
研
究
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ（
３
）た。

さ
て
、
そ
の
『
季
刊
藝
術
』
で
の
十
二
年
半
に
つ
い
て
、
江
藤
は
同
誌
の

座
談
会
に
お
い
て
、「
な
に
か
を
守
る
時
代
、
わ
ず
か
に
あ
る
も
の
を
な
く

さ
な
い
よ
う
に
抵
抗
を
続
け
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
時
代
で
あ
っ
た
よ
う
に

思（
４
）う」
と
述
べ
て
い
る
。「
な
に
か
」
や
「
わ
ず
か
に
あ
る
も
の
」
は
、
明

確
に
語
ら
れ
て
は
い
な
い
た
め
、こ
こ
で
は
恣
意
的
に
解
釈
す
る
の
は
避
け
、

以
下
簡
潔
に
『
季
刊
藝
術
』
と
同
時
代
の
文
学
状
況
を
確
認
し
て
み
た
い
。

そ
れ
は
大
ま
か
に
、
内
向
の
世
代
の
台
頭
か
ら
、
先
行
世
代
の
文
学
と
は

全
く
異
な
る
脱
日
本
化
や
映
像
的
文
体
と
い
う
特
徴
を
持
つ
三
田
誠
広
、
村

上
春
樹
、
村
上
龍
ら
戦
後
生
ま
れ
の
世
代
の
登
場
ま
で
と
い
う
流
れ
で
捉
え

ら
れ
る
。
奥
野
健
男
は
、
村
上
龍
ら
の
登
場
以
前
で
あ
る
昭
和
四
十
九
年
の

『
文
芸
年（
５
）鑑』
で
、「
最
近
の
文
学
傾
向
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
純
文
学
と
大

衆
文
学
の
区
別
が
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
少
く
と
も
そ
の
境
界
が
き
わ
め
て

あ
い
ま
い
に
な
り
つ
つ
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。こ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

前
述
の
世
代
の
流
れ
は
、
さ
ら
に
そ
の
境
界
の
曖
昧
化
が
進
ん
で
い
く
過
程

と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

― 90 ―



例
え
ば
、
昭
和
五
十
一
年
に
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
、
村
上
龍
の
『
限
り
な

く
透
明
に
近
い
ブ
ル
ー
』
の
選（
６
）評で
は
、
片
方
の
大
岡
昇
平
が
積
極
的
に
受

賞
に
反
対
は
し
な
い
が
「
何
が
言
い
た
い
の
か
サ
ッ
パ
リ
わ
か
ら
な
い
」
と

す
れ
ば
、
も
う
一
方
の
井
上
靖
が
「
作
者
の
資
質
と
い
う
も
の
を
感
じ
さ
せ

ら
れ
る
」
と
評
価
す
る
な
ど
、
前
述
し
た
先
行
世
代
と
の
違
い
の
た
め
に
選

考
委
員
の
中
で
も
意
見
が
分
か
れ
た
。
芥
川
賞
の
審
査
で
は
意
見
が
分
か
れ

る
こ
と
は
珍
し
く
は
な
い
が
、
文
壇
で
も
江
藤
淳
が
強
く
批
判
し
、
奥
野
健

男
が
評
価
す
る
な
ど
評
価
は
分
か
れ
続
け
た
。
ま
た
村
上
龍
に
続
き
、
昭
和

五
十
二
年
度
上
半
期
の
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
版
画
家
出
身
の
池
田
満
寿
夫
の

「
エ
ー
ゲ
海
に
捧
ぐ
」
に
つ
い
て
、
永
井
龍
男
が
受
賞
に
反
対
し
、
選
考
委

員
を
辞
任
す
る
と
い
う
事
件
も
起
き
た
。
テ
レ
ビ
な
ど
の
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア

の
普
及
に
よ
っ
て
、
活
字
が
文
化
の
中
心
で
は
な
く
な
っ
た
世
代
の
登
場
に

よ
っ
て
、
旧
来
の
純
文
学
の
価
値
観
に
混
乱
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
旧
来
の
文
学
史
の
記
述
の
み
で
は
十
分
な
文
学
状
況
と
は
い

え
な
い
。
一
般
読
者
へ
と
眼
を
移
し
て
み
た
い
。
藤
井
淑
禎
氏
は
、「
名
作

文
学
と
国
民
文
学
―
―
高
度
成
長
期
の
読
書
状
況
―（
７
）―」
で
、
高
度
成
長
期

に
広
く
読
ま
れ
て
い
た
も
の
が
、
既
成
の
文
学
史
に
沿
う
純
文
学
の
新
作
で

も
、
時
代
の
功
利
的
・
実
用
的
な
風
潮
に
沿
っ
た
も
の
で
も
な
い
、
戦
前
の

名
作
類
や
国
民
文
学
で
あ
っ
た
こ
と
を
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
藤
井
氏
の
行
っ
た
調
査
は
、『
季
刊
藝
術
』
創
刊
後
の
数
年
間
で
あ
る

昭
和
四
十
五
年
頃
ま
で
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
も
読
者
と
同
時
代
の
文
学
と
の

乖
離
は
明
白
だ
ろ（
８
）う。

純
文
学
の
境
界
が
曖
昧
化
し
て
ゆ
き
、
一
方
で
読
者
は
同
時
代
の
文
学
か

ら
離
れ
た
所
に
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
江
藤
淳＝

『
季
刊
藝
術
』
が
重

視
し
、
ま
た
見
出
し
た
の
は
、
如
何
な
る
傾
向
の
文
学
で
あ
り
作
家
で
あ
っ

た
の
か
。
そ
の
作
家
た
ち
に
『
季
刊
藝
術
』
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
働
き
か

け
を
し
、
影
響
を
与
え
た
の
か
、
以
上
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
が
本
稿
の
目

的
で
あ
る
。

一
、
旧
世
代
作
家
の
再
評
価
と
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン

本
章
で
は
前
章
で
挙
げ
た
問
題
点
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、『
季
刊
藝

術
』
と
同
時
代
の
文
学
及
び
雑
誌
状
況
か
ら
、
本
稿
の
主
題
と
関
わ
り
が
深

い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
簡
単
に
見
て
ゆ
き
た
い
。

そ
の
一
つ
が
、
私
小
説
及
び
リ
ア
リ
ズ
ム
的
作
風
を
持
つ
旧
世
代
作
家
へ

の
再
評
価
で
あ
る
。背
景
と
し
て
は
、昭
和
四
十
六
年
に
小
田
切
秀
雄
に
よ
っ

て
「
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
向
的
な
文
学
世
代
」
と
評
さ
れ
た
古
井
由
吉
や

阿
部
昭
ら
内
向
の
世
代
の
台
頭
が
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
の
世
代
と
私
小
説
及

び
リ
ア
リ
ズ
ム
的
作
風
を
持
つ
旧
世
代
作
家
は
、
戦
後
派
と
は
対
照
的
な
、

脱
政
治
性
や
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
持
つ
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
た
。
例

え
ば
、内
向
の
世
代
の
批
評
家
で
あ
る
川
村
二
郎
は
、昭
和
四
十
七
年
の
『
文

芸
年（
９
）鑑』
で
、「
明
確
な
外
部
と
内
部
の
対
立
の
消
滅
」
に
よ
っ
て
「
人
間

と
社
会
の
立
体
的
・
有
機
的
な
あ
り
よ
う
」
を
小
説
化
す
る
事
が
困
難
に

な
っ
た
と
指
摘
し
た
。
続
け
て
、
物
語
の
一
貫
性
を
成
立
さ
せ
る
社
会
的
要

因
が
疑
わ
し
く
な
れ
ば
近
代
小
説
も
不
可
能
に
な
る
と
し
、
そ
の
行
き
づ
ま

り
を
打
開
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
旧
世
代
作
家
で
あ
る
藤
枝
静
男
の
私
小

説
を
再
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
私
小
説
及
び
リ
ア
リ
ズ
ム
的
作
風

を
持
つ
旧
世
代
作
家
へ
の
注
目
は
、
松
原
新
一
や
高
橋
英
夫
ら
に
よ
っ
て
も

促
さ
れ
て
ゆ
く
。

以
上
の
よ
う
な
旧
世
代
作
家
達
に
対
す
る
評
価
が
最
も
目
立
つ
年
と
な
っ
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た
の
が
、
昭
和
四
十
九
年
で
あ
る
。
奧
野
健
男
は
「
一
九
七
四
年
の
文
学
概

（
１０
）観」
で
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

一
九
七
四
年
は
、
作
品
的
に
収
穫
の
乏
し
い
年
で
あ
っ
た
。
特
に
こ

の
十
数
年
、
現
代
文
学
を
主
導
し
て
来
た
、
日
本
文
学
を
代
表
す
る
中

堅
作
家
た
ち
の
野
心
作
、
問
題
作
が
皆
無
に
近
か
っ
た
。
そ
し
て
地
味

な
老
文
学
者
の
作
品
や
、
私
小
説
的
、
身
辺
雑
記
的
あ
る
い
は
職
人
的

な
短
編
が
、
相
対
的
に
評
価
さ
れ
た
。
野
心
的
な
試
み
で
冒
険
す
る
よ

り
、
無
理
を
せ
ず
背
丈
け
に
あ
っ
た
作
品
を
書
い
て
行
こ
う
と
い
う
風

潮
が
見
ら
れ
た
。

「
老
文
学
者
」
と
し
て
、
こ
こ
で
奧
野
は
、
里
見
弴
や
宇
野
千
代
、
本
稿

で
後
述
す
る
中
里
恒
子
、
森
敦
、
和
田
芳
惠
ら
の
名
を
挙
げ
る
。
続
け
て
文

学
状
況
に
つ
い
て
、
高
度
経
済
成
長
の
雰
囲
気
か
ら
の
沈
静
化
と
い
う
見
方

も
あ
る
が
、
中
堅
作
家
の
停
滞
に
「
荒
廃
の
気
ざ
し
」
を
感
じ
ざ
る
を
得
な

い
と
苦
言
を
呈
し
た
。
や
や
悲
観
的
に
傾
い
た
奥
野
の
見
通
し
の
当
否
を
留

保
さ
せ
て
も
ら
え
ば
、
昭
和
四
十
九
年
は
高
度
経
済
成
長
の
終
結
と
石
油
危

機
の
影
響
に
よ
り
、
中
間
小
説
誌
を
含
む
雑
誌
の
伸
び
率
が
低
下（

１１
）し、
新
人

発
掘
合
戦
や
中
間
小
説
の
ポ
ル
ノ
化
を
推
し
進
め
た
商
業
的
文
芸
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
の
影
響
力
に
翳
り
が
見
え
た
年
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
商
業
的

色
彩
の
強
い
雑
誌
か
ら
さ
ほ
ど
重
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
作
家
達
に
注
目
が

集
ま
る
と
い
う
流
れ
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
と
も
あ
れ
、
純
文
学
の
境

界
の
曖
昧
化
が
進
み
、
村
上
龍
ら
新
し
い
世
代
の
登
場
を
数
年
後
に
控
え
た

中
で
、
純
文
学
の
揺
り
戻
し
と
も
い
え
る
再
評
価
が
昭
和
四
十
年
代
末
に
一

つ
の
頂
点
を
迎
え
て
い
た
こ
と
は
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
雑
誌
状
況
に
目
を
移
せ
ば
、
昭
和
四
十
年
代
は
商
業
的
色
彩
の
強

い
出
版
物
の
増
加
に
抵
抗
す
る
形
で
、�
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
�
と
呼
ば
れ

る
類
の
雑
誌
の
活
発
な
活
動
が
見
ら
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

桂
芳
久
は
、昭
和
四
十
一
年
の
「
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
と
同
人（

１２
）誌」
で
「
現

在
、
ふ
た
た
び
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
の
活
動
期
に
は
い
っ
た
」
と
し
、
同
四

十
年
代
初
頭
を
�
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
�
の
興
隆
の
第
三
期
目
に
あ
た
る
と

指
摘
し
た
。
こ
こ
で
試
み
に
い
く
つ
か
を
挙
げ
れ
ば
、
昭
和
三
十
六
年
か
ら

刊
行
さ
れ
た
吉
本
隆
明
の
『
試
行
』、昭
和
四
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
季
刊
『
批

評
』、
小
田
切
秀
雄
ら
が
同
人
の
『
文
学
的
立
場
』
と
、
森
川
達
也
の
『
審

美
』
等
が
あ
る
。
ま
た
、
同
四
十
三
年
に
は
檀
一
雄
の
『
ポ
リ
タ
イ
ア
』、

同
四
十
五
年
以
降
に
は
小
田
実
の
『
人
間
と
し
て
』、
井
上
光
晴
の
『
辺
境
』

や
『
す
ば
る
』、『
思
潮
』
等
が
次
々
に
発
刊
さ
れ
て
ゆ
く
。

昭
和
四
十
年
代
前
後
の
そ
れ
ら
の
雑
誌
は
、
不
定
期
や
月
刊
、
隔
月
刊
、

季
刊
な
ど
発
行
形
態
が
様
々
で
あ
る
の
に
対
し
、
昭
和
四
十
五
年
以
降
は
、

ほ
ぼ
季
刊
誌
で
占
め
ら
れ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
が
、
に
も
拘
わ
ら
ず
両
者

は
一
括
し
て
�
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
�
と
呼
ば
れ
る
雑
誌
で
あ
る
。

で
は
、�
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
�
と
は
一
体
如
何
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
。
名
称
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
英
米
雑
誌
の
�LittleM

agazine

�

か
ら
き
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
昭
和
三
十
五
年
に
書
か
れ
た
矢
野
禾
積
の

「
リ
ト
ル
マ
ガ
ジ（

１３
）ン」
に
よ
れ
ば
、
英
米
雑
誌
の
�LittleM

agazine

�

は
演
劇
界
に
お
け
る
�LittleT

heatre

�
が
由
来
だ
と
い
う
。
劇
場
で
演

劇
が
出
来
な
い
た
め
に
テ
ン
ト
を
張
っ
て
行
わ
れ
た
小
劇
場
運
動
の
、
自
ら

の
手
で
行
う
姿
勢
に
倣
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
ら
し
い
。
ま
た
そ
れ
は
「
文
芸

の
革
新
、
新
文
芸
の
鼓
吹
」
を
目
的
と
し
た
前
衛
色
の
強
い
も
の
を
も
意
味

す
る
よ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
日
本
に
お
い
て
�
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
�
は
必
ず
し
も
前
衛
色
が

強
い
も
の
だ
け
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
前
掲
「
リ
ト
ル
・
マ
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ガ
ジ
ン
と
同
人
誌
」
で
は
、
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
と
は
「
商
業
誌
と
同
人
誌

の
中
間
」
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は
近
年
出
版
さ
れ
た
勝
又
浩
監
修
『
文
芸

雑
誌
内
容
細
目
総
覧
―
戦
後
リ
ト
ル
マ
ガ
ジ
ン（

１４
）篇』
に
お
い
て
も
同
様
で
、

日
本
に
お
け
る
�
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
�
定
義
と
し
て
代
表
的
な
も
の
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
細
か
く
見
て
い
く
と
、『
人
間
と
し
て
』
や
『
す
ば
る
』
な
ど
、

大
出
版
社
に
発
行
元
も
引
き
受
け
て
も
ら
っ
た
雑
誌
も
あ
り
、
そ
の
定
義
か

ら
は
み
だ
し
て
し
ま
う
部
分
も
あ
る
。
そ
の
事
に
関
連
し
た
記
事
に
昭
和
四

十
五
年
の
「
侃
侃
諤（

１５
）諤」
が
あ
る
。そ
こ
で
は
、出
版
社
が
大
手
で
あ
る
『
す

ば
る
』
や
『
人
間
と
し
て
』
が
「
中
身
は
立
派
な
商
売
雑
誌
の
く
せ
し
て
、

面
つ
き
だ
け
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
を
標
榜
す
る
な
ん
て
、ど
ん
な
も
ん
で
し
ょ

う
か
ね
」
と
揶
揄
さ
れ
て
い
る
。
田
村
紀
雄
が
『
出
版
研
究
』
に
お
い
て
指

（
１６
）摘す
る
よ
う
に
、「
も
と
も
と
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は

あ
い
ま
い
で
あ
り
、
そ
の
境
界
も
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。

ま
た
、
戦
後
の
�
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
�
を
中
心
に
論
じ
た
田
村
紀
雄
の

『
日
本
の
リ
ト
ル
マ
ガ
ジ
ン
―
小
雑
誌
の
戦
後
思
想
史（

１７
）―』
は
、「
個
人
や

小
集
団
の
何
ら
か
の
主
義
、
主
張
、
思
想
、
思
潮
を
テ
ス
ト
し
発
表
し
訴
え
、

広
め
て
ゆ
く
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
い
る
雑
誌
」
と
前
衛
性
よ
り
広
い
範
囲

で
そ
の
意
味
を
定
義
し
て
い
る
。

だ
が
、
こ
れ
も
充
分
な
説
明
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
様
々
な
書
き
手
を

迎
え
る
と
い
う
雑
誌
の
性
格
上
「
何
ら
か
の
主
義
」
や
立
場
の
主
張
が
読
者

に
は
必
ず
し
も
明
白
な
も
の
で
な
か
っ
た
り
、
雑
誌
が
刊
行
さ
れ
て
い
く
に

連
れ
て
、
そ
れ
が
朧
化
し
な
が
ら
継
続
し
て
ゆ
く
ケ
ー
ス
も
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
発
行
形
態
や
内
容
に
お
い
て
も
多
様
な
雑
誌
群
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
時
期
に
お
い
て
�
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
�
と
呼
ば
れ
て
い
る
以
上
、
や

は
り
そ
れ
を
一
義
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
考
え
ら
れ
る
。よ
っ
て
、

こ
こ
で
は
定
義
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
置
き
、『
季
刊
藝
術
』
と
同
時
代
に

�
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
�
が
「
商
業
誌
と
同
人
誌
の
中
間
」
の
意
で
用
い
ら

れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
が
『
季
刊
藝
術
』
の
創
刊
直
前
で
あ
る
昭
和
四
十
年

代
初
頭
に
盛
ん
な
活
動
を
み
せ
た
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

二
、
総
合
芸
術
誌
と
い
う
企
て
／
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
志
向

雑
誌
『
季
刊
藝
術
』
も
、
そ
の
よ
う
な
�
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
�
の
一
つ

で
あ
る
。

そ
の
問
題
へ
と
移
る
前
に
、
こ
こ
で
簡
略
に
『
季
刊
藝
術
』
の
創
刊
経
緯

を
追
っ
て
み
た
い
。
同
人
や
発
行
元
に
つ
い
て
は
冒
頭
で
既
に
述
べ
た
た
め

割
愛
す
る
が
、
同
誌
の
座
談
会
で
あ
る
「『
季
刊
藝
術
』
創
刊
か
ら
休
刊
ま

（
１８
）で」
に
よ
れ
ば
、
音
楽
評
論
家
で
あ
る
遠
山
一
行
が
構
想
を
持
ち
よ
り
、
昭

和
四
十
年
に
文
芸
評
論
家
の
江
藤
淳
と
美
術
評
論
家
の
高
階
秀
爾
を
引
き
合

わ
せ
た
こ
と
が
始
ま
り
の
よ
う
だ
。
や
が
て
藝
術
雑
誌
と
い
う
構
想
を
固
め

た
遠
山
ら
は
、『
聲
』
の
編
集
者
で
あ
っ
た
丸
善
の
本
庄
佳
輔
か
ら
雑
誌
創

刊
に
関
す
る
助
言
を
受
け
た
。
そ
の
結
果
、
発
売
元
の
出
版
社
の
雑
誌
販
売

に
関
す
る
経
験
や
編
集
者
の
人
選
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
り
、
二
年
間
も
の

歳
月
を
費
し
た
と
い
う
。
よ
う
や
く
そ
の
後
、
遠
山
が
『
芸
術
生
活
』
の
編

集
者
で
あ
っ
た
古
山
高
麗
雄
を
誘（

１９
）い、
雑
誌
は
発
足
し
た
。
こ
の
経
緯
か
ら

は
『
季
刊
藝
術
』
が
、
十
分
に
計
画
さ
れ
て
発
刊
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。ま
た
、発
売
元
は
大
手
の
講
談
社
で
あ
り
、そ
の
援
助
に
よ
っ

て
発
行
所
の
季
刊
藝
術
出
版
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
こ
と
や
、
江
藤
淳
と
遠
山

一
行
の
双
方
の
父
か
ら
も
援
助
が
あ
っ
た
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。
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さ
て
、
こ
れ
ま
で
『
季
刊
藝
術
』
に
つ
い
て
は
、
文
学
・
美
術
・
音
楽
等

の
幅
広
い
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
の
評
論
を
扱
い
、
自
ら
の
芸
術
テ
ー
マ
を
超
え
て

文
筆
家
が
自
由
に
論
ず
る
と
い
う
、
総
合
芸
術
雑
誌
と
し
て
の
性
格
が
指
摘

さ
れ
て
き（

２０
）た。
も
ち
ろ
ん
そ
の
特
徴
は
『
季
刊
藝
術
』
の
主
軸
を
な
す
も
の

だ
と
言
え
る
が
、
本
章
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
同
誌
が
�
リ
ト
ル
・
マ
ガ

ジ
ン
�
の
一
つ
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば

同
人
の
江
藤
淳
は
「
一
九
六
七
年
の
概（

２１
）観」
の
中
で
、同
時
期
の
�
リ
ト
ル
・

マ
ガ
ジ
ン
�
を
「
文
学
の
企
業
化
、
あ
る
い
は
政
治
と
商
業
の
混
同
に
抗
し

て
創
刊
さ
れ
た
も
の
」
と
定
義
し
、『
季
刊
藝
術
』
を
紹
介
し
た
。
ま
た
、

他
に
同
誌
を
�
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
�
と
し
て
紹
介
し
た
も
の
に
は
、
昭
和

四
十
二
年
の
『
出
版
ニ
ュ
ー
ス
』
の
「
上
半
期
の
文
学
界

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・

Ｄ
座
談（

２２
）会」
や
『
日
本
読
書
新
聞
』
の
無
著
名
記
事
「
文
芸
誌
あ
れ
こ（

２３
）れ」、

「
大
波
小
波
」
の
除
夜
曲
の
「
リ
ト
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
消（

２４
）長」
な
ど
が
あ
る
。

昭
和
四
十
年
代
に
活
動
し
た
�
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
�
に
共
通
す
る
特
徴

に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
同
人
の
目
指
す
方
向
性
が
文
章
に
反
映
し
、
読
者
へ

伝
わ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
点
が
あ
る
も
の
の
、
画
一
的
立
場
や
主
義
を

標
榜
す
る
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
小
田
切
秀
雄
の
『
文
学
的
立
場
』
は
、
戦

後
文
学
の
正
統
を
守
る
と
宣
言
し
、
森
川
達
也
の
『
審
美
』
は
反
リ
ア
リ
ズ

ム
の
文
学
を
中
心
と
し
、『
ポ
リ
タ
イ
ア
』
は
日
本
浪
漫
派
派
の
継
承
を
唱

え
る
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。

だ
が
、
総
合
芸
術
誌
で
あ
る
『
季
刊
藝
術
』
に
は
、
同
人
に
共
通
の
画
一

的
な
芸
術
主
義
や
主
張
の
提
唱
は
存
在
し
な
い
。
遠
山
一
行
は
、
そ
の
創
刊

経
緯
を
「
雑
誌
を
や
っ
て
な
に
か
は
っ
き
り
と
し
た
芸
術
理
念
を
打
ち
立
て

よ
う
と
か
、
立
派
な
建
前
が
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
と
は
関
係
な
し
に
、
自
分

の
書
い
た
も
の
を
載
せ
る
の
に
具
合
の
い
い
雑
誌
が
ほ
し
か
っ（

２５
）た」
と
述
べ

て
い
る
。
さ
ら
に
江
藤
淳
も
『
季
刊
藝
術
』
第
二
号
の
編
集
後（

２６
）記に
お
い
て

「
わ
れ
わ
れ
は
「
と
ら
わ
れ
な
い
」
こ
と
を
以
て
発
刊
の
意
図
と
し
て
い

る
」
と
表
明
す
る
。
同
誌
は
�
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
�
と
し
て
は
珍
し
く
、

画
一
的
な
主
義
の
表
明
よ
り
も
、
同
人
の
自
由
な
発
表
及
び
、
広
範
な
立
場

や
ジ
ャ
ン
ル
の
書
き
手
の
執
筆
へ
向
け
て
ひ
ら
か
れ
た
雑
誌
と
し
て
始
ま
っ

た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
姿
勢
に
は
、だ
が
時
に
否
定
的
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

昭
和
四
十
四
年
の
『
出
版
ニ
ュ
ー
ス
』
の
「
雑
誌
カ
ル（

２７
）テ」
は
、「
何
を
志

向
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
『
季
刊
藝
術
』
の
問
題
意
識
の
希
薄
さ
を
危

ぶ
ん
で
い
る
。
ま
た
『
東
京
新
聞
』
夕
刊
の
「
土
曜
訪（

２８
）問」
で
は
「
こ
の
雑

誌
を
�
風
見
鳥
�
と
呼
ぶ
こ
と
ば
に
は
、
あ
る
い
は
時
流
に
お
も
ね
る
と
い

う
意
味
合
い
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
、
記
者
が
江
藤
淳
に
意
地
の
悪
い
質

問
を
す
る
場
面
も
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
意
見
に
対
し
江
藤
は
『
日
本
読
書
新（

２９
）聞』
で
、『
季

刊
藝
術
』
は
「
茶
の
間
」
で
あ
り
「
日
本
の
農
村
の
寄
合
い
」
で
あ
り
た
い

と
し
、
広
範
な
立
場
・
ジ
ャ
ン
ル
の
書
き
手
が
お
互
い
の
意
見
を
出
し
合
い
、

交
わ
る
場
所
の
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
た
。
ま
た
、
さ
ら
に
続
け
て
以
下
の

よ
う
に
総
合
芸
術
雑
誌
の
意
義
に
つ
い
て
も
語
っ
た
の
で
あ
る
。

芸
術
っ
て
の
は
、
そ
こ
で
、
非
常
に
い
い
ん
で
し
て
ね
。
文
学
の
場
合

は
思
想
が
露
出
し
て
く
る
ん
で
す
が
、
造
形
美
術
と
か
音
楽
と
な
る
と

そ
う
簡
単
に
割
り
切
れ
な
い
。
感
受
性
の
問
題
が
入
っ
て
く
る
ん
で
、

か
え
っ
て
そ
れ
に
制
約
さ
れ
て
、
よ
く
見
え
て
く
る
こ
と
が
あ
る
ん
で

す
よ
。

つ
ま
り
、�
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
�
と
し
て
は
珍
し
い
『
季
刊
藝
術
』
の

総
合
芸
術
雑
誌
的
な
性
格
は
、
江
藤
淳
に
と
っ
て
は
一
定
の
思
想
や
立
場
に
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固
執
し
な
い
た
め
の
方
法
で
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

戦
後
派
の
方
針
と
は
、
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
点
で
大
き
く
異
な
る
方
向
を
目

指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
方
針
を
持
つ
雑
誌
『
季
刊
藝
術
』
は
、
同
時
代
の
読
者
に
芸
術
雑

誌
と
し
て
は
異
例
の
反
響
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
発
刊
日
か
ら
一
週
間
後

の
『
読
売
新
聞
』
夕（

３０
）刊で
は
「
売
れ
行
き
好
調
の
「
季
刊
芸
術
」」
と
い
う

記
事
が
組
ま
れ
、「
新
宿
の
紀
伊
国
屋
で
は
当
日
夕
方
ま
で
に
店
頭
に
並
べ

ら
れ
た
八
十
部
を
売
り
切
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
報
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
江
藤
淳
も
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
抽
出
の
全
国
平
均
と
東
京
・
大
阪
の
有
名
店

の
実
売
部
数
の
デ
ー
タ
を
当
日
夕
に
得
た
が
、
そ
れ
が
一
週
間
後
の
売
り
上

げ
目
標
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
「
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
る
と
は
こ
の
こ
と
で
は

な
い
か
」
と
の
感
想
を
持
っ
た
と
い（

３１
）う。
さ
ら
に
前
記
の
『
東
京
新
聞
』
夕

刊
の
「
土
曜
訪
問
」
で
は
、
創
刊
号
が
八
十
万
円
の
黒
字
で
あ
っ
た
こ
と
が

報
じ
ら
れ
、
後
年
の
「
こ
も
ん
せ
ん（

３２
）す」
で
は
一
万
二
千
部
の
初
刷
に
加
え

て
四
千
部
の
増
刷
と
な
り
完
売
し
た
こ
と
が
回
想
さ
れ
て
い
る
。
実
売
部
数

は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、『
季
刊
藝
術
』
が
紀
伊
国
屋
等
の
大
手
書
店
に
お

い
て
力
を
入
れ
て
販
売
さ
れ
た
こ
と
や
、
そ
の
好
調
さ
が
充
分
窺
え
る
挿
話

で
あ
る
。
雑
誌
『
季
刊
藝
術
』
の
、
画
一
的
な
思
想
や
立
場
の
標
榜
を
避
け
、

広
範
な
立
場
・
ジ
ャ
ン
ル
の
書
き
手
の
交
流
を
重
視
す
る
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
方
向
性
は
、
同
時
代
の
読
者
に
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。三

、「
コ
マ
・
ジ
ュ
ン
・
コ
ン
ビ
」
の
作
家
た
ち

で
は
こ
こ
か
ら
は
、
広
範
な
立
場
・
ジ
ャ
ン
ル
の
書
き
手
に
よ
る
批
評
欄

と
は
異
な
る
、『
季
刊
藝
術
』
の
小
説
欄
に
つ
い
て
、
そ
の
掲
載
の
方
針
が

如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

ま
ず
、『
季
刊
藝
術
』
小
説
欄
の
編
集
担
当
者
に
つ
い
て
述
べ
て
い
こ
う
。

「『
季
刊
藝
術
』
創
刊
か
ら
休
刊
ま（

３３
）で」
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
江
藤
淳
と
古

山
高
麗
雄
で
あ
り
、
作
家
の
人
選
に
は
江
藤
の
意
見
が
多
く
反
映
さ
れ
、
交

渉
は
古
山
が
行
っ
た
と
い
う
。

江
藤
淳
と
古
山
高
麗
雄
は
終
刊
ま
で
意
見
の
食
い
違
い
も
な
く
、
書
き
手

の
人
選
や
編
集
作
業
を
行
う
際
な
ど
だ
ろ
う
か
、
親
し
み
を
こ
め
「
玉
さ
が

し
の
ジ
ュ
ン
」、「
置
屋
の
コ
マ
」
な
ど
と
呼
び
合
っ
た
よ
う
だ
。
江
藤
淳
の

人
選
に
お
け
る
慧
眼
と
古
山
の
補
佐
と
し
て
の
管
理
能
力
を
互
い
に
認
め

合
っ
て
い
た
こ
と
や
、
く
だ
け
た
調
子
に
二
人
の
意
気
投
合
ぶ
り
が
窺
え
る

挿
話
で
あ
り
、
江
藤
は
『
季
刊
藝
術
』
休
刊
の
際
の
座
談（

３４
）会に
お
い
て
、
上

記
の
愛
称
を
ま
と
め
「
コ
マ
・
ジ
ュ
ン
・
コ
ン
ビ
」
と
称
し
た
。
本
稿
で
も

そ
の
通
称
に
倣
い
二
人
を
ま
と
め
て
「
コ
マ
・
ジ
ュ
ン
・
コ
ン
ビ
」
と
称
し
、

以
下
考
察
を
加
え
た
い
。

小
説
欄
の
傾
向
を
考
察
す
る
前
に
、
は
じ
め
に
『
季
刊
藝
術
』
の
編
集
方

針
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。そ
の
一
つ
目
は
、

同
時
代
の
商
業
的
出
版
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
書
き
手
の
忙
殺
と
い
う
状

況
に
対
し
て
、『
季
刊
藝
術
』
が
「
書
き
た
い
も
の
に
時
間
を
か
け（

３５
）て」
取

り
組
む
た
め
に
季
刊
発
行
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
二

つ
目
の
方
針
を
知
る
た
め
に
、
古
山
高
麗
雄
の
原
稿
依
頼
方
法
を
確
認
し
て

み
た
い
。
古
山
は
、
そ
の
依
頼
に
際
し
て
、
枚
数
は
自
由
で
、
短
編
・
長
編

問
わ
な
い
こ
と
と
「
い
ち
ば
ん
書
き
た
く
思
っ
て
お
ら
れ
る
も
の
を
い
た
だ

き
た
い
。
試
み
が
あ
っ
た
ら
存
分
に
試
み
て
ほ
し
い
。」
と
い
う
の
を
「
常

套
句
」
と
し
て
い
た
と
回
想
し
て
い（

３６
）る。『
季
刊
藝
術
』
が
自
由
な
主
題
を
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積
極
的
に
推
奨
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
時
間
の

提
供
と
自
由
な
主
題
の
推
奨
と
が
『
季
刊
藝
術
』
の
編
集
方
針
で
あ
り
、
い

ず
れ
も
書
き
手
の
立
場
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

で
は
、
早
速
本
章
の
課
題
で
あ
る
『
季
刊
藝
術
』
の
小
説
欄
の
傾
向
を
検

証
し
て
ゆ
こ
う
。
試
み
に
、
文
学
史
上
の
区
別
を
使
っ
て
「
コ
マ
・
ジ
ュ
ン
・

コ
ン
ビ
」
が
小
説
を
依
頼
し
た
作
家
た
ち
を
挙
げ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
旧

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
派
、
芸
術
派
、
私
小
説
作
家
、『
近
代
文
学
』
同
人
の
戦
後

派
、
い
わ
ば
純
粋
戦
後
派
と
呼
べ
る
世
代
、
第
三
の
新
人
。
ま
た
『
三
田
文

学
』
同
人
を
含
む
内
向
の
世
代
、
在
日
作
家
、
女
流
版
内
向
の
世
代
と
も
呼

ば
れ
る
反
リ
ア
リ
ズ
ム
系
作
家
、
中
間
小
説
作
家
、
内
向
の
世
代
以
後
新
人

な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
次
に
『
季
刊
藝
術
』
へ
の
小
説
掲
載
数
の
多

（
３７
）さを
見
て
み
る
と
、
私
小
説
作
家
、
芸
術
派
、
内
向
の
世
代
、
女
性
版
内
向

の
世
代
で
あ
る
反
リ
ア
リ
ズ
ム
系
作
家
、
内
向
の
世
代
以
後
の
新
人
な
ど
が

目
立
つ
。
個
人
で
の
小
説
掲
載
数
も
そ
の
傾
向
と
殆
ど
同
じ
で
、
多
い
順
に
、

古
山
高
麗
雄
、
中
里
恒
子
、
中
上
健
次
と
な
り
、
そ
の
次
に
野
呂
邦
暢
と
河

野
多
惠
子
が
並
ぶ
。

以
上
の
こ
と
か
ら
「
コ
マ
・
ジ
ュ
ン
・
コ
ン
ビ
」
に
よ
る
小
説
欄
の
傾
向

を
大
ま
か
に
ま
と
め
れ
ば
、
リ
ア
リ
ズ
ム
・
私
小
説
的
作
風
の
作
家
の
重
視

が
あ
る
と
い
え
る
。

だ
が
、『
季
刊
藝
術
』
の
小
説
掲
載
の
特
徴
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
古

山
高
麗
雄
は
「『
季
刊
藝
術
』
創
刊
か
ら
休
刊
ま（

３８
）で」
で
以
下
の
よ
う
に
述

べ
る
。急

に
人
を
驚
か
せ
る
よ
う
な
人
を
輩
出
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
面
が

『
季
刊
藝
術
』
は
全
く
な
く
て
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
人
を
復
活
さ
せ
る
、

あ
る
い
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
人
を
発
掘
す
る
と
い
う
姿
勢
が
あ
っ
た
。

江
藤
淳
も
同
座
談
会
に
お
い
て
、「『
季
刊
藝
術
』
こ
そ
は
本
来
あ
る
べ
き

オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
を
代
表
し
て
い
る
」
と
意
識
し
て
い
た
と
述
べ
る
。
こ
こ

で
は
、「
ち
ゃ
ん
と
し
た
」
や
「
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
」
と
い
う
言
葉
の
意
味

は
明
瞭
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
例
と
し
て
、
旧
世
代
の
作
家
で
あ
る
中
里

恒
子
、
森
敦
、
和
田
芳
恵
等
の
名
や
在
日
作
家
李
恢
成
、
新
人
中
上
健
次
の

名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
前
述
し
た
『
季
刊
藝
術
』
の
リ
ア
リ
ズ

ム
・
私
小
説
的
作
風
の
重
視
と
い
う
傾
向
か
ら
外
れ
て
は
い
な
い
が
、
こ
こ

で
留
意
し
た
い
の
は
、
同
誌
が
森
、
中
里
、
和
田
ら
戦
前
の
旧
世
代
の
作
家

に
注
目
し
、
そ
の
再
起
ま
で
を
担
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
不

遇
の
旧
世
代
作
家
の
起
用
こ
そ
が
、「
コ
マ
・
ジ
ュ
ン
・
コ
ン
ビ
」
に
よ
る

小
説
掲
載
の
最
大
の
特
徴
に
他
な
ら
な
い
。

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、
本
稿
の
は
じ
め
で
問
題
提
起
し
た
、
一
九
七
〇
年

代
前
後
の
江
藤
淳＝

『
季
刊
藝
術
』
が
重
視
し
た
文
学
と
は
リ
ア
リ
ズ
ム
・

私
小
説
的
作
風
の
小
説
で
あ
り
、
作
家
と
し
て
は
同
系
統
の
旧
世
代
作
家
に

注
目
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
こ
で
、
一
章
で
述
べ
た
昭
和
四
十
九
年
の
旧
世
代
作
家
へ
の
再

評
価
を
振
り
返
る
と
、そ
れ
は
同
系
統
の
作
家
を
多
数
擁
す
る
『
季
刊
藝
術
』

の
躍
進
期
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
年
は
、
批
評
家
に
は
不
作
の
年

と
概
観
さ
れ
た
が
、
同
誌
が
擁
し
た
旧
世
代
作
家
達
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
長

い
苦
節
を
経
て
よ
う
や
く
一
時
、
陽
の
目
を
浴
び
る
事
の
出
来
た
結
実
の
季

節
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
、『
季
刊
藝
術
』
と
和
田
芳
惠
の
転
身

そ
れ
で
は
、『
季
刊
藝
術
』
が
行
っ
た
旧
世
代
作
家
の
再
起
の
契
機
作
り
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と
は
、
具
体
的
に
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
季
刊
藝
術
』
か

ら
作
家
へ
の
働
き
か
け
を
検
証
し
、
前
述
し
た
結
実
の
季
節
を
、
も
う
少
し

具
体
的
に
追
っ
て
い
き
た
い
。
そ
こ
に
は
当
然
資
料
に
残
さ
れ
る
こ
と
の
無

い
『
季
刊
藝
術
』
と
執
筆
者
の
関
わ
り
合
い
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら

は
些
末
な
が
ら
、
そ
の
一
端
を
ま
ず
和
田
芳
惠
の
場
合
を
通
し
て
追
っ
て
ゆ

き
た
い
。

和
田
に
つ
い
て
は
、
よ
く
引
用
さ
れ
る
本
人
の
回
想
に
「
自
伝
抄
―
七
十

に
し
て
、
新（

３９
）人」
が
あ
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、『
季
刊
藝
術
』
と
も
関
わ

り
の
あ
る
文
章
の
た
め
以
下
に
記
す
。

私
は
「
風
景
」
と
「
季
刊
藝
術
」
に
、
私
の
心
境
を
こ
め
た
小
説
を

発
表
し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。
と
に
か
く
、
こ
れ
ら
の
小
説
に
自
分
を

賭
け
る
こ
と
に
し
た
。
堅
苦
し
く
思
い
つ
め
る
こ
と
は
や
め
て
、
の
び

の
び
し
た
気
持
ち
で
書
こ
う
、
ど
っ
ち
に
し
て
も
、
あ
ま
り
、
と
り
え

の
な
い
私
が
、
こ
の
ま
ま
滅
び
る
の
は
必
定
と
思
う
と
、
よ
い
振
り
を

す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

若
い
娘
に
狂
っ
た
老
人
が
「
風
景
」
と
「
季
刊
芸
術
」
に
で
て
く
る

が
、
私
を
知
っ
て
い
る
な
ら
、
だ
れ
で
も
私
と
気
づ
く
よ
う
に
書
い
た
。

追
い
つ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
実
感
を
、
私
は
決
し
て
薄
め
ま
い

と
思
っ
た
。「
風
景
」
に
「
接
木
の
台
」
を
、「
季
刊
芸
術
」
に
「
厄
落

と
し
」
の
順
で
、
原
稿
を
渡
し
た
と
き
、
私
は
こ
れ
だ
け
の
男
な
の
だ

と
自
分
を
値
踏
み
し
て
、
少
し
も
悔
い
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。「
風

景
」
は
昭
和
四
十
九
年
六
月
号
、「
季
刊
芸
術
」
は
春
季
号
と
、
相
前

後
し
て
掲
載
さ
れ
た
。

そ
の
言
葉
通
り
、
前
述
の
二
作
は
私
小
説
的
要
素
の
強
い
小
説
で
あ
り
、

若
い
女
へ
の
初
老
の
男
の
執
着
を
中
心
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
そ
の
う
ち
の

一
つ
で
あ
り
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
の
『
季
刊
藝
術
』
第
二
十
九
号
に
掲
載

さ
れ
た
「
厄
落
と
し
」
を
こ
こ
で
簡
単
に
見
て
み
よ
う
。

そ
こ
で
は
主
人
公
は
カ
メ
ラ
マ
ン
と
さ
れ
て
い
る
が
、
妻
が
水
商
売
出
で

あ
っ
た
こ
と
や
、
彼
が
喘
息
を
患
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
な
ど
か
ら
、
文
壇

通
の
読
者
に
は
和
田
芳
恵
と
重
ね
て
読
む
こ
と
が
容
易
と
な
る
仕
掛
け
と

な
っ
て
い
る
。「
厄
落
と
し
」
の
冒
頭
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

い
つ
も
の
遅
い
夕
食
が
済
ん
だ
の
ち
、
テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
真
喜
子

が
、

「
あ
な
た
の
女
の
ひ
と
、
変
っ
た
死
に
か
た
で
し
た
ね
」

と
、
突
然
、
言
っ
た
。
松
木
小
六
は
夕
刊
を
読
ん
で
い
た
。
テ
レ
ビ
の

ホ
ー
ム
・
ド
ラ
マ
と
関
係
が
あ
る
ら
し
か
っ
た
が
、
小
六
は
古
傷
に
触

れ
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

こ
こ
か
ら
松
本
小
六
は
、
真
喜
子
と
一
緒
に
な
る
時
に
「
棄
て
た
」
水
商

売
出
の
千
代
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
ゆ
く
。
十
年
以
上
前
に
「
あ
す
は
節
分

で
す
ね
。
厄
落
と
し
に
お
大
師
さ
ま
へ
お
詣
り
し
ま
し
ょ
う
よ
」
と
「
思
い

を
こ
め
て
」
言
っ
た
妻
千
代
の
希
望
を
無
視
す
る
形
で
、
小
六
は
真
喜
子
と

逃
げ
出
し
た
の
だ
っ
た
。
小
六
側
か
ら
す
れ
ば
、
千
代
の
嫉
妬
深
さ
や
、
玄

人
特
有
だ
と
彼
に
考
え
ら
れ
る
「
相
手
に
強
く
印
象
づ
け
る
よ
う
な
躾
」
の

染
み
つ
い
た
生
活
態
度
の
わ
ざ
と
ら
し
さ
に
辟
易
し
た
ら
し
い
。

だ
が
小
説
は
、
そ
の
別
離
以
前
の
時
間
へ
と
移
り
、
主
に
初
老
の
男
小
六

の
心
情
や
感
じ
方
に
沿
っ
た
三
人
称
体
に
よ
り
、
読
者
に
千
代
の
嫉
妬
も
納

得
で
き
る
よ
う
な
、
当
時
は
「
二
十
四
、
五
」
の
若
さ
で
あ
っ
た
真
喜
子
と

小
六
と
の
馴
れ
初
め
を
語
っ
て
い
く
。
二
人
は
式
場
の
カ
メ
ラ
マ
ン
と
助
手

と
い
う
関
係
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
真
喜
子
が
小
六
と
同
じ
年
配
の
妻
子
持
ち

の
男
に
想
い
を
寄
せ
、
関
係
を
続
け
て
い
る
と
の
相
談
を
小
六
に
す
る
内
に

― 97 ―



結
び
つ
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

末
尾
に
は
、
千
代
を
振
り
切
っ
て
ま
で
真
喜
子
と
一
緒
に
な
っ
た
が
、
そ

の
気
持
ち
さ
え
も
十
数
年
の
う
ち
に
既
に
消
え
去
り
、
記
憶
の
う
ち
に
理
想

の
女
を
探
す
老
年
の
小
六
の
姿
が
描
か
れ
る
。
そ
う
し
て
、
惚
れ
た
女
は
み

な
強
気
だ
っ
た
が
、
自
分
か
ら
惚
れ
た
の
だ
か
ら
そ
う
な
る
と
し
た
上
で
、

「
青
酸
加
里
を
飲
ん
だ
久
美
子
も
、
烈
し
い
女
だ
っ
た
。」
と
唐
突
に
小
六

に
よ
っ
て
見
知
ら
ぬ
女
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
、
小
説
は
結
ば
れ
る
。

小
説
の
題
名
で
あ
る
「
厄
落
と
し
」
に
つ
い
て
は
、
小
六
の
最
初
の
妻
で

あ
る
千
代
が
、
お
参
り
を
「
厄
落
と
し
」
と
言
っ
た
他
に
は
小
説
中
で
用
い

ら
れ
て
お
ら
ず
、
真
喜
子
は
「
厄
払
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
小

六
が
千
代
と
の
厄
落
と
し
に
行
か
な
か
っ
た
こ
と
が
小
説
で
重
視
さ
れ
て
い

る
と
考
え
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
千
代
が
厄
落
と
し
に
誘
っ
た
時
に
は

既
に
浮
気
は
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
や
、
小
六
の
職
場
に
押
し
か
け
る
ほ
ど
そ

れ
に
悩
ん
で
い
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
た
だ
の
行
事
だ
か
ら
と
誘
っ

た
可
能
性
は
残
る
が
、
彼
女
が
厄
と
考
え
て
払
い
た
か
っ
た
も
の
は
、
小
六

の
女
出
入
り
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
想
像
を
逞
し
く
す
る
こ
と
も
出
来

よ
う
。
そ
の
後
、
千
代
を
捨
て
て
ま
で
真
喜
子
と
一
緒
に
な
っ
た
小
六
だ
が
、

前
述
の
よ
う
に
彼
女
へ
の
想
い
も
夫
婦
に
な
っ
た
後
は
移
ろ
っ
て
い
く
。
小

説
「
厄
落
と
し
」
と
は
、「
厄
落
と
し
」
を
出
来
な
か
っ
た
話
で
あ
り
、
そ

の
厄
と
は
、
小
六
と
い
う
喘
息
持
ち
の
老
人
の
、
払
っ
て
も
払
い
き
れ
な
い

女
へ
の
欲
望
だ
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
昭
和
四
十
九
年
に
雑
誌
『
季
刊
藝
術
』
や
『
風

景
』
で
老
年
の
男
と
若
い
娘
の
情
痴
と
い
う
私
小
説
的
要
素
の
強
い
小
説
を

描
い
た
和
田
芳
惠
は
、
同
年
丸
谷
才
一
の
文
芸
時（

４０
）評上
で
激
賞
を
受
け
る
。

丸
谷
は
そ
こ
で
和
田
芳
恵
を
「
最
も
遅
れ
て
来
た
昭
和
十
年
代
作
家
」
と
表

現
し
、
彼
の
文
学
史
上
の
位
置
付
け
の
再
検
討
を
求
め
た
。
そ
の
後
激
賞
が

話
題
を
呼
び
、前
述
の
二
作
を
含
む
短
編
集
『
接
木
の
台
』
が
刊
行
さ
れ
る
。

翌
年
一
月
に
は
同
書
で
読
売
文
学
賞
を
受
賞
し
、
作
品
発
表
の
主
要
な
舞
台

は
『
文
學
界
』、『
群
像
』、『
海
』
な
ど
の
純
文
芸
雑
誌
へ
と
変
わ
る
。
和
田

は
私
小
説
作
家
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
急
激
な
転
身
は
「
一
種

の
文
学
的
事（

４１
）件」
と
評
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
、『
風
景
』
と
『
季
刊
藝
術
』
に
発
表
す
る
ま
で
の
和
田
の
状
況
は

如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
が
、
こ
の
章
の
本
題
で
あ

る
。昭

和
二
十
二
年
刊
の
『
日
本
小
説
』
編
集
者
と
し
て
の
一
面
を
別
と
す
れ

ば
、
昭
和
四
十
年
後
半
ま
で
和
田
芳
惠
は
、
樋
口
一
葉
の
研
究
者
と
し
て
の

面
か
、
昭
和
三
十
八
年
『
塵
の
中
』
で
直
木
賞
を
受
賞
し
た
中
間
小
説
の
書

き
手
と
い
う
面
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
試
み
に
『
季
刊
藝
術
』
掲
載
の
五
年

前
か
ら
そ
の
年
譜
を
繰
っ
て
み
れ
ば
、
和
田
の
小
説
は
『
風
景
』
以
外
は

『
小
説
現
代
』
や
『
小
説
新
潮
』
等
の
中
間
小
説
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
、
そ
の

発
表
数
も
多
く
て
年
六
回
、
少
な
け
れ
ば
二
回
と
振
る
わ
ず
、
高
度
成
長
下

の
中
間
小
説
の
執
筆
者
と
し
て
は
、
言
わ
ば
鳴
か
ず
飛
ば
ず
の
状
況
に
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
の
「
自
伝
抄
―
七
十
に
し
て
、
新
人
」
で
は
、
和

田
は
当
時
の
事
を
以
下
の
よ
う
に
自
嘲
的
に
述
べ
て
い
る
。

私
た
ち
が
文
学
青
年
の
こ
ろ
、「
苦
節
十
年
」
と
い
う
第
一
難
関
が

あ
り
、
こ
こ
を
過
ぎ
る
と
吟
味
役
が
調
べ
て
、「
薹
が
た
っ
た
」
と
、

ぽ
い
と
捨
て
ら
れ
た
り
し
た
。
私
は
、
や
は
り
「
薹
が
た
っ
た
」
と
言

わ
れ
た
一
人
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
和
田
に
執
筆
を
依
頼
し
た
の
が
リ
ト
ル
・
マ

ガ
ジ
ン
の
『
風
景
』
と
『
季
刊
藝
術
』
で
あ
っ
た
。『
風
景
』
は
昭
和
三
十
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五
年
十
月
に
紀
伊
国
屋
書
店
の
創
業
者
田
辺
茂
一
が
舟
橋
聖
一
を
中
心
と
す

る
作
家
集
団
「
キ
ア
ラ
の
会
」
に
編
集
を
委
嘱
し
た
月
刊
雑
誌
で
あ
り
、
都

内
大
手
の
書
籍
販
売
店
団
体
悠
々
会
が
発
行
し
た
。
店
頭
配
布
用
の
小
型
雑

誌
だ
が
、
Ｐ
Ｒ
よ
り
も
文
芸
誌
的
性
格
を
強
く
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

和
田
と
野
口
富
士
男
、
八
木
義
徳
ら
と
の
交
友
関
係
に
よ
っ
て
「
仲
間
付
き

合
い
の
よ
う
な
形
」
で
毎
年
一
度
注
文
が
き（

４２
）たと
い
う
。小
型
雑
誌
の
た
め
、

短
編
と
い
う
制
約
は
あ
る
が
、
和
田
に
と
っ
て
「
い
つ
も
、
楽
な
気
持（

４３
）ち」

で
執
筆
で
き
る
場
所
で
あ
っ
た
。

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、『
風
景
』
と
『
季
刊
藝
術
』
は
和
田
に
と
っ
て
共

に
自
由
な
主
題
で
小
説
を
描
け
る
場
所
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
れ
ま
で
あ

ま
り
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
和
田
芳
惠
の
私
小
説
作
家
へ
の
転

身
の
背
景
と
し
て
、
そ
の
掲
載
誌
の
性
格
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

『
季
刊
藝
術
』
の
編
集
方
針
で
あ
る
自
由
な
主
題
の
推
奨
が
、
和
田
に
作
風

の
転
換
を
促
し
、
そ
の
純
文
学
作
家
転
身
の
契
機
の
一
つ
と
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、
編
集
者
古
山
高
麗
雄
の
森
敦
演
出

『
季
刊
藝
術
』
に
よ
る
旧
世
代
作
家
再
起
の
契
機
作
り
と
し
て
、
以
上
述

べ
て
き
た
編
集
方
針
だ
け
で
は
な
く
、
古
山
高
麗
雄
の
編
集
者
と
し
て
の
働

き
も
欠
か
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
昭
和
四
十
八
年
七
月
に
『
季
刊
藝
術
』
に

発
表
し
た
「
月
山
」
で
第
七
十
回
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
森
敦
の
約
四
十
年
ぶ

り
の
文
壇
再
起
の
場
合
は
、
そ
の
古
山
の
働
き
に
依
る
所
が
多
い
。

ま
ず
そ
の
前
に
簡
単
に
、
古
山
の
森
敦
起
用
の
経
緯
を
確
認
し
て
ゆ
き
た

い
。
古
山
の
「
毅
然
と
し
て

と
め
ど
な（

４４
）く」
に
よ
れ
ば
、
森
の
存
在
を
教

え
て
く
れ
た
の
は
、
東
京
新
聞
の
文
化
部
長
渡
辺
哲
彦
で
、
昭
和
四
十
六
年

に
同
人
誌
『
茫
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
光
陰
」
を
渡
し
て
く
れ
た
の
だ
と
い

う
。読
後
す
ぐ
に
古
山
は
森
の
古
く
か
ら
の
友
人
小
島
信
夫
に
紹
介
を
頼
み
、

森
に
小
説
を
依
頼
す
る
。

そ
の
後
の
発
表
作
「
月
山
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
粗
筋
や
解
説
等
が
先
行

研
究
で
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
古
山
に
見
出
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た

「
光
陰
」
に
つ
い
て
は
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
以

下
簡
単
に
そ
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
た
い
。

「
光
陰
」
は
、
庄
内
地
方
の
大
山
周
辺
の
説
明
か
ら
始
ま
り
、
か
つ
て
は

東
京
に
居
た
と
い
う
だ
け
で
経
歴
不
詳
の
「
わ
た
し
」
が
、
行
商
の
、
文
字

を
読
む
こ
と
の
出
来
な
い
ば
あ
さ
ん
か
ら
手
紙
を
読
ん
で
く
れ
る
よ
う
頼
ま

れ
る
の
が
主
な
話
の
流
れ
で
あ
る
。
ば
あ
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
娘
に
妾
の
口
の

紹
介
が
あ
り
帰
省
し
て
も
ら
お
う
と
神
官
に
手
紙
を
代
筆
し
て
も
ら
っ
た
の

だ
が
、
一
向
に
帰
り
が
な
い
の
だ
と
い
う
。
ば
あ
さ
ん
は
妾
に
対
し
て
知
識

が
な
い
た
め
に
、
抵
抗
が
な
い
様
子
で
あ
る
。「
わ
た
し
」
が
そ
の
手
紙
を

み
る
と
、
娘
に
対
し
帰
っ
て
こ
な
く
て
よ
い
と
の
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。

不
審
に
思
い
、
今
度
は
娘
か
ら
の
返
事
を
み
る
と
、
予
想
外
に
妾
の
話
に
喜

ん
で
い
る
の
だ
が
、
現
在
は
帰
れ
な
い
事
情
に
な
っ
て
い
る
と
、「
泣
き
じ
ゃ

く
る
子
の
言
葉
が
聞
き
取
れ
ぬ
よ
う
」
な
意
味
不
明
の
文
で
綴
ら
れ
て
い

る
。「
わ
た
し
」
は
、
神
官
の
代
筆
の
手
紙
の
意
味
が
わ
か
り
、
ば
あ
さ
ん

を
安
心
さ
せ
る
た
め
、
返
事
を
書
い
た
と
嘘
を
つ
く
。「
わ
た
し
」
は
「
言

い
よ
う
の
な
い
憤
り
」
を
覚
え
る
の
だ
が
、
何
に
対
す
る
も
の
か
が
わ
か
ら

な
い
。
そ
の
後
、
寝
所
の
中
で
、
一
つ
の
所
に
留
ま
っ
て
い
る
た
め
か
、
月

光
を
求
め
押
し
流
さ
れ
て
は
戻
っ
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
蚊
を
見
つ
め
る
。

題
名
に
つ
い
て
、「
光
陰
」
は
「
過
客
」
の
意
で
使
っ
た
と
森
が
述
べ
て
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お（
４５
）り、
正
体
不
明
の
旅
人
で
あ
る
「
わ
た
し
」
が
小
説
の
中
心
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
森
の
言
葉
が
な
く
と
も
、「
わ
た
し
」
の
考
え

や
感
じ
か
た
に
沿
っ
た
一
人
称
体
で
語
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
内
面
世

界
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
手
紙
の
場
面
の
後
で
の
激
し
い
怒

り
も
娘
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
の
「
わ
た
し
」
の
失
態
に
繋
が
る
こ

と
で
あ
ろ
う
と
も
推
測
で
き
、
た
だ
流
さ
れ
て
ゆ
く
蚊
の
姿
に
「
わ
た
し
」

は
自
己
の
姿
を
見
て
い
る
と
も
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
だ
が
「
わ
た
し
」

に
沿
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、そ
の
情
報
が
殆
ど
無
い
た
め
に
、

主
題
が
理
解
し
に
く
い
作
り
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
わ
か
り
や
す
さ
を
身
上
と
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
・
私
小
説
的
作

家
の
重
視
が
特
徴
で
あ
る
『
季
刊
藝
術
』
が
森
を
起
用
し
た
こ
と
は
、
ど
こ

か
奇
異
な
印
象
を
与
え
な
く
も
な
い
。
だ
が
一
方
で
、
作
者
の
森
が
実
際
に

一
時
滞
在
し
た
庄
内
地
方
の
大
山
を
舞
台
に
設
定
し
、
会
話
文
に
東
北
方
言

を
多
用
し
た
「
光
陰
」
は
、
土
俗
性
や
リ
ア
リ
ズ
ム
的
作
風
を
古
山
に
期
待

さ
せ
た
と
推
測
す
る
事
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
森
側
か
ら
『
季
刊
藝
術
』
の
依
頼
を
承
諾
し
た
経
緯
は
「
森

敦
―
―
中
退
者
に
落
第
な（

４６
）し」
に
記
さ
れ
て
い
る
。朝
鮮
生
ま
れ
の
古
山
に
、

森
が
同
国
育
ち
の
親
近
感
を
抱
き
、
さ
ら
に
お
互
い
旧
制
高
等
学
校
を
退
学

し
た
と
い
う
共
通
点
に
意
気
投
合
し
た
ら
し
い
。
あ
ま
り
に
も
自
明
の
こ
と

だ
が
、
原
稿
の
依
頼
に
あ
た
っ
て
編
集
者
の
人
柄
が
い
か
に
欠
か
せ
な
い
要

素
で
あ
る
か
が
わ
か
る
挿
話
で
あ
る
。

次
に
よ
う
や
く
本
章
の
主
題
で
あ
る
古
山
の
編
集
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
つ
い
て

説
明
す
る
た
め
に
、『
季
刊
藝
術
』
発
表
前
ま
で
の
森
敦
の
経
歴
を
以
下
簡

単
に
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

森
は
昭
和
六
年
に
十
九
歳
の
若
さ
で
横
光
利
一
に
師
事
し
、
そ
の
推
薦
に

よ
り
「
酩
酊（

４７
）船」
を
連
載
し
、
異
例
の
抜
擢
で
世
に
出
た
芸
術
派
の
精
鋭
で

あ
っ
た
。だ
が
横
光
の
死
の
昭
和
二
十
三
年
に
未
完
の
小
説
「
潮
と
ま
と
り
」

を
『
文
学
界
』
で
連
載
し
た
後
は
、
各
地
を
放
浪
し
、
小
説
発
表
の
場
は
小

規
模
な
同
人
誌
の
み
と
い
う
長
い
空
白
期
間
を
経
る
。
試
み
に
、『
季
刊
藝

術
』
依
頼
直
前
を
見
て
み
れ
ば
、
昭
和
四
十
四
年
に
『
新
潮
』
か
ら
の
小
説

を
依
頼
さ
れ
る
も
未
完
の
ま
ま
時
間
を
使
い
、
断
ら
れ
て
し
ま
う
な
ど
、
そ

の
再
起
の
芽
を
自
ら
摘
み
取
る
よ
う
な
行
動
も
目
立
つ
。
ま
た
、
森
敦
の
養

女
で
あ
る
森
富
子
が
書
い
た
評
伝
『
森
敦
と
の
対（

４８
）話』
に
は
、
昭
和
四
十
年

代
に
、
森
が
何
度
も
原
稿
の
書
き
直
し
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
直
し
を
何
度

も
入
れ
た
後
に
今
度
は
原
稿
が
汚
い
の
は
作
品
が
悪
い
せ
い
だ
と
捨
て
た
と

い
う
挿
話
が
描
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
長
い
ス
ラ
ン
プ
状
態
と
は
う
ら

は
ら
に
、
芥
川
賞
受
賞
者
の
小
島
信
夫
は
指
導
を
求
め
続
け
、『
文
芸
首
都
』

や
『
立
像
』
な
ど
の
同
人
の
間
で
も
伝
説
の
人
と
噂
さ
れ
る
な
ど
、
森
の
評

判
は
高
ま
っ
て
ゆ
く
状
態
に
あ
っ
た
。

以
上
長
々
と
説
明
し
て
き
た
が
、
前
述
の
古
山
高
麗
雄
の
編
集
テ
ク
ニ
ッ

ク
と
は
、
そ
の
森
の
ス
ラ
ン
プ
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
古
山
は
、「
月
山
」

の
草
稿
を
渡
さ
れ
た
後
、
後
半
の
一
部
の
み
を
返
却
し
、
直
さ
せ
た
後
は
著

者
の
校
正
を
許
さ
ず
、
そ
の
ま
ま
掲（

４９
）載し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
後

に
福
田
和
也
は
、
古
山
自
身
も
安
岡
章
太
郎
の
文
壇
で
の
活
躍
に
よ
っ
て

「
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
だ
っ
た
」
所
を
江
藤
淳
が
『
季
刊
藝
術
』
で
作
家
デ
ビ
ュ

ー
さ
せ
、
引
き
上
げ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
に
、
今
度
は
古
山
が
森

敦
を
世
に
出
そ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
と
の
推（

５０
）測を
加
え
て
い
る
。

だ
が
、
古
山
高
麗
雄
の
編
集
者
と
し
て
の
働
き
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら

な
い
。
芥
川
賞
受
賞
ま
で
『
季
刊
藝
術
』
誌
上
で
、
森
敦
に
対
す
る
演
出
と

も
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
の
支
援
を
行
う
の
で
あ
る
。そ
れ
は
ま
ず
、
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長
編
で
あ
る
「
月
山
」
の
一
挙
掲
載
で
あ
る
。
試
み
に
そ
の
目
次
を
見
て
み

れ
ば
、
創
作
欄
に
掲
載
さ
れ
た
小
説
家
は
森
敦
一
人
と
な
っ
て
い
て
、「
月

山
」
が
読
者
か
ら
見
て
目
立
つ
構
成
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た

古
山
は
、
同
誌
の
編
集
後（

５１
）記で
大
多
数
の
読
者
に
と
っ
て
未
知
の
存
在
で

あ
っ
た
森
を
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
光
に
当
た
ろ
う
と
せ
ず
に
書
き
続
け

て
」
き
た
「
菊
池
寛
、
横
光
利
一
に
親
愛
さ
れ
た
作
家
」
と
紹
介
し
、「「
月

山
」
は
編
集
者
と
し
て
の
私
の
、
自
信
作
」
だ
と
推
薦
し
た
の
で
あ
る
。
そ

う
し
て
次
の
号
に
は
、
小
島
信
夫
が
「
月
山
」
を
解
説
し
た
「「
月
山
」
に

つ
い（

５２
）て」
を
掲
載
し
た
。

そ
の
影
響
力
に
つ
い
て
森
は
「
小
さ
な
市
街（

５３
）図」
で
、
芥
川
賞
の
記
者
会

見
時
に
、
記
者
の
殆
ど
が
古
山
の
編
集
後
記
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
、

ま
た
他
の
日
に
行
わ
れ
た
テ
レ
ビ
の
収
録
の
際
に
は
編
集
後
記
が
朗
読
さ
れ

た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
講
談
社
の
編
集
者
で
あ
っ
た
橋
中
雄

二
は
、
古
山
高
麗
雄
を
「
す
ば
ら
し
い
仕
掛
け
人
」
と
呼
び
、
小
島
信
夫
も

同
意
し
た
の
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、『
季
刊
藝
術
』
の
方
針
と
も
言
え
る
不
遇
の
旧
世
代
作
家

の
再
起
の
契
機
作
り
は
、
古
山
高
麗
雄
の
目
配
り
や
演
出
な
ど
に
よ
っ
て
作

家
を
裏
か
ら
支
え
る
事
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
旧
世
代
作
家
達
と
編
集

者
と
の
、
人
と
人
と
の
や
り
と
り
が
そ
の
再
起
に
欠
か
せ
な
い
要
素
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
和
田
芳
恵
と
森
敦
の
再
起
を
追
っ
て
み
た
が
、『
季
刊
藝
術
』
が

再
起
さ
せ
た
も
う
一
人
の
旧
世
代
作
家
に
中
里
恒
子
が
い
る
。
三
章
で
も
触

れ
た
が
、
中
里
は
古
山
高
麗
雄
に
続
く
小
説
執
筆
数
を
誇
っ
て
お
り
、
江
藤

が
『
季
刊
藝
術
』
の
第
一
回
会
議
に
お
い
て
そ
の
執
筆
を
提
案
す
る
な
ど
、

実
は
前
述
の
二
人
以
上
に
同
誌
と
の
関
わ
り
が
深
い
作
家
で
あ
る
。し
か
し
、

そ
の
晩
年
の
再
起
の
検
証
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難

い
。『
季
刊
藝
術
』
と
中
里
恒
子
の
双
方
に
と
っ
て
看
過
で
き
な
い
問
題
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
与
え
ら
れ
た
紙
幅
が
尽
き
た
。
次
稿
に
期
す
。

注

（
１
）
廃
刊
で
は
な
く
、
当
時
は
一
時
休
刊
と
い
う
形
で
あ
っ
た
。
後
に
『
季

刊
藝
術
』
自
選
の
傑
作
集
と
い
う
形
で
、
書
き
下
ろ
し
も
一
部
含
む
『
季

刊
藝
術
・
臨
時
増
刊
号
』（
季
刊
藝
術
出
版
、
平
成
一
・
一
〇
）
が
発
行

さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
「
座
談
会

本
気
に
な
っ
て
語
り
合
う
態
度

そ
れ
が
『
季
刊
藝
術
』

だ
！
」（『
日
販
通
信
』、
日
本
出
版
販
売
、
昭
和
四
二
・
六
）。
な
お
出
席

者
は
、
江
藤
淳
・
高
階
秀
爾
・
遠
山
一
行
・
古
山
高
麗
雄
、『
日
販
通
信
』

編
集
者
。

（
３
）
だ
が
、
評
論
と
い
う
形
で
『
季
刊
藝
術
』
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
と
し

て
は
、
竹
田
青
嗣
「「
内
部
」
の
記
憶
」
と
富
岡
幸
一
郎
「『
季
刊
藝
術
』

と
そ
の
時
代
」
が
あ
る
。『
季
刊
藝
術
』
の
内
容
に
つ
い
て
分
析
を
加
え

て
い
る
も
の
で
な
い
た
め
に
、
こ
こ
で
は
割
愛
さ
せ
て
頂
い
た
。
い
ず
れ

も
『
季
刊
藝
術
・
臨
時
増
刊
号
』（
季
刊
藝
術
出
版
、
平
成
一
・
一
〇
）

に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
座
談
会
「『
季
刊
藝
術
』
創
刊
か
ら
休
刊
ま
で
」（『
季
刊
藝
術
』
第
五

〇
号
、
季
刊
藝
術
出
版
、
昭
和
五
四
・
七
）。
な
お
出
席
者
は
、
江
藤
淳
・

高
階
秀
爾
・
遠
山
一
行
・
古
山
高
麗
雄
。

（
５
）
「
一
九
七
四
年
の
文
学
概
観
」（『
文
芸
年
鑑
』、
新
潮
社
、
昭
和
五
〇
・

六
）。

（
６
）
「
芥
川
賞
選
評
」（『
文
藝
春
秋
』、
文
芸
春
秋
、
昭
和
五
一
・
九
）。
な

お
選
考
委
員
は
、
井
上
靖
、
瀧
井
孝
作
、
永
井
龍
男
、
中
村
光
夫
、
丹
羽

文
雄
、
安
岡
章
太
郎
、
吉
行
淳
之
介
。

（
７
）
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
一
〇
一
号
（
立
教
大
学
日
本
文
学
会
、
平
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成
二
〇
・
一
二
）。

（
８
）
試
み
に
、
昭
和
四
十
六
年
か
ら
『
季
刊
藝
術
』
休
刊
時
で
あ
る
昭
和
五

十
四
年
ま
で
の
間
に
読
者
が
永
く
良
い
と
思
い
続
け
て
い
る
本
（
著
者
）

を
、『
読
書
世
論
調
査
』
の
「
好
き
な
著
者
と
そ
の
最
も
好
き
な
著
書
」

及
び
「
好
き
な
著
者
」
か
ら
見
て
み
る
と
、
戦
前
の
名
作
類
や
国
民
文
学

（
及
び
そ
の
著
者
）
と
い
う
傾
向
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
９
）
「
一
九
七
二
年
の
文
学
概
観
」（『
文
芸
年
鑑
』、
新
潮
社
、
昭
和
四
八
・

六
）。

（
１０
）
注
５
参
照
。

（
１１
）
無
署
名
「
出
版
・
読
書
界
１０
大
ニ
ュ
ー
ス
」（『
出
版
年
鑑
』、
出
版
ニ
ュ

ー
ス
社
、
昭
和
五
〇
・
五
）
は
「
７４
年
の
雑
誌
を
ふ
り
か
え
る
と
、
不
況

を
反
映
し
て
、
雑
誌
の
定
価
も
２５
％
以
上
も
上
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
全

体
的
に
低
調
気
味
で
、
目
だ
っ
た
動
き
は
休
刊
誌
が
多
く
な
っ
た
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。」
と
記
し
て
い
る
。

（
１２
）
『
文
芸
』（
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
四
一
・
九
）。

（
１３
）
『
英
米
文
学
史
講
座

第
十
巻

二
十
世
紀
Ⅰ
』（
研
究
社
出
版
、
昭

和
三
五
・
一
二
）。

（
１４
）
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
株
式
会
社
、
平
成
一
八
・
一
一
。

（
１５
）
『
群
像
』（
講
談
社
、
昭
和
四
五
・
九
）。

（
１６
）
「
都
市
と
リ
ト
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
―
そ
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
点
描
―
」

（『
出
版
研
究
』、
講
談
社
、
昭
和
四
七
・
一
〇
）。

（
１７
）
出
版
ニ
ュ
ー
ス
社
、
平
成
四
・
三
。

（
１８
）
注
４
参
照
。

（
１９
）
古
山
は
「《
生
き
方
》
へ
の
決
意
」（『
現
代
の
文
学
２７
江
藤
淳
』
講
談

社
、
昭
和
四
七
・
三
）
で
、『
季
刊
藝
術
』
参
加
に
つ
い
て
旧
友
の
安
岡

章
太
郎
か
ら
「
江
藤
と
一
緒
に
や
る
と
い
う
の
は
、い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

江
藤
は
い
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
な
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
、
江
藤
の
著
作

へ
の
共
感
が
契
機
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
本
稿
三
章
で
述
べ
る

『
季
刊
藝
術
』
小
説
欄
で
の
二
人
の
息
の
合
っ
た
編
集
の
前
史
と
し
て
心

惹
か
れ
る
。

（
２０
）
例
え
ば
、
木
谷
喜
美
枝
は
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』（
昭
和
五
二
・

一
一
、
講
談
社
）
で
、『
季
刊
藝
術
』
を
「
種
々
の
ジ
ャ
ン
ル
の
芸
術
を

「
串
ざ
し
」
に
す
る
批
評
誌
」
と
す
る
。
ま
た
、『
文
芸
雑
誌
内
容
細
目

総
覧
』（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
社
、
平
成
一
八
・
一
一
）
は
「
芸
術
全
般

に
わ
た
る
多
彩
な
誌
面
構
成
」
と
記
す
。

（
２１
）
『
文
芸
年
鑑
』（
新
潮
社
、
昭
和
四
三
・
五
）。

（
２２
）
出
版
ニ
ュ
ー
ス
社
、
昭
和
四
二
・
六
下
旬
号
。
出
席
者
は
匿
名
の
た
め

不
明
。

（
２３
）
日
本
読
書
新
聞
社
、
昭
和
四
二
・
一
〇
・
三
〇
。

（
２４
）
『
東
京
新
聞
』（
昭
和
四
二
・
一
二
・
二
八
、
夕
刊
）。

（
２５
）
注
４
参
照
。

（
２６
）
季
刊
藝
術
出
版
、
昭
和
四
二
・
七
。

（
２７
）
肇
「
雑
誌
カ
ル
テ
」（『
出
版
ニ
ュ
ー
ス
』
出
版
ニ
ュ
ー
ス
社
、
昭
和
四

四
・
四
中
旬
号
）。

（
２８
）
石
田
健
夫
「
土
曜
訪
問
」（『
東
京
新
聞
』、
昭
和
四
二
・
七
・
一
五
、

夕
刊
）。

（
２９
）
丹
「�
戦
後
�
へ
向
か
う
眼

「
季
刊
芸
術
」
を
創
刊
し
た
江
藤
淳
氏

訪
問
」（
日
本
読
書
新
聞
社
、
昭
和
四
二
・
五
・
一
）。

（
３０
）
昭
和
四
二
・
四
・
一
〇
。

（
３１
）
注
２
参
照
。

（
３２
）
『
週
刊
現
代
』（
講
談
社
、
昭
和
五
四
・
六
・
二
一
）。

（
３３
）
注
４
参
照
。

（
３４
）
同
上
。

（
３５
）
宮
岸
泰
治
「
土
曜
訪
問
」（『
東
京
新
聞
』、
昭
和
四
二
・
四
・
一
、
夕

刊
）。
遠
山
一
行
を
訪
問
し
た
記
者
は
、「
季
刊
に
し
た
の
は
「
書
き
た
い

も
の
を
時
間
を
か
け
て
」
と
い
う
、
い
ま
の
商
業
ベ
ー
ス
で
は
許
さ
れ
な
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い
筆
者
擁
護
の
理
由
か
ら
だ
そ
う
だ
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
括
弧
部
分
は

お
そ
ら
く
遠
山
の
言
葉
と
思
わ
れ
る
た
め
に
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。

（
３６
）
「
毅
然
と
し
て

と
め
ど
な
く
」（『
文
學
界
』、
文
藝
春
秋
、
平
成
一
・

一
〇
）。

（
３７
）
こ
こ
で
は
単
純
に
、
作
家
の
重
複
は
気
に
せ
ず
小
説
数
で
数
え
た
。

（
３８
）
注
４
参
照
。

（
３９
）
「
自
伝
抄
―
七
十
に
し
て
、
新
人
」（『
読
売
新
聞
』、
昭
和
五
二
・
八
・

九
〜
三
一
、
夕
刊
）。

（
４０
）
丸
谷
才
一
「
昭
和
一
〇
年
代
の
形
式
連
想

和
田
芳
恵

二
つ
の
短

編
」（『
朝
日
新
聞
』、
昭
和
四
九
・
五
・
二
七
、
夕
刊
）。

（
４１
）
丸
谷
才
一
「
馬
小
屋
の
闇
」（『
自
選
和
田
芳
恵
短
編
小
説
全
集
』、
河

出
書
房
新
社
、
昭
和
五
一
・
七
）。

（
４２
）
注
３９
参
照
。

（
４３
）
同
上
。

（
４４
）
注
３６
参
照
。

（
４５
）
森
敦
は
小
島
信
夫
と
の
対
談
で
、「「
光
陰
」
と
や
っ
た
ら
「
過
客
」
と

察
し
て
く
れ
な
い
よ
う
な
人
は
、
相
手
に
な
ら
ぬ
と
い
う
ふ
う
な
、
ふ
て

ぶ
て
し
い
気
持
ち
で
や
っ
た
」
と
話
し
て
い
る
。（
森
敦
対
談
集
『
一
即

一
切
、
一
切
即
一
「
小
説
の
背
後
論
理
」』、
法
藏
館
、
昭
和
六
三
・
八
）。

（
４６
）
『
読
売
新
聞
』（
昭
和
五
一
・
一
一
・
一
、
夕
刊
）。

（
４７
）
『
東
京
日
日
新
聞
』（
昭
和
九
・
三
・
二
二
〜
五
・
一
六
）。

（
４８
）
森
富
子
『
森
敦
と
の
対
話
』（『
す
ば
る
』、
集
英
社
、
平
成
一
六
・
二
）。

（
４９
）
古
山
高
麗
雄
は
「
毅
然
と
し
て

と
め
ど
な
く
」（
注
３５
参
照
）
の
中

で
、
森
が
草
稿
に
手
を
入
れ
た
い
の
で
一
号
伸
ば
す
よ
う
に
と
頼
む
の
を

断
っ
て
掲
載
し
た
事
を
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
森
富
子
の
『
森
敦
と
の
対

話
』（『
す
ば
る
』、
平
成
一
六
・
二
）
に
は
、
後
半
の
一
部
の
文
章
だ
け

は
、
加
筆
し
修
正
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
事

実
の
確
認
は
行
え
な
か
っ
た
た
め
、
後
者
の
森
富
子
の
評
伝
を
参
考
に
し

た
。

（
５０
）
「
鼎
談
書
評
」（『
文
藝
春
秋
』、
文
藝
春
秋
、
平
成
一
七
・
一
）。
な
お

出
席
者
は
、
鹿
島
茂
、
福
田
和
也
、
松
原
隆
一
郎
。

（
５１
）
『
季
刊
藝
術
』
第
二
六
号
（
季
刊
藝
術
出
版
、
昭
和
四
八
・
七
）。

（
５２
）
『
季
刊
藝
術
』
第
二
七
号
（
季
刊
藝
術
出
版
、
昭
和
四
八
・
一
〇
）。

ま
た
他
に
「
月
山
」
で
は
な
く
、森
敦
に
つ
い
て
の
文
章
に
、三
好
徹
「
森

さ
ん
の
こ
と
」（『
季
刊
藝
術
』、
季
刊
藝
術
出
版
、
昭
和
四
九
・
四
）
が

あ
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
芥
川
賞
受
賞
ま
で
を
中
心
と
し
た
た
め
に
、
割

愛
さ
せ
て
頂
い
た
。

（
５３
）
『
星
霜
移
り
人
は
去
る

わ
が
青
春
放
浪
』（
角
川
書
店
、
昭
和
五
五
・

一
）。

＊
文
中
作
品
の
引
用
は
初
出
に
拠
っ
た
。
引
用
に
際
し
て
、
旧
か
な
、
旧
漢
字

は
新
字
体
に
あ
ら
た
め
た
。
雑
誌
名
で
あ
る
『
季
刊
藝
術
』
は
旧
字
の
ま

ま
と
し
た
。

（
ご
と
う
じ
ゅ
ん

大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
生
）
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