
純
文
芸
雑
誌
『
文
学
界
』

誕
生
の
周
辺

文
化
公
論
杜
田
中
直
樹
の
文
化
観

中
根
　
隆
行

は
じ
め
に

　
一
九
三
三
一
昭
八
一
年
秋
に
続
出
し
た
門
文
学
界
』
門
行
動
』
『
文
芸
』
と
い
っ
た
新
規
参
入
を
は
た
し
た
文
芸
雑
誌
群
は
、
各
誌
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
か
ら
「
文
学
復
興
」
も
し
く
は
「
文
芸
復
興
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
登
場
し
て
い
る
。
後
に
、
国
文
学
史
的
叙
述
で
は
、
こ

の
年
を
「
文
芸
復
興
し
始
発
期
と
位
置
づ
け
る
の
が
概
ね
の
傾
向
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
用
語
に
関
す
る
是
非
は
措
く
と
し
て
も
、
同
年

秋
以
降
の
文
芸
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
、
　
「
文
芸
復
興
」
に
つ
い
て
何
か
を
語
る
こ
と
自
体
が
、
商
品
化
さ
れ
た
差
異
と
し
て
流
通
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
＾
】
）

の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
小
林
秀
雄
は
、
「
文
芸
復
興
」
現
象
を
「
幽
霊
し
と
称
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一74一

僕
は
幽
霊
の
正
体
を
み
よ
、
と
言
ふ
の
で
は
な
い
。
要
ら
ざ
る
幽
霊
を
で
つ
ち
上
げ
る
な
、
と
言
ふ
の
だ
。
同
情
す
る
に
せ
よ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
一

る
に
せ
よ
、
何
故
に
二
三
の
文
芸
雑
誌
が
増
加
し
た
と
い
ふ
平
凡
な
事
実
か
ら
、
そ
の
事
実
の
み
か
ら
も
の
を
言
は
ぬ
。

軽
蔑
す
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そ
の
「
幽
霊
の
正
体
」
を
、
小
林
秀
雄
は
、
作
家
や
批
評
家
が
「
純
文
学
の
再
生
」
や
「
文
芸
復
興
の
喜
び
」
を
叫
ん
で
い
る
の
だ
と
す
る

批
評
に
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
「
文
芸
復
興
」
現
象
を
「
幽
霊
し
と
見
立
て
て
批
判
し
た
の
は
、
そ
れ
を
批
評
と
し
て
語
る
と
い
う

行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
か
ら
み
れ
ば
そ
れ
は
、
　
「
或
る
間
題
が
現
は
れ
る
、
皆
ん
な
が
寄
つ
て
た
か
つ
て
解
決
し
よ
う
と
か
・
る
。
処
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

当
の
問
題
は
、
解
決
さ
れ
よ
う
に
も
問
題
の
形
を
ま
だ
成
し
て
は
を
ら
ぬ
と
い
ふ
始
末
」
な
の
で
あ
る
。
も
と
よ
リ
、
　
「
文
芸
復
興
し
と
称
す

る
に
相
応
し
い
「
問
題
」
を
成
す
こ
と
は
、
実
際
に
そ
の
名
に
値
す
る
文
学
作
品
が
出
現
す
る
か
あ
る
い
は
新
た
な
文
学
運
動
が
起
こ
っ
て
か

ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
、
　
「
平
凡
な
事
実
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
「
二
三
の
文
芸
雑
誌
」
、
そ
の
な
か
で
も
話
題
を
独
占
し
た
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感
の
あ
る
同
人
雑
誌
『
文
学
界
』
誕
生
の
経
緯
に
は
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
考
察
す
る
に
た
る
「
問
題
の
形
」
を
形
成
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
本
稿
で
試
み
る
の
は
、
川
端
康
成
、
小
林
秀
雄
、
武
田
麟
太
郎
、
林
房
雄
ら
が
結
集
し
て
創
刊
し
た
同
人
雑
誌
門
文
学
界
』
の
誕
生
に
影
な

が
ら
尽
力
し
た
編
集
者
田
中
直
樹
と
い
う
人
物
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
。
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
は
、
　
郷
文
学
界
』
を
自
社
か
ら
発
刊
す
る

以
前
の
娯
楽
雑
誌
に
お
け
る
田
中
直
樹
の
編
集
方
針
と
彼
の
文
学
及
び
文
化
観
と
の
相
関
に
つ
い
て
で
あ
る
。
以
下
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
文

芸
雑
誌
の
出
版
元
と
し
て
文
学
作
品
を
読
者
に
供
給
す
る
側
と
な
っ
た
田
中
直
樹
は
ま
た
、
文
学
的
営
為
に
関
し
て
並
々
な
ら
ぬ
情
熱
を
も
っ

て
い
た
人
物
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
田
中
直
樹
が
、
編
集
者
と
し
て
娯
楽
雑
誌
か
ら
純
文
芸
雑
誌
へ
と
架
橋
す
る
経
緯
に
注
目

し
、
彼
の
文
学
な
る
も
の
に
対
す
る
情
熱
と
の
関
連
に
則
し
て
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
工
g
。
グ
圓
雑
誌
」
の
編
集
者
、

文
化
公
論
社
主
串
囲
中
直
樹

　
一
九
三
〇
年
代
に
到
来
し
た
い
わ
ゆ
る
「
文
芸
復
興
」
現
象
そ
の
始
発
期
を
概
観
す
る
に
、
同
人
雑
誌
門
文
学
界
蜴
誕
生
に
尽
力
し
た
田
中

直
樹
と
い
う
人
物
に
注
目
し
た
い
の
は
、
藤
村
透
谷
の
門
文
学
界
』
に
比
し
て
日
本
近
代
文
学
の
伝
統
を
継
承
す
べ
く
当
時
名
を
馳
せ
た
同
人

た
ち
が
結
集
し
た
そ
の
試
み
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
文
芸
雑
誌
が
『
犯
罪
公
論
蛙
の
出
版
元
で
あ
る
文
化
公
論
社
か
ら
発
刊
さ
れ
た
内
実

に
一
九
三
三
年
の
文
学
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
歴
史
性
を
問
い
た
い
が
た
め
で
あ
る
。
田
中
直
樹
一
本
名
、
田
中
直
こ
は
、
草
創
期

の
判
文
芸
春
秋
』
、
武
佼
社
の
門
犯
罪
科
学
』
と
い
っ
た
編
集
者
と
し
て
の
経
歴
を
経
て
、
一
九
三
一
年
十
月
か
ら
三
省
堂
系
列
の
四
六
書
院
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
一

門
犯
罪
公
論
』
の
編
集
を
手
掛
け
、
一
年
後
に
は
こ
の
雑
誌
の
発
行
権
を
譲
渡
さ
れ
文
化
公
論
社
を
興
し
て
い
る
。
こ
の
田
中
直
樹
と
い
う
編

集
者
が
き
わ
め
て
興
味
深
い
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
ゴ
シ
ッ
プ
記
事
や
『
文
学
界
』
創
刊
時
に
お
け
る
回
想
記
の
類
、
あ
る
い
は
文

壇
史
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
リ
わ
け
、
林
房
雄
は
、
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

一73一

混
沌
お
の
ず
か
ら
集
っ
て
天
地
を
別
っ
た
と
す
れ
ば
、
文
学
復
興
の
気
運
お
の
ず
か
ら
集
っ
て
「
文
学
界
し
を
結
成
し
た
の
で
あ
る
。
一
こ

の
成
立
の
事
情
を
、
個
々
人
の
同
人
に
つ
い
て
、
編
集
者
田
巾
直
樹
君
の
こ
と
を
ふ
く
め
て
、
く
わ
し
く
か
い
た
ら
、
お
も
し
ろ
い
読
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
〕

に
な
る
こ
と
と
思
う
が
、
そ
れ
は
い
ず
れ
、
後
の
機
会
に
ゆ
ず
る
。
一



　
と
は
い
え
、
同
人
雑
誌
と
し
て
出
発
し
た
椚
文
学
界
』
に
お
け
る
田
中
直
樹
の
役
割
と
い
え
ば
、
雑
誌
経
営
の
責
任
者
と
し
て
で
あ
リ
、
同

人
に
よ
る
編
集
会
議
を
経
て
掲
載
が
決
定
さ
れ
た
も
の
を
期
日
ま
で
に
編
集
す
る
と
い
う
行
程
に
隈
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
こ
で
、
　
「
文
学

復
興
の
気
運
お
の
ず
か
ら
集
っ
て
「
文
学
界
」
を
結
成
し
た
L
と
ま
ず
書
か
れ
、
　
「
田
中
直
樹
君
」
と
い
う
名
前
が
「
編
集
者
」
と
し
て
括
弧

付
け
で
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
注
目
の
度
合
い
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
　
門
文
学
界
』
創
刊
に
ま
つ
わ
る
「
文
学
復
興
の
気
運
」
を
体
現
す
る
人
物

の
ひ
と
り
と
し
て
、
林
房
雄
が
彼
の
名
前
を
付
加
し
て
い
る
の
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
と
い
え
よ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
田
申
直
樹
が
、
い
わ
ば

正
統
の
文
学
史
に
お
い
て
で
は
な
く
、
．
「
工
口
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
」
の
時
代
を
風
塵
し
た
『
犯
罪
科
学
』
や
そ
の
後
の
剛
犯
罪
公
論
』
と

い
っ
た
娯
楽
雑
誌
の
編
集
者
と
し
て
語
ら
れ
る
べ
き
人
物
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
「
エ
ロ
・
グ
ロ
雑
誌
し
の
出
版
社
か
ら
、
当
時
名
う
て
の
流
行
作
家
が
結
集
し
純
文
芸
雑
誌
が
発
刊
さ
れ
る
と
い
う
成
立
事
情
。
加
え
て
、

そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
「
文
学
の
更
生
」
、
す
な
わ
ち
日
本
近
代
文
学
が
歩
ん
で
き
た
「
文
学
の
正
遭
に
た
ち
か
へ
る
」
と
い
う
理
想
で
あ
っ
た

　
　
　
　
｛
6
一

と
い
う
事
実
。
こ
う
し
た
司
文
学
界
』
創
刊
に
関
す
る
経
緯
が
、
時
の
文
芸
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
賛
否
両
論
を
巻
き
起
こ
し
、
や
が
て
こ
の
純

文
芸
雑
誌
は
、
　
「
文
芸
復
興
」
現
象
と
も
い
う
べ
き
文
学
状
況
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
文
芸
復
興
」
現
象
に
批
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
一

的
で
あ
っ
た
杉
山
平
助
は
、
　
『
文
学
界
』
の
創
刊
が
文
化
公
論
社
の
綴
密
な
出
版
戦
略
に
依
拠
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
椰
楡
し
て
も
い
る
。

こ
の
よ
づ
な
指
摘
の
背
景
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
爽
雑
性
を
排
し
た
純
粋
で
か
つ
高
尚
で
あ
る
べ
き
文
学
的
営
為
が
、
退
廃
的
と
も
称
さ
れ
た
「
工

口
・
グ
ロ
雑
誌
」
の
出
版
杜
と
結
び
っ
い
て
生
ま
れ
た
と
い
う
事
実
に
対
す
る
不
信
感
も
し
く
は
1
靭
笑
を
読
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

い
ま
ひ
と
つ
、
そ
う
し
た
当
時
の
雰
囲
気
を
如
実
に
語
っ
た
、
夙
に
名
高
い
高
見
順
の
回
想
を
取
り
あ
げ
て
み
た
い
。

一72一

『
犯
罪
公
論
』
は
単
な
る
猟
奇
雑
誌
な
の
で
は
な
く
、
田
申
直
樹
は
単
な
る
猟
奇
雑
誌
の
発
行
者
な
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
う
は

言
っ
て
も
、
　
刊
犯
罪
公
論
』
は
世
間
の
眼
か
ら
す
れ
ば
、
や
っ
ぱ
り
エ
ロ
・
グ
ロ
の
雑
誌
で
あ
り
、
　
『
文
学
界
』
が
そ
ん
な
雑
誌
の
庇
護

の
も
と
に
発
刊
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
な
ら
、
清
潔
を
重
ん
ず
る
文
学
読
者
に
対
し
て
不
潔
な
印
象
を
与
え
な
い
で
は
お
か
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
は
、
そ
ん
な
印
象
を
受
け
な
か
っ
た
。
や
や
意
外
と
い
う
感
じ
は
あ
っ
た
が
、
不
潔
感
と
は
ち
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
一

う
の
だ
っ
、
た
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
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田
中
直
樹
の
『
犯
罪
公
論
蜴

を
別
段
で
は
「
イ
ン
チ
キ
雑
誌
」

「
猟
奇
雑
誌
」
と
も
呼
ん
で
い
る
高
見
順
は
そ
こ
で
、

「
一
種
の
社
会
的
反
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逆
精
神
し
を
「
エ
ロ
グ
ロ
雑
誌
し
の
隠
さ
れ
た
内
実
と
し
て
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
文
化
公
論
社
か
ら
発
刊
さ
れ
た
門
文
学
界
』
に

「
不
潔
な
印
象
」
を
感
じ
な
か
っ
た
理
由
な
の
で
あ
る
。
一
」
う
し
た
彼
の
園
想
か
ら
感
得
す
べ
き
な
の
は
、
文
学
的
営
為
が
「
清
潔
」
で
あ
る

こ
と
を
重
視
す
る
そ
の
態
度
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
　
『
文
学
界
蜴
が
文
化
公
論
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
経
緯
を
、
　
榊
犯
罪
公
論
』
の
出
版
元
と

い
う
雑
誌
媒
体
の
世
評
的
性
格
か
ら
で
は
な
く
、
「
エ
ロ
グ
ロ
雑
誌
」
に
は
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
「
社
会
的
反
逆
精
神
」
に
求
め
る
と
い
う
の
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
雑
誌
出
版
者
と
し
て
の
田
中
直
樹
の
編
集
方
針
と
比
較
し
て
み
て
も
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
高
見
順
は
、

『
犯
罪
公
論
』
に
確
固
と
し
た
「
社
会
的
反
逆
精
神
」
が
あ
る
の
だ
と
す
る
そ
の
解
釈
を
、
そ
れ
と
同
等
の
雑
誌
だ
と
す
る
『
人
物
評
論
』
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
門
犯
罪
公
論
』
の
目
次
広
告
か
ら
推
測
し
て
い
る
の
だ
が
、
一
九
三
三
年
三
月
に
発
刊
さ
れ
た
大
宅
壮
一
編
集
の
『
人
物
評

論
』
創
刊
号
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
も
い
る
。

「
犯
罪
公
論
」
の
田
中
直
樹
君
、
赤
手
空
腕
雑
誌
を
提
げ
て
独
立
す
る
や
、
従
来
の
執
筆
者
挙
つ
て
こ
れ
を
応
援
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
g
〕

に
生
ま
る
。
こ
の
編
集
者
に
し
て
こ
の
執
筆
者
あ
り
。
ヂ
ヤ
i
ナ
リ
ズ
ム
界
近
年
の
美
談
と
い
ふ
べ
し
。
一
B
一

雑
誌
立
ち
ど
こ
ろ

　
高
見
順
が
「
同
種
同
類
の
よ
し
み
」
と
記
し
て
い
る
門
犯
罪
公
論
優
と
『
人
物
評
論
』
の
関
係
は
、
こ
の
よ
う
に
編
集
者
田
中
直
樹
と
い
う

人
物
像
の
評
価
と
な
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
『
人
物
評
論
』
誌
上
に
見
受
け
ら
れ
る
田
中
直
樹
関
連
の
記
事
は
と
い
え
ば
、
有
名

な
絶
食
事
件
に
つ
い
て
の
ゴ
シ
ッ
プ
が
十
月
号
に
載
り
、
そ
こ
で
は
「
「
犯
罪
公
論
し
を
独
力
で
経
営
し
て
ゐ
る
雑
誌
界
の
快
男
児
」
と
い
う
評

と
な
っ
て
紹
介
さ
れ
て
も
い
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
門
文
学
界
』
創
刊
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
は
、
早
く
も
六
月
号
で
は
「
武
田
麟
太
郎
氏

の
雑
誌
創
刊
し
と
い
う
項
目
が
み
ら
れ
、
八
月
号
に
は
そ
の
武
田
が
林
房
雄
と
新
雑
誌
を
発
刊
す
る
と
い
う
こ
と
を
暉
と
し
て
ほ
の
め
か
し
て

　
　
一
型

も
い
る
。
一
」
う
し
た
田
中
直
樹
と
い
う
人
物
像
措
定
か
ら
窺
え
る
の
は
、
娯
楽
雑
誌
の
編
集
者
と
し
て
高
い
評
価
を
獲
得
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
そ
れ
が
い
ざ
純
文
芸
雑
誌
の
編
集
者
と
な
る
と
概
ね
批
判
の
矛
先
を
向
け
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
ま
わ
り
く
ど
い
評
価
と
な
る
か
の
い
ず

れ
か
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
娯
楽
雑
誌
か
ら
純
文
芸
雑
誌
へ
と
い
う
雑
誌
ジ
ャ
ン
ル
の
架
橋
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、

編
集
者
と
し
て
の
田
中
直
樹
像
は
、
そ
の
双
方
の
評
価
で
は
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

一71一



二
、
娯
楽
雑
誌
の
編
集
方
針

　
す
で
に
み
た
と
お
り
、
　
「
工
口
・
グ
ロ
雑
誌
し
の
編
集
者
兼
経
営
者
と
し
て
み
れ
ば
、
文
化
公
論
社
の
田
中
直
樹
は
、
娯
楽
雑
誌
の
編
集
者

と
し
て
あ
る
程
度
の
評
価
を
得
て
い
た
と
い
え
る
。
高
見
順
が
「
不
潔
な
印
象
し
を
拭
え
な
い
と
し
た
「
工
口
・
グ
ロ
雑
誌
」
と
い
う
呼
称
は
、

一
九
三
〇
年
前
後
に
頂
点
に
達
し
た
「
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
」
と
総
称
さ
れ
る
時
代
風
俗
か
ら
き
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
風
潮

は
、
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
影
響
が
殊
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
九
二
〇
年
代
の
映
画
・
広
告
・
歌
謡
に
代
表
さ
れ
る
大
衆
文
化
、
す
な
わ
ち
、
モ

ダ
ニ
ズ
ム
現
象
と
し
て
把
握
で
き
る
。
大
宅
壮
一
は
、
そ
の
風
俗
と
し
て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
「
時
代
の
尖
端
」
そ
れ
も
「
末
梢
的
尖
端
」
と
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
U
一

て
、
　
「
モ
ダ
ン
ニ
フ
イ
フ
に
は
「
理
想
」
が
な
い
し
「
「
遭
徳
し
が
な
い
」
「
刺
激
は
あ
る
が
、
　
「
感
激
」
は
な
い
L
と
看
破
し
て
い
た
。
一
」
う

し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
現
象
に
関
し
て
、
南
博
氏
は
「
当
時
の
モ
ダ
ン
凪
俗
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
欺
臓
的
に
呼
号
し
た
、
精
神
主
義
、
禁
欲
主
義
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豆
一

対
し
て
、
民
衆
の
側
で
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
の
う
ち
に
こ
こ
ろ
み
た
、
風
俗
的
な
抵
抗
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
も
と
よ
リ
フ
ァ
シ
ズ

ム
と
い
う
語
に
は
多
少
疑
念
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
対
抗
文
化
的
な
役
割
を
担
っ
た
と
さ
れ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
現
象
に
は
、
そ
れ
が
確
固
と
し
た

指
標
の
な
い
「
末
梢
的
尖
端
」
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
、
支
配
権
力
の
側
も
し
く
は
既
存
の
価
値
体
系
に
対
す
る
大
衆
の
「
抵
抗
」
的
表
現
と
し

て
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
田
中
直
樹
が
編
集
を
担
当
し
た
門
犯
罪
科
学
』
そ
し
て
禰
犯
罪
公
論
』
は
、
概
し
て
そ
う
し
た
大
衆
の
欲
望
を
満
た
す
娯
楽
雑
誌
で
あ
っ
た

と
把
握
で
き
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
武
佼
杜
の
門
犯
罪
科
学
』
か
ら
四
六
書
院
そ
し
て
文
化
公
論
社
の
門
犯
罪
公
論
』
に
見
受
け
ら
れ
る
彼
の
言

説
群
に
は
、
既
成
の
価
値
観
に
依
拠
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
無
言
の
「
抵
抗
」
を
表
明
し
て
い
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
現
象
を
、
あ
た
か
も
換
骨
奪
胎

し
て
し
ま
う
か
の
よ
う
な
特
微
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
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先
づ
国
を
揚
げ
て
民
草
を
救
へ
1
犯
罪
者
絶
滅
の
運
動
を
起
せ
！
一
人
の
失
業
者
の
存
す
る
こ
と
も
其
国
為
政
者
当
事
者
の
恥
で
あ
る
。

一
人
の
犯
罪
者
の
あ
る
こ
と
も
其
国
為
政
者
、
教
育
者
、
宗
教
者
、
学
者
の
恥
辱
で
あ
り
引
い
て
は
全
国
民
の
恥
で
あ
る
。
万
人
は
先
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蘭
一

個
人
で
あ
る
前
に
公
人
。
而
し
て
凡
て
は
少
数
の
人
の
為
の
み
に
あ
ら
ず
、
全
人
類
の
た
め
に
為
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

脆

こ
れ
は
、
一
九
三
一
年
十
月
に
発
刊
さ
れ
た

門
犯
罪
公
論
』
創
刊
号
の
「
巻
頭
言
し

で
あ
る
。
こ
の

「
巻
頭
言
」
が
出
巾
直
樹
に
よ
る
も
の
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で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
名
前
が
明
記
さ
れ
て
い
る
「
編
輯
後
記
し
や
他
の
文
章
と
の
内
容
や
文
体
比
較
を
鑑
み
れ
ば
明
ら
か
と
思
わ
れ
る
。
引

用
は
部
分
的
な
も
の
に
と
ど
め
た
の
だ
が
、
そ
の
前
段
で
は
『
束
京
日
々
新
聞
』
の
三
面
記
事
を
取
り
あ
げ
た
「
失
業
者
の
家
庭
の
悲
惨
」
の

現
状
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
毎
月
の
時
事
問
題
に
対
し
て
そ
の
都
度
異
議
を
申
し
立
て
る
と
い
う
の
が
「
巻
頭
言
し
の
ひ
と
つ

の
特
徴
で
あ
る
。
と
リ
あ
え
ず
、
　
門
犯
罪
公
論
』
の
一
」
う
し
た
側
面
が
、
高
見
順
が
当
時
の
「
エ
ロ
・
グ
ロ
雑
誌
」
に
看
取
し
た
「
社
会
的
反

逆
精
神
」
に
繋
が
る
と
い
え
よ
う
。
だ
が
し
か
し
、
　
「
全
国
民
」
「
万
人
」
「
全
人
類
」
と
記
さ
れ
る
大
迎
す
ぎ
る
語
句
や
「
万
人
は
先
づ
個
人

で
あ
る
前
に
公
人
」
と
す
る
道
徳
的
な
主
張
、
あ
る
い
は
「
先
づ
国
を
楊
げ
て
民
草
を
救
へ
！
犯
罪
者
絶
滅
の
運
動
を
起
せ
！
」
と
す
る
過
激

な
ス
ロ
ー
ガ
ン
な
ど
か
ら
窺
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
田
中
直
樹
の
き
わ
め
て
紋
切
型
な
言
辞
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
ひ
と
つ
の
解
釈
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
文
章
は
あ
く
ま
で
建
前
に
ほ
か
な
ら
ず
、
　
『
犯
罪
公
論
』
は
「
工
口
・
グ
ロ
雑
誌
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
M
）

性
格
が
最
上
段
に
出
て
い
た
こ
と
に
変
わ
リ
は
な
い
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
否
定
で
き
な
い
事
実
と
し
て
あ
る
。
だ
が
、

田
中
直
樹
の
言
説
群
に
は
、
　
「
巻
頭
言
」
の
み
な
ら
ず
、
一
」
う
し
た
特
徴
を
一
貫
し
て
見
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
た
ん
な
る
宣
伝
文
句
で
は
済

ま
せ
ら
れ
な
い
要
素
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
や
が
て
同
人
雑
誌
門
文
学
界
』
の
白
社
か
ら
の
発
刊
を
快
諾
し
た
理
由

と
も
関
わ
る
間
題
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
彼
の
編
集
方
針
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
沽
〕

　
田
中
直
樹
は
、
「
「
娯
楽
雑
誌
し
と
は
「
学
術
雑
誌
を
除
い
た
一
切
の
雑
誌
で
あ
る
」
し
と
い
う
考
え
の
持
ち
主
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、

「
娯
楽
雑
誌
」
と
「
学
術
雑
誌
し
と
を
明
確
に
分
け
隔
て
る
だ
け
で
な
く
、
　
門
巾
央
公
論
』
や
『
改
造
』
と
い
っ
た
「
高
級
雑
誌
し
を
一
般
的

な
意
味
で
の
「
娯
楽
雑
誌
」
と
区
別
す
る
と
い
う
線
引
き
を
否
認
す
る
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
高
級
雑
誌
」
が
「
娯
楽
」
的
要

素
を
多
分
に
備
え
て
い
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る
も
の
の
、
何
を
も
っ
て
「
娯
楽
」
と
す
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
注
目
し
た
い

の
は
、
一
」
う
し
た
見
方
に
読
者
側
の
視
点
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
「
学
術
的
」
な
も
の
を
読
む
た
め
に
の
み
、
読
者
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㏄
一

等
〔
門
中
央
公
論
』
や
『
改
造
し
の
雑
誌
を
購
つ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
L
。
け
れ
ど
も
、
読
者
嗜
好
に
準
じ
る
と
い
う
態
度
だ
け
で
は
、
門
犯

罪
公
論
㎏
の
よ
う
な
雑
誌
が
「
社
会
的
反
逆
精
神
」
を
も
っ
て
称
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
田
巾
直
樹
の
編
集
方
針
を
支
え
て
い
た
の
は
、

読
者
と
い
う
範
瞭
を
括
弧
に
入
れ
た
、
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
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然
ら
ば
、
如
何
な
る
雑
誌
を
如
何
に
し
て
編
集
す
れ
ば
よ
い
か
、
僕
は
そ
れ
を
最
も
端
的
に
表
現
し
て
ゐ
る
言
葉
と
し
て
、

新
聞
王
ハ
ー
ス
ト
が
部
下
に
与
へ
た
と
言
ふ
言
葉
を
借
用
し
よ
う
。

亜
米
利
加
の



「
大
衆
と
共
に
興
奮
せ
よ
し

「
大
衆
の
感
情
を
表
現
せ
よ
」

「
如
何
な
る
代
償
を
払
ふ
と
も
群
衆
を
捉
へ
よ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ユ

η
問
断
な
く
喧
躁
を
つ
“
け
て
読
者
を
惹
き
つ
け
よ
し

　
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
　
珊
犯
罪
公
論
』
の
「
社
会
的
反
逆
精
神
」
が
、
こ
の
よ
う
な
編
集
方
針
と
密
接
に
絡
み
合
っ
た
も
の
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
W
・
R
・
ハ
ー
ス
ト
の
言
葉
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
「
大
衆
」
「
群
衆
し
そ
し
て
「
読
者
」
が
、
こ
の
場
含
、
不
可
分
な
関

係
に
あ
る
こ
と
は
了
承
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
一
」
う
い
っ
た
言
説
群
を
編
集
方
針
の
至
言
と
す
る
理
由
に
関
し
て
、
彼
は
「
僕
は
ハ
ー
ス
ト
の
新

聞
に
よ
つ
て
悪
人
が
出
た
と
言
ふ
こ
と
を
ま
だ
耳
に
し
な
い
。
ハ
ー
ス
ト
の
新
聞
に
よ
つ
て
、
文
盲
の
人
々
が
新
聞
紙
を
読
む
こ
と
を
覚
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
一

に
し
て
も
　
　
。
な
ほ
僕
に
言
は
し
む
れ
は
「
日
の
下
に
何
の
聖
き
こ
と
あ
ら
ん
や
」
で
あ
る
L
と
述
べ
て
い
る
。
　
「
文
盲
の
人
々
」
が
新
聞

雑
誌
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
識
字
力
を
向
上
す
る
と
い
う
経
緯
に
、
各
々
の
媒
体
の
も
つ
娯
楽
的
要
素
が
多
分
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
事
実
で
あ
る
し
、
　
「
口
］
の
下
に
何
の
聖
き
こ
と
あ
ら
ん
や
」
と
す
る
彼
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
態
度
に
も
一
理
は
あ
る
だ
ろ

う
。
だ
が
、
一
」
う
し
た
言
葉
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、
実
際
の
読
者
層
は
若
干
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
田
中
直
樹
が
、
　
『
犯
罪
公
論
』
の
読
者

層
を
広
く
大
衆
と
し
て
措
定
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
猟
奇
事
件
や
性
風
俗
と
い
っ
た
読
考
大
衆
の
欲
望
を
満
た

す
内
容
を
掲
載
す
る
こ
と
で
、
あ
る
種
の
教
化
的
な
効
果
を
期
待
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
　
「
大
衆
と
共
に
興
奮
せ
よ
」
と
い
っ
た
言

葉
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
田
中
直
樹
流
「
娯
楽
雑
誌
」
の
編
集
方
針
が
、
読
者
大
衆
に
対
す
る
煽
動
的
な
言
説
へ
と
す
ぐ
さ

ま
転
化
す
る
論
理
の
性
急
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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三
、
読
者
大
衆
の
啓
蒙
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文
化
公
論
社
を
主
宰
し
た
田
中
直
樹
の
言
説
群
は
、
そ
の
大
半
が
彼
の
編
集
し
た
雑
誌
の
「
巻
頭
言
」
や
「
編
輯
後
記
」
と
し
て
残
っ
て
い

る
。
も
と
よ
り
そ
れ
を
「
エ
ロ
・
グ
ロ
雑
誌
」
の
出
版
戦
略
と
把
握
し
、
過
大
広
告
や
宣
伝
文
の
類
と
し
て
処
理
し
て
し
ま
う
の
は
容
易
い
で

あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
彼
の
言
説
群
に
は
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
雑
誌
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
あ
り
よ
う
と
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い
う
見
地
か
ら
し
て
も
、
注
目
す
る
に
た
る
べ
き
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
に

よ
る
読
者
大
衆
へ
の
啓
蒙
的
要
素
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
田
中
直
樹
の
言
説
群
に
見
受
け
ら
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
権
力
の
側
か
ら
の
抑
圧

で
は
な
く
、
そ
う
し
た
抑
圧
に
対
す
る
反
抗
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
一
九
三
二
年
八
月
号
の
『
犯
罪
公

論
蛙
「
巻
頭
言
し
を
み
て
み
た
い
。

吾
人
は
「
犯
罪
公
論
し
各
号
誌
上
に
於
て
再
三
再
四
犯
罪
は
性
と
バ
ン
を
　
　
殊
に
パ
ン
の
問
題
を
基
調
と
し
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
力
説
し
た
。
そ
し
て
更
に
此
処
で
亦
又
そ
れ
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
片
の
パ
ン
で
貞
操
を
売
っ
た
て
う
伯
林
乃
至
維
納
の

窮
民
話
柄
は
、
今
や
外
国
の
話
で
な
く
、
都
会
に
、
農
村
に
、
充
満
し
て
ゐ
る
。
　
η
旦
那
飯
一
杯
で
よ
ご
ざ
ん
す
か
ら
」
と
言
っ
た
良
民

の
妻
の
坤
吟
に
似
た
声
も
筆
者
の
暗
黒
街
探
求
に
際
し
て
直
面
せ
る
事
実
、
エ
ロ
で
な
い
！
猟
奇
で
な
い
1
・
こ
の
事
象
を
ど
う
す
る
！
こ

の
良
民
の
血
の
し
た
た
る
悲
鳴
を
ど
う
す
る
！
枕
高
高
に
眠
る
こ
と
の
出
来
る
為
政
者
諾
卿
よ
、
宗
教
者
諾
卿
よ
、
教
育
者
諾
卿
よ
、
現

実
は
先
づ
一
片
の
パ
ン
、
パ
ン
の
食
へ
る
や
う
に
し
ろ
！
米
を
つ
く
る
も
の
に
米
の
食
へ
る
や
う
に
し
ろ
！
ハ
ギ
だ
ら
け
の
政
治
沢
山
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
理

そ
の
場
し
の
ぎ
の
政
策
沢
山
、
根
底
か
ら
の
建
直
し
要
求
、
然
し
て
犯
罪
者
絶
無
の
世
界
へ
の
行
進
を
！

　
門
犯
罪
公
論
』
の
隠
さ
れ
た
内
面
と
は
、
そ
の
雑
誌
名
に
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
猟
奇
事
件
や
売
春
等
と
い
っ
た
犯
罪
お
よ
び
風
俗

を
広
く
公
に
語
り
伝
え
る
こ
と
で
、
そ
の
文
化
的
背
景
に
あ
る
経
済
的
貧
困
あ
る
い
は
社
会
的
不
安
の
問
題
を
読
者
に
訴
え
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
、
　
「
犯
罪
は
、
性
と
パ
ン
し
の
「
間
題
を
基
調
と
し
て
発
生
す
る
」
と
い
う
「
巻
頭
言
し
の
主
張
に
表
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
間
題
と
な
る
の
は
、
一
」
う
し
た
「
エ
ロ
・
グ
ロ
雑
誌
」
の
隠
さ
れ
た
内
面
、
す
な
わ
ち
「
杜
会
的
反
逆
精
神
し
が
、
ど

の
よ
う
に
発
現
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
論
理
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

　
一
」
う
し
た
門
犯
罪
公
論
』
の
「
巻
頭
言
」
で
顕
著
に
見
受
け
ら
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
犯
罪
あ
る
い
は
そ
の
温
床
で
あ
る
文
化
風
俗
を
赤
裸
々

に
暴
露
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
「
犯
罪
者
絶
無
の
世
界
」
を
訴
え
る
と
い
う
方
法
に
あ
り
、
第
二
に
、
そ
れ
が
読
者
で
は
な
く
「
為
政

者
」
「
宗
教
者
」
「
教
育
者
し
と
い
う
上
位
レ
ベ
ル
ヘ
の
い
わ
ば
底
上
げ
型
の
批
判
と
し
て
立
ち
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特

徴
か
ら
窺
え
る
の
は
、
引
用
文
中
に
あ
る
「
暗
黒
街
探
求
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
看
取
で
き
る
よ
う
に
、
一
方
で
は
、
物
語
的
欲
望
に
も
似
た

読
者
嗜
好
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
を
正
当
化
さ
せ
、
他
方
で
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
大
衆
の
「
抵
抗
」
的
表
現
と
し
て
解
釈
で
き
る
モ
ダ
ニ
ズ

一67一



ム
現
象
を
あ
た
か
も
換
骨
奪
胎
す
る
か
の
よ
う
な
道
徳
的
な
言
説
群
を
書
き
記
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
読
者
に
語
り
か

け
る
田
中
直
樹
の
言
説
群
を
支
え
て
い
た
恩
想
的
背
景
あ
る
い
は
信
念
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
同
年
十
一
月
号
の
「
編
輯
後
記
」
に
記
さ
れ

た
、
以
下
の
文
章
に
よ
っ
て
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

▽
私
の
言
ふ
「
私
」
と
言
ふ
「
言
葉
」
の
背
後
に
は
η
我
々
し
が
あ
り
、

の
最
も
待
望
さ
れ
る
も
の
を
創
り
出
し
た
い
と
切
に
切
に
希
つ
て
ゐ
る
。

「
我
々
」
の
背
後
に
は
「
大
衆
」
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

そ
の
意
味
で
、
是
非
青
言
を
頂
戴
し
た
い
。

私
は
、
そ
の
大
衆

　
田
中
直
樹
の
言
説
群
を
特
徴
づ
け
て
い
た
「
社
会
的
反
逆
精
神
し
を
そ
の
背
後
で
支
え
て
い
た
も
の
は
、
こ
の
引
用
に
よ
っ
て
見
事
に
言
い

表
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
田
中
直
樹
の
「
私
」
と
い
う
主
体
こ
そ
が
、
　
「
我
々
」
ひ
い
て
は
「
大
衆
」
を
代
弁
し
て
い
る
の
だ

と
す
る
論
理
的
清
算
方
法
な
の
で
あ
る
。
　
η
犯
罪
は
、
性
と
パ
ン
L
の
「
間
題
を
基
調
と
し
て
発
生
す
る
」
と
い
う
彼
の
主
張
は
、
一
九
二
九

年
の
大
恐
慌
に
端
を
発
す
る
長
期
的
な
経
済
不
況
か
ら
く
る
社
会
的
不
安
を
背
景
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
不
安
が
大
衆
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
と
な
り
、
同
時
期
に
頂
点
に
達
し
た
「
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
し
と
い
う
時

代
風
潮
、
加
え
て
そ
の
風
俗
を
活
写
し
た
「
エ
ロ
・
グ
ロ
雑
誌
」
の
流
行
の
一
因
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、

大
衆
と
い
う
量
的
概
念
は
、
そ
の
定
義
上
、
み
ず
か
ら
の
主
義
主
張
を
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
を
指
し
示
す
概
念
で
あ
る
。
田
中
直
樹
は
、

「
大
衆
の
最
も
待
望
さ
れ
る
も
の
を
創
り
出
し
た
い
」
と
記
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
、
　
「
大
衆
」
な
ら
ざ
る
も
の
に
よ
っ
て
表
象
［
代

行
さ
れ
な
い
か
ぎ
リ
、
　
「
大
衆
」
の
声
と
し
て
反
映
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
引
用
に
お
い
て
明
ら
か
な
の
は
、
　
「
私
し
の
声
を

「
大
衆
」
の
そ
れ
と
し
て
語
る
田
中
直
樹
の
あ
る
種
暴
力
的
と
も
い
え
る
自
負
な
の
で
あ
る
。
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四
、
調
停
す
る
文
学
、

囲
中
直
樹
の
「
文
芸
復
興
」
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こ
れ
ま
で
み
て
き
た
の
は
、
や
が
て
同
人
雑
誌
門
文
学
界
』
を
創
刊
す
る
に
い
た
る
ま
で
の
田
中
直
樹
の
思
想
的
背
景
と
そ
の
言
説
群
の
特

徴
で
あ
る
。
高
見
順
が
当
時
の
「
エ
ロ
・
グ
ロ
雑
誌
」
に
看
取
し
た
「
社
会
的
反
逆
精
神
」
は
、
田
中
直
樹
独
・
目
の
言
説
群
と
な
っ
て
門
犯
罪

公
論
』
に
反
映
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
い
か
な
る
価
値
襯
に
も
依
拠
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
禁
欲
主
義
的
な
支
配
文
化
に
対
す
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る
祇
抗
的
行
為
と
し
て
存
立
し
え
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
現
象
の
文
化
風
俗
的
表
現
を
、
大
衆
を
み
ず
か
ら
こ
そ
が
代
弁
で
き
る
と
い
う
白
負
か
ら
、

い
わ
ば
底
上
げ
型
の
異
議
申
し
立
て
に
仮
構
す
る
と
い
う
田
中
直
樹
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
示
唆
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
ん
な
彼

が
な
ぜ
同
人
雑
誌
『
文
学
界
』
の
自
社
か
ら
の
発
刊
に
、
積
極
的
に
力
を
注
い
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
後
年
、
田
中
直
樹
は
、
「
「
文
学
界
」
の
創
刊
は
、
文
芸
復
興
を
行
う
こ
と
が
眼
目
で
あ
る
。
利
益
を
得
る
た
め
で
あ
っ
た
ら
、
最
初
か
ら
そ

の
帰
趨
は
わ
か
っ
て
居
り
、
協
力
は
し
な
い
L
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
　
「
日
本
の
現
実
に
あ
き
た
ら
ず
、
い
わ
ば
真
理
を
求
め
る
気
持
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
涜
一

ら
し
だ
と
述
べ
て
い
る
青
年
時
代
の
理
想
に
通
じ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
管
見
の
限
り
で
い
え
ば
、
田
中
直
樹
の
単
行
本
は
『
犯
罪
科
学
』

時
代
か
ら
書
き
た
め
ら
れ
「
著
書
埋
草
集
し
と
銘
打
た
れ
た
門
モ
ダ
ン
、
干
夜
一
夜
』
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
白
筆
年
譜
に
は
「
同

人
雑
誌
に
発
表
せ
る
戴
曲
二
篇
創
作
短
篇
十
篇
ば
か
り
」
と
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
上
京
し
て
後
の
あ
た
り
か
ら
文
芸
創
作
を
試
み
て
い
た
こ
と

が
推
察
で
き
る
。
そ
こ
に
は
ま
た
、
　
「
生
涯
中
に
た
だ
二
冊
だ
け
金
で
売
ら
ぬ
長
篇
を
書
く
つ
も
り
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
文
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憂
一

に
寄
せ
る
関
心
も
も
ち
あ
わ
せ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
『
文
学
界
』
を
創
刊
し
た
直
後
の
『
犯
罪
公
論
虹
「
編

輯
後
記
」
を
み
て
み
た
い
。
田
申
直
樹
は
、
　
「
く
だ
ら
な
い
人
達
の
間
に
と
か
く
の
噂
が
あ
る
や
う
だ
が
、
　
「
文
学
界
」
は
決
し
て
「
出
版
屋

の
都
合
」
で
や
つ
た
の
で
は
決
し
て
な
い
L
と
断
じ
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

私
は
今
度
「
文
学
界
」
の
話
が
あ
つ
た
と
き
に
、
す
ぐ
同
人
雑
誌
を
出
し
た
そ
の
当
時
と
同
じ
情
熱
を
感
じ
た
。
少
く
と
も
私
の
し
て
い

い
仕
事
だ
と
思
つ
た
。
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
だ
、
と
思
つ
た
。
つ
ぎ
つ
ぎ
と
だ
ら
し
な
く
な
つ
て
行
く
人
々
を
見
て
も
、
私
は
一

面
に
は
、
文
学
に
割
か
れ
る
頁
が
少
く
な
つ
て
行
つ
た
こ
と
に
も
そ
の
責
が
あ
る
や
う
に
感
じ
て
ゐ
た
。
中
に
は
文
学
専
門
で
売
り
出
し

た
雑
誌
ま
で
が
、
と
ん
で
も
な
い
中
間
雑
誌
に
な
つ
た
り
、
総
合
雑
誌
に
な
つ
た
り
し
て
、
し
か
も
文
学
に
割
く
頁
は
極
く
名
の
み
に
な

つ
て
来
て
ゐ
る
こ
と
に
も
不
甲
斐
な
い
と
思
ひ
腹
が
た
つ
て
ゐ
た
。
私
は
、
私
が
私
の
社
か
ら
「
文
学
界
」
を
出
し
た
こ
と
に
対
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
売
一

さ
う
し
た
く
だ
ら
な
い
人
た
ち
の
噂
を
気
に
し
な
い
ば
か
り
か
、
誇
ら
か
な
気
持
さ
え
感
じ
て
ゐ
る
。
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つ
ま
り
、
同
人
雑
誌
糊
文
学
界
』
を
文
化
公
論
社
か
ら
創
刊
す
る
に
い
た
っ
た
要
因
は
、
文
学
に
対
す
る
「
情
熱
」
で
あ
る
と
、
田
中
直
樹

は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
出
版
屋
の
都
合
」
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
　
「
エ
ロ
・
グ
ロ
雑
誌
」
の
出
版
社
が
、
新
た
に
商
品
化
さ
れ
う

る
営
利
的
な
差
異
と
し
て
「
純
文
学
し
の
領
域
に
矛
先
を
向
け
た
の
だ
と
す
る
見
方
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
む
し
ろ
「
誇
ら
か
な
気
持



さ
え
感
じ
て
ゐ
る
し
と
述
べ
る
箇
所
か
ら
し
て
も
、
あ
る
い
は
、
当
時
の
文
芸
雑
誌
の
趨
勢
に
悲
慣
糠
慨
す
る
そ
の
態
度
か
ら
し
て
も
、
田
巾

直
樹
の
文
学
に
寄
せ
る
「
情
熱
」
が
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
こ
と
は
推
察
で
き
よ
う
。
尚
、
「
文
学
専
門
で
売
り
出
し
た
雑
誌
」

と
は
、
暗
に
菊
池
寛
の
門
文
芸
春
秋
』
を
示
唆
し
て
お
り
、
　
「
そ
の
責
」
と
あ
る
の
は
文
芸
春
秋
社
を
志
な
か
ば
で
去
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯

に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
だ
が
、
き
わ
め
て
奇
妙
な
の
は
、
　
同
文
学
界
』
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
以
後
の
一
」
う
し
た
田
中
直
樹
の
言
説
群
の
変
容
な
の
で
あ
る
。

「
「
娯
楽
雑
誌
」
と
は
「
学
術
雑
誌
を
除
い
た
一
切
の
雑
誌
で
あ
る
」
し
と
し
た
確
固
た
る
編
集
方
針
の
持
ち
主
か
ら
す
れ
ば
、
文
芸
雑
誌
が
、

商
業
主
義
に
則
る
あ
ま
り
「
中
間
雑
誌
」
そ
し
て
「
総
合
雑
誌
」
へ
と
様
変
わ
り
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
む
し
ろ
肯
定
し
て
し
か
る
べ
き
事
柄
に

属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
が
文
芸
雑
誌
を
「
学
術
雑
誌
」
と
同
等
に
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
も
多
分
に
認
め
ら

れ
る
だ
ろ
う
が
、
『
犯
罪
公
論
』
に
は
、
こ
の
十
二
月
号
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
小
南
又
一
郎
「
飲
酒
と
犯
罪
」
と
い
っ
た
犯
罪
や
性
風
俗
に
関

す
る
学
術
的
な
論
考
も
数
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
田
申
直
樹
の
文
学
に
対
す
る
「
情
熱
」
も
し
く
は
偏
向
を
も
っ
と
も
典
型
的
に
肯
う
理
由
と
し
て
注
目
し
た
い
の
が
、
　
『
文
学

界
』
を
創
刊
し
て
わ
ず
か
三
ヶ
月
後
に
為
さ
れ
た
、
　
榊
犯
罪
公
論
』
を
『
文
化
公
論
』
と
改
め
る
看
板
雑
誌
の
誌
名
変
更
で
あ
る
。

　
　
　
　
＾
マ
こ

▽
独
立
一
週
年
に
し
て
私
は
二
つ
の
仕
事
を
や
る
や
う
に
な
つ
た
。
そ
の
一
つ
は
我
が
「
文
化
公
論
」
今
一
つ
は
㍗
文
学
界
L
　
　
　
「
文

学
界
」
が
投
じ
た
影
響
の
如
何
に
大
き
か
つ
た
か
は
既
に
既
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
、
新
年
は
い
よ
い
よ
そ
の
刈
入
れ
の
年
だ
。
一
層
い
・
新

人
と
、
素
晴
し
い
作
品
の
発
掘
に
努
め
よ
う
と
思
ふ
。
更
に
「
文
化
公
論
し
で
あ
る
が
、
　
「
犯
罪
公
論
」
を
か
く
「
文
化
公
論
」
と
更
め

た
所
以
は
、
今
更
此
処
に
詳
説
す
る
ま
で
も
な
く
在
来
の
、
「
犯
罪
」
と
云
ふ
一
分
野
に
向
け
て
ゐ
た
我
々
の
視
野
を
、
広
く
「
全
文
化
」

の
上
に
転
じ
た
に
外
な
ら
な
い
。
従
つ
て
、
こ
れ
か
ら
の
我
々
の
仕
事
は
更
に
研
究
の
範
囲
を
拡
大
し
て
、
凡
ゆ
る
文
化
史
上
に
意
義
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
脳
一

る
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一64一
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も
と
よ
り
、
　
『
文
化
公
論
』
と
い
う
雑
誌
名
は
、
文
化
公
論
杜
の
社
名
に
由
来
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
『
犯
罪
公
論
』
に
は
、
四

六
書
院
か
ら
一
九
三
二
年
九
月
に
当
時
編
集
長
で
あ
っ
た
田
中
直
樹
が
そ
の
雑
誌
名
を
引
き
継
い
だ
と
い
う
経
緯
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ

た
と
お
リ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
　
『
文
化
公
論
』
へ
の
誌
名
変
更
じ
た
い
は
、
文
化
公
論
社
を
設
立
し
た
そ
の
当
初
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
た
と
も
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い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
間
題
と
な
る
の
は
、
何
故
こ
の
時
期
に
雑
誌
名
を
改
め
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
雑
誌
名
の
変
更
が
計
画

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
　
刊
文
学
界
』
の
創
刊
に
合
わ
せ
た
一
九
三
三
年
の
九
月
あ
る
い
は
十
月
、
も
し
く
は
、
文
化
公
論
社
の
『
犯
罪

公
論
』
と
な
っ
て
一
年
後
の
十
一
月
が
妥
当
で
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
　
門
犯
罪
公
論
』
十
一
月
号
は
「
独
立
一
周
年
記
念
号
」
と
銘
打
た
れ
て

い
る
の
み
で
あ
る
。
推
察
す
る
に
、
　
『
犯
罪
公
論
』
か
ら
『
文
化
公
論
』
へ
の
誌
名
変
更
は
、
同
人
雑
誌
門
文
学
界
㎏
を
創
刊
し
て
以
降
の
周

囲
の
反
響
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
え
る
。
加
え
て
一
」
う
し
た
周
囲
の
状
況
は
、
娯
楽
雑
誌
の
編
集
者
と
し
て
歩
ん
で
き
た
田
中
直
樹
の

こ
れ
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
と
、
同
人
雑
誌
阿
文
学
界
』
発
刊
に
よ
っ
て
再
燃
し
た
彼
の
文
学
へ
の
「
情
熱
」
を
肯
う
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
一
」
う
し
て
文
化
公
論
社
は
、
純
文
芸
雑
誌
判
文
学
界
』
と
娯
楽
雑
誌
『
文
化
公
論
㎏
と
い
う
二
つ
の
看
板
雑
誌
を
発
行
す
る
出
版
社
と
な
る
。

田
中
直
樹
に
よ
れ
ば
、
　
『
犯
罪
公
論
』
か
ら
『
文
化
公
論
』
へ
の
誌
名
変
更
は
、
「
「
犯
罪
」
と
云
ふ
一
分
野
に
向
け
て
ゐ
た
我
々
。
の
視
野
を
、

広
く
「
全
文
化
」
の
上
に
転
じ
た
し
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
結
果
、
　
門
文
化
公
論
』
と
な
っ
て
充
実
す
る
の
は
お
も

に
新
人
作
家
の
創
作
欄
な
の
で
あ
る
。
「
「
文
化
公
論
」
最
初
の
試
み
と
し
て
「
文
芸
作
品
」
三
篇
を
掲
載
し
た
。
何
れ
も
新
人
ば
か
り
、
上
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
肪
一

廣
氏
の
η
電
化
L
峰
進
太
郎
氏
の
「
指
」
谷
崎
麟
太
郎
氏
の
㍗
橋
し
大
方
の
批
評
を
侯
つ
L
。
周
知
の
よ
う
に
、
　
門
文
学
界
』
の
出
版
元
は
こ

の
後
、
文
化
公
論
社
か
ら
野
々
上
慶
一
の
文
圃
堂
に
移
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
始
発
期
か
ら
「
文
芸
復

興
」
現
象
を
主
導
し
た
と
も
い
え
る
『
文
学
界
』
は
、
そ
の
最
も
近
傍
に
い
た
、
娯
楽
雑
誌
の
編
集
者
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
田
中
直
樹
の

文
化
観
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
文
化
公
論
社
主
宰
田
中
直
樹
の
娯
楽
雑
誌
の
領
分
か
ら
文
芸
雑
誌
へ
の
架
橋
、
換
言
す
れ
ば
、

『
文
学
界
』
創
刊
以
前
の
娯
楽
雑
誌
の
編
集
者
と
し
て
の
道
程
と
彼
の
追
い
求
め
る
「
真
理
」
と
を
調
停
し
た
の
は
、
ま
さ
し
く
文
学
に
対
す

る
情
熱
と
そ
の
営
為
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

一63一

涯

一
1
）

一
2
一

こ
れ
に
関
し
て
は
、
搬
稿
「
一
九
三
三
年
に
お
け
る
「
文
芸
復
興
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
つ
い
て
し
一
『
文
学
研
究
論
集
』
第
十
五
号
、

一
九
九
八
年
三
月
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。

小
林
秀
雄
「
文
学
界
の
混
乱
　
　
文
芸
時
評
1
㌧
文
芸
春
秋
』
新
年
号
、
文
芸
春
秋
社
、
一
九
三
四
年
一
月
、
三
二
〇
頁
。

筑
波
大
学
比
較
・
理
論
文
学
会
、
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（
3
）
前
掲
（
注
2
）
同
上
、
三
二
〇
頁
。

一
4
一
田
中
直
樹
の
履
歴
に
関
し
て
は
、
　
『
綜
含
ヂ
ャ
i
ナ
り
ズ
ム
講
座
』
第
十
二
巻
一
内
外
社
、
一
九
一
三
年
一
に
白
錐
年
譜
、
そ
の
他
に
、
閉
巾
直
樹
「
「
文
学
界
」
刺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
き

　
　
刊
の
想
い
出
L
（
『
解
説
「
文
学
界
」
復
刻
版
別
冊
』
、
口
本
近
代
文
学
館
、
一
九
七
五
年
一
、
郡
司
勝
義
「
川
巾
直
樹
氏
寄
贈
「
文
学
界
」
創
刊
関
係
資
料
L
（
同
神
奈

　
　
川
近
代
文
学
鏑
』
第
五
〇
号
、
一
九
九
五
年
）
等
が
参
考
と
な
る
。

一
5
一
林
房
雄
「
「
文
学
界
」
に
つ
い
て
」
『
林
房
雄
著
作
集
m
獄
申
記
他
』
、
翼
蕃
院
、
一
九
六
九
年
、
一
七
㎜
買
。
初
山
は
、
　
門
文
学
界
』
一
九
三
四
年
一
月
号
。

（
6
一
嗣
巾
直
樹
「
「
文
学
界
」
創
刊
の
想
い
出
し
『
解
説
「
文
学
界
」
復
刻
版
棚
冊
』
、
日
本
近
代
文
学
館
、
一
九
七
五
年
。

一
7
一
「
文
芸
復
興
座
談
会
」
門
文
芸
春
秋
』
十
一
月
号
、
文
芸
春
秋
社
、
一
九
三
三
年
十
一
月
、
二
〇
一
頁
。

一
8
一
高
兇
順
『
昭
和
文
学
盛
衰
史
』
、
講
談
社
、
一
九
六
五
年
、
二
〇
七
頁
。

一
9
一
「
生
殺
陳
－
文
化
時
評
－
」
門
人
物
評
諭
』
創
刊
号
、
人
物
絆
諭
社
、
一
九
三
三
年
三
月
、
二
三
百
一
。

（
1
0
）
頗
に
、
　
「
原
稿
催
促
に
短
銃
携
帯
　
執
筆
が
お
く
れ
る
と
命
の
危
い
「
文
学
界
」
同
人
L
一
十
ハ
号
、
一
六
三
頁
一
、
「
武
川
麟
太
郎
氏
の
雑
誌
創
刊
」
一
六
月
号
、
一
六

　
　
二
頁
一
、
「
父
と
父
」
一
八
月
号
、
一
七
〇
買
）
、
以
上
閉
人
物
絆
論
』
、
人
物
評
論
社
。

一
u
）
大
宅
壮
一
「
モ
ダ
ン
相
と
モ
ダ
ン
麟
」
門
大
宅
壮
一
全
集
』
第
二
巻
、
蒼
洋
社
、
一
九
八
一
年
、
七
頁
竈

（
u
）
南
博
「
日
本
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
し
門
現
代
の
エ
ス
プ
り
』
第
一
八
八
号
、
至
文
堂
、
一
九
八
三
年
三
月
、
六
頁
。

（
1
3
）
「
巻
頭
言
」
門
犯
罪
公
論
』
創
刊
号
、
四
⊥
ハ
書
院
、
一
九
三
一
年
十
月
。

一
1
4
一
『
犯
罪
公
諭
』
は
、
実
話
小
説
、
暴
露
記
事
、
研
究
論
文
な
ど
犯
㎜
非
や
売
春
等
と
い
っ
た
文
化
凪
俗
に
閑
す
る
多
彩
な
内
容
を
誇
る
娯
楽
雑
誌
で
あ
っ
た
。
そ
の
な

　
　
か
に
は
、
「
グ
ラ
フ
新
女
性
線
阿
報
」
（
一
九
三
二
年
二
月
号
）
や
「
全
肉
体
芙
ミ
ス
・
ニ
ツ
ポ
ン
懸
賞
募
集
」
（
一
九
三
二
年
春
に
募
集
、
随
時
掲
載
）
と
い
っ
た
特

　
　
集
や
、
「
特
集
支
那
抗
日
ポ
ス
タ
i
写
真
集
一
犯
罪
公
論
特
写
）
」
一
一
九
三
二
年
五
月
号
一
、
「
グ
ラ
フ
そ
の
頃
の
思
ひ
舳
胸
轍
」
二
九
三
二
年
十
二
月
努
一
と
い
っ
た

　
　
時
周
に
照
ら
し
た
戦
意
高
揚
を
目
指
し
て
い
る
と
も
い
え
る
戦
争
特
集
も
あ
っ
た
。

一
！
5
一
則
巾
値
樹
「
「
娯
楽
雑
誌
」
の
編
薬
・
其
他
　
　
王
観
的
な
余
リ
に
主
観
的
な
－
L
『
綜
合
チ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ム
講
”
』
第
－
二
巻
、
内
外
判
、
一
几
三
一
年
、
二
六

　
　
九
頁
血

一
1
6
）
前
掲
注
一
1
5
一
同
上
、
二
六
九
貰
。

一
1
7
）
前
掲
注
（
蝸
一
同
上
、
二
七
〇
－
二
七
一
頁
。

（
1
8
）
祈
…
掲
注
（
乃
一
同
上
、
二
七
一
頁
。

一
！
9
一
「
巻
頭
養
口
」
『
犯
一
非
公
諭
』
八
月
号
、
四
六
諸
院
、
一
九
三
二
年
。

一
2
0
）
「
編
蛾
後
記
」
門
犯
罪
公
論
』
十
一
月
号
、
文
化
公
論
社
、
一
九
三
二
年
十
一
月
。

（
里
山
巾
直
樹
「
「
文
学
界
」
鯛
刊
の
想
い
出
L
門
解
説
「
文
学
界
」
復
刻
版
別
附
』
、
□
本
近
代
文
学
館
、
一
九
七
一
九
年
、
引
州
は
ニ
ハ
頁
と
一
五
頁
、

62
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（
2
2
一
前
掲
の
『
綜
合
ヂ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
離
座
』
第
十
二
巻
の
「
向
筆
年
譜
」
に
は
、
　
「
生
涯
巾
に
た
だ
二
附
だ
け
金
で
売
ら
ぬ
長
篤
を
書
く
つ
も
リ
、
一
冊
は
病
気
と
闘

　
　
ひ
醗
使
と
闘
ひ
な
が
ら
生
き
て
来
た
n
分
の
乎
記
を
巾
心
と
し
た
小
説
、
一
附
は
赦
な
く
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
イ
の
毒
乎
に
傷
け
ら
れ
生
殺
し
の
目
に
会
は
さ
れ
な

　
　
が
ら
生
き
て
来
現
在
も
生
き
つ
つ
あ
る
姉
と
姉
の
三
人
の
子
逮
に
対
す
る
教
育
家
、
宗
教
家
、
法
律
家
、
政
治
家
、
等
等
等
の
悪
徳
と
ギ
マ
ン
に
充
ち
満
ち
た
生
活

　
　
ぷ
り
を
暴
露
し
た
小
説
を
」
と
締
ば
れ
て
い
る
。

（
2
3
一
田
中
直
樹
「
繍
輯
後
記
」
『
犯
罪
公
論
』
十
二
月
号
、
文
化
公
論
社
、
一
九
三
三
年
十
二
月
。

（
2
4
一
田
中
直
樹
「
編
輯
後
記
」
『
文
化
公
論
』
一
月
号
、
文
化
公
論
社
、
一
九
三
四
年
一
月
。

（
2
5
一
㎜
中
直
樹
「
繍
輯
後
記
」
『
文
化
公
論
』
一
月
号
、
文
化
公
論
社
、
一
九
三
四
年
一
月
。
こ
の
「
編
輯
後
記
」
で
の
「
文
芸
作
品
」
の
紹
介
欄
は
、
従
来
の
「
研
究
物
」

　
　
や
「
実
話
・
読
物
－
小
説
」
欄
と
明
確
に
区
別
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
　
『
文
化
公
論
』
四
月
号
一
一
九
三
胴
年
）
に
は
、
㎜
中
直
樹
じ
し
ん
が
一
九
二
七
年
に

　
　
書
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
創
作
「
柑
柴
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。

6！


