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伸
吟
す
る

-
芥
川
龍
之
介

は
じ
め
に

仲吟する rJoumalistJ・芥川龍之介

大
正
一
O
年
三
月
三
O
目
、
上
海
を
訪
れ
た
芥
川
龍
之
介
は
、
そ
れ
か
ら

約
一
ヶ
月
間
の
滞
在
を
し
た
。
そ
の
時
の
出
来
事
を
中
心
と
し
て
、
「
上
海
瀞

記
」
(
大
正
一

0
・
八
・
一
七
|
九
・
一
二
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
、
大
正
一

0

・
八
・
二
O
|
九
・
一
四
『
東
京
日
日
新
聞
』
)
は
執
筆
さ
れ
た
。
小
説
と
は

追
っ
た
紀
行
文
の
執
筆
に
、
芥
川
は
如
何
な
る
工
夫
を
し
た
の
か
。
ま
た
、

こ
の
紀
行
文
執
筆
の
経
験
は
、
後
の
文
学
観
に
ど
う
い
う
影
響
を
与
え
た
の

か
。
こ
れ
ら
の
事
を
考
察
す
る
の
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

な
お
、
芥
川
龍
之
介
の
テ
ク
ス
ト
は
、
特
に
指
定
が
な
い
限
り
、
『
芥
川
龍

之
介
全
集
』
(
全
ニ
四
巻
、
平
成
七
・
一
一
|
一

0
・
一
二
、
岩
波
書
庖
)
に
よ

る
。
ま
た
、
引
用
本
文
の
傍
点
も
特
に
指
定
が
な
い
限
り
す
べ
て
引
用
者
の

手
に
よ
る
。
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『
E
J

直

芥
川
の
死
か
ら
五
年
後
、
横
光
利
一
は
『
上
海
』
(
昭
和
七
・
七

を
著
し
た
。
そ
の
横
光
が
、
生
前
の
芥
川
か
ら
強
く
上
海
行
き
を
勧
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
「
私
に
上
海
を
見
て
来
い
と
云
っ
た

人
は
芥
川
龍
之
介
氏
で
あ
る
。
氏
は
亡
く
な
ら
れ
た
年
、
君
は
上
海
を
見
て

お
か
ね
ば
い
け
な
い
と
云
は
れ
た
の
で
そ
の
翌
年
上
海
に
渡
っ
て
み
仕
〕
「
「
芥

川
龍
之
介
氏
は
上
海
ヘ
行
く
と
政
治
の
こ
と
ば
か
り
に
頭
が
廻
っ
て
因
る
と

私
に
こ
ぼ
し
た
こ
と
が
険
ふ
」
。
こ
れ
ら
の
横
光
に
よ
る
証
言
を
見
る
と
、
上

海
と
そ
れ
に
付
随
す
る
「
政
治
」
と
に
、
芥
川
は
強
い
関
心
を
持
ち
、
帰
国

後
、
そ
の
重
要
性
を
説
い
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
こ
の
事
実
と
、
帰
国
後

に
芥
川
が
著
し
た
、
「
将
軍
」
(
大
正
一
一
・
一
『
改
造
』
)
や
、
「
桃
太
郎
」

(
大
正
一
三
・
七
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
)
が
内
包
す
る
社
会
批
評
的
な
視
点
と

を
関
わ
ら
せ
な
が
ら
、
「
上
海
で
三
人
の
文
人
政
治
家
に
会
い
、
中
国
を
め
ぐ

る
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
議
論
を
交
わ
し
た
こ
と
は
、
芥
川
の
帰
国
後
の
精
神

生
活
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
」
、
と
関
口
安
義
氏
は
位
置
づ
町
ふ
。

関
口
氏
の
指
摘
は
正
鵠
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
上
海
瀞

記
」
自
体
は
、
「
政
治
」
的
な
議
論
の
周
縁
を
低
佃
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
革

命
思
想
家
章
嫡
麟
と
の
談
話
を
紹
介
し
た
場
面
で
は
、
「
徹
頭
徹
尾
、
現
代
の

改
造
社
)
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支
那
を
中
心
と
し
た
政
治
や
社
会
の
間
常
」
}
を
話
題
と
し
な
が
ら
も
、
「
章
嫡

麟
氏
は
し
っ
き
り
な
し
に
、
爪
の
長
い
手
を
振
り
な
が
ら
、
泊
活
と
独
得
な

説
を
述
べ
た
。
松
怯
l
謄
見
守
か
ウ

b
」、

5

九
」
述
べ
、
さ
ら
に
文
章
の
結
び
に
は
、

「
私
は
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
時
時
壁
上
の
鰐
を
眺
め
た
。
さ
う
し
て
支
那
問

題
と
は
没
交
渉
に
、
こ
ん
な
事
を
ふ
と
考
へ
た
り
し
た
。
|
あ
の
鰐
は
き
っ

と
睡
蓮
の
匂
と
太
陽
の
光
と
暖
な
水
と
を
承
知
し
て
ゐ
る
の
に
相
違
な
い
。

し
て
見
れ
ば
現
在
の
私
の
寒
さ
は
、
あ
の
鰐
に
一
番
通
じ
る
筈
で
あ
る
。
鰐

ょ
、
剥
製
の
お
前
は
仕
合
せ
だ
っ
た
。
ど
う
か
私
を
憐
ん
で
く
れ
。
ま
だ
こ

の
通
り
生
き
て
ゐ
る
私
を
。
:
:
一
日
、
と
記
す
。
そ
れ
ぞ
れ
眼
前
の
政
治
的

議
論
か
ら
意
識
が
離
れ
、
特
に
後
者
に
つ
い
て
は
空
想
の
世
界
に
遊
ぶ
芥
川

自
身
を
書
き
と
め
て
い
る
。

ま
た
、
書
道
家
で
、
「
大
清
帝
国
の
遺

R
、
後
に
満
州
国
の
国
務
総
理
と

な
る
、
鄭
考
膏
と
の
会
見
で
も
、

し
ば
ら
〈

氏
を
加
へ
た
我
我
は
、
少
時
支
那
問
題
を
談
じ
合
っ
た
。
勿
論
私
も
臆

面
な
し
に
、
新
借
款
団
の
成
立
以
後
、
日
本
に
対
す
る
支
那
の
輿
論
は

と
か
何
と
か
、
柄
に
も
な
い
事
を
弁
じ
立
て
た
。
!
と
云
ふ
と
甚
不
真

し
ゃ
べ

面
白
ら
し
い
が
、
そ
の
時
は
何
も
出
た
ら
め
に
、
そ
ん
な
事
を
館
舌
っ

て
ゐ
た
の
で
は
な
い
。
私
自
身
で
は
大
真
面
目
に
、
自
説
を
披
露
し
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。
が
、
今
に
な
っ
て
考
へ
て
見
る
と
、
ど
う
も
そ
の
時

の
私
は
、
多
少
正
気
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
尤
も
こ
の
逆
上
の
原
因

は
、
私
の
軽
薄
な
根
性
の
外
に
も
、
確
に
現
代
の
支
那
そ
の
物
が
、
一

半
の
責
を
負
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
も
し
誼
だ
と
思
っ
た
ら
、
誰
で
も

支
那
へ
行
っ
て
見
る
が
好
い
。
必
一
月
と
ゐ
る
内
に
は
、
妙
に
政
治
を

論
じ
た
い
気
が
し
て
来
る
。
あ
れ
は
現
代
の
支
那
の
空
気
が
、
二
十
年

来
の
政
治
問
題
を
苧
ん
で
ゐ
る
か
ら
に
相
違
な
い
。
私
の
如
き
は
御
丁

寧
に
も
、
江
南
一
帯
を
経
め
ぐ
る
問
、
容
易
に
こ
の
熱
が
さ
め
な
か
っ

た
。
さ
う
し
て
誰
も
頼
ま
な
い
の
に
、
去
併
な
干
上
ト
ノ
除
勧
降
下
等
h
v

除
沿
ゆ
春
ば
か
り
考
へ
て
か
か
九

と
あ
る
よ
う
に
、
上
海
滞
在
時
、
「
政
治
」
に
没
頭
し
て
い
た
自
分
を
、
過

去
の
状
態
と
し
て
距
離
を
置
い
て
い
る
。
加
え
て
、
帰
国
後
に
会
談
を
回
想

し
て
い
る
自
身
を
写
し
て
、
「
氏
と
相
対
し
て
ゐ
た
何
分
か
は
、
や
は
り
未
に

懐
し
い
気
が
す
る
。
私
は
そ
の
何
分
か
の
問
、
独
り
前
朝
の
遺
臣
た
る
名
士

と
相
対
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
。
文
実
に
支
那
近
代
の
詩
宗
、
海
蔵
楼
詩
集

の
著
者
の
嘗
咳
に
接
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
」
】
、
と
会
談
を
、
詩
人
と
過
ご
し

た
一
時
と
し
て
懐
か
し
ん
で
い
る
。

ヮ“ηL
 

大
阪
毎
日
新
聞
社
社
員
が
、
芥
川
の
「
支
那
」
旅
行
に
お
け
る
身
分
で
あ

つ
わ
吃
同
新
聞
社
の
学
芸
部
長
を
務
め
て
い
た
薄
田
泣
童
宛
て
、
大
正
一

O

年
三
月
二
日
付
書
簡
に
は
、
旅
費
や
日
程
に
つ
い
て
細
々
と
し
た
取
り
決
め

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
三
月
二
日
の
『
読
売
新
聞
』
に
は
、
「
芥
川
龍

之
介
氏
本
月
中
旬
出
発
『
大
阪
毎
日
』
新
聞
社
か
ら
の
特
派
員
と
し
て
朝

鮮
及
び
支
那
視
察
の
途
に
就
く
」
、
と
い
う
記
事
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
任
務
に
つ
い
て
泣
重
に
次
の
よ
う
な
決
意
を
伝
え
る
書
簡
が
あ
る
。



一
昨
日
精
養
軒
の
送
別
会
席
上
に
て
里
見
拝
講
演
し
て
日
「
支
那
人
は
昔

偉
か
っ
た
そ
の
偉
い
支
那
人
が
今
急
に
偉
く
な
く
な
る
と
い
ふ
こ
と
は
ど

う
し
て
も
考
へ
ら
れ
ぬ
支
那
ヘ
行
っ
た
ら
昔
の
支
那
の
偉
大
ば
か
り
見
ず

に
今
の
支
那
の
偉
大
も
さ
が
し
て
来
給
へ
」
と
私
も
そ
の
心
算
で
ゐ
る
の

で
す

イ申吟する rJ oumalistJ .芥川龍之介

こ
こ
で
、
当
時
の
「
支
那
」
の
状
況
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
一
九
一
一
年

の
辛
亥
革
命
を
経
て
、
宣
統
帝
が
退
き
、
中
華
民
国
と
し
て
近
代
佑
が
進
め

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
中
華
民
国
に
対
し
て
、
一
九
一
五
年
「
一
二

か
条
要
求
」
を
日
本
は
提
出
。
こ
れ
を
受
け
た
抗
議
運
動
と
し
て
、
五
・
四

運
動
が
一
九
一
九
年
に
起
こ
り
、
排
日
の
気
運
は
高
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
、
章
嫡
麟
な
ど
の
知
識
人
と
の
会
見
を
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
自
ず
と
周
囲
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
の
が
、
政
治
的
な
議
論
で
あ
る
こ

と
は
、
察
す
る
に
難
く
な
い
。

右
の
よ
う
な
「
支
那
」
の
状
況
に
注
目
し
、
問
題
意
識
を
も
っ
た
の
は
、
『
大

阪
毎
日
新
聞
』
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

『
読
売
新
聞
』
に
は
、
「
上
海
溝
記
」
と
同
時
期
に
、
段
汝
耕
「
目
覚
め
た

る
支
那
よ
り
親
愛
な
る
日
本
国
民
へ
」
が
連
載
さ
れ
た
。
こ
の
文
章
で
紹
介

さ
れ
る
上
海
像
は
、
活
き
活
き
と
躍
動
す
る
経
済
都
市
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
支

那
は
政
治
に
依
り
て
破
壊
さ
れ
た
併
し
経
済
に
依
り
て
再
建
さ
れ
つ
h

あ
る

私
は
親
愛
な
る
日
本
国
民
に
向
ひ
て
先
づ
此
点
に
対
す
る
着
眼
を
求
め

か
パ
」
、
と
し
て
「
支
那
」
の
経
済
活
動
の
様
子
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の

中
か
ら
、
上
海
に
関
す
る
記
述
を
以
下
に
引
く
。

支
那
の
新
人
達
の
実
業
界
に
於
る
活
動
は
定
に
眼
覚
し
い
も
の
で
あ
る
、

上
海
の
商
務
総
会
に
幹
部
た
る
も
の
は
も
と
五
十
歳
六
十
歳
と
い
ふ
老
年

コ
ム
プ
畠
7

ド
ル

者
で
多
く
は
買
僻
上
り
で
あ
っ
た
併
し
今
日
で
は
若
い
新
し
い
知
識
の

所
有
者
が
之
れ
に
取
っ
て
代
っ
て
居
る
紡
績
、
製
粉
製
糸
、
綿
花
、
栽
培

其
他
の
事
業
に
於
て
も
然
り
で
あ
る
、
そ
れ
だ
か
ら
上
海
な
ど
へ
行
っ
て

見
て
分
る
こ
と
は
事
業
界
が
小
規
模
な
が
ら
何
処
と
な
く
活
気
横
溢
と
い

ふ
趣
が
あ
る
様
に
見
え
る
。

現
在
上
海
に
交
易
所
の
数
が
四
十
数
箇
所
信
託
会
社
が
十
三
四
箇
所
を
数

へ
総
資
本
一
億
五
千
万
元
と
註
せ
ら
れ
る
(
略
)
之
れ
が
為
め
資
本
の
流

通
速
度
を
増
し
資
本
家
の
企
業
心
を
刺
戟
す
る
事
鰐
し
き
も
の
あ
る
は
之

れ
を
認
め
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。
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ま
た
、
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
は
、
「
支
那
の
改
造
は
、
早
晩
支
那
自
身
の

手
に
依
っ
て
為
し
遂
げ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
列
強
の
干
渉
に
よ
っ
て
、

絶
対
に
為
さ
れ
得
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
干
渉
論
は
た
と
へ
そ
れ
が
列
強
の

善
意
で
あ
る
に
せ
よ
、
極
力
排
斥
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
干
渉
論
者
の
論
拠
は
、

支
那
を
観
察
す
る
根
本
に
於
て
、
大
な
る
誤
謬
が
あ
る
と
思
ふ
。
今
是
等
の

誤
謬
を
検
討
し
て
、
干
渉
論
の
調
は
れ
な
き
こ
と
を
指
摘
す
る
の
が
本
論
の

主
旨
で
あ
る
」
、
と
し
て
、
自
説
を
展
開
し
た
北
京
特
派
員
大
西
粛
の
「
支
那

の
核
心
を
観
よ
対
支
干
渉
論
を
排
す
」
が
掲
載
さ
ん
叫
が
。
そ
し
て
、
政
治
的

に
不
安
定
に
映
る
「
支
那
」
の
国
情
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
る
。
「
如
何
な

る
危
険
思
想
を
も
国
民
生
活
を
調
和
さ
せ
悠
々
迫
ら
ざ
る
処
に
、
支
那
社
会

の
偉
大
さ
が
あ
る
。
今
日
と
躍
も
支
那
民
族
の
生
活
を
包
む
社
会
其
物
は
依



仲吟する fJoumalistJ・芥川龍之介

然
と
し
て
偉
大
で
あ
る
」
。

芥
川
が
送
り
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
た
「
支
那
」
は
、
ま
さ
に
政
治
的
・

経
済
的
に
、
人
々
の
関
心
を
集
め
て
い
た
、
報
道
さ
れ
る
べ
き
現
場
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

流
動
的
な
政
治
情
勢
を
前
に
し
て
、
芥
川
は
「
特
派
員
」
に
成
り
き
っ
て

い
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
後
に
、
「
上
海
誹
記
」
を
含
む
「
支
那
」
旅
行
の

紀
行
文
を
、
『
支
那
辞
記
』
(
大
正
一
四
・
一
一
改
造
社
)
と
し
て
単
行
本

に
し
た
と
き
に
、
芥
川
は
序
文
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
支
那
瀞
記
」
一
巻
は
畢
寛
天
の
僕
に
恵
ん
だ
(
或
は
僕
に
於
小
レ

b
)

』ORE--M門
的
才
能
の
産
物
で
あ
る
。
(
略
)
し
か
し
僕
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス

ト
的
才
能
は
こ
れ
等
の
通
信
に
も
電
光
の
や
う
に
、
ー
少
く
と
も
芝
居
の

電
光
の
や
う
に
閃
い
て
ゐ
る
こ
と
は
確
で
お
ぶ
。

し
か
し
、
「
上
海
辞
記
」
が
、
当
時
言
及
し
て
当
然
と
思
わ
れ
る
、
政
治
的

議
論
を
話
題
の
中
心
と
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
、
紅
野
敏
郎
氏
は
、
「
芥
川
の
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的
才

能
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
時
代
は
さ
が
る
が
、
『
中
国
の
赤
い
星
』
を
書
い
た

エ
ド
ガ

l
・
ス
ノ
!
の
如
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的
才
能
と
は
趣
を
異
に
し
て

い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
動
き
つ
つ
あ
る
中
国
、
苦
悩
す
る
中
国
、
つ

ま
り
現
実
の
中
国
へ
の
熱
い
関
心
、
も
し
く
は
猛
烈
な
好
奇
心
に
つ
き
動
か

さ
れ
て
の
執
筆
と
い
う
よ
り
は
、
中
国
の
風
物
、
雰
囲
気
、
名
所
旧
跡
へ
の

興
味
が
よ
り
強
く
働
い
て
の
執
筆
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
国
旅
行
が
い
わ

ゆ
る
大
正
八
年
の
五
・
四
運
動
の
あ
と
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。

(
略
)
社
会
革
命
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
『
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
依
ら
ざ
る
べ
か

ら
ず
』
と
主
張
す
る
『
若
き
支
那
』
の
代
表
者
李
人
傑
の
概
要
や
そ
の
風
貌

は
伝
え
て
も
、
そ
の
心
の
奥
底
に
入
り
こ
ん
で
の
鋭
い
一
瞥
の
記
事
は
な

い
。
」
)
、
と
述
べ
る
。
ま
た
、
越
夢
雲
氏
も
、
「
列
強
に
蚕
食
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
上
海

l
そ
こ
で
中
国
の
情
報
を
収
集
・
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
現
状
を
正
確

に
把
握
し
未
来
を
展
望
す
る
と
い
っ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的
な
作
業
は
、
『
上

海
瀞
記
』
に
限
っ
て
い
え
ば
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
芥
川
の
自
負
し
た
『
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的
才
能
』
は
、
結
局
、
彼
の
甘
さ
、
自
惚
れ
で
し
か
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
ど
だ
い
わ
ず
か
四
カ
月
の
駆
け
足
旅
行
で
、
し
か
も
中

国
人
の
言
葉
の
わ
か
ら
な
い
一
作
家
に
そ
れ
を
要
求
し
た
こ
と
自
体
が
無
理

で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
桁
以
」
、
と
批
判
す
る
。

芥
川
は
、
新
聞
社
社
員
と
い
う
肩
書
き
の
上
で
、
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
の

一
員
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
芥
川
が
使
う
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
と
い
う
言

組
ι
2

η
J
U
 

葉
の
意
味
に
は
、
「
災
い
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
含
む
所
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
は
何
か
。

」
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
大
正
六
年
か
ら
の
文
壇
で
の
思
潮

を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
新
聞
紙
及
新
聞
記
者
論
」
(
大
正
六
・
一

O
『
新
時
代
』
)
に
お
い
て
、

法
学
博
士
浮
田
和
民
は
、
「
新
聞
紙
は
道
徳
家
に
は
不
必
要
な
も
の
で
あ
る
、

何
と
な
れ
ば
之
を
読
む
毎
に
多
少
精
神
上
の
潔
白
を
害
さ
る
る
か
ら
で
あ
る
。

新
聞
紙
は
学
者
に
も
無
用
な
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
之
を
読
ん
で
も
一



つ
も
真
理
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
又
政
治
家
に
も
新

聞
紙
は
不
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
真
に
天
下
国
家
を
思
ふ
政
治
家
に
は
新
聞

紙
の
必
要
が
な
い
。
何
と
な
れ
ば
新
聞
紙
に
依
っ
て
磁
な
政
治
が
行
は
れ
る

も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
真
の
政
治
家
は
多
忙
な
る
が
為
に
新
聞
紙
を

読
む
暇
さ
へ
な
い
筈
で
お

μ
」
、
「
新
聞
紙
に
書
い
て
あ
る
事
は
十
中
八
九
迄

は
嘘
で
あ
る
針
小
棒
大
の
記
事
で
あ
る
と
見
る
べ
き
は
正
当
で
お
が
」
、
と
し

て
新
聞
の
存
在
自
体
を
全
面
的
に
否
定
す
る
見
解
を
示
し
た
。
し
か
し
、
こ

の
浮
田
の
発
言
は
、
批
判
の
具
体
性
を
欠
き
、
ま
た
直
情
的
で
あ
っ
た
た
め

に
、
東
京
朝
日
新
聞
記
者
杉
村
広
太
郎
「
浮
田
博
士
の
新
聞
紙
論
を
読
む
で

其
の
猛
省
を
促
す
」
(
大
正
六
・
一
一
『
中
央
公
論
』
)
に
よ
っ
て
、
徹
底
的

な
反
駁
を
さ
れ
る
。

こ
の
論
争
以
外
で
も
、
文
壇
で
は
所
謂
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
反
感
を
持
つ

雰
囲
気
が
あ
っ
た
。
生
田
長
江
「
通
俗
芸
術
の
問
題
」
(
大
正
六
・
二
『
新
小

説
』
)
は
、
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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こ
の
題
目
は
、
ジ
ア
ア
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
あ
ま
り
気
の
利
い
た
も
の
で

な
い
。
そ
の
為
め
に
多
数
の
読
者
諸
君
の
興
味
を
惹
か
な
い
で
し
ま
ふ
こ

と
を
、
私
は
先
づ
第
一
に
心
配
す
る
。
/
し
か
し
乍
ら
、
私
は
如
何
な
る

場
合
に
於
て
も
、
所
調
輿
論
と
称
す
る
も
の
に
追
随
し
て
行
く
こ
と
を
し

な
い
。
私
は
批
評
家
の
良
心
に
従
っ
て
、
寧
ろ
好
ん
で
異
を
樹
て
る
と
云

は
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
。

こ
の
用
例
で
は
、
「
ジ
ア
ア
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
な
る
も
の
が
、
「
読
者
の

興
味
」
や
「
輿
論
」
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
ま
た
、
い
た
ず
ら
に
追
随
す

る
と
、
「
批
評
家
の
良
心
」
を
蔑
ろ
に
す
る
場
合
も
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
使

わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
中
村
星
湖
「
最
近
小
説
界
の
傾
向
」
(
大
正
六
・
一

O
『
新
時
代
』
)

に
は
、
「
時
代
の
推
移
に
つ
れ
て
、
さ
ま

A
¥
の
新
人
が
勃
興
し
て
来
る
の
は

当
然
で
あ
っ
て
、
そ
の
種
の
部
分
的
の
現
象
は
ち
ょ
い
ノ
¥
見
受
け
ら
れ
な

い
で
は
な
い
。
例
へ
ば
(
略
)
『
白
樺
』
の
人
々
が
、
多
少
子
、
か
ト
ト
小
芹
h
t

p
法
長
hu
怯
除
、
ル
た
奉
安
怯
か

b
b
レ
で
な
、
そ
れ

A
¥
の
面
白
を
明
瞭
に

文
壇
の
表
に
現
は
し
て
来
た
如
き
で
あ
伝
川
、
と
い
う
用
例
が
あ
る
。
こ
こ

で
の
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
は
、
商
業
主
義
的
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

中
に
は
、
本
間
久
雄
の
よ
う
に
、
「
今
日
に
あ
っ
て
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が

真
正
の
文
学
の
発
達
を
阻
害
す
る
と
い
ふ
こ
と
な
ど
は
全
く
問
題
で
は
な
い
。

p
h
d
 

n
ノ“

一
切
の
文
学
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
啓
発
と
是
正
と
を
待
っ
て
始
め
て
そ
の

正
し
い
発
達
を
遂
げ
得
る
と
い
ふ
の
が
事
実
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を

外
に
し
て
文
学
の
発
達
を
求
め
得
な
い
と
い
ふ
の
が
事
実
で
あ
る
。
或
は
一

歩
を
進
め
て
真
正
の
文
学
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
中
か
ら
の
み
求
め
ら
れ
る

と
云
っ
て
も
お
以
」
、
と
擁
護
の
立
場
を
と
る
も
の
も
い
た
。

し
か
し
、
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
対
す
る
反
感
は
、
や
は
り
根
強
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
水
上
滝
太
郎
は
、
「
員
殻
追
放
新
聞
記
者
を
憎
む
の
記
」
(
大

正
七
・
一
『
三
田
文
学
』
)
で
、
新
聞
に
提
造
記
事
を
書
か
れ
た
自
身
の
体
験

を
紹
介
し
た
上
で
、
「
自
分
は
決
し
て
新
聞
記
者
を
、
社
会
の
木
鐸
だ
な
ど
と

は
考
へ
て
ゐ
な
い
が
、
彼
等
が
此
の
人
間
の
形
造
る
社
会
の
出
来
事
の
報
告

者
で
あ
る
と
い
ふ
職
分
を
尊
い
も
の
だ
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
然
る
に
憎
む
可

き
賎
民
は
事
実
の
報
告
を
第
二
に
し
て
、
最
も
挑
発
的
な
記
事
の
担
造
に
の
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み
腐
心
し
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
新
聞
記
者
と
い
ふ
も
の
に
対
し
て
、
適
当
な

る
原
因
の
無
い
恐
怖
を
い
だ
い
て
ゐ
る
世
間
の
人
々
は
、
彼
等
に
対
し
て
正

当
の
主
張
を
す
る
事
を
さ
ヘ
障
っ
て
ゐ
て
、
相
手
が
新
聞
記
者
だ
か
ら
泣
寝

入
り
の
ほ
か
は
な
い
と
、
二
言
目
に
は
云
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
い
〉
事
に

し
て
強
も
て
に
も
て
て
ゐ
る
下
劣
な
る
ご
ろ
つ
き
を
自
分
は
徹
頭
徹
尾
憎
み

度
い
。
同
時
に
こ
れ
ら
の
下
劣
な
る
ご
ろ
つ
き
の
日
常
為
し
つ
〉
あ
る
悪
行

を
、
寧
ろ
奨
励
し
て
ゐ
る
新
聞
社
主
の
如
き
も
人
間
社
会
に
対
す
る
無
責
任

の
点
か
ら
考
へ
れ
ば
、
著
し
く
下
劣
な
る
賎
民
で
あ
る
。
自
分
は
単
に
自
分

自
身
迷
惑
し
た
場
合
を
挙
げ
て
世
に
訴
へ
ょ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ

よ
り
も
一
般
の
社
会
に
悪
を
憎
み
、
こ
れ
に
制
裁
を
加
へ
る
事
を
要
求
鼓
吹

し
度
い
の
が
」
、
と
反
感
を
あ
ら
わ
に
す
る
。

そ
し
て
ま
た
、
平
林
初
之
輔
「
一
兵
卒
の
立
場
か
ら
」
(
大
正
九
・
一
一
『
新

潮
』
)
は
、
文
学
と
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
見
解
を

示
す
。ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
何
と
い
っ
て
も
文
学
を
悪
佑
す
る
。
最
近
某
雑
誌
は

其
小
説
欄
を
労
働
小
説
号
と
い
っ
た
風
の
も
の
に
し
、
某
雑
誌
は
性
慾
文

学
を
鼓
吹
し
た
。
け
れ
ど
も
雑
誌
の
生
命
は
近
頃
で
は
一
ヶ
月
と
相
場
が

き
ま
っ
た
。
一
ヶ
月
毎
に
目
先
を
変
ヘ
て
ゆ
く
の
が
編
輯
者
の
苦
心
と
な

り
、
そ
の
変
へ
方
が
宙
返
り
的
に
著
し
け
れ
ば
著
し
い
程
編
輯
者
の
技
何

が
優
秀
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
(
略
)
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
雑
誌
の
附
録

文
芸
ま
で
一
し
ょ
に
引
っ
張
り
廻
さ
う
と
す
る
に
至
つ
て
は
あ
ま
り
な
暴

挙
で
あ
る
。
こ
ん
な
場
合
に
こ
そ
喜
術
の
独
立
を
高
唱
し
て
い
〉
筈
で
あ

る
。
人
類
の
幸
福
に
関
す
る
問
題
に
は
脱
兎
の
知
き
勇
を
示
し
た
芸
術
家

が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
は
処
女
の
如
き
盲
従
を
敢
へ
て
し
て
ゐ
る
の
は
錯

誤
の
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
る
。
元
来
普
通
の
営
利
雑
誌
が
一
定
の
主
義
に

よ
っ
て
動
く
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
芥
川
が
新
聞
社
社
員
と
し
て
「
支
那
」
へ
と
旅
立
と
う
と

し
て
い
た
時
期
に
は
、
新
聞
の
報
道
姿
勢
に
対
す
る
批
判
、
ま
た
「
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
」
と
文
学
と
の
関
係
が
問
題
視
さ
れ
る
思
潮
が
あ
っ
た
。
芥
川
に

と
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
芥
川

の
明
確
な
発
言
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
旅
行
の
直
前
に
、
置
き
土
産
の

よ
う
に
書
か
れ
た
、
「
奇
遇
」
(
大
正
一

0
・
四
『
中
央
公
論
』
)
で
は
、
芥

川
ら
し
き
「
小
説
家
」
が
「
編
輯
者
」
と
次
の
よ
う
な
会
話
を
し
て
い
る
。

po 
n
L
 

(
机
の
抽
斗
を
探
し
な
が
ら
)
論
文
で
は
い
け
な
い
で
せ
う
ね
。

編
輯
者
何
と
云
ふ
論
文
で
す
か
?

小
説
家
「
た
卦
じ
於
低
予
少
が
下
十
小
Jdρ
必
⑪
忠
百
毒
」
と
云
ふ
の
で
す
。

編
輯
者
そ
ん
な
論
文
は
い
け
ま
せ
ん
。

小
説
家

こ
の
部
分
は
、
物
語
の
導
入
部
で
あ
っ
て
、
全
体
か
ち
す
れ
ば
枝
葉
に
あ

た
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
芥
川
が
こ
の
一
文
を
書
い
た
こ
と
に
は
、
そ
こ
に

皮
肉
な
意
味
合
い
が
読
み
と
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
中
村
星
湖
は
、
こ
の

部
分
に
言
及
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
芥
川
龍
之
介
氏
の
『
奇
遇
』

(
略
)
は
そ
の
あ
と
さ
き
に
附
い
て
ゐ
る
小
説
家
と
編
輯
者
と
の
問
答
だ
け

を
読
ん
だ
、
そ
し
て
中
身
を
読
ま
な
か
っ
た
。
中
身
を
軽
蔑
し
た
為
め
で
は



な
く
、
前
書
き
後
書
き
を
尊
敬
し
た
為
め
で
あ
る
」
、
と
し
て
右
の
「
奇
遇
」

本
文
の
後
二
行
を
引
用
し
、
「
こ
与
を
書
き
な
が
ら
作
者
は
ニ
ヤ
リ
と
笑
っ
た

で
あ
ら
う
、
こ
h

を
校
正
し
な
が
ら
編
輯
者
は
:
:
:
笑
っ
た
か
怒
っ
た
か
わ

た
し
は
知
ら
な
い
。
が
、
多
分
笑
っ
た
で
せ
う
な
あ
、
豪
傑
笑
ひ
に
似
た
編

輯
者
笑
ひ
と
い
ふ
船
引
い
」
。

小
説
家
で
あ
り
な
が
ら
も
、
同
時
に
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
の
一
員
で
あ

る
芥
川
は
、
星
湖
が
想
像
す
る
よ
う
に
、
苦
笑
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
「
上
一
海
辞
記
」
執
筆
は
、
こ
う
し
た
自
ら
の
鶴
的
立
場
を
昇

筆
す
る
ね
ら
い
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

大
正
一

O
年
五
月
一

O
日
の
『
時
事
新
報
』
に
は
、
「
芥
川
龍
之
介
氏
か
ら
」

と
い
う
見
出
し
で
、
次
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
た
。

鄭
考
膏
、
章
嫡
麟
な
ど
の
学
者
先
生
に
会
っ
た
。
鄭
先
生
な
ど
は
書
で
は
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ず
っ
と
前
か
ら
知
っ
て
ゐ
た
か
ら
会
っ
た
時
に
は
な
つ
か
し
い
気
が
し
た
。

章
先
生
も
同
様
。
こ
の
先
生
は
キ
タ
ナ
好
き
な
も
の
が
か
ら
細
君
に
離
婚

を
申
込
ま
れ
た
さ
う
だ
訳
、
襟
垢
の
つ
い
た
着
物
を
着
て
古
書
堆
裡
に
泰

然
と
し
て
ゐ
る
所
は
如
何
に
も
学
究
ら
し
か
っ
た
。
/
|
上
海
四
月
廿

六
日
|

こ
れ
は
、
当
時
『
時
事
新
報
』
の
文
芸
欄
を
担
当
し
て
い
た
、
佐
佐
木
茂

索
に
宛
て
た
、
大
正
一

O
年
四
月
二
六
日
付
の
書
簡
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
芥
川
は
、
同
年
五
月
二
日
付
で
佐
佐
木
に
、
「
僕
の
通
信
は
時
事
に
は

発
表
し
な
い
で
く
れ
給
へ
社
の
方
が
や
か
ま
し
い
的

μ」
、
と
書
き
送
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
右
の
掲
載
を
止
め
る
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
限
ら
ず
、
芥
川
の
「
支
那
」
行
き
は
、
広
く
世
間

の
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
帰
国
後
、
こ
う
し
た
周
囲
の
期
待
と
新
聞

社
に
対
す
る
義
務
と
に
応
え
る
べ
く
、
「
上
海
瀞
記
」
は
書
か
れ
た
。

飽
く
ま
で
海
外
旅
行
初
心
者
の
視
点
か
ら
、
上
海
を
描
出
す
る
こ
と
に
芥

ア
ヤ
オ

川
は
心
を
く
だ
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
私
は
昼
間
村
田
君
に
、
不
要
と
云
ふ
支

那
語
を
教
は
っ
て
ゐ
た
。
不
要
は
勿
論
い
ら
ん
の
意
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
は

草
屋
さ
へ
見
れ
ば
、
忽
悪
魔
払
ひ
の
呪
文
の
や
う
に
、
不
要
不
要
を
連
発
し

た
。
こ
れ
が
私
の
口
か
ら
出
た
、
記
念
す
べ
き
最
初
の
支
那
語
で
あ
る
。
知

何
に
私
が
欣
欣
然
と
、
こ
の
言
葉
を
草
屋
へ
尚
り
つ
け
た
か
、
そ
の
聞
の
消

息
が
わ
か
ら
な
い
読
者
は
、
き
っ
と
一
度
も
外
国
語
を
習
っ
た
経
験
が
な
い

に
違
ひ
お
叫
」
、
「
私
は
四
十
起
氏
の
跡
に
つ
き
な
が
ら
、
滅
多
に
側
眼
も
ふ

ら
な
い
程
、
恐
る
恐
る
敷
石
を
踏
ん
で
行
お
い
」
、
な
ど
と
い
か
に
も
不
慣
れ

な
姿
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
、
日
本
と
の
相
違
に
敏
感
に
な
れ

る
と
い
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
「
私
は
彼
に
、
玉
堂
春
は
面
白

か
っ
た
と
云
ふ
意
味
を
伝
へ
た
。
す
る
と
彼
は
意
外
に
も
、
『
ア
リ
ガ
ト
』
と

云
ふ
日
本
語
を
使
っ
た
。
さ
う
し
て
ー
さ
う
し
て
彼
が
何
を
し
た
か
。
私
は

彼
自
身
の
為
に
も
又
わ
が
村
田
烏
江
君
の
為
に
も
、
こ
ん
な
事
は
公
然
書
き

た
く
な
い
。
が
、
こ
れ
を
書
か
な
け
れ
ば
、
折
角
彼
を
紹
介
し
た
所
が
、
む

ざ
む
ざ
真
を
逸
し
て
し
ま
ふ
。
そ
れ
で
は
読
者
に
対
し
て
も
、
甚
済
ま
な
い

次
第
で
あ
る
。
そ
の
為
に
敢
然
正
筆
を
使
ふ
と
、
|
彼
は
横
を
向
く
が
早
い

か
、
真
紅
に
銀
糸
の
繍
を
し
た
、
美
し
い
袖
を
翻
し
て
、
見
事
に
床
の
上
ヘ

一27-
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手
演
を
か
お
が
」
、
と
い
う
部
分
を
見
て
み
る
と
、
伝
え
た
出
来
事
は
役
者
の

緑
牡
丹
が
、
客
で
あ
る
自
分
た
ち
の
前
で
鼻
水
を
か
ん
だ
こ
と
に
尽
き
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
驚
き
を
も
っ
て
気
付
き
得
る
の
は
支
那
通
の
者
で
は
な
く
、

初
心
の
眼
な
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
故
に
こ
う
し
た
こ
と
を
記
述

す
る
か
と
い
う
と
、
「
支
那
」
の
「
真
」
の
姿
を
報
告
し
よ
う
と
い
う
目
的
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

類
例
と
し
て
、
湖
心
亭
を
訪
れ
た
場
面
を
以
下
に
ひ
く
。

そ
の
露
路
を
向
う
へ
っ
き
当
る
と
、
時
に
聞
き
及
ん
だ
湖
心
亭
が
見
え
た
。

(
略
)
我
我
が
丁
度
其
処
へ
来
た
時
、
浅
葱
木
綿
の
服
を
着
た
、
綿
子
の

長
い
支
那
人
が
一
人
、
ー
ち
ょ
い
と
こ
の
間
に
書
き
添
へ
る
が
、
菊
池
寛

の
説
に
よ
る
と
、
私
は
度
度
小
説
の
中
に
、
後
架
と
か
何
と
か
云
ふ
や
う

な
、
下
等
な
言
葉
を
使
ふ
さ
う
で
あ
る
。
(
略
)
し
か
し
支
那
の
紀
行
と
な

る
と
、
場
所
そ
の
物
が
下
等
な
の
だ
か
ら
、
時
時
怯
札
官
僚
-V
掛
A
M
J
h
N

め
か

怯
¥
給
俳
た
仕
掛
手
仕
一
や
号
給
千
か
司
針
。
も
し
誼
だ
と
思
っ
た
ら
、
試
み

に
誰
で
も
書
い
て
見
る
が
好
い
。
|
そ
こ
で
又
元
へ
立
ち
戻
る
と
、
そ
の

一
人
の
支
那
人
は
、
悠
悠
と
池
へ
小
便
を
し
て
ゐ
た
。

隣
国
を
し
て
、
「
下
等
」
と
呼
ん
で
倖
ら
な
い
所
に
は
、
確
か
に
こ
の
テ
ク

ス
ト
の
時
代
的
な
限
界
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
章
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
い
。
以
下
の
文
章
が
前
の
引
用
箇
所
に
続
く
。

除
掛
枇
留
が
瞭
僚
を
掛
か
』
テ
が
、
骨
静
誇
れ
V

時
仔
が
下
山
入
じ
な
ら

J

テ
が
、
臥
μ

芯
〈
掛
眠
皿
が
持
争
土
台
、
ナ
が
、
唱
で
心
な
事
怯
全
払
川
ヘ
」
砂
野
K
U
除
、
阻
町
眠
ぽ
じ
な

少
な
い
れ
v
h
L

椿
蒼
か
い
。
少
や
と

-ppmV
臥万⑪組問山岳
Aγ

掛
h
u

除
、
か
』
み
ノ
ト
」

レ
か
岳
除
、
作
か
い
長
時
台
が
h
C
ウ
た
。
曇
天
に
そ
ば
立
っ
た
支
那
風
の
亭

と
、
病
的
な
緑
色
を
拡
げ
た
池
と
、
そ
の
池
ヘ
斜
め
に
注
が
れ
た
、
隆
隆

た
る
一
条
の
小
便
と
、
ー
こ
れ
は
憂
響
愛
す
べ
き
風
景
画
た
る
ば
か
り
ぢ

ゃ
な
い
。
骨
吟
じ
た
か
が
老
夫
骨
⑪
、
辛
味
恐
訟
荷
台
余
僚
で
か
訟
。
私

は
こ
の
支
那
人
の
姿
に
、
し
み
じ
み
と
少
時
眺
め
入
っ
た
。
が
、
生
憎
四

十
起
氏
に
は
、
こ
れ
も
感
慨
に
価
す
る
程
、
珍
し
い
景
色
ぢ
ゃ
な
か
っ
た

と
見
お
れ
か
。

孫
文
の
革
命
を
妨
げ
た
陳
樹
藩
、
文
佑
革
命
の
具
体
策
で
あ
っ
た
白
話
詩

の
衰
退
、
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
「
支
那
」
を
圧
迫
せ
ん
と
し
て
画
策
さ
れ

る
日
英
同
盟
の
続
行
案
。
当
時
の
一
部
知
識
人
達
が
目
指
し
た
国
家
の
あ
り

方
か
ち
す
れ
ば
、
逆
風
と
な
る
出
来
事
が
次
々
と
起
こ
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

「
老
大
国
」
全
体
の
雰
囲
気
に
は
、
こ
の
男
の
よ
う
に
「
長
閑
さ
」
が
あ
る
。

こ
れ
を
「
辛
掠
恐
る
べ
き
象
徴
」
と
と
ら
え
て
憂
い
つ
つ
、
感
慨
に
耽
る
芥

川
は
、
こ
こ
で
密
か
に
「
政
治
」
を
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
現

地
邦
人
の
島
津
四
十
起
に
と
っ
て
は
「
感
慨
に
価
す
る
程
、
珍
し
い
景
色
ぢ

ゃ
な
か
っ
た
」
、
と
あ
る
の
で
、
ま
さ
に
旅
人
で
あ
る
芥
川
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
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見
出
し
得
た
感
想
と
い
え
よ
う
。

上
海
滞
在
中
、
実
際
「
政
治
」
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
を
重
視
し
て
文
章
他
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
政
治
」

を
「
芸
術
な
ぞ
よ
り
は
数
段
下
等
」
と
し
て
、
中
心
的
素
材
と
し
な
か
っ
た

所
以
は
、
無
言
の
内
に
政
治
的
議
論
を
要
求
し
て
く
る
、
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」

に
迎
合
す
る
こ
と
へ
の
、
小
説
家
と
し
て
の
反
抗
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
文



章
規
範
や
唐
詩
選
の
外
に
、
支
那
あ
る
を
知
ら
な
い
漢
学
趣
味
は
、
日
本
で

も
好
い
加
減
に
消
滅
す
る
が
胎
以
」
、
と
い
う
よ
う
に
、
文
章
の
主
眼
は
、
先

入
観
を
な
る
べ
く
除
き
、
「
真
」
の
「
支
那
」
を
伝
え
る
事
に
あ
っ
た
。
芥
川

自
身
が
捉
え
た
同
時
代
の
「
支
那
」
の
生
々
し
い
側
面
を
、
「
溌
剃
た
る
描
写
」

で
表
現
す
る
行
為
こ
そ
が
、
小
説
家
と
、
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
と
を
、
昇
華

し
、
具
体
佑
し
た
表
現
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五

「
上
海
瀞
記
」
に
は
、
不
浄
に
関
す
る
記
述
が
頻
出
す
る
。

こ
れ
に
不
快
感
を
隠
さ
な
い
評
者
は
多
い
。
「
多
国
の
探
聞
の
下
で
の
中
国

人
の
貧
困
な
生
活
を
同
情
、
理
解
す
る
ど
こ
ろ
か
、
劣
等
民
族
を
見
下
す
よ
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う
な
嫌
悪
の
目
付
き
で
そ
れ
を
明
っ
て
い
る
。
彼
の
目
的
は
中
国
の
苦
難
と

『
醜
』
を
収
集
し
て
日
本
国
内
の
喝
采
を
得
ょ
う
と
す
る
の
で
お

μ」
、
と
す

る
、
祝
振
媛
氏
の
手
厳
し
い
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
、
芥
川
は
た
だ
の
興
味

本
位
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

参
考
と
し
て
、
一
九
一
八
年
三
月
九
日
の
、
当
時
日
本
に
留
学
し
て
い
た

周
恩
来
の
日
記
を
引
く
。
日
比
谷
公
園
を
散
歩
し
て
い
る
と
き
の
記
述
で
あ

る
。
「
あ
る
と
こ
ろ
に
歩
い
て
い
く
と
、
二
人
の
女
の
小
学
生
が
地
面
に
う
ず

く
ま
っ
て
土
を
盛
り
上
げ
て
い
る
の
が
自
に
入
っ
た
。
中
国
の
子
ど
も
が
土

と
遊
ぶ
の
と
同
じ
だ
と
思
っ
た
。
近
寄
っ
て
見
る
と
、
な
ん
と
よ
そ
か
ら
無

用
の
草
を
持
っ
て
き
て
植
え
な
が
ら
遊
ん
で
い
る
の
だ
。
/
こ
の
よ
う
に
見

て
く
る
と
、
日
本
の
小
学
校
の
教
師
が
本
当
に
教
育
的
な
能
力
を
有
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
中
国
の
子
ど
も
が
遊
ん
で
い
れ
ば
、
か
な
ら
ず
自
分
の

尿
を
水
に
し
て
泥
を
担
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
ど
も
に
は
知
識
が
な
く
、

こ
の
種
の
指
示
は
す
べ
て
家
長
や
教
師
が
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
略
)

一
つ
の
こ
と
か
ら
類
推
し
て
、
日
本
の
国
民
が
中
国
人
を
軽
蔑
す
る
の
も
不

思
議
で
は
な
い
し
、
日
本
の
知
識
は
実
に
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
鍛
え
あ
げ
ら

れ
た
も
の
な
の
だ
」
。
こ
の
周
恩
来
の
駕
き
は
、
上
海
で
の
芥
川
の
驚
き
と
表

裏
の
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
不
浄
即
ち
衛
生
の
話
題
は
、
国
家
閣
の
格

差
の
問
題
に
直
結
し
得
る
。
た
だ
に
、
明
笑
す
る
た
め
に
素
材
と
し
た
の
で

は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
芥
川
の
表
現
技
法
の
一
つ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
「
西
方
の
人
」

(
昭
和
二
・
八
『
改
道
』
)
、
「
2
2

詩
人
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

ク
リ
ス
ト
は
一
本
の
百
合
の
花
を
「
ソ
ロ
モ
ン
の
栄
華
の
極
み
の
時
」
よ

り
も
更
に
美
し
い
と
感
じ
て
ゐ
る
。
(
尤
も
彼
の
弟
子
た
ち
の
中
に
も
彼
ほ

ど
百
合
の
花
の
美
し
さ
に
悦
惚
と
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
)

し
か
し
弟
子
た
ち
と
話
し
合
ふ
時
に
は
会
話
の
礼
節
を
破
っ
て
も
、
野
蛮

な
こ
と
を
言
ふ
の
を
偉
ら
な
か
っ
た
。
ー
「
凡
そ
外
よ
り
人
に
入
る
も
の

の
人
を
汚
し
能
は
ざ
る
事
を
知
ら
ざ
る
乎
。
そ
は
心
に
入
ら
ず
、
腹
に
入

り
て
聞
に
遣
す
。
す
な
は
ち
食
ふ
所
の
も
の
潔
れ
り
。
」
・
げ
は
・
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「
会
話
の
礼
節
」
を
般
り
、
不
浄
な
話
題
を
し
つ
つ
、
弟
子
を
教
え
諭
す
「
ク

リ
ス
ト
」
の
話
術
と
、
上
海
の
湖
心
亭
の
場
面
を
写
し
て
、
「
時
時
は
礼
節
も

破
ら
な
け
れ
ば
、
溌
潮
た
る
描
写
は
不
可
能
で
あ
る
」
、
と
し
つ
つ
、
「
支
那
」

の
現
状
を
伝
え
た
芥
川
と
は
、
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
侮
蔑
す
る
気
持
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を
表
出
す
る
た
め
に
記
し
た
と
い
う
よ
り
、
「
支
那
」
の
姿
を
伝
え
る
た
め
の

方
法
だ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
一
方
で
、
「
上
海
瀞
記
」
に
は
、
「
交
通
整
理

の
行
き
届
い
て
ゐ
る
事
は
、
い
く
ら
晶
展
眼
に
見
た
所
が
、
到
底
東
京
や
大

阪
な
ぞ
の
日
本
の
都
会
の
及
ぶ
所
ち
ゃ
な
い
。
車
屋
や
馬
車
の
勇
猛
な
の
に
、

明
恐
れ
を
な
し
て
ゐ
た
私
は
、
か
う
云
ふ
晴
れ
晴
れ
し
た
景
色
を
見
て
ゐ
る

内
に
、
だ
ん
だ
ん
愉
快
な
心
も
ち
に
な
討
が
」
、
「
舞
踏
場
は
可
也
広
い
。
が
、

オ
オ
ケ
ス
ト
ラ

管
絃
楽
の
音
と
一
し
ょ
に
、
電
燈
の
光
が
青
く
な
っ
た
り
赤
く
な
っ
た
り
す

る
工
合
は
如
何
に
も
浅
草
に
よ
く
似
て
ゐ
る
。
唯
そ
の
官
絃
楽
の
巧
拙
に
な

る
と
、
到
底
浅
草
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
其
処
だ
け
は
い
く
ら
上
海
で
も
、

さ
す
が
に
西
洋
人
の
舞
踏
場
で
お

μ
」
、
「
料
理
は
日
本
よ
り
も
旨
い
。
明
か

通
ら
し
い
顔
を
す
れ
ば
、
私
の
行
っ
た
上
海
の
御
茶
屋
は
、
た
と
へ
ば
瑞
記

と
か
厚
徳
福
と
か
云
ふ
、
北
京
の
御
茶
屋
よ
り
劣
っ
て
ゐ
る
。
が
、
そ
れ
に

も
関
ら
ず
、
東
京
の
支
那
料
理
に
比
べ
れ
ば
、
小
有
天
な
ぞ
で
も
確
に
旨
い
。

し
か
も
値
段
の
安
い
事
は
、
ざ
っ
と
日
本
の
五
分
の
一
で
お
引
い
」
、
な
ど
の
よ

う
に
日
本
と
相
対
化
し
て
優
れ
た
所
も
芥
川
は
紹
介
し
て
い
る
。
芥
川
が
上

海
を
見
る
に
つ
け
て
、
中
立
に
近
い
視
点
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

後
年
の
書
簡
で
、
「
長
崎
へ
来
た
ら
ち
ょ
い
と
上
海
ヘ
行
き
た
く
て
な

ら
ぬ
」
、
と
述
べ
た
芥
川
は
、
上
海
と
い
う
都
市
に
、
素
人
で
は
あ
っ
た
が
愛

着
を
持
っ
て
観
察
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

普
段
の
小
説
を
書
く
場
合
と
比
べ
て
、
「
上
海
瀞
記
」
執
筆
は
、
芥
川
の
心

構
え
に
遣
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
上
海
紀
行
の
諸
体
を
兼
備
す
る
は

あ
h

す
る
方
が
楽
な
故
な
り
小
説
は
坂
路
を
下
る
如
く
紀
行
は
平
地
を
行
く

が
知
し
あ
た
り
前
に
書
い
て
ゐ
て
は
筆
者
最
も
退
屈
な
り
誤
っ
て
感
心
す

る
事
加
が
」
と
、
そ
の
両
者
の
違
い
を
芥
川
は
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
支

那
」
の
紀
行
文
執
筆
は
、
相
当
苦
痛
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

明
星
御
発
刊
の
よ
し
ま
づ
御
よ
ろ
こ
び
を
申
上
げ
ま
す
そ
れ
か
ら
私
を

も
同
人
の
一
人
に
加
へ
下
す
っ
た
よ
し
御
厚
意
難
有
く
御
礼
申
し
ま
す

し
か
し
明
星
は
同
人
以
上
に
執
筆
を
許
さ
な
い
雑
誌
で
せ
う
か
も
し
さ

も
な
く
ば
私
は
同
人
の
列
に
加
は
ら
ず
に
寄
稿
し
た
い
と
存
じ
ま
す
と

云
ふ
の
は
私
の
我
ま
ま
で
す
が
、
ど
う
も
同
人
と
云
ふ
名
か
ら
生
ず
る

-30一

束
縛
の
感
じ
が
苦
し
い
の
で
す
た
と
ひ
実
際
は
自
由
で
あ
っ
て
も
見
に

角
同
人
一
人
前
の
責
任
を
持
つ
の
が
苦
し
い
の
で
す
い
や
責
任
は
持
た

な
く
て
も
責
任
の
あ
り
さ
う
な
気
が
す
る
事
が
そ
れ
自
身
も
う
苦
し
い

の
で
す
私
は
既
に
そ
の
点
で
は
大
阪
毎
日
新
聞
社
員
と
云
ふ
、
厄
介
な

荷
を
背
負
っ
て
ゐ
ま
す
で
す
か
ら
も
う
こ
の
上
に
は
な
る
可
く
気
楽
に

し
て
ゐ
た
い
の
で
す

こ
れ
ら
の
書
簡
を
見
る
と
、
新
聞
社
の
社
員
と
し
て
の
責
任
に
圧
迫
感
を

感
じ
な
が
ら
、
坤
吟
し
つ
つ
和
行
文
を
書
い
て
い
る
様
子
が
目
に
浮
か
ぶ
よ

う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
体
験
は
、
関
口
安
義
氏
に

よ
る
指
摘
の
外
に
も
、
文
学
観
の
上
に
お
い
て
、
新
し
い
境
地
を
聞
く
こ
と



に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

先
に
引
い
た
、
『
支
那
瀞
記
』
自
序
で
、
「
僕
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
的
才
能

は
こ
れ
等
の
通
信
に
も
電
光
の
や
う
に
、
ー
少
く
と
も
芝
居
の
電
光
の
や
う

に
閃
い
て
ゐ
る
」
と
、
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
換
言
す
れ
ば
華
々
し
く
短
期

間
だ
け
人
々
の
注
目
を
集
め
る
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
の
性
質
は
、
実
は
そ

の
ま
ま
小
説
に
も
通
底
す
る
、
と
芥
川
は
考
え
た
。
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小
説
は
、

i
怖
ら
く
は
戯
曲
も
頗
る
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
に
近
い
も
の
で
あ

る
。
も
し
厳
密
に
云
ふ
と
す
れ
ば
、
一
人
の
作
家
な
り
、
一
篇
の
作
品
な

り
は
、
一
時
代
の
外
に
生
き
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
れ
は
最
も
切
実
に

一
時
代
の
生
活
を
表
現
す
る
為
に
小
説
の
支
払
ふ
租
税
で
あ
る
。
前
に
も

一
度
云
っ
た
様
に
、
あ
ら
ゆ
る
文
芸
の
形
式
中
、
小
説
ほ
ど
短
命
に
終
る

も
の
は
な
い
、
同
時
に
又
、
一
面
で
は
小
説
ほ
ど
痛
切
に
生
き
る
も
の
は

な
い
。
従
っ
て
文
、
そ
の
点
か
ら
見
れ
ば
小
説
の
生
命
は
持
情
詩
よ
り
も
、

更
に
持
情
詩
的
色
彩
を
帯
び
て
居
る
。
つ
ま
り
小
説
と
云
ふ
も
の
は
、
丁

度
稲
妻
の
光
の
中
に
僕
等
の
目
前
を
掠
め
て
飛
ぶ
火
取
虫
に
近
い
も
の
な

の
だ
ら
う
。

芥
川
の
語
棄
と
し
て
の
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
石
割
透
氏
は
、
「
芸

術
は
時
代
を
超
え
て
永
遠
で
あ
る
と
い
う
古
典
主
義
者
的
な
信
念
の
動
揺
、

芥
川
の
い
か
に
も
大
正
的
な
芸
術
家
意
識
の
崩
壊
が
こ
こ
か
ら
指
摘
で
き
る
。

そ
こ
に
は
ま
た
、
文
壇
の
流
行
作
家
と
し
て
生
き
て
き
た
悔
恨
を
伴
っ
た
自

明
も
感
じ
ら
れ
る
」
、
と
指
摘
さ
れ
る
。
確
か
に
、
一
時
的
な
挫
折
を
芥
川
は

味
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
年
の
文
学
活
動
を
見
る
と
、
小

説
が
短
命
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
時
に
し
か
書
け
な
い
文
章
を
残
そ
う
と

い
う
、
一
種
の
達
観
を
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

芥
川
が
、
死
後
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
書
き
残
し
た
、
「
或
阿
呆
の

一
生
」
(
昭
和
二
・
一

O
『
改
造
』
)
な
ど
の
遺
稿
群
の
、
読
ま
れ
る
と
き
の

状
況
に
依
存
し
た
性
質
を
、
説
明
す
る
ヒ
ン
ト
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。

注

(
1
)
横
光
利
一
「
静
安
寺
の
碑
文
」
(
昭
和
三
了
一

O
『
改
造
』
)
、
『
横

光
利
一
全
集
第
十
三
巻
』
四
一
四
頁
。

(
2
)
同
前
、
「
北
京
と
巴
里
(
覚
書
)
」
(
昭
和
一
四
・
二
『
改
造
』
)
、

同
前
、
四
二
九
頁
。

(
3
)
関
口
安
義
『
芥
川
龍
之
介
と
そ
の
時
代
』
(
平
成
一
一
・
一
一
一

書
房
)
、
四
二
一
頁
。

(
4
)
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
八
巻
』
、
三
三
頁
。

(
5
)
同
前
、
一
二
四
頁
。
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筑
摩

(
6
)
同
前
、
三
四
|
三
五
頁
。

(
7
)
同
前
、
三
八
頁
。

(
8
)
同
前
、
三
九
|
四

O
頁。

(
9
)
同
前
、
四
一
頁
。

(
1
0
)
芥
川
は
、
大
正
七
年
二
月
か
ら
大
阪
毎
日
新
聞
社
社
友
と
な
り
、

大
正
八
年
三
月
に
は
、
海
軍
機
関
学
校
の
職
を
辞
し
て
、
同
社
社
員

•• 

と
な
っ
た
。
「
今
芥
川
氏
は
、
月
に
三
十
枚
位
の
も
の
を
二
つ
も
書
け

A

A

A

A

 

ば
二
百
円
に
な
る
。
そ
れ
に
『
大
阪
毎
日
』
の
社
員
と
し
て
月
給
百
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円
を
頂
戴
し
て
ゐ
る
。
」
(
装
飾
マ
マ
、

-
M生
「
原
稿
料
の
話
」
〈
大

正
九
・
一
『
文
章
倶
楽
部
』
〉
、
引
用
本
文
は
『
編
年
体
大
正
文
学
全

集
第
九
巻
』
〈
平
成
一
三
・
一
二
ゆ
ま
に
書
房
〉
、
四
O
O
頁
)
と

い
う
記
事
が
あ
る
。
ま
た
、
芥
川
の
文
章
に
「
僕
は
上
海
へ
渡
る
途

中
、
筑
後
丸
の
船
長
と
話
を
し
た
。
政
友
会
の
横
暴
と
か
、
ロ
イ
ド

・
ジ
ヨ
オ
ジ
の
「
正
義
」
と
か
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
話
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
内
に
船
長
は
僕
の
名
刺
を
見
な
が
ら
、
感
心
し
た
や
う
に

小
首
を
傾
け
た
。
/
「
ア
ク
タ
川
と
云
ふ
の
は
珍
ら
し
い
で
す
ね
。

は
は
あ
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
、
ー
や
は
り
御
専
門
は
政
治
経
済
で
す

か
?
」
/
僕
は
好
い
加
減
に
返
事
を
し
た
。
」
(
「
澄
江
堂
雑
記
船

長
」
〈
大
正
一
三
・
三
『
随
筆
』
〉
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
一

O
巻』

二
八
六
頁
)
と
あ
り
、
肩
書
き
と
し
て
も
新
聞
社
の
名
を
使
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

(
1
1
)
「
大
正
一

O
年
三
月
一
一
日
付
薄
田
泣
蓋
宛
書
簡
」
、
『
芥
川
龍

之
介
全
集
第
一
九
巻
』
、
書
簡
番
号
九
三

O
番。

(
1
2
)
股
汝
耕
「
目
覚
め
た
る
支
那
よ
り
親
愛
な
る
日
本
国
民
へ
(
一
)
」

(
大
正
一

0
・
八
・
二
三
『
読
売
新
聞
』
)
。

(
1
3
)
同
前
、
「
(
四
)
」
、
(
大
正
一

0
・
八
・
二
六
『
読
売
新
聞
』
)
。

(
1
4
)
同
前
、
「
(
五
)
」
、
(
大
正
一

0
・
八
・
二
七
『
読
売
新
聞
』
)
。

(
1
5
)
北
京
特
派
員
大
西
薦
「
支
那
の
核
心
を
観
よ
対
支
干
渉
論
を

排
す
」
(
大
正
一

0
・
八
・
二
五
『
東
京
朝
日
新
聞
』
)
。

(
1
6
)
同
前
、
「
(
2
)
」
(
大
正
一

0
・
八
・
二
六
『
東
京
朝
日
新
聞
』
)
。

(
1
7
)
「
『
支
那
揖
記
』
自
序
」
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
二
ニ
巻
』
、

O
五
頁
。

(
1
8
)
紅
野
敏
部
『
近
代
日
本
文
学
に
お
け
る
中
国
像
』
(
昭
和
五
0
・

一
O

有
斐
閣
遺
書
)
九
二
頁
。

(
1
9
)
越
夢
雲
『
上
海
・
文
学
残
像
|
日
本
人
作
家
の
光
と
影
』
(
平
成

=
了
五
田
畑
書
庖
)
六
七
|
六
八
頁
。

(
2
0
)
浮
田
和
民
「
新
聞
紙
及
新
聞
記
者
論
」
(
大
正
六
・
一

O
『
新
時

代
』
)
、
二
ハ
頁
。

(
2
1
)
同
前
、
十
八
頁

(
2
2
)
生
田
長
江
「
通
俗
芸
術
の
問
題
」
(
大
正
六
・
二
『
新
小
説
』
、

引
用
本
文
は
、
『
編
年
体
大
正
文
学
全
集
第
六
巻
』
(
平
成
二
ニ
・
三

ゆ
ま
に
書
房
)
四
三
八
頁
。

(
2
3
)
中
村
星
湖
「
最
近
小
説
界
の
傾
向
」
(
大
正
六
・
一

O
『
新
時
代
』
、

引
用
本
文
は
、
同
前
、
五
二
六
頁
。

(
2
4
)
本
間
久
雄
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
文
学
」
(
大
正
六
・
一
二
『
早

稲
田
文
学
』
)
、
引
用
本
文
は
、
同
前
、
五
四
七
頁
。

(
2
5
)
水
上
滝
太
郎
「
員
殻
追
放
新
聞
記
者
を
憎
む
の
記
」
(
大
正
七

・
一
『
コ
一
回
文
学
』
)
、
引
用
本
文
は
『
編
年
体
大
正
文
学
全
集
第
七

巻
』
(
平
成
二
ニ
・
五
ゆ
ま
に
書
房
)
四
=
二
頁
。

(
2
6
)
平
林
初
之
輔
「
一
兵
卒
の
立
場
か
ら
」
(
大
正
九
・
一
一
『
新
潮
』
)
、

引
用
本
文
は
『
編
年
体
大
正
文
学
全
集
第
九
巻
』
(
平
成
二
ニ
・
一
二

ゆ
ま
に
書
房
)
五
四
六
頁
。

η
L
 

ntυ 

(
2
7
)
「
奇
遇
」
(
大
正
一

0
・
四
『
中
央
公
論
』
)
、
『
芥
川
龍
之
介
全

集
第
七
巻
』
、
二
八
一
頁
。

(
2
8
)
中
村
星
湖
「
老
熟
、
聡
明
、
頓
知
〔
十
二
〕
白
鳥
、
菊
池
、
芥

川
三
氏
の
作
四
月
の
創
作
評
」
(
大
正
一

0
・
四
・
一
五
『
読
売
新



聞
』
)
、
引
用
本
文
は
、
司
芥
川
龍
之
介
研
究
資
料
集
成
第
一
巻
』
(
平

成
五
・
九
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
)
、
コ
二
二
頁
。

(
2
9
)
「
大
正
一

O
年
五
月
二
日
付
佐
佐
木
茂
索
宛
書
簡
」
、
同
前
、
書

簡
番
号
九
五
五
番
。

(
3
0
)
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
八
巻
』
、

(
3
1
)
同
前
、
一
九
頁
。

(
3
2
)
同
前
、
三
二
頁
。

(
3
3
)
同
前
、
一
九
|
二

O
頁。

一
四
頁
。
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(
3
4
)
同
前
、
二

O
頁。

(
3
5
)
同
前
、
二
四
頁
。

(
3
6
)
祝
振
媛
「
『
支
那
瀞
記
』
」
(
平
成
一
一
・
一
一
『
解
釈
と
鑑
賞
』
)
、

二
七
頁
。

(
3
7
)
周
恩
来
『
旅
日
日
記
』
、
引
用
本
文
は
、
鈴
木
博
訳
『
周
恩
来
「
十

九
歳
の
東
京
日
記
」
』
(
平
成
一
一
・
一

O

小
学
館
)
、
一
四
六
|

一
四
七
頁
。

(
3
8
)
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
一
五
巻
』
、
ニ
六

O
頁。

(
3
9
)
同
前
、
一

O
頁。

(
4
0
)
同
前
、
二
ニ
頁
。

(
4
1
)
同
前
、
四
四
|
四
五
頁
。

(
4
2
)
「
大
正
一
一
年
五
月
西
村
貞
吉
宛
書
簡
」
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集

第
一
九
巻
』
、
書
簡
番
号
一
三
二
番
。

(
4
3
)
「
大
正
一

O
年
九
月
二

O
日
付
佐
佐
木
茂
索
宛
書
簡
」
、
『
芥
川

龍
之
介
全
集
第
一
九
巻
』
、
書
簡
番
号
一

O
一
一
番
。

(
4
4
)
「
大
正
一

O
年
九
月
一
四
日
付
森
鴎
外
・
与
謝
野
品
子
宛
書
簡
」
、

同
前
、
書
簡
番
号
一

O
一
O
。

(
4
5
)
「
文
芸
雑
談
」
(
昭
和
二
・
一

『
文
芸
春
秋
』
)
、
『
芥
川
龍
之
介

全
集
第
一
四
巻
』
四
二
|
四
三
頁
。
他
に
も
、
「
持
情
詩
等
の
詩
歌
を

例
外
と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
文
芸
は
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
の

み
な
ら
ず
新
聞
文
芸
は
明
治
大
正
の
両
時
代
に
所
謂
文
壇
的
作
品
に

遜
色
の
な
い
作
品
を
残
し
た
。
徳
富
蘇
峰
、
陸
掲
南
、
黒
岩
涙
香
、

遅
塚
麗
水
等
の
諸
氏
の
作
品
は
暫
く
聞
は
ず
、
山
中
未
成
氏
の
書
い

た
通
信
さ
ヘ
文
芸
的
に
は
現
世
に
多
い
諸
雑
誌
の
雑
文
な
ど
に
劣
る

も
の
で
は
な
い
。
(
略
)
の
み
な
ら
ず
新
聞
文
芸
の
作
家
た
ち
は
そ
の

作
品
に
署
名
し
な
か
っ
た
為
に
名
前
さ
へ
伝
は
ら
な
か
っ
た
の
も
多

い
で
あ
ら
う
。
現
に
僕
は
か
う
云
ふ
人
々
の
中
に
二
三
人
の
詩
人
た

ち
を
数
へ
て
ゐ
る
。
僕
は
一
生
の
ど
の
瞬
間
を
除
い
て
も
、
今
日
の

僕
自
身
に
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
か
う
一
去
ふ
人
々
の
作
品
も
(
略
)

僕
に
詩
的
感
激
を
与
へ
た
限
り
、
や
は
り
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
兼
詩
人

た
る
今
日
の
僕
に
は
恩
人
で
あ
る
。
(
略
)
僕
等
は
彼
等
と
職
業
的
に

何
の
相
違
も
持
っ
て
ゐ
な
い
。
少
く
と
も
僕
は
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
だ

っ
た
。
今
日
も
な
ほ
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
将
来
も
勿
論
ジ
ヤ

ア
ナ
リ
ス
ト
で
あ
ら
う
。
」
と
い
う
用
例
も
あ
る
(
「
文
芸
的
な
、
余

-33 -

り
に
文
芸
的
な
」
「
二
十
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
〈
昭
和
二
・
四
『
改

造
』
〉
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
一
五
巻
』
一
七
八
|
一
七
九
頁
)
。

(
4
6
)
石
割
透
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
(
昭
和
六
0
・
一
二
『
芥
川
龍
之

介
事
典
』
明
治
書
院
)
、
二
四
O
頁。

(
あ
い
か
わ

な
お
ゆ
き
)




