
１
．
芥
川
賞
と
芥
川
龍
之
介

二
〇
一
五
年
上
半
期
の
芥
川
賞
発
表
は
、
近
年
に
な
く
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
を
集

め
た
。
理
由
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
人
気
お
笑
い
コ
ン
ビ
・
ピ
ー
ス
の
又
吉
直
樹

が
受
賞
者
に
決
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
小
説
「
火
花
」
が
掲
載
さ
れ
た
『
文

學
界
』
二
月
号
は
異
例
の
売
り
上
げ
と
な
り
、
同
誌
に
創
刊
か
ら
初
め
て
の
増
刷

が
か
か
る
な
ど
、
何
か
と
話
題
尽
く
め
で
あ
る
。
こ
の
芥
川
賞
報
道
の
過
熱
ぶ
り

が
、
受
賞
者
で
あ
る
又
吉
の
芸
能
人
と
し
て
の
知
名
度
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い

の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
こ
れ
ま
で
に
も
数
多
く
存
在
し
た
小
説
を
発
表
す
る
芸
能

人
た
ち
と
又
吉
の
ケ
ー
ス
が
異
な
る
の
は
、
そ
こ
に
芥
川
賞
受
賞
と
い
う
要
素
が

関
わ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
年
二
回
の
選
考
結
果
が
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
で
報
道

さ
れ
る
芥
川
賞
は
、
そ
れ
を
獲
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
小
説
家
と
し
て
の
成
功
で
あ

る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
私
た
ち
に
印
象
づ
け
る
。
今
回
の
又
吉
現
象
は
芥
川

賞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト
の
威
光
を
普
段
文
学
に
関
心
を
持
た
な
い
層
に

ま
で
改
め
て
知
ら
し
め
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
又
吉
は
、
芥
川
受
賞
後
に
「
芥
川
龍
之
介
へ
の
手
紙
」（
『
文
學
界
』
二

〇
一
五
年
九
月
）
と
題
し
た
エ
ッ
セ
イ
を
『
文
學
界
』
に
寄
せ
、
そ
こ
で
〈
今
回
、

あ
な
た
の
名
前
が
付
い
た
賞
を
受
賞
で
き
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
い
ま
す
〉
と
、
受

賞
の
喜
び
を
芥
川
に
〈
あ
な
た
〉
と
呼
び
か
け
な
が
ら
綴
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

芥
川
賞
の
受
賞
者
が
受
賞
後
の
コ
メ
ン
ト
で
賞
の
シ
ン
ボ
ル
た
る
芥
川
龍
之
介
に

言
及
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
に
も
幾
度
と
な

く
く
り
返
さ
れ
て
き
た
光
景
で
は
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
を
遡
れ
ば
、
石
川
達
三
が

初
の
受
賞
者
と
な
っ
た
第
一
回
芥
川
賞
の
時
点
で
す
で
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

そ
の
と
き
の
石
川
の
受
賞
コ
メ
ン
ト
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
１
）

名
誉
あ
る
芥
川
文
芸
賞
を
受
け
る
に
当
つ
て
私
は
何
と
も
言
へ
な
い
一
種

の
逡
巡
を
感
ず
る
。
そ
れ
は
自
分
の
作
品
に
自
信
が
持
て
な
い
か
ら
で
あ
ら

う
。
又
、
息
苦
し
い
様
な
責
任
の
重
さ
を
感
ず
る
。
故
芥
川
氏
の
名
を
辱
め

な
い
だ
け
の
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
た
の
で
あ
る
か

ら
。今

後
ど
れ
程
の
立
派
な
作
品
を
創
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
自
分
で
は
内
心

甚
だ
忸
怩
た
る
も
の
が
あ
る
が
、
俊
才
芥
川
氏
の
後
塵
を
拝
し
て
、
浅
学
菲

才
の
自
分
は
た
ゆ
ま
ざ
る
駑
馬
の
努
力
を
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。（

２
）

こ
こ
で
目
を
惹
く
の
は
芥
川
賞
を
授
賞
さ
れ
た
石
川
が
、
芥
川
に
私
淑
し
き
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
言
辞
の
数
々
で
あ
る
。
芥
川
を
〈
俊
才
〉
、
自
身

を
〈
浅
学
菲
才
〉
と
す
る
の
は
新
人
ら
し
い
謙
譲
の
態
度
と
し
て
も
、
太
宰
治
、
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高
見
順
、
外
村
繁
ら
を
抑
え
て
受
賞
を
果
た
し
た
石
川
が
敬
服
し
て
や
ま
な
い
芥

川
龍
之
介
と
い
う
構
図
は
、
そ
れ
だ
け
で
こ
の
と
き
す
で
に
死
後
八
年
が
経
っ
た

作
家
の
権
威
を
い
や
増
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
文
学
賞
に

作
家
の
個
人
名
が
冠
さ
れ
て
い
れ
ば
、
私
た
ち
は
是
非
も
な
く
そ
の
作
家
の
存
在

を
想
起
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
芥
川
の
名
を
世
間
に
流
通
さ
せ

る
媒
体
と
し
て
、
芥
川
賞
が
担
う
役
割
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

作
家
の
個
人
名
を
冠
し
た
文
学
賞
は
、
他
に
も
谷
崎
潤
一
郎
賞
や
三
島
由
紀
夫

賞
、
川
端
康
成
文
学
賞
、
泉
鏡
花
文
学
賞
な
ど
多
数
あ
る
が
、
一
般
へ
の
知
名
度

と
い
う
こ
と
で
は
や
は
り
芥
川
賞
が
傑
出
し
て
い
る
。
あ
る
種
も
っ
と
も
わ
か
り

．
．
．

や
す
い
か
た
ち
で
の
「
文
学
」
を
象
徴
す
る
賞
が
、
夏
目
漱
石
賞
で
も
、
ま
し
て

．
．
．

や
森
鷗
外
賞
で
も
な
く
、
芥
川
龍
之
介
賞
と
命
名
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、

芥
川
と
い
う
作
家
に
対
す
る
評
価
を
め
ぐ
る
根
本
的
な
問
題
を
そ
こ
に
含
ん
で
い

る
だ
ろ
う
。
文
芸
誌
は
も
ち
ろ
ん
新
聞
・
テ
レ
ビ
な
ど
で
「
文
学
」
が
話
題
に
の

ぼ
る
―
―
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
れ
は
今
日
に
お
い
て
メ
デ
ィ
ア
上
で
「
文
学
」

が
話
題
に
な
る
機
会
が
芥
川
賞
の
発
表
ぐ
ら
い
し
か
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る

―
―
そ
の
た
び
、
芥
川
の
名
が
召
喚
さ
れ
る
こ
と
で
大
文
字
の
「
文
学
」
と
芥
川

が
結
び
付
け
ら
れ
、
芥
川
龍
之
介
と
い
う
作
家
像
は
自
然
と
「
文
学
」
を
体
現
す

る
存
在
と
し
て
思
い
描
か
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
芥

川
文
学
に
対
す
る
評
価
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
芥
川
賞
を
芥
川
の
死
後
、
そ
の
作
家
イ
メ
ー
ジ
を
生
成
し

続
け
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
、
そ
の
圏
域
内
で
語
ら
れ
る
芥
川
像
を
追
い
な
が

ら
、
出
版
資
本
主
義
の
中
で
「
文
学
」
ア
イ
コ
ン
と
し
て
生
き
続
け
る
芥
川
の
姿

を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
で
、
芥
川
賞
と
芥
川
像
の
相
互
補
完
の
関
系
を
あ
き

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
考
察
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

２
．
創
ら
れ
る
芥
川
像

芥
川
賞
と
作
家
芥
川
龍
之
介
と
の
紐
帯
は
、
誰
し
も
容
易
に
思
い
付
く
連
想
で

あ
る
が
、
そ
も
そ
も
賞
の
制
定
自
体
が
芥
川
の
死
後
五
年
以
上
経
っ
た
後
の
こ
と

で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
受
賞
に
関
し
て
芥
川
本
人
の
意
思
は
ま
っ
た
く
介
在
し
て

い
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
明
治
書
院
版
『
芥
川
龍
之
介
事
典
』

の
巻
末

（
３
）

に
は
「
芥
川
龍
之
介
賞
受
賞
作
品
一
覧
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
あ
た
か
も

芥
川
賞
と
作
家
芥
川
と
の
間
に
は
「
芥
川
」
の
名
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
固
い
繋
が

り
が
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
そ
の
一
方
で
、
実
際
に
歴
代
の
芥
川
賞

受
賞
作
を
眺
め
る
と
小
谷
野
敦
が
い
う
よ
う
に
、
た
し
か
に
〈
名
前
を
冠
し
た
作

家
の
作
風
と
は
、
だ
い
ぶ
違
っ
て
い
る
〉

と
い
う
感
も
否
め
な
い
。

（
４
）

こ
の
よ
う
に
今
日
で
は
芥
川
賞
受
賞
作
と
芥
川
の
作
風
と
の
関
係
を
訝
し
む
意

見
も
あ
る
の
だ
が
、
賞
の
黎
明
期
に
お
い
て
は
両
者
に
関
係
を
認
め
よ
う
と
す
る

言
説
が
見
受
け
ら
れ
る
。
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
年
）
の
『
文
藝
春
秋
』
二
月
号

誌
上
に
「
芥
川
・
直
木
賞
宣
言
」
と
題
さ
れ
た
両
賞
に
関
す
る
規
定
が
掲
げ
ら
れ

た
が
、
こ
の
同
誌
上
で
芥
川
賞
の
発
案
者
で
あ
る
菊
池
寛
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。

芥
川
賞
、
直
木
賞
は
割
合
、
各
方
面
の
歓
迎
を
受
け
た
や
う
で
満
足
で
あ

る
。
た
だ
、
芥
川
賞
の
委
員
が
偏
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
非
難
を
し
た
人
が
ゐ
る

が
、
あ
れ
は
あ
れ
で
い
ゝ
と
思
ふ
。
芥
川
賞
は
あ
る
意
味
で
は
、
芥
川
の
遺

風
を
ど
こ
と
な
く
ほ
の
め
か
す
や
う
な
、
少
く
と
も
純
芸
術
風
な
作
品
に
与

へ
ら
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
そ
の
方
が
、
所
を
得
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
プ
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ロ
レ
タ
リ
ヤ
文
学
の
傑
作
の
た
め
に
は
、
小
林
多
喜
二
賞
と
云
つ
た
や
う
な

も
の
が
、
創
設
さ
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。（

５
）

菊
池
が
非
難
を
受
け
た
と
い
う
こ
の
と
き
の
芥
川
賞
の
選
考
委
員
は
、
菊
池
寛
、

久
米
正
雄
、
山
本
有
三
、
佐
藤
春
夫
、
谷
崎
潤
一
郎
、
室
生
犀
星
、
小
島
政
二
郎
、

佐
佐
木
茂
索
、
瀧
井
孝
作
、
横
光
利
一
、
川
端
康
成
と
い
っ
た
面
々
で
あ
り
、
芥

川
と
面
識
の
あ
る
作
家
た
ち
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
〈
七
月
二
十
四
日
の
夜
、

芥
川
忌
の
集
り
の
あ
と
で
、
ま
た
小
委
員
会
を
開
い
て
そ
の
折
り
〉

に
賞
の
選

（
６
）

考
を
行
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
だ
と
も
い
え
る
。
芥
川
を
弔
う

こ
と
が
そ
の
ま
ま
賞
の
選
考
と
な
り
う
る
よ
う
な
作
家
集
団
に
よ
っ
て
〈
芥
川
の

遺
風
を
ど
こ
と
な
く
ほ
の
め
か
す
や
う
な
〉
作
品
を
発
掘
す
る
こ
と
を
謳
い
文
句

に
始
ま
っ
た
の
が
、
芥
川
賞
と
呼
ば
れ
る
文
学
賞
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
浮
か
び
あ
が
る
の
は
菊
池
が
〈
芥
川
の
遺
風
〉
と
述
べ
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
実
際
に
選
ば
れ
た
第
一
回
の
受
賞
作
は
石
川
達
三
の
「
蒼
氓
」

（
『
星
座
』
一
九
三
五
年
四
月
）
だ
っ
た
と
い
う
や
や
矛
盾
し
た
事
態
で
あ
る
。
「
蒼

氓
」
は
、
松
本
和
也
が
〈
「
蒼
氓
」
一
編
は
昭
和
一
〇
年
代
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ブ
の
中
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
報
告
文
学
を
接
合
す
る
媒
介
と
し
て
機

能
し
、
昭
和
一
〇
年
代
の
文
学
場
を
、
社
会
性
を
も
つ
題
材
へ
と
方
向
付
け
た
テ

ク
ス
ト
〉

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
あ
る
種
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
的
な
側
面
を
持

（
７
）

っ
た
小
説
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
作
品
が
第
一
回
芥
川
賞
の
受
賞

作
と
な
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
た
だ
菊
池
の
文
学
的
感
性
の
問
題
に
止
ま
ら

な
い
、
出
版
戦
略
上
の
思
惑
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

先
の
引
用
の
中
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
菊
池
が
〈
芥
川
の
遺
風
〉
と
い
う

言
葉
の
下
に
、
芥
川
賞
の
選
考
対
象
と
な
る
小
説
を
〈
純
芸
術
風
な
作
品
〉
に
限

定
し
、プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
そ
こ
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

瀬
沼
茂
樹
は
、
そ
う
し
た
芥
川
賞
の
傾
向
に
つ
い
て
、
同
賞
の
制
定
時
、
先
ん
じ

て
行
わ
れ
て
い
た
新
人
文
学
賞
で
あ
る
『
改
造
』
の
「
懸
賞
創
作
募
集
」
と
比
較

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

第
二
に
、
芥
川
賞
は
、
初
め
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
的
な
も
の
を
除
斥

し
て
、「
純
芸
術
風
な
作
品
」
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。『
文

芸
春
秋
』
は
そ
の
成
立
の
当
初
か
ら
主
催
者
菊
池
寛
の
文
学
意
識
を
代
表
し

マ
マて

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
峙
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
芥
川
や
菊
池
は
、
そ

の
自
由
思
想
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
寛
容
で
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
す
く
な
く
と
も
芥
川
賞
は
「
純
芸
術
風
な
作
品
」
に
、
限
ろ
う
と
す
る

意
図
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
で
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
芥
川
賞

に
先
だ
っ
て
、
昭
和
の
新
興
芸
術
派
に
多
く
の
作
家
を
送
っ
た
『
改
造
』
の

懸
賞
募
集
に
お
い
て
、
編
集
部
の
採
っ
た
態
度
と
区
別
せ
ら
れ
る
。
第
七
回

懸
賞
当
選
発
表
（
昭
和
九
・
六
）
に
あ
た
っ
て
、
「
本
年
度
作
品
に
顕
著
な

る
一
般
的
傾
向
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
品
と
覚
し
き
も
の
が
殆
ど
影
を
潜
め
、

そ
の
代
り
に
救
ひ
の
な
い
プ
チ
・
ブ
ル
生
活
の
苦
悶
と
動
揺
を
描
い
た
も
の

が
多
か
つ
た
」
と
嘆
い
た
が
、
こ
の
嘆
き
の
な
か
に
み
ら
れ
る
態
度
と
は
、

初
め
か
ら
ち
が
う
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
た
。（

８
）

芥
川
賞
が
制
定
さ
れ
た
当
時
、
『
改
造
』
の
「
懸
賞
創
作
募
集
」
が
す
で
に
新

人
作
家
の
登
竜
門
と
し
て
定
着
し
て
お
り
、
後
発
の
芥
川
賞
が
こ
れ
に
対
抗
す
る

に
は
『
改
造
』
と
の
違
い
を
鮮
明
に
打
ち
出
す
必
要
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
選

考
対
象
と
す
る
作
品
の
選
び
方
に
し
て
も
、
『
改
造
』
が
自
社
の
賞
に
応
募
し
て

芥川賞の中の芥川龍之介
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き
た
作
品
の
み
に
限
定
し
て
受
賞
作
を
選
ん
で
い
た
こ
と
に
対
し
、
芥
川
賞
は
選

考
対
象
か
ら
ま
だ
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い
肉
筆
の
原
稿
を
除
外
し
、
同
人
誌
を
含

む
雑
誌
・
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
な
ど
は
文
壇
内
に

お
け
る
一
定
の
地
歩
を
築
い
て
い
た
『
改
造
』
の
賞
と
受
賞
作
を
奪
い
合
う
こ
と

を
避
け
、
う
ま
く
棲
み
分
け
る
た
め
の
芥
川
賞
側
の
戦
略
と
い
う
側
面
も
考
え
ら

れ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
改
造
』
の
「
懸
賞
創
作
募
集
」
と
芥
川
賞
は
対
照
的
な

（
９
）

文
学
賞
だ
と
い
え
る
が
、
芥
川
賞
の
選
考
対
象
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
除
外

さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
瀬
沼
は
菊
池
の
言
葉
を
か
な
り
素
朴
に
受

け
取
り
す
ぎ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
蒼
氓
」
の
例
を
み
る
か
ぎ
り
、
実
際

の
受
賞
状
況
は
決
し
て
菊
池
の
言
葉
通
り
と
は
い
え
な
い
。
そ
も
そ
も
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
と
い
う
概
念
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
る
か
、
ど
の
程
度
の
も
の
ま
で
を

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
認
め
る
か
と
い
う
問
題
が
曖
昧
で
あ
る
う
え
、
こ
の
時
期

の
新
人
作
家
た
ち
の
多
く
は
〈
深
浅
の
別
は
あ
る
が
、
そ
の
大
半
が
、
一
度
は
マ

ル
ク
ス
主
義
の
洗
礼
を
あ
び
、
乃
至
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
影
響
を
受
け
た
も

の
〉
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
芥
川
賞
の
候
補
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
的
な
も
の

（10

）

を
完
全
に
除
外
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
か
な
り
不
可
能
に
近
い
試
み
だ
と
い

え
る
。

菊
池
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
芥
川
賞
か
ら
〈
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
的
な
も
の
を

除
斥
〉
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
小
林
多
喜
二
の
名
を
用
い
る
こ
と
の
提
案
で
あ
る
。
そ
こ
に
表
れ
て
い

る
の
は
小
林
多
喜
二
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
芥
川
に
〈
純

芸
術
風
な
作
品
〉
を
象
徴
さ
せ
る
と
い
う
、
一
つ
の
文
学
傾
向
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
物
故
し
た
作
家
の
名
を
利
用
す
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
芥
川
賞

に
冠
せ
ら
れ
た
「
芥
川
」
と
い
う
名
は
、
人
々
の
関
心
を
そ
の
名
が
担
う
イ
メ
ー

ジ
の
方
に
向
か
わ
せ
、
文
学
賞
の
新
設
に
関
す
る
戦
略
性
を
隠
蔽
す
る
役
割
を
果

た
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
〈
純
芸
術
風
な
作
品
〉
に
与
え
ら
れ
る
文
学
賞
と
し

て
芥
川
賞
が
認
知
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、
「
芥
川
」
の
名
は
さ
ら
に
〈
純
芸
術
風

な
作
品
〉
の
象
徴
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
し
、
芥
川
が
〈
純
芸
術
風
な

作
品
〉
を
書
い
た
作
家
と
し
て
再
認
識
さ
れ
れ
ば
、
芥
川
賞
の
受
賞
基
準
の
根
拠

も
さ
ら
に
確
た
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
循
環
構
造
に
よ
っ
て
、
芥

川
は
死
後
も
芥
川
賞
に
よ
っ
て
「
芸
術
家
」
と
し
て
の
作
家
像
が
創
ら
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

３
．「
芥
川
」
と
い
う
定
義

芥
川
賞
の
界
隈
で
芥
川
に
言
及
す
る
の
は
受
賞
者
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
選
考

委
員
で
あ
る
芥
川
の
知
友
た
ち
も
ま
た
「
芥
川
」
の
名
を
幾
度
と
な
く
賞
の
場
に

呼
び
出
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
第
十
回
の
選
考
で
受
賞
作
の
寒
川
光
太
郎
「
密

猟
者
」（
『
創
作
』
一
九
三
九
年
七
月
）
に
対
し
、
瀧
井
孝
作
は
〈
芥
川
龍
之
介
の
再

来
を
思
は
せ
る
や
う
な
才
気
〉
を
指
摘
し
、
久
米
正
雄
は
〈
私
は
ゆ
く
り
な
く
も
、

（11

）

廿
五
年
前
芥
川
龍
之
介
が
「
鼻
」
を
ひ
つ
さ
げ
て
、
夏
目
先
生
に
見
え
た
時
分
の

こ
と
を
思
ひ
出
し
た
〉
と
、
芥
川
の
実
質
的
デ
ビ
ュ
ー
作
「
鼻
」（
『
新
思
潮
』
一

（12

）

九
一
六
年
二
月
）
を
引
き
合
い
に
出
し
て
こ
れ
を
賞
賛
し
て
い
る
。
ま
た
、
高
木

卓
が
受
賞
を
辞
退
し
た
た
め
、
該
当
者
な
し
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
第
十
一
回

で
は
、
宇
野
浩
二
が
次
の
よ
う
な
選
評
を
書
い
て
い
る
。

『
歌
と
門
の
盾
』
は
芥
川
の
『
芋
粥
』
を
少
し
思
は
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

『
薤
露
の
章
』
は
同
じ
芥
川
の
『
羅
生
門
』
を
幾
ら
か
思
は
せ
る
と
こ
ろ
が

あ
る
と
思
つ
た
。
そ
れ
か
ら
、
両
方
と
も
森
鷗
外
の
前
記
の
歴
史
小
説
の
書
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き
方
を
気
に
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
や
う
に
も
思
は
れ
た
。
し
か
し
、
鷗
外
は

別
と
し
て
、
芥
川
の
『
羅
生
門
』
や
『
鼻
』
や
『
芋
粥
』
は
ど
の
程
度
に
勝

れ
た
作
品
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
、
芥
川
が
、『
羅
生
門
』
は
『
今
昔
物
語
』

か
ら
、
他
の
二
つ
は
『
今
昔
物
語
』
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
中
の
実
に
簡

単
な
物
語
を
元
に
し
て
、
あ
れ
だ
け
の
小
説
を
作
つ
た
こ
と
を
思
へ
ば
、
そ

れ
ら
が
二
十
四
五
歳
の
頃
の
作
品
で
あ
つ
た
と
い
う
事
な
ど
も
別
に
し
て
、

『
歌
と
門
の
盾
』
の
作
者
や
『
薤
露
の
章
』
の
作
者
ば
か
り
で
な
く
、
数
多

く
の
次
ぎ
に
来
た
る
べ
き
作
家
た
ち
は
、
せ
め
て
、A

fter

何
某
と
云
は
れ

ぬ
心
が
け
ぐ
ら
ゐ
持
つ
た
ら
、
ど
う
で
あ
ら
う
。

（13

）

こ
こ
で
宇
野
が
芥
川
の
作
品
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
「
羅
生
門
」（
『
帝
國
文

學
』
一
九
一
五
年
十
一
月
）
「
鼻
」
「
芋
粥
」（
『
新
小
説
』
一
九
一
六
年
九
月
）
な
ど
初

期
の
短
篇
ば
か
り
で
あ
り
、
先
の
久
米
の
言
説
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
芥
川
賞
の

圏
域
で
想
像
さ
れ
る
芥
川
像
は
、
お
よ
そ
「
完
成
度
の
高
い
芸
術
的
短
篇
小
説
を

物
し
た
作
家
」
と
い
っ
た
捉
え
方
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

実
際
の
芥
川
作
品
に
目
を
向
け
れ
ば
、
必
ず
し
も
〈
芸
術
的
完
成
〉
と
い
っ
た

観
点
か
ら
の
み
語
る
こ
と
の
適
当
で
は
な
い
作
品
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
芥
川

賞
の
圏
域
に
お
い
て
は
、
芥
川
の
そ
う
し
た
側
面
は
捨
象
さ
れ
、
あ
く
ま
で
「
芸

術
家
・
芥
川
龍
之
介
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
み
が
強
調
さ
れ
る
。
次
に
掲
げ
る
第
六
回

芥
川
賞
に
お
け
る
久
米
の
選
評
も
ま
た
、
そ
う
し
た
芸
術
家
・
芥
川
の
姿
を
語
っ

て
憚
ら
な
い
。

併
し
、
芥
川
賞
を
設
定
し
た
最
初
の
目
的
は
、
勿
論
埋
も
れ
て
、
真
価
の
知

ら
れ
な
い
作
家
を
、
世
に
紹
介
す
る
の
も
一
要
素
に
は
違
ひ
な
い
が
、
そ
れ

よ
り
も
寧
ろ
重
点
は
、
無
名
の
新
進
を
奨
励
す
る
の
が
、
本
来
の
目
的
で
あ

つ
た
。
こ
こ
に
於
て
、
昨
今
の
芥
川
賞
の
銓
衡
は
、
一
つ
の
危
機
に
際
会
し
、

佐
藤
春
夫
君
の
提
議
も
あ
つ
て
、
改
め
て
其
受
賞
の
定
義
を
限
定
し
た
と
云

ふ
事
に
な
り
、
大
体
曖
昧
な
が
ら
、
外
形
と
し
て
は
「
新
進
作
家
の
短
篇
小

説
」
と
云
ふ
や
う
な
所
に
定
つ
た
。
短
篇
と
云
つ
て
も
、
自
ら
そ
こ
に
は
、

中
篇
も
含
ま
れ
や
う
し
、
新
作
家
の
限
界
も
ハ
ツ
キ
リ
は
し
な
い
が
、
其
辺

は
銓
衡
委
員
の
常
識
乃
至
は
良
識
、
又
は
「
合
議
」
に
委
せ
て
貰
ふ
と
し
て
、

内
容
は
大
体
、
「
芸
術
的
完
成
」

―
こ
れ
も
勿
論
、
社
会
的
意
識
や
ら
其

他
を
含
ん
で
、

―
つ
ま
り
「
芥
川
賞
」
を
「
芥
川
」
賞
た
る
名
目
に
ふ
は

わ
し
く
し
た
い
と
、
尠
く
と
も
私
は
思
ふ
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
、
佐
藤
君
は

じ
め
、
賛
成
の
人
々
が
多
か
つ
た
。

（14

）

火
野
葦
平
「
糞
尿
譚
」（
『
文
學
会
議
』
一
九
三
七
年
十
月
）
が
受
賞
作
と
し
て
選

ば
れ
た
こ
の
第
六
回
芥
川
賞
の
選
考
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
〈
改
め
て
〉

賞
の
選
考
基
準
が
今
更
の
よ
う
に
見
直
さ
れ
、
〈
受
賞
の
定
義
〉
が
〈
新
進
作
家

の
短
篇
小
説
〉
で
、
な
お
か
つ
〈
芸
術
的
完
成
〉
の
み
ら
れ
る
作
品
と
明
文
化
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
候
補
に
挙
が
っ
た
和
田
傳
「
沃
土
」
、
間
宮
茂
輔

「
あ
ら
が
ね
」
は
〈
今
度
の
候
補
作
品
の
中
で
最
も
勝
れ
た
小
説
〉
と
さ
れ
な
が

（15

）

ら
、
作
者
が
新
人
と
は
言
い
が
た
い
こ
と
と
作
品
が
〈
長
篇
で
あ
る
事
〉
を
理
由

（16

）

に
受
賞
を
見
送
ら
れ
て
い
る
。
「
新
人
・
短
篇
」
と
い
う
選
考
基
準
は
、
現
在
の

芥
川
賞
に
も
受
け
継
が
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
二
要
素
が
〈
候
補
作
品
の
中
で
最

も
勝
れ
た
小
説
〉
と
い
う
評
価
よ
り
も
優
先
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
芥
川
賞
の
内

実
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
芥
川
賞
は
必
ず
し
も
た
だ
優
れ

た
作
品
に
与
え
ら
れ
る
賞
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
芸
術
家
・
芥
川
の
名
を
負
う
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に
相
応
し
い
受
賞
作
を
要
求
す
る
一
方
で
、
こ
の
よ
う
に
「
新
人
・
短
篇
」
と
い

う
要
素
の
方
を
よ
り
優
先
す
べ
き
選
考
基
準
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
芥
川
賞
と
い
う

メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト
の
本
質
が
潜
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

４
．
長
篇
／
短
篇
を
め
ぐ
る
攻
防

で
は
、
芥
川
の
作
家
性
が
芥
川
賞
の
〈
受
賞
の
定
義
〉
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ

と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
短
篇
」
と

い
う
条
件
と
「
芥
川
」
の
名
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
こ
の
と
き
の
様
子
を
永
井
龍
男

は
、
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。

さ
う
し
て
、
か
う
い
ふ
事
が
問
題
に
な
つ
た
末
に
、
授
賞
の
定
義
を
限
定

し
て
は
…
…
と
い
ふ
や
う
な
説
ま
で
出
た
。
す
る
と
、
佐
藤
が
、
だ
い
た
い
、

芥
川
は
、
短
篇
小
説
を
得
意
と
し
て
ゐ
た
、
そ
の
中
に
は
珠
玉
の
や
う
な
短

篇
が
あ
る
、
そ
れ
で
、
漠
然
と
し
た
意
味
で
、
こ
れ
か
ら
は
『
新
作
家
の
短

篇
』
と
い
ふ
や
う
に
し
て
は
、
と
云
ひ
だ
し
た
。
そ
こ
で
、
私
は
、
珠
玉
の

や
う
な
短
篇
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
殆
ん
ど
望
み
得
な
い
か
ら
、
な
る
べ
く
無

名
あ
る
ひ
は
新
人
の
も
の
と
し
て
、
形
式
は
あ
ま
り
長
く
な
い
中
篇
小
説
ぐ

ら
ゐ
ま
で
を
取
る
事
に
し
て
は
、
と
云
つ
た
。

（17

）

芥
川
が
〈
短
篇
小
説
を
得
意
と
し
て
ゐ
た
〉
こ
と
に
関
連
づ
け
て
、
芥
川
賞
が

短
篇
小
説
を
対
象
と
し
て
選
考
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
語
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
も
そ
も
な
ぜ
短
篇
／
長
篇
と
い
う
よ
う
な
区
別
が
議

論
の
俎
上
に
上
る
の
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
昭
和
十
年

前
後
の
文
学
状
況
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。

昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
年
）
四
月
二
十
七
日
付
の
『
早
稻
田
大
學
新
聞
』
で

文
芸
時
評
を
担
当
し
た
淺
見
淵
に
よ
れ
ば
、
〈
日
支
事
変
を
契
機
に
し
て
各
雑
誌

の
創
作
欄
に
俄
に
長
篇
小
説
が
氾
濫
し
だ
し
た
。
そ
の
つ
ひ
前
ま
で
は
、
長
篇
を

書
き
た
い
の
だ
が
、
紙
面
を
提
供
さ
れ
ぬ
と
い
ふ
不
満
の
声
が
、
あ
ち
こ
ち
か
ら

起
つ
て
ゐ
た
。
顧
み
て
い
さ
ゝ
か
感
慨
な
き
を
得
ぬ
〉
と
あ
り
、
こ
の
当
時
、
文

（18

）

芸
雑
誌
に
お
け
る
長
篇
小
説
の
流
行
現
象
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
横
光
利

一
が
「
純
粋
小
説
論
」（
『
改
造
』
一
九
三
五
年
四
月
）
で
〈
短
篇
小
説
で
は
、
純
粋

小
説
は
書
け
ぬ
〉
と
述
べ
、
純
粋
小
説
の
条
件
と
し
て
長
篇
で
あ
る
こ
と
を
主
張

し
た
こ
と
も
、
こ
の
潮
流
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
大
澤
聡
は
〈
一
九
三
五

年
、
文
壇
で
は
長
篇
待
望
の
声
が
あ
が
っ
た
〉
こ
と
と
時
期
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て

（19

）

〈
長
篇
や
単
行
本
の
批
評
の
必
要
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
沸
き
起
こ
っ
た
〉
こ
と
を
、

自
身
が
論
じ
る
〈
批
評
無
用
論
争
の
派
生
系
と
し
て
位
置
づ
け
〉
る
こ
と
を
批
評

言
説
の
あ
り
方
に
注
目
し
て
提
唱
し
て
い
る
が
、
こ
の
現
象
は
芥
川
賞
と
の
関
係

で
捉
え
る
こ
と
で
ま
た
別
の
相
貌
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
い
う
長
篇
小
説
の
流
行
は
、
文
学
史
的
に
い
う
な
ら
ば
、
文
芸
復
興
期
、

同
人
雑
誌
の
乱
立
期
と
重
な
る
。
昭
和
九
年
、
雑
誌
『
行
動
』
六
月
号
に
「
長
篇

小
説
の
研
究
」
の
総
題
の
下
、
伊
藤
整
は
「
長
篇
小
説
雑
感
」
と
い
う
評
論
を
発

表
し
、〈
日
本
人
の
精
神
力
の
強
弱
の
問
題
〉
を
挙
げ
て
、〈
作
者
の
表
現
せ
ん
と

す
る
こ
と
を
充
分
に
の
び
の
び
と
表
現
さ
せ
て
い
る
〉
〈
自
由
さ
〉
を
持
つ
長
篇

小
説
は
日
本
人
に
は
向
か
ず
、
〈
そ
の
中
に
使
わ
れ
る
総
て
の
材
料
が
、
そ
の
全

体
の
大
き
さ
に
合
致
す
る
よ
う
に
小
さ
く
調
和
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
短

篇
小
説
が
日
本
の
文
壇
で
は
発
達
し
た
と
い
う
分
析
を
行
っ
た
。
伊
藤
の
分
析
で

は
、
日
本
人
の
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
ら
そ
れ
に
適
っ
た
小
説
の
形
式
と
し
て
の
短
篇

小
説
が
選
択
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
日
本
で
の
短
篇
小
説
の
隆
盛
に
繋
が
っ
た
と
論
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じ
て
い
る
が
、
次
に
引
く
武
田
麟
太
郎
は
そ
こ
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
観
点

を
導
入
し
て
い
る
。

こ
ゝ
で
私
の
は
た
と
行
き
あ
た
つ
た
問
題
は
、
現
行
の
『
小
説
』
が
実
は

『
雑
誌
小
説
』
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
、
『
雑
誌
小
説
』
と
は

―

一
言
に
し
て
い
へ
ば
、
短
篇
小
説
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

昨
年
は
長
篇
小
説
要
望
の
声
を
聞
き
、
ま
た
作
家
た
ち
も
そ
の
製
作
に
向

つ
て
野
心
を
抱
い
た
や
う
で
あ
つ
た
、
と
い
ふ
こ
と
は
、
作
家
は
短
篇
で
は

吐
き
き
れ
ぬ
も
の
を
勃
々
と
感
じ
た
し
、
読
者
は
今
日
の
現
実
に
密
着
し
た

観
念
に
つ
い
て
作
家
か
ら
何
か
を
聞
き
た
い
、
い
つ
て
も
ら
ひ
た
か
つ
た
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
、
し
か
も
、
そ
の
要
望
は
空
ろ
に
終
つ
た
の
で
は
な
い
か
、

―
や
は
り
、
雑
誌
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
枚
数
を
制
限
す
る
こ
と
が
、
障
害

に
な
つ
た
の
で
は
な
い
か
。

（20

）

武
田
が
こ
こ
で
指
摘
し
、
改
め
て
明
示
し
た
「
小
説
＝
〈
雑
誌
小
説
〉
＝
短
篇

小
説
」
と
い
う
図
式
は
、
大
正
期
の
日
本
文
学
を
理
解
す
る
上
で
重
要
だ
ろ
う
。

先
の
伊
藤
が
、
短
歌
や
俳
句
と
い
っ
た
短
詩
形
を
引
き
合
い
に
、
日
本
の
作
家
が

短
篇
小
説
を
中
心
に
創
作
を
行
う
こ
と
の
必
然
性
を
日
本
人
の
資
質
の
問
題
と
し

て
指
摘
し
た
の
に
対
し
、
武
田
は
そ
の
よ
う
な
「
短
篇
が
得
意
な
日
本
の
作
家
」

と
い
う
認
識
自
体
が
雑
誌
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
制
度
的
に
つ
く
ら
れ
た
も

の
だ
と
看
破
し
て
い
る
。
雑
誌
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
達
に
よ
っ
て
訪
れ
た
大
正

（21

）

期
の
出
版
界
の
好
景
気
は
、
小
説
家
と
い
う
職
業
を
定
着
さ
せ
る
と
と
も
に
雑
誌

メ
デ
ィ
ア
と
文
学
の
不
即
不
離
の
関
係
を
導
い
た
。
そ
の
結
果
、
文
芸
誌
と
い
う

発
表
媒
体
に
最
適
化
す
る
た
め
、
小
説
は
短
篇
と
い
う
形
式
を
選
択
せ
ざ
る
を
え

な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
短
篇
小
説
を
得
意
と
す
る
芥
川
と
い
う
作
家
像
も
そ
う

し
た
時
代
的
な
拘
束
の
中
で
制
度
的
に
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
側
面
は
否
め
な
い
だ

ろ
う
。

続
い
て
武
田
は
翌
日
の
時
評
欄
に
〈
中
央
公
論
、
改
造
、
文
藝
春
秋
な
ぞ
の
総

合
雑
誌
の
小
説
は
大
て
い
四
、
五
十
枚
程
度
の
も
の
〉
で
長
篇
は
〈
永
井
と
か
谷

崎
な
ぞ
の
大
先
輩
に
限
ら
れ
て
〉
お
り
、
〈
多
数
の
作
家
に
は
機
会
が
与
へ
ら
れ

て
ゐ
な
い
〉
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

よ
し
ま
た
創
作
欄
の
紙
数
は
今
日
の
状
態
以
上
許
せ
な
い
と
あ
ら
ば
、
篇

数
を
少
く
し
て
も
長
い
も
の
を
掲
載
し
た
方
が
ま
だ
し
も
で
あ
る
、
中
央
公

論
の
編
輯
者
佐
藤
觀
次
郎
は
、
そ
れ
で
は
今
で
さ
へ
多
数
が
大
雑
誌
に
年
一

回
位
よ
り
書
け
な
い
の
に
、
ま
す
ま
す
彼
ら
の
発
表
に
機
会
は
少
く
な
る
と

ゐ
つ
て
ゐ
る
、
し
か
し
、
そ
れ
も
仕
方
な
い
、
二
年
に
一
回
で
も
よ
い
し
、

ま
た
、
現
在
そ
れ
ら
の
雑
誌
の
常
連
達
が
少
し
く
淘
汰
さ
れ
て
も
よ
い
、
い

は
ゆ
る
、
純
文
芸
作
家
た
ち
の
生
計
が
逼
迫
し
て
ゐ
る
今
日
、
そ
の
や
う
に

す
れ
ば
、
ま
す
ま
す
困
窮
を
ま
ね
く
で
は
な
い
か
と
い
ふ
人
情
論
は
、
私
は

文
学
の
た
め
に
と
ら
ぬ
、
ど
う
せ
五
十
歩
百
歩
の
問
題
で
あ
る
。

（22

）

こ
の
武
田
の
宣
言
は
、
広
津
和
郎
が
昭
和
七
年
の
『
改
造
』
十
二
月
号
の
「
文

芸
時
評
」
で
〈
若
い
人
々
の
間
に
、
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
迎
合
を
断
念
し

て
、
云
ひ
換
へ
れ
ば
、
改
め
て
『
食
へ
な
い
覚
悟
』
で
、
純
粋
に
文
学
的
精
進
を

し
よ
う
と
云
ふ
機
運
が
萌
し
て
来
た
〉と
い
う
状
況
分
析
と
も
合
致
す
る
も
の
で
、

〈
最
近
痛
切
に
感
じ
て
ゐ
る
こ
と
は
長
篇
の
発
表
場
面
の
問
題
〉
と
い
う
鈴
木
淸

も
同
様
に
〈
ど
う
せ
喰
え
ぬ
覚
悟
で
仕
事
を
す
る
な
ら
、
先
づ
餓
死
に
値
す
る
だ

芥川賞の中の芥川龍之介
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け
の
仕
事
を
し
て
見
せ
る
こ
と
だ
〉
と
、
〈
喰
え
ぬ
覚
悟
〉
で
文
学
に
臨
む
姿
勢

（23

）

を
示
し
て
い
る
。

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）
の
第
一
次
世
界
大
戦
終
結
後
に
訪
れ
た
出
版
景
気

と
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
年
）
か
ら
の
円
本
ブ
ー
ム
と
い
う
、
一
時
的
な
文
壇

隆
盛
の
時
代
が
終
わ
っ
た
そ
の
後
、
多
く
の
作
家
た
ち
は
経
済
的
な
苦
境
に
立
た

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
う
し
た
中
で
若
い
作
家
た
ち
に
と
っ
て
深
刻
な
問

題
だ
っ
た
の
が
、
原
稿
料
の
得
ら
れ
る
商
業
誌
に
作
品
を
発
表
す
る
機
会
が
な
い

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
文
学
を
諦
め
ら
れ
な
い
者
た
ち
の
中
に
は
、
自

ら
同
人
誌
を
興
し
、
ま
さ
に
〈
喰
え
ぬ
覚
悟
〉
で
文
学
に
打
ち
込
む
者
も
現
れ
始

め
る
。
し
た
が
っ
て
、
商
業
誌
が
そ
の
商
業
性
の
た
め
に
短
篇
小
説
を
中
心
と
し

た
誌
面
作
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
比
べ
、
最
初
か
ら
商
売
と
し
て
の
文
学

を
断
念
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ら
れ
た
同
人
誌
の
方
が
、
む
し
ろ
積
極
的
に
長
篇

小
説
に
挑
戦
で
き
る
可
能
性
を
秘
め
た
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（24

）

こ
う
し
た
〈
雑
誌
小
説
〉
＝
短
篇
小
説
で
は
な
く
、
長
篇
小
説
を
書
き
た
い
と

望
み
な
が
ら
も
そ
の
機
会
を
得
ら
れ
な
い
若
い
作
家
た
ち
の
不
満
は
、
し
だ
い
に

文
壇
に
安
定
し
た
地
位
を
持
っ
た
既
成
作
家
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
く
。
先
の
武
田

の
〈
現
在
そ
れ
ら
の
雑
誌
の
常
連
達
が
少
し
く
淘
汰
さ
れ
て
も
よ
い
〉
と
い
う
文

言
に
も
そ
れ
は
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
林
房
雄
は
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
か
た
ち

で
そ
の
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。

大
家
の
原
稿
を
も
ら
ふ
こ
と
は
、
一
切
や
め
て
し
ま
は
う
じ
や
な
い
か
、

と
同
人
に
提
議
し
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
る
。

先
方
か
ら
書
き
た
い
と
言
つ
て
く
る
の
な
ら
文
句
は
な
い
。
こ
つ
ち
か

ら
、
お
百
度
を
踏
ん
で
、
五
六
枚
の
お
義
理
原
稿
を
も
ら
ふ
手
は
絶
対
に

な
い
。
そ
ん
な
の
は
「
文
芸
懇
話
會
」
と
い
ふ
雑
誌
に
ま
わ
す
の
が
一
番

よ
か
ら
う
。

〔
中
略
〕

今
の
大
家
と
い
わ
れ
る
連
中
も
、
三
十
年
前
に
は
、
同
人
雑
誌
を
出
し

た
。
新
し
い
主
義
主
張
の
た
め
に
胸
の
火
を
燃
や
し
た
。
恋
も
し
た
、
酒

も
飲
ん
だ
。
人
間
の
運
命
に
つ
い
て
も
考
へ
た
。

そ
の
う
ち
に
、
ど
い
つ
も
こ
い
つ
も
、「
先
生
」
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

先
生
と
は
、
商
売
雑
誌
の
ほ
か
に
は
何
も
書
か
な
い
先
生
の
こ
と
だ
。
お

座
敷
次
第
で
、
刺
身
包
丁
の
使
ひ
わ
け
を
や
る
、
達
者
な
魚
屋
の
こ
と
だ
。

こ
ん
な
先
生
に
、
文
学
が
委
せ
て
お
け
よ
う
か
。
そ
こ
で
「
先
生
、
さ
よ

う
な
ら
？
」

大
家
は
、
宜
し
く
敬
遠
す
べ
し
。
敬
す
る
に
及
ば
ず
、
敢
て
軽
遠
す
べ

し
。
大
家
先
生
よ
、「
文
學
界
」
の
門
に
入
ら
ん
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
今
一

度
三
十
年
前
の
情
熱
を
胸
に
と
り
か
へ
し
て
、
而
う
し
て
後
の
こ
と
に
し

給
へ
。

（25

）

こ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
旧
世
代
の
作
家
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
新
世
代
の
作
家

の
意
志
が
表
れ
て
お
り
、
世
代
間
闘
争
を
思
わ
せ
る
論
調
さ
え
読
み
取
れ
る
。
つ

ま
り
、
長
篇
小
説
要
望
論
か
ら
そ
の
流
行
と
い
う
現
象
に
は
、
雑
誌
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
短
篇
／
長
篇
と
い
う
対
立
を
前
景
に
し
て
、
そ
の
基

底
に
は
文
学
の
既
得
権
益
を
め
ぐ
る
、
既
成
作
家
／
新
進
作
家
と
い
う
世
代
間
闘

争
の
構
図
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
自
身
が
大
正
期
か
ら
す
で
に
「
真
珠
夫
人
」（
『
大
阪

毎
日
新
聞
』
『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
二
〇
年
六
月
九
日
～
一
二
月
二
二
日
）
な
ど
の
婦
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女
子
向
け
の
流
行
長
篇
小
説
の
作
者
で
あ
る
、
菊
池
の
長
篇
小
説
の
流
行
現
象
に

対
す
る
態
度
は
興
味
深
い
。
菊
池
は
、
〈
二
百
枚
と
か
三
百
枚
の
力
作
な
ど
も
、

根
気
さ
へ
あ
れ
ば
、
大
抵
の
人
に
書
け
る
も
の
だ
。
殊
に
、
こ
の
頃
現
は
れ
る
伝

記
体
の
小
説
な
ん
か
、
あ
れ
は
小
説
と
し
て
邪
道
だ
と
思
ふ
。
渾
然
と
し
た
小
短

篇
が
ほ
し
い
と
思
ふ
〉
と
述
べ
て
、
長
篇
小
説
の
流
行
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
こ

（26

）

れ
ま
で
自
身
が
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
重
ね
、
作
家
と
し
て
の
地
歩
を
築
く
の
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
長
篇
小
説
よ
り
も
、
短
篇
小
説
の
方
に
価
値
の
重
き
を
置
く

菊
池
の
こ
の
態
度
は
、
候
補
者
の
作
に
短
篇
小
説
を
求
め
る
芥
川
賞
の
選
考
基
準

と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
六
回
芥
川
賞
に
お
い
て
「
新
人
・
短
篇
」
と
い
う
条
件
が
改
め
て
付
加
さ
れ

た
背
景
に
、
こ
う
し
た
文
壇
の
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
は
同
賞
と
芥
川
龍
之
介
の
作

家
性
と
の
結
び
付
き
が
如
何
に
恣
意
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
如
実
に
物
語
っ
て
い

る
。
昭
和
十
年
頃
の
文
壇
に
お
い
て
「
商
業
誌
に
長
篇
小
説
を
書
く
」
と
い
う
こ

と
は
そ
れ
自
体
が
既
得
権
益
の
象
徴
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
「
長
篇
小

説
を
書
く
」
こ
と
を
求
め
る
声
は
、
既
成
作
家
と
新
進
作
家
を
分
断
す
る
火
種
と

な
り
か
ね
な
か
っ
た
。
仮
に
武
田
麟
太
郎
が
訴
え
る
作
家
た
ち
が
挙
っ
て
長
篇
小

説
を
書
き
、
商
業
誌
の
誌
面
を
奪
い
合
う
椅
子
獲
り
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
状
況
が
到

来
す
れ
ば
、
文
学
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
る
作
家
た
ち
に
よ
る
文
壇
ギ
ル
ド
は
崩

壊
・
再
編
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
長
篇
小
説
待
望
論
が
広
が
る
昭

和
初
期
の
文
壇
に
お
い
て
、
「
新
人
」
に
「
短
篇
小
説
」
を
書
か
せ
る
と
い
う
こ

と
は
、
文
壇
の
現
状
を
維
持
す
る
と
い
う
実
効
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
え

る
。
芥
川
賞
が
従
来
の
新
人
賞
と
異
な
り
、
活
字
化
さ
れ
た
作
品
か
ら
当
該
作
品

を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
も
、
商
業
誌
と
同
人
誌
と
の
関
係
を
対
立
的
に
捉
え
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
上
下
関
係
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
明
確
化
し
、
同
人
誌
か
ら
商
業
誌

へ
進
む
と
い
う
コ
ー
ス
を
整
備
す
る
こ
と
で
、両
者
を
階
層
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
意
味
で
芥
川
賞
は
、
出
版
資
本
主
義
の
中
に
成
立
し
た
文
壇
と
い
う
制
度
を

存
続
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
と
い
え
る
。

５
．
芥
川
（
文
学
）
の
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム

芥
川
賞
の
制
定
さ
れ
た
昭
和
初
期
は
、
芥
川
評
価
の
観
点
か
ら
眺
め
る
と
、
小

林
秀
雄
「
美
神
と
宿
命
」（
『
不
同
調
』
一
九
二
七
年
九
月
）
や
宮
本
顕
治
「
敗
北
の

文
学
」（
『
改
造
』
一
九
二
九
年
八
月
）
、
井
上
良
雄
「
芥
川
龍
之
介
と
志
賀
直
哉
」（
『
磁

場
』
一
九
三
二
年
四
月
）
な
ど
の
評
論
に
も
顕
著
な
よ
う
に
、
〈
芥
川
否
定
・
超
克

の
時
代
〉
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
、
新
設
の
文
学
賞

（27

）

に
あ
え
て
「
芥
川
」
の
名
が
冠
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
殊
更
意
味
深
長
に
感
じ
ら

れ
る
。

芥
川
賞
が
直
木
賞
と
対
置
さ
れ
る
文
学
賞
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
今
更
強
調
す

る
ま
で
も
な
い
が
、
芥
川
賞
が
芥
川
の
死
の
直
後
で
は
な
く
、
直
木
三
十
五
の
死

後
に
両
賞
揃
っ
て
制
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
今
一
度
顧
み
ら
れ
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
永
井
龍
男
が
佐
佐
木
茂
索
と
の
対
談
の
中
で
〈
芥
川
賞
と
直
木

（28

）

賞
と
一
対
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
〉
に
つ
い
て
〈
縁
と
い
う
か
、
な
ん

と
い
う
か
、
不
思
議
な
も
の
〉
を
感
じ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
〈
縁
〉
や

〈
不
思
議
〉
な
ど
と
い
う
曖
昧
な
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
は
っ
き
り
と
し
た
戦

略
的
な
も
の
に
規
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

昭
和
九
年
（
一
九
三
四
年
）
二
月
四
日
、
結
核
性
脳
膜
炎
で
没
し
た
直
木
三
十

五
は
早
く
か
ら
『
文
藝
春
秋
』
の
編
集
に
携
わ
り
、
文
壇
ゴ
シ
ッ
プ
を
執
筆
す
る

な
ど
、
同
誌
と
は
深
い
関
わ
り
を
持
つ
作
家
だ
っ
た
。
さ
ら
に
直
木
の
死
以
前
に

も
池
谷
信
三
郎
、
佐
佐
木
味
津
三
と
い
っ
た
文
藝
春
秋
社
縁
の
作
家
が
立
て
続
け
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に
他
界
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
事
態
に
際
し
て
、
菊
池
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

池
谷
、
佐
佐
木
、
直
木
な
ど
、
親
し
い
連
中
が
、
相
次
い
で
死
ん
だ
。
身

辺
う
た
ゝ
荒
涼
た
る
思
ひ
で
あ
る
。
直
木
を
記
念
す
る
た
め
に
、
社
で
直
木

賞
金
と
云
ふ
や
う
な
も
の
を
制
定
し
、
大
衆
文
芸
の
新
進
作
家
に
贈
ら
う
か

と
思
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
芥
川
賞
金
と
云
ふ
も
の
を
制
定
し
、
純
文

芸
の
新
進
作
家
に
贈
ら
う
か
と
思
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
賞
金
に
依
つ

て
、
亡
友
を
記
念
す
る
と
云
ふ
意
味
よ
り
も
、
芥
川
直
木
を
失
つ
た
本
誌
の

賑
や
か
し
に
、
亡
友
の
名
前
を
使
は
う
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
ま

だ
定
ま
つ
て
は
ゐ
な
い
が
。

（29

）

こ
れ
が
事
実
上
、菊
池
が
芥
川
・
直
木
両
賞
に
言
及
し
た
最
初
の
言
説
で
あ
る
。

目
を
惹
く
の
は
賞
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
菊
池
の
思
惑
が
〈
亡
友
を
記
念
す
る
と

云
ふ
意
味
よ
り
も
、
芥
川
直
木
を
失
つ
た
本
誌
の
賑
や
か
し
に
、
亡
友
の
名
前
を

使
は
う
〉
と
明
け
透
け
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
後
に
も
菊
池
は
〈
む

ろ
ん
芥
川
賞
、
直
木
賞
な
ど
は
、
半
分
は
雑
誌
の
宣
伝
に
や
っ
て
ゐ
る
の
だ
〉
と

（30

）

も
公
言
し
て
お
り
、
芥
川
・
直
木
両
賞
の
制
定
に
菊
池
の
出
版
人
と
し
て
の
思
惑

が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
芥
川
・
直
木
賞
宣
言
」
に
は
〈
芥
川
龍

之
介
賞
受
賞
者
に
は
「
文
藝
春
秋
」
の
誌
面
を
提
供
し
創
作
一
篇
を
発
表
せ
し
む
〉

〈
直
木
三
十
五
受
賞
者
に
は
「
オ
ー
ル
讀
物
」
の
誌
面
を
提
供
し
大
衆
文
芸
一
篇

マ

マ

を
発
表
せ
し
む
〉
と
告
知
さ
れ
て
お
り
、
二
つ
の
賞
が
そ
れ
ぞ
れ
文
藝
春
秋
社
の

発
刊
す
る
二
大
主
力
雑
誌
『
文
藝
春
秋
』
と
『
オ
ー
ル
讀
物
』
に
対
応
す
る
よ
う

（31

）

に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
両
賞
の
受
賞
作
を
読
も
う
と
す
れ
ば
『
文
藝
春
秋
』
と
『
オ

ー
ル
讀
物
』
を
別
々
に
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
、
ま
さ
に
菊
池
が
い

う
と
こ
ろ
の
〈
雑
誌
の
宣
伝
〉
と
し
て
芥
川
・
直
木
両
賞
が
雑
誌
の
購
買
を
促
進

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
興
味
深
い
の
は
〈
亡
友
の
名
前
を
使
〉
う
と

い
う
感
覚
を
菊
池
が
し
っ
か
り
と
認
識
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
し
か
に
前
項
ま

で
で
確
認
し
た
通
り
、
芥
川
賞
に
お
い
て
芥
川
の
名
は
選
考
条
件
と
し
て
利
用
さ

れ
れ
て
い
た
。

瀬
沼
茂
樹
は
、
池
谷
、
佐
佐
木
、
直
木
の
没
後
、
『
直
木
三
十
五
全
集
』（
改
造

社
、
一
九
三
四
年
四
月
）
『
佐
佐
木
味
津
三
全
集
』（
平
凡
社
、
一
九
三
四
年
四
月
）
が

立
て
続
け
に
刊
行
さ
れ
、
さ
ら
に
岩
波
書
店
か
ら
普
及
版
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』

が
刊
行
さ
れ
た
こ
の
時
期
に
〈
直
木
・
芥
川
両
賞
を
設
定
す
る
雰
囲
気
が
熟
し
て

い
っ
た
〉
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
し
か
に
芥
川
の
死
後
、
全
集
が
昭
和
二
年
と
九

（32

）

年
に
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
際
、
編
者
の
一
人
で
あ
る
菊
池
は
そ
の
度
に
新

聞
や
雑
誌
な
ど
で
芥
川
全
集
を
宣
伝
し
、
そ
の
売
れ
行
き
を
気
に
か
け
て
い
る
。

（33

）

特
に
昭
和
九
年
の
普
及
版
全
集
の
刊
行
後
に
は
〈
「
芥
川
全
集
」
は
、
非
常
の
好

成
績
だ
つ
た
。
予
定
の
三
四
倍
は
売
れ
た
ら
し
い
。
い
く
ら
出
版
不
況
で
も
、
い

ゝ
物
は
や
つ
ぱ
り
売
れ
る
と
云
ふ
こ
と
が
分
つ
て
、
意
を
強
く
し
た
〉
と
述
べ
、

（34

）

芥
川
文
学
の
訴
求
力
を
再
確
認
し
た
様
子
が
窺
え
る
。
こ
の
普
及
版
全
集
の
雑
誌

掲
載
広
告
の
一
節
に
お
い
て
、
菊
池
は
芥
川
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

芥
川
龍
之
介
が
死
ん
だ
の
は
、
昭
和
二
年
だ
。
し
か
し
、
彼
位
死
後
も
問
題

に
な
つ
て
ゐ
る
作
家
は
な
い
。
彼
は
死
ん
で
も
文
壇
と
一
し
よ
に
歩
い
て
ゐ

る
の
だ
。
彼
は
死
ん
で
ゐ
る
、
し
か
し
、
彼
は
い
つ
も
昨
日
死
ん
だ
如
き
感

銘
を
持
た
せ
て
ゐ
る
。
或
人
が
、
チ
エ
ホ
フ
を
、
何
時
の
時
代
が
来
て
も
、

昨
日
の
作
家
だ
と
云
つ
た
。
同
じ
意
味
で
、
芥
川
は
、
昨
日
死
ん
だ
ば
か
り

芥川賞の中の芥川龍之介
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の
作
家
だ
。
そ
の
死
に
対
す
る
哀
悼
が
、
今
も
な
ほ
生
々
し
い
ば
か
り
で
な

く
、
そ
の
作
家
と
し
て
の
感
情
や
感
覚
や
苦
悩
が
、
常
に
生
者
の
我
々
に
も

響
い
て
ゐ
る
か
ら
だ
。
彼
は
、
「
ボ
ン
ヤ
リ
と
し
た
不
安
」
を
感
じ
な
が
ら
死

ん
だ
。
鋭
敏
な
神
経
を
持
つ
雉
子
が
、
地
震
の
襲
来
を
い
ち
早
く
感
知
す
る

や
う
に
、
彼
も
亦
数
年
後
の
非
常
時
到
来
を
、
既
に
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
、
感

知
し
て
居
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
彼
の
作
品
に
対
し
て
は
、
世
既
に
定
評

が
あ
る
。
そ
の
文
学
史
上
に
於
け
る
位
置
も
略
々
定
ま
つ
た
と
云
つ
て
も
よ

い
。
た
ゞ
か
う
い
ふ
事
は
新
し
く
云
へ
よ
う
。
明
治
・
大
正
の
作
家
中
、
彼

の
作
品
の
如
く
、
渾
然
と
ま
と
ま
つ
て
ゐ
る
も
の
は
あ
る
ま
い
。
彼
の
作
品

は
、
図
書
館
へ
行
つ
て
読
む
も
の
で
も
な
く
、
人
か
ら
借
り
て
読
む
も
の
で

な
く
、
机
辺
に
珍
蔵
し
て
、
し
み
じ
み
と
鑑
賞
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る

と
い
ふ
こ
と
を
。

（35

）

こ
の
文
章
の
出
さ
れ
た
前
年
に
当
た
る
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
年
）
に
日
本
は

国
際
連
盟
か
ら
脱
退
し
、
時
代
は
し
だ
い
に
戦
争
へ
と
向
か
っ
て
い
く
直
中
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
芥
川
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
遺
書
と
目
さ
れ
る
「
或
旧
友
へ
送
る
手

記
」（
『
東
京
日
日
新
聞
』
『
東
京
朝
日
新
聞
』
他
、
一
九
二
七
年
七
月
二
十
五
日
）
の
中

に
記
さ
れ
た
〈
ボ
ン
ヤ
リ
と
し
た
不
安
〉
と
い
う
鍵
語
の
下
に
、
七
年
前
に
世
を

（36

）

去
っ
た
作
家
は
〈
非
常
時
到
来
〉
を
〈
感
知
し
て
居
た
〉
〈
鋭
敏
な
神
経
を
持
つ

雉
子
〉
に
擬
さ
れ
、
芥
川
文
学
を
読
む
こ
と
の
今
日
的
意
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
芥
川
作
品
を
自
ら
所
有
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
、
〈
し
み
じ
み
と
鑑
賞

す
べ
き
性
質
の
も
の
〉
と
し
て
力
説
さ
れ
、
全
集
の
購
入
が
薦
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
全
集
の
販
促
と
い
う
目
的
の
た
め
に
芥
川
の
作
家
性
が
つ
く
ら
れ
る
現

場
が
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
て
宣
伝
さ
れ

た
芥
川
全
集
は
、
〈
芥
川
否
定
・
超
克
の
時
代
〉
と
さ
れ
る
昭
和
初
期
に
お
い
て

も
、
〈
や
つ
ぱ
り
売
れ
る
〉
商
品
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
〈
純
文
学
の

不
振
は
こ
の
頃
甚
だ
し
い
。
し
か
し
そ
れ
は
大
衆
文
学
が
跋
扈
し
て
ゐ
る
な
ど
ゝ

と
云
ふ
こ
と
よ
り
も
、
純
文
学
に
充
分
な
市
場
価
値
が
な
い
の
だ
か
ら
、
仕
方
が

な
い
〉
と
い
わ
れ
る
一
般
的
な
純
文
学
と
は
対
照
的
に
、
一
際
魅
力
的
な
「
商
品
」

（37

）

と
し
て
の
文
学
だ
っ
た
と
い
え
る
。
芥
川
文
学
の
特
質
と
は
、
出
版
資
本
主
義
的

な
観
点
か
ら
み
れ
ば
〈
純
芸
術
風
な
作
品
〉
で
あ
る
こ
と
以
上
に
、
ま
ず
何
よ
り

「
売
れ
る
」
純
文
学
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
〈
市
場
価
値
が
な
い
〉
と
さ
れ
る
純
文
学
を
対
象
と
し

た
文
学
賞
に
芥
川
の
名
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、「
売
れ
な
い
」
商
品
を
「
売
る
」

た
め
に
「
売
れ
る
」
ブ
ラ
ン
ド
・
イ
メ
ー
ジ
で
パ
ッ
ケ
ー
ジ
す
る
コ
マ
ー
シ
ャ
ル

戦
略
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
芥
川
が
芸
術
至
上
主
義
の
作
家
と
い
わ

れ
な
が
ら
、
そ
の
「
芸
術
」
的
姿
勢
に
よ
っ
て
一
般
大
衆
か
ら
敬
遠
さ
れ
る
ど
こ

ろ
か
、
む
し
ろ
今
日
で
も
広
く
親
し
ま
れ
読
者
を
獲
得
し
続
け
て
い
る
の
は
、
芥

川
（
文
学
）
が
世
人
に
理
解
さ
れ
な
い
孤
高
の
芸
術
（
家
）
で
は
な
く
、
誰
し
も

が
容
易
に
想
像
で
き
る
典
型
的
で
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
な
「
芸
術
（
家
）
」
だ
っ
た
こ

と
に
因
る
。
菊
池
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
商
業
性
に
よ
っ
て
芥
川
（
文
学
）
は
わ．

か
り
や
す
い
「
芸
術
（
家
）
」
と
し
て
出
版
資
本
主
義
の
中
で
認
知
さ
れ
、
ア
イ

．
．
．
．
．

コ
ン
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
芥
川
龍
之
介
賞
と
い
う
日
本
で
最
も
成
功
を
収

め
た
文
学
賞
は
、
ア
イ
コ
ン
化
さ
れ
た
芥
川
像
の
下
、
戦
況
悪
化
に
よ
る
中
断
期

間
（
一
九
四
五
～
四
八
年
）
を
挿
み
な
が
ら
、
お
よ
そ
七
十
年
以
上
に
亘
っ
て
賞
の

権
威
を
保
持
し
つ
つ
、
〈
市
場
価
値
が
な
い
〉
純
文
学
が
「
売
れ
る
」
よ
う
に
宣

伝
し
な
が
ら
、
今
も
語
ら
れ
る
芥
川
の
作
家
イ
メ
ー
ジ
が
メ
デ
ィ
ア
上
に
流
通
す

る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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注（
１
）
そ
の
他
、
第
三
回
受
賞
者
の
小
田
嶽
夫
が
〈
「
城
外
」
の
校
正
の
際
、
偶
然
巣
鴨
の

印
刷
所
か
ら
友
人
の
案
内
で
染
井
の
墓
地
に
芥
川
さ
ん
の
墓
を
詣
で
た
の
も
、
今
は

な
つ
か
し
い
記
憶
に
な
り
ま
し
た
〉
（
「
幸
運
に
も
」
『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
六
年
九

月
）
と
述
べ
て
い
る
ほ
か
、
第
十
三
回
受
賞
者
多
田
裕
計
（
「
感
想
」『
文
藝
春
秋
』

一
九
四
一
年
九
月
）
、
第
十
六
回
受
賞
者
倉
光
俊
夫
（
「
感
想
」
『
文
藝
春
秋
』
一
九

四
二
年
二
月
）
、
第
五
十
一
回
受
賞
者
柴
田
翔
（
「
受
賞
の
こ
と
ば
」
『
文
藝
春
秋
』

一
九
六
四
年
八
月
）
、
第
七
十
二
回
受
賞
者
日
野
啓
三
（
「
受
賞
の
こ
と
ば
」
『
文
藝

春
秋
』
一
九
七
四
年
二
月
）
な
ど
が
、
受
賞
コ
メ
ン
ト
の
中
で
芥
川
に
言
及
し
て
い

る
。

（
２
）
石
川
達
三
「
所
感
」（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
五
年
九
月
）

（
３
）『
芥
川
龍
之
介
事
典
』
菊
池
弘
／
久
保
田
芳
太
郎
／
関
口
安
義
・
編
著
、
明
治
書
院
、

一
九
八
五
年
十
二
月

（
４
）
小
谷
野
敦
『
文
学
賞
の
光
と
影
』（
青
土
社
、
二
〇
一
二
年
七
月
）

（
５
）
菊
池
寛
「
話
の
屑
籠
」（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
五
年
二
月
）

（
６
）
瀧
井
孝
作
「
第
一
回
芥
川
賞
選
評
」（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
五
年
二
月
）

（
７
）
松
本
和
也
『
昭
和
一
〇
年
代
の
文
学
場
を
考
え
る

新
人
・
太
宰
治
・
戦
争
文
学
』

（
立
教
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
三
月
）

（
８
）
瀬
沼
茂
樹
「
文
学
賞
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
上
）
―
総
論
お
よ
び
芥
川
賞
（
戦
前
・

戦
中
）
―
」『
文
學
』
一
九
六
〇
年
二
月

（
９
）
『
改
造
』
懸
賞
創
作
の
方
が
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
年
）
の
第
十
回
を
最
後
に
終

了
し
て
し
ま
う
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
芥
川
賞
の
戦
略
が
『
改
造
』
の
「
懸
賞
創
作
募

集
」
を
駆
逐
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
和
泉
司
「
『
改
造
』
懸
賞
創
作
の
行
方

―
さ
ま
よ
え
る
〈
懸
賞
作
家
〉
と
翻
弄
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
―
」（
『
三
田
國
文
』

、
47

二
〇
〇
八
年
六
月
）
は
、
『
改
造
』
の
賞
が
途
絶
し
た
理
由
と
し
て
、
発
掘
し
た
新

人
に
対
す
る
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
の
ま
ず
さ
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

（

）
葛
飾
老
人
「
文
芸
賞
を
繞
る
人
々
（
５
）
四
人
の
新
進
」
（
『
東
京
日
日
新
聞
』
一

10

九
三
五
年
八
月
二
十
五
日
）

（

）
瀧
井
孝
作
「
第
十
回
芥
川
賞
選
評
」
（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
四
〇
年
三
月
）

11
（

）
久
米
正
雄
「
第
十
回
芥
川
賞
選
評
」
（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
四
〇
年
三
月
）

12
（

）
宇
野
浩
二
「
第
十
一
回
芥
川
賞
選
評
」（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
四
〇
年
九
月
）

13
（

）
久
米
正
雄
「
第
六
回
芥
川
賞
選
評
」
（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
八
年
三
月
）

14
（

）
宇
野
浩
二
「
第
六
回
芥
川
賞
選
評
」
（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
八
年
三
月
）

15
（

）（

）
に
同
じ
。

16

15

（

）
永
井
龍
男
『
回
想
の
芥
川
・
直
木
賞
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
七
九
年
六
月
）

17
（

）
淺
見
淵
「
長
篇
の
流
行
と
短
篇
要
望
」
（
『
早
稻
田
大
學
新
聞
』
一
九
三
八
年
四
月

18

二
十
七
日
）

（

）
大
澤
聡
『
批
評
メ
デ
ィ
ア
論

戦
前
期
日
本
の
論
壇
と
文
壇
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇

19

一
五
年
一
月
）

（

）
武
田
麟
太
郎
「
『
雑
誌
』
と
『
小
説
』

新
に
私
の
行
き
当
つ
た
問
題
」
『
報
知
新

20

聞
』
一
九
三
五
年
三
月
四
日

（

）
し
か
し
、
後
に
伊
藤
も
「
長
篇
小
説
の
問
題
」
（
『
教
育
国
語
教
育
』
一
九
三
七
年

21

二
月
）
で
、
〈
こ
こ
十
年
あ
ま
り
の
日
本
文
壇
で
長
篇
小
説
が
純
文
学
の
主
要
な
創

作
領
分
と
な
ら
な
か
っ
た
原
因
は
、
主
に
外
部
、
つ
ま
り
発
表
機
関
と
か
ジ
ャ
ア
ナ

リ
ズ
ム
と
か
に
見
て
も
い
い
の
で
あ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。

（

）
武
田
麟
太
郎
「
編
集
者
に
望
む

『
行
動
』
に
載
つ
た
及
第
的
作
品
」
（
『
報
知
新

22

聞
』
一
九
三
五
年
三
月
五
日
）
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（

）

鈴
木
淸
「
長
篇
の
發
表
に
つ
い
て
」『
文
學
界
』
一
九
三
四
年
六
月
）

23
（

）
昭
和
九
年
六
月
号
の
『
文
學
界
』
で
は
「
同
人
雑
誌
に
於
け
る
長
篇
小
説
へ
の
野

24

心
」
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
、
田
村
泰
次
郎
や
荒
木
巍
、
篠
崎
博
、
橋
本
正
一
な
ど

の
同
人
作
家
が
そ
れ
ぞ
れ
執
筆
中
の
長
篇
小
説
に
つ
い
て
自
身
の
思
い
を
述
べ
て
い

る
。

（

）
林
房
雄
「
覺
醒
記
」（
『
文
學
界
』
一
九
三
六
年
三
月
）

25
（

）
菊
池
寛
「
話
の
屑
籠
」（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
八
年
六
月
）

26
（

）
関
口
安
義
「
芥
川
龍
之
介
研
究
史
大
概
」
（
後
藤
明
生
／
他
『
群
像

日
本
の
作
家

27

芥
川
龍
之
介
』
小
学
館
、
一
九
九
一
年
四
月
）

11

（

）
永
井
龍
男
／
佐
佐
木
茂
索
「
芥
川
賞
の
生
れ
る
ま
で
」
『
文
學
界
』
一
九
五
九
年
三

28

月
（
永
井
龍
男
『
回
想
の
芥
川
・
直
木
賞
』
文
藝
春
秋
、
一
九
七
九
年
六
月
）

（

）「
話
の
屑
籠
」（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
四
年
四
月
）

29
（

）「
話
の
屑
籠
」（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
五
年
一
〇
月
）

30
（

）
文
藝
春
秋
社
に
は
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
年
）
四
月
に
創
刊
さ
れ
た
月
刊
誌
『
話
』

31

も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
ゴ
シ
ッ
プ
を
中
心
と
し
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
雑
誌
で
あ
り
、

文
芸
を
誌
面
作
り
の
中
心
に
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
「
芥
川
・
直
木
賞
宣
言
」

に
は
直
木
賞
の
結
果
発
表
が
『
話
』
十
一
月
号
で
も
行
わ
れ
る
旨
が
告
げ
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
雑
誌
も
ま
た
文
藝
春
秋
社
を
あ
げ
た
一
大
イ
ベ
ン
ト
と
無
縁
で
は
な
か
っ

た
こ
と
が
窺
え
る
。

（

）
瀬
沼
茂
樹
「
「
芥
川
賞
」
設
定
の
由
来
」
『
解
釈
と
鑑
賞
１
月
臨
時
増
刊
号

芥
川

32

賞
事
典
』
一
九
七
七
年
一
月

（

）
「
雑
記
」
（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
七
年
十
月
）
、
「
「
芥
川
龍
之
介
全
集
」
に
就
い
て
」

33

（
『
讀
賣
新
聞
』
一
九
二
九
年
六
月
十
六
日
）
、
「
遺
児
の
事
」
（
『
文
藝
春
秋
』
一
九

三
四
年
十
月
）
な
ど
で
、
菊
池
は
芥
川
全
集
の
売
れ
行
き
に
関
す
る
言
及
を
行
っ
て

い
る
。

（

）
菊
池
寛
「
話
の
屑
籠
」（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
四
年
十
二
月
）

34
（

）『
行
動
』
一
九
三
四
年
一
一
月

35
（

）
芥
川
自
身
は
〈
ぼ
ん
や
り
し
た
不
安
〉
と
表
記
し
て
い
る
。

36
（

）
菊
池
寛
「
話
の
屑
籠
」（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
五
年
三
月
）

37
※

す
べ
て
の
引
用
箇
所
に
お
い
て
漢
字
の
旧
字
体
は
新
字
体
に
直
す
と
と
も
に
、
傍
点

や
ふ
り
が
な
は
適
宜
省
略
し
た
。

（
お
お
に
し

ひ
さ
あ
き
、
松
江
工
業
高
等
専
門
学
校
講
師
）
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