
︽
合
評
︾
と
い
う
名
の
文
芸
時
評

︱
︱
﹃
め
さ
ま
し
草
﹄﹃
藝
文
﹄﹃
萬
年
艸
﹄
に
お
け
る
森
鷗
外
︱
︱

小

倉

斉

森
鷗
外
の
日
清
戦
争
従
軍
中
︵
明

・
８
～
明

・

︶、
文
壇
に
は
新
し
い
気
運
が
生
ま
れ
始
め
る
。
悲
惨
小
説
、
深
刻
小
説
、
あ
る
い
は

27

28

10

観
念
小
説
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
傾
向
の
作
品
が
続
々
と
発
表
さ
れ
、
泉
鏡
花
、
広
津
柳
浪
、
川
上
眉
山
、
後
藤
宙
外
、
小
栗
風
葉
、
小
杉
天
外

ら
が
次
第
に
文
壇
的
地
位
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
。
ま
た
、
明
治
二
十
八
︵
一
八
九
五
︶
年
一
月
に
は
、﹃
文
藝
倶
樂
部
﹄﹃
太
陽
﹄﹃
帝
國
文
學
﹄、

二
月
に
は
﹃
青
年
文
﹄、
七
月
に
は
﹃
新
聲
﹄﹃
新
小
説
﹄﹃
新
文
壇
﹄
と
、
文
芸
雑
誌
の
創
刊
が
相
次
ぎ
、
さ
ら
に
新
進
の
評
論
家
と
し
て
上
田

柳
村
、
高
山
樗
牛
の
発
言
が
注
目
を
集
め
て
い
た
。

中
央
に
復
帰
し
、
明
ら
か
に
世
代
交
代
が
始
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
文
壇
の
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
た
鷗
外
は
、
明
治
二
十
九
︵
一
八
九
六
︶

年
一
月
、﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
創
刊
に
よ
っ
て
自
身
の
文
学
活
動
を
再
開
す
る
。
創
刊
号
の
巻
頭
に
は
、
当
時
、
皮
肉
・
嘲
罵
・
風
刺
を
ほ
し
い
ま

ま
に
し
て
い
た
正
太
夫
斎
藤
緑
雨
一
流
の
文
芸
時
評
、﹁
金
剛
杵
﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
次
に
挙
げ
る
一
節
は
、﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
の
編
集

方
針
を
代
弁
し
て
い
る
。

○
試
み
に
今
の
批
評
家
な
る
者
に
問
は
ん
作
者
と
し
て
の
露
伴
紅
葉
と
同
じ
き
力
を
評
者
と
し
て
有
す
る
の
人
あ
る
か
恐
ら
く
は
こ
れ
無

か
ら
ん
批
評
と
は
受
付
が
長
官
の
か
げ
口
を
き
く
類
の
も
の
に
あ
ら
ず
今
の
作
家
の
作
を
売
る
を
咎
む
と
い
へ
ど
も
今
の
批
評
家
は
評
を

売
り
居
る
な
り
︵
中
略
︶
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○
所
謂
青
年
作
家
に
告
ぐ
君
等
唯
真
直

ま
つ
す
ぐ

に
歩
め
渠
等
の
オ
ダ
テ
に
乗
る
勿
れ
渠
等
は
面
白
づ
く
に
評
を
な
す
者
な
り
忠
実
な
る
者
に
あ
ら

ず
吹
け
ば
飛
ぶ
如
き
君
等
が
作
を
も
沈
痛
の
深
刻
の
と
い
ふ
を
見
れ
ば
渠
等
が
唱
ふ
る
雄
大
も
荘
厳
も
知
れ
た
も
の
な
り
︵
中
略
︶

○
わ
れ
ら
豈
鷗
外
を
扶
け
ん
や
鷗
外
豈
わ
れ
ら
が
扶
け
を
待
た
ん
や
﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
に
は
首
領
な
る
者
な
し
首
領
を
仰
ぐ
の
要
な
し

批
評
の
不
振
と
い
う
認
識
の
も
と
、﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
に
集
ま
っ
た
個
性
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
新
し
い
批
評
の
形
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と

を
予
感
さ
せ
る
一
節
で
あ
る
。
現
に
﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
は
、
日
清
戦
争
出
征
の
た
め
に
休
刊
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
廃
刊
さ
れ
た
﹃
志
が
ら
み
草

紙(１
)

﹄
と
同
様
に
、
文
学
評
論
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
が
、
と
く
に
新
し
い
特
色
は
、︽
批
評
の
批
評
︾
に
重
点
を
置
い
て
い
た
﹃
志
が
ら
み
草
紙
﹄

時
代
に
築
き
上
げ
た
文
芸
批
評
理
論
の
実
践
と
も
言
う
べ
き
作
品
批
評
が
現
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
に
お
け
る
作
品
批
評
は
、
鷗
外
単
独
の
場
合
と
幸
田
露
伴
、
斎
藤
緑
雨
、
尾
崎
紅
葉
ら
を
交
え
た
︽
合
評
︾
の
場
合
と
が
あ

る
。鷗

外
単
独
の
作
品
批
評
と
し
て
は
、
巻
之
一
︵
明

・
１
︶
か
ら
巻
之
六
︵
明

・
６
︶
に
お
け
る
﹁
鷸
翮
掻(

２
)

﹂、
巻
之
十
︵
明

・

︶
か

29

29

29

10

ら
巻
之
十
三
︵
明

・
１
︶
に
お
け
る
﹁
觚
賸(３

)

﹂、
巻
之
三
十
四
︵
明

・
１
︶
と
巻
之
三
十
六
︵
明

・
４
︶
に
お
け
る
﹁
雲
中
独
語(４

)

﹂
が
挙

30

32

32

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
、
鷗
外
単
独
の
作
品
批
評
の
中
に
は
、﹃
志
が
ら
み
草
紙
﹄
時
代
の
よ
う
な
︽
批
評
の
批
評
︾
も
含
ま
れ
る
が
、
か
な
り
の

部
分
が
月
々
の
新
作
批
評
に
充
て
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
の
批
評
基
準
の
根
底
に
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
の
立
場(５

)

が
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

鷗
外
は
、﹁
観
念
を
美
と
は
異
次
元
の
も
の
と
す
る
美
学
理
論(６

)

﹂
に
基
づ
い
て
、
作
者
や
作
品
の
思
想
・
世
界
観
に
つ
い
て
い
っ
さ
い
触
れ
な
い

し
、作
品
と
現
実
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
論
評
し
な
い
。﹁
わ
れ
は
唯
詩
の
真
を
説
か
ん
が
た
め
に
、
其
作
者
の
個
人
的
世
界
観
を
顧
慮
す
る
は
、

其
作
者
の
伝
記
を
顧
慮
す
る
よ
り
重
か
る
べ
き
程
の
も
の
に
非
ざ
る
べ
き
を
こ
と
わ
り
お
か
む
の
み
。
故
奈
何
と
い
ふ
に
、
至
大
な
る
個
人
的

世
界
観
あ
る
も
の
は
、
わ
れ
そ
の
大
哲
学
者
た
る
こ
と
を
知
り
て
、
そ
の
必
ず
大
詩
人
た
る
こ
と
を
知
ら
ざ
れ
ば
な
り(７

)

﹂
と
い
う
姿
勢
が
ほ
ぼ

貫
か
れ
て
い
る
。

︽
合
評
︾
形
式
に
よ
る
も
の
と
し
て
は
、
巻
之
三
︵
明

・
３
︶
か
ら
巻
之
七
︵
明

・
７
︶
ま
で
連
載
さ
れ
た
、
脱
天
子
︵
露
伴
︶
、
登
仙

29

29
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坊
︵
緑
雨
︶、
鐘
礼
舎
︵
鷗
外
︶
に
よ
る
﹁
三
人
冗
語
﹂、
続
い
て
、
巻
之
八
︵
明

・
９
︶
か
ら
巻
之
三
十
一
︵
明

・
９
︶
ま
で
、
露
伴
、

28

31

緑
雨
、
学
海
、
篁
村
、
紅
葉
、
鷗
外
、
思
軒
の
七
人
の
署
名
で
掲
載
さ
れ
た
﹁
雲
中
語
﹂
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
間
、﹃
好
色
一
代
女
﹄
や
﹃
水

滸
伝
﹄
な
ど
和
漢
の
古
典
に
つ
い
て
の
︽
合
評
︾
が
六
編
、﹁
標
新
領
異
録
﹂
の
名
で
、
巻
之
十
七
︵
明

・
５
︶
か
ら
巻
之
二
十
七
︵
明

・

30

31

４
︶
ま
で
の
間
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
評
者
と
し
て
は
、
竹
二
、
学
海
、
紅
葉
、
露
伴
、
思
軒
、
篁
村
、
槐
南
、
鷗
外
ら
が
登
場
し
、
各
自
の

名
を
出
し
て
発
言
し
て
い
る
。
続
く
﹃
藝
文
﹄︵
明

・
６
お
よ
び
明

・
８
︶﹃
萬
年
艸
﹄︵
明

・

～
明

・
３
︶
に
な
る
と
、
三
編
の
古

35

35

35

10

37

典
︽
合
評
︾
の
ほ
か
に
、﹁
金
色
夜
叉
上
中
下
篇
合
評
﹂︵﹃
藝
文
﹄
巻
第
二
、
明

・
８
︶
と
﹁
新
社
会
合
評
﹂︵﹃
萬
年
艸
﹄
巻
第
三
～
巻
第
四
、

35

明

・

～
明

・
２
︶
が
出
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
に
お
け
る
作
品
︽
合
評
︾
に
か
け
た
鷗
外
の
意
欲
に
は
並
々

35

12

36

な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

美
学
に
基
づ
く
批
評
の
確
立
を
目
指
し
て
い
た
は
ず
の
鷗
外
が
ど
う
い
う
意
図
で
こ
の
︽
合
評
︾
を
始
め
た
か
に
つ
い
て
、
明
確
な
答
え
は

出
し
に
く
い
。
後
に
田
山
花
袋
は
、﹁
そ
の
内
容
に
は
、
非
常
に
有
益
な
、
今
日
読
ん
で
見
て
も
有
益
な
批
評
が
あ
つ
た
の
で
あ
る(

８
)

﹂
と
﹃
め
さ

ま
し
草
﹄
に
お
け
る
︽
合
評
︾
の
意
義
を
認
め
つ
つ
も
、﹁
人
に
逢
つ
て
は
、﹁
あ
れ
に
逢
つ
ち
や
か
な
は
な
い
。
誰
も
片
な
し
だ
か
ら
、﹂
な
ど

と
言
つ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
内
心
で
は
﹃
め
ざマ

マ

ま
し
草
﹄
の
新
刊
が
雑
誌
屋
の
店
頭
に
並
ん
で
ゐ
る
の
を
見
る
の
が
辛
か
つ
た
。
見
た
い
に
は

見
た
い
し
、
見
る
の
も
イ
ヤ
だ
し
、
さ
う
か
と
言
つ
て
見
ぬ
わ
け
に
も
行
か
ぬ
の
で
、
店
頭
に
立
つ
て
自
分
の
わ
る
口
を
言
は
れ
て
ゐ
る
と
こ

ろ
だ
け
を
見
て
、
顔
を
赤
く
し
て
、
腹
を
立
て
て
さ
つ
さ
と
出
て
行
つ
た(９

)

﹂
と
当
時
の
新
進
作
家
た
ち
の
思
い
を
代
弁
す
る
言
を
述
べ
、
さ
ら

に
﹁
大
家
達
の
新
し
い
時
代
に
対
す
る
防
禦
運
動(

)

﹂
と
見
な
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
既
成
の
大
家
達
と
手
を
結
ん
で
の
一
見
旧
時
代
的
と
も

10

思
わ
れ
る
︽
合
評
︾
形
式
の
採
用
に
は
、
鷗
外
の
﹁
守
旧
の
立
場
﹂
と
当
時
の
文
壇
の
﹁
新
し
い
気
運
に
対
す
る
﹂﹁
揶
揄
的
な
態
度(

)

﹂
を
見
て

11

と
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
事
実
、﹁
鷸
翮
掻
﹂
の
中
で
の
鏡
花
や
柳
浪
ら
新
進
作
家
に
対
す
る
鷗
外
の
評
言
は
概
し
て
批
判
的(

)

で
あ
る
し
、
小
倉

12

移
住
後
に
書
い
た
﹁
鷗
外
漁
史
と
は
誰
ぞ
﹂︵﹃
福
岡
日
日
新
聞
﹄
明

・
１
・
１
︶
に
お
い
て
は
﹁
扨
今
の
文
壇
に
な
つ
て
か
ら
は
、
宙
外
の

33

如
き
抱
月
の
如
き
鏡
花
の
如
き
、
予
は
只
ゞ
そ
の
作
の
或
段
に
多
少
の
才
思
が
あ
る
の
を
認
め
た
ば
か
り
で
、
過
言
な
が
ら
殆
ど
一
の
完
璧
を
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も
見
な
い
。
新
文
学
士
の
作
に
至
つ
て
は
、
又
々
、
過
言
な
が
ら
一
の
局
部
の
妙
を
だ
に
認
め
た
こ
と
が
無
い
﹂
と
述
べ
、﹁
今
の
文
壇
は
露
伴

等
の
時
代
に
比
す
れ
ば
、
末
流
時
代
の
文
壇
だ
﹂
と
痛
罵
し
て
い
る
。

鷗
外
を
し
て
﹁
末
流
時
代
の
文
壇
﹂
と
評
せ
し
め
た
当
時
の
文
壇
概
況
を
ト
ー
タ
ル
な
形
で
把
握
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
た
だ
し
、

第
一
次
﹃
早
稲
田
文
学
﹄
終
刊
号
︵
明

・

・
８
︶
所
収
﹁
彙
報
﹂
欄
の
﹁
文
学
﹂
の
一
項
﹁
小
説
市
場
﹂
冒
頭
に
示
さ
れ
た
﹁
文
壇
の
沈

31

10

滞
は
目
下
其
の
極
度
に
達
し
、
就
中
、
小
説
界
の
不
振
な
る
は
、
過
去
前
半
期
に
、
一
篇
の
誦
す
べ
き
作
だ
に
出
で
ざ
り
し
を
見
て
も
知
る
べ

し
﹂
と
い
う
認
識
や
、﹃
帝
國
文
學
﹄
第
五
巻
第
八
︵
明

・
８
︶﹁
雑
報
﹂
欄
の
﹁
誠
に
小
説
壇
の
不
振
寂
莫
、
今
日
の
如
き
は
な
し
﹂
と
い

32

う
評
言
は
、
示
唆
的
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
新
た
に
創
刊
さ
れ
た
﹃
文
藝
倶
樂
部
﹄︵
明

・
１
︶﹃
太
陽
﹄︵
明

・
１
︶﹃
新
小
説
﹄︵
明

・

28

28

29

７
︶﹃
新
著
月
刊
﹄︵
明

・
４
︶
な
ど
を
舞
台
に
、
毎
月
相
当
量
の
小
説
が
先
に
挙
げ
た
新
進
作
家
ら
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
も
事
実

30

で
あ
る
が
、
こ
と
の
本
質
は
量
的
な
問
題
で
は
な
く
、
質
の
問
題
に
こ
そ
あ
っ
た
。
先
に
触
れ
た
第
一
次
﹃
早
稲
田
文
学
﹄
終
刊
号
︵
明

・
30

・
８
︶
は
、
そ
の
冒
頭
の
﹁
廃
刊
の
辞
﹂
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

10

本
誌
が
文
壇
の
途
に
就
き
て
よ
り
既
に
七
年
、
顧
れ
ば
往
事
転
々
感
に
堪
へ
ざ
る
も
の
あ
り
。
而
し
て
今
や
明
治
文
学
の
一
波
は
其
の
頂

に
達
し
て
更
に
他
の
一
波
を
飜
展
し
来
ら
ん
と
す
、
吾
人
は
情
と
し
て
当
に
前
途
の
行
色
を
壮
に
す
べ
き
な
り
、
而
も
他
の
面
よ
り
見
れ

ば
今
や
社
会
の
事
日
に
非
に
し
て
頽
波
滔
々
た
り
、文
運
の
開
拓
を
以
て
任
ず
る
も
の
ゝ
覚
悟
ま
た
お
の
づ
か
ら
異
な
ら
ざ
る
を
得
ん
や
。

切
に
言
へ
ば
、
社
会
の
根
底
に
一
道
の
生
命
を
点
ぜ
ざ
る
限
り
は
、
之
れ
が
表
現
た
る
文
学
や
美
術
や
、
ま
た
言
ふ
に
足
ら
ざ
ら
ん
と
す
。

吾
人
は
是
に
見
る
所
あ
り
て
且
ら
く
文
壇
を
退
き
、
社
会
、
教
育
の
方
面
に
全
精
力
を
移
さ
ん
と
す
。
波
面
の
濁
を
去
ら
ん
と
し
て
し
ば

ら
く
水
底
の
没
人
と
な
る
、
情
に
於
て
忍
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
吾
人
の
覚
悟
は
つ
ひ
に
枉
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

日
に
日
に
頽
勢
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
社
会
状
況
下
に
あ
っ
て
、
文
学
や
美
術
も
頽
勢
に
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
認
識
の
も
と
、
し
ば

ら
く
文
壇
を
退
き
、
社
会
・
教
育
の
方
向
に
全
力
を
傾
け
よ
う
と
い
う
覚
悟
を
示
し
て
い
る
が
、﹁
水
底
の
没
人
と
な
る
﹂
と
い
っ
た
痛
切
な
言

い
回
し
を
残
し
て
な
さ
れ
た
﹃
早
稲
田
文
学
﹄
廃
刊
の
根
底
に
文
壇
の
衰
退
と
い
う
状
況
認
識
と
そ
れ
に
対
す
る
危
機
意
識
が
あ
っ
た
点
は
注
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目
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
明
治
三
十
一
︵
一
八
九
八
︶
年
一
月
の
﹃
文
學
界
﹄
廃
刊
、
同
年
八
月
の
﹃
國
民
之
友
﹄
廃
刊
も
、

ほ
ぼ
同
様
の
意
味
付
け
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
ひ
と
つ
の
文
学
的
季
節
が
ほ
ぼ
確
実
に
終
焉
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
の
証
し
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
下
、﹃
帝
國
文
學
﹄
の
﹁
雑
報
﹂
欄
が
し
ば
し
ば
批
評
の
質
の
向
上
や
批
評
家
の
責
務
へ
の
自
覚
を
促
す
発
言
を
繰
り
返
し
て

い
る
点
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。﹁
現
代
の
小
評
論
家
に
は
是
非
論
理
学
の
根
本
的
研
究
を
薦
め
ざ
る
を
得
ず
、
論
理
の
原
則
が
爾
等
が

血
と
肉
と
な
る
ま
てマ

マ

に
熱
心
に
研
究
せ
ら
れ
よ
、
無
意
識
に
之
を
活
用
し
得
る
ま
てマ

テ

に
潜
心
に
熟
読
せ
ら
れ
よ
﹂︵
第
三
巻
第
四
、
明

・
４
︶

30

や
﹁
余
輩
は
論
者
と
共
に
l
般
の
単
調
子
を
峻
拒
せ
む
が
為
に
、
世
の
評
家
に
向
つ
て
層
一
層
の
奮
励
を
嘱
せ
ざ
る
を
得
ず
﹂︵
第
三
巻
第
十
二
、

明

・

︶
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
文
壇
の
衰
退
と
い
う
状
況
の
も
と
で
、
批
評
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
声
高
に
叫
ば
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

30

12

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
文
壇
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
明
治
三
十
年
代
初
頭
の
小
説
界
を
く
ま
な
く
渉
猟
す
る
形
で
展
開
さ
れ
た
の
が
、﹃
め
さ

ま
し
草
﹄
に
お
け
る
︽
合
評
︾
︱
﹁
三
人
冗
語
﹂
と
﹁
雲
中
語
﹂
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
鷗
外
は
、﹃
志
が
ら
み
草
紙
﹄
時
代
の
数
少
な
い
作
品
批

評
の
ひ
と
つ
で
あ
る
﹁
こ
わ
れ
指
輪
の
評
﹂︵﹃
文
則
﹄
五
、
明

・
２
︶
に
お
い
て
、﹁
人
の
批
評
を
読
み
て
、
そ
の
審
美
的
批
評
眼
い
か
に
と

24

判
す
る
は
猶
易
け
れ
ど
、
直
ち
に
人
の
小
説
な
ど
を
評
し
て
、
そ
の
ま
こ
と
の
声
価
を
定
め
む
は
た
や
す
き
業
に
あ
ら
ず
。
余
は
み
づ
か
ら
そ

れ
ほ
ど
の
力
な
し
と
お
も
ひ
て
、
猶
予
せ
し
な
り
﹂
と
、
審
美
的
作
品
批
評
の
難
し
さ
を
認
め
る
声
を
洩
ら
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、﹁
鷸
翮
掻
﹂

に
お
い
て
本
格
的
に
作
品
批
評
を
展
開
す
る
に
つ
れ
、
そ
の
思
い
は
よ
り
一
層
強
く
な
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
第
一
回
の
﹁
雲
中
語
﹂
に
お
け

る
﹁
新
小
説
﹂︵﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
巻
之
八
、
明

・
９
︶
の
中
の
お
そ
ら
く
鷗
外
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
﹁
審
美
家
﹂
の
次
の
発
言
は
、
合

29

評
を
始
め
た
鷗
外
の
意
識
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

人
お
の
〳
〵
そ
の
趣
味
あ
り
。︵
中
略
︶
批
評
を
ば
い
か
な
る
趣
味
を
持
ち
た
る
も
の
も
做
し
得
る
こ
と
は
論
な
く
、
ま
た
そ
の
批
評
に
皆

相
応
の
価
あ
る
こ
と
は
論
な
し
。
こ
の
種
々
の
趣
味
に
し
て
、
世
界
人
間
の
上
よ
り
見
わ
た
し
て
一
貫
の
道
理
を
な
す
こ
と
を
得
と
な
す

も
の
、
即
ち
審
美
学
の
芸
術
に
対
す
る
一
面
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
審
美
学
あ
り
て
後
に
批
評
あ
る
に
は
あ
ら
ず
。
寧
ろ
批
評
あ
り
て
後
に

─ 21 ─



審
美
学
あ
り
と
云
は
ん
か
た
至
当
な
る
べ
し
。

こ
れ
は
、﹃
新
小
説
﹄
第
二
期
創
刊
号
︵
明

・
７
︶
巻
頭
の
﹁
春
陽
堂
主
人
﹂
に
よ
る
﹁
謹
み
て
江
湖
諸
君
に
﹂
と
題
し
た
告
白
文
の
一
節

29

﹁
審
美
学
を
修
め
ざ
れ
ば
批
評
は
成
る
ま
じ
き
も
の
に
て
候
は
ん
哉
﹂
を
め
ぐ
っ
て
の
発
言
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
審
美
学
を
否
定
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
審
美
批
評
を
前
面
に
押
し
出
し
、
も
っ
ぱ
ら
審
美
学
に
よ
る
標
準
の
確
立
を
目
指
し
て
い
た
﹃
志
が
ら
み
草
紙
﹄
時
代
の

鷗
外
と
は
、
明
ら
か
に
異
な
る
。
こ
う
し
た
審
美
学
重
視
の
姿
勢
が
後
退
し
た
点
に
、
鷗
外
が
︽
合
評
︾
形
式
に
向
か
っ
た
理
由
を
解
き
明
か

す
ひ
と
つ
の
鍵
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
明
治
二
十
年
代
の
文
学
界
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
批
評
家
が
、
自
分
の
展
開
す
る
批
評
行
為
に
つ
い
て
立
脚
点
な
り
裏
付
け

な
り
を
提
示
す
る
こ
と
を
、
宿
命
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
二
葉
亭
四
迷
の
﹁
小
説
の
是
非
を
評
せ
ん
に
は
、
我
に
定
義
な
か
る
可
ら
ず
。

さ
れ
ば
今
書
生
気
質
の
批
評
を
せ
ん
に
も
、
予
め
主
人
の
小
説
本
義
を
御
風
聴
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ず(

)

﹂
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
こ
と
を
如
実

13

に
物
語
っ
て
い
る
。
坪
内
逍
遙
の
実
証
主
義
美
学
、
森
鷗
外
の
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
を
は
じ
め
と
し
て
、
石
橋
忍
月
、
高
山
樗
牛
、
島
村
抱
月
と

並
べ
て
み
れ
ば
、
彼
ら
の
評
論
活
動
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
美
学
を
立
脚
点
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
明
治
二
十
年

代
の
批
評
家
た
ち
が
作
品
を
批
評
す
る
際
に
は
、
必
ず
そ
の
批
評
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
﹁
本
国
、
支
那
、
西
欧
の
種
々

の
審
美
学
的
分
子
﹂
が
飛
散
す
る
明
治
二
十
年
代
の
文
学
状
況
を
﹁
混
沌
た
る
文
学
世
界
﹂
と
呼
ん
だ
鷗
外
が
、
そ
の
混
沌
の
状
を
脱
す
る
た

め
に
﹁
邦
人
の
歌
論
と
支
那
人
の
詩
話
文
則
に
の
み
拠
る
べ
き
に
あ
ら
ず
西
欧
文
学
者
が
審
美
学
の
基
址
の
上
に
築
き
起
し
た
る
詩
学
︵
余
等

は
故
ら
に
﹁
レ
ト
リ
ツ
ク
﹂
の
語
を
避
け
た
り
︶
を
以
て
準
縄
と
な
す
こ
と
の
止
む
べ
か
ら
ざ
る(

)

﹂
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
批
評
活
動
に
お
い
て

14

﹁
評
論
の
評
論(

)

﹂
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
り
、
あ
く
ま
で
も
批
評
の
原
理
・
基
準
を
定
立
す
る
こ
と
に
終
始
し
た
事
実
、﹃
志
が
ら
み
草
紙
﹄
時

15

代
の
鷗
外
が
一
、
二
の
例
を
除
き
具
体
的
な
作
品
評
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
当
時
の
文
学
界
が
﹁
準
縄
﹂
す
な
わ
ち
標
準
を

要
求
し
て
い
た
こ
と
へ
の
鷗
外
な
り
の
対
応
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
文
学
の
鑑
賞
と
か
作
品

批
評
と
か
い
う
営
為
は
、
必
ず
し
も
美
学
と
い
う
客
観
的
法
則
や
原
理
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
享
受
者
側
の
主
体
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的
意
識
や
主
観
的
感
情
と
い
っ
た
き
わ
め
て
微
妙
な
要
素
の
介
在
を
必
然
的
に
伴
う
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
極
言
す
る
な
ら
ば
、
美
学
的
文
学

論
に
基
づ
く
﹁
準
縄
﹂
の
み
で
文
芸
批
評
は
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
鷗
外
は
、
文
学
評
論
活
動
を
開
始
し
た
当
初
か
ら
明
確
に
意
識
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
同
じ
文
学
評
論
の
分
野
で
石
橋

忍
月
や
内
田
不
知
庵
が
具
体
的
な
作
品
評
か
ら
出
発
し
、
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
個
々
の
作
品
に
対
す
る
発
言
を
繰
り
返
し
た
の
に
対
し
て
、
鷗

外
が
﹁
評
論
の
評
論
﹂
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
ほ
ぼ
貫
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
だ
。
鷗
外
は
、
審
美
学
と
い
う
客
観
則
の
み
に
よ
っ
て
個
々

の
文
学
作
品
を
批
評
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
、﹃
志
が
ら
み
草
紙
﹄
時
代
の
鷗
外
に
作
品
批
評

へ
の
道
を
回
避
さ
せ
、
審
美
学
と
い
う
客
観
則
に
よ
っ
て
勝
負
す
る
こ
と
の
で
き
る
﹁
評
論
の
評
論
﹂
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
ら
せ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、﹃
志
が
ら
み
草
紙
﹄
時
代
の
鷗
外
は
、﹁
西
欧
の
文
学
理
論
を
紹
介
す
る
啓
蒙
家
と
し
て
の
役
割(

)

﹂
に
徹
し
た
、
と
言
え
よ

16

う
。
鷗
外
が
﹁
基
準
に
そ
く
し
て
新
聞
や
雑
誌
に
発
表
さ
れ
る
お
び
た
だ
し
い
作
品
の
価
値
を
決
定
す
る
時
評
家
と
し
て
の
役
割(

)

﹂
を
発
揮
し

17

始
め
る
の
は
、﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
が
創
刊
さ
れ
る
明
治
二
十
九
︵
一
八
九
六
︶
年
一
月
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

﹁
三
人
冗
語
﹂
に
せ
よ
﹁
雲
中
語
﹂
に
せ
よ
、
役
者
評
判
記
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
成
立
し
、
以
後
明
治
に
至
る
ま
で
刊
行

さ
れ
続
け
た
名
物
評
判
記(

)

の
︽
問
答
に
よ
る
評
判
︾
と
い
う
基
本
的
な
型
を
ほ
ぼ
受
け
継
い
で
い
る
。
ま
ず
、﹁
頭
取
﹂
が
梗
概
を
述
べ
、
そ
の

18

後
﹁
ひ
い
き
﹂﹁
理
窟
﹂﹁
む
だ
口
﹂﹁
小
説
ず
き
﹂﹁
天
保
老
人
﹂
と
続
き
、
さ
ら
に
は
﹁
数
学
家
﹂﹁
邪
推
家
﹂﹁
穿
鑿
家
﹂﹁
冒
険
家
﹂
と
い
っ

た
思
い
が
け
な
い
人
物
も
登
場
し
、
そ
れ
ぞ
れ
設
定
さ
れ
た
人
物
の
趣
味
や
感
情
に
応
じ
た
意
見
を
述
べ
て
い
く
。
そ
こ
に
は
厳
し
い
批
評
精

神
と
い
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
個
性
的
で
諧
謔
性
に
富
ん
だ
既
成
大
家
達
の
気
ま
ま
な
放
談
会
と
い
っ
た
観
さ
え
あ

る
ほ
ど
で
、
と
き
に
は
揶
揄
・
皮
肉
・
冷
笑
に
終
始
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
依
田
学
海
と
推
定
さ
れ
る
﹁
天
保
老
人
﹂
は
、
以
下

に
引
用
す
る
﹁
雲
中
語
﹂
の
﹃
河
内
屋
﹄
合
評
︵﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
巻
之
十
一
、
明

・

︶
に
お
け
る
評
言
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

29

10

実
に
天
衣
無
縫
に
勧
善
懲
悪
を
説
い
て
い
る
。

老
人
は
陳
腐
と
い
は
れ
て
も
な
ん
と
い
は
れ
て
も
、
勧
善
懲
悪
が
主
意
だ
。
第
一
小
説
は
教
科
書
で
は
無
い
、
美
術
だ
と
い
ふ
け
れ
ど
も
、
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そ
れ
は
や
つ
ぱ
り
一
家
の
説
と
い
ふ
も
の
で
、
な
に
も
天
か
ら
命
令
が
下
て
是
非
小
説
は
勧
善
懲
悪
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
で
も
有
る
ま
い
、

又
仏
魯
独
三
国
同
盟
で
日
本
の
文
学
者
に
ど
う
で
も
小
説
は
善
を
懲
ら
し
悪
を
す
ゝ
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
で
も
あ
る
ま
い
。
縦
さ
う
い

ふ
と
も
老
人
は
日
本
男
児
だ
。
天
が
い
は
う
が
三
国
かマ

マ

い
は
う
が
き
か
ぬ
。

次
に
挙
げ
る
﹁
雲
中
語
﹂
の
﹃
鈴
舟
﹄
合
評
︵﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
巻
之
十
一
、
明

・

︶
に
お
け
る
﹁
諧
謔
家
﹂
の
審
美
批
評
を
茶
化
し
た

29

11

発
言
も
同
じ
例
で
あ
る
。

鈴
舟
は
傑
作
な
り
、
大
々
的
傑
作
な
り
。
こ
れ
を
佳
な
ら
ず
と
い
ふ
も
の
ゝ
如
き
は
、
オ
シ
ヤ
リ
コ
デ
ン
ベ
エ
氏
の
審
美
学
の
一
﹁
ペ
エ

ジ
﹂
も
窺
は
ざ
る
無
学
無
識
の
徒
の
み
。
氏
の
哲
学
第
二
巻
に
云
は
ず
や
。
茶
壷
に
追
は
れ
て
ト
ツ
ピ
ン
シ
ヤ
ン
と
。
鈴
舟
の
結
末
は
実

に
此
段
の
意
に
副
ふ
も
の
、
何
者
の
痴
漢
か
こ
れ
を
不
佳
と
せ
ん
。
ム
ナ
御
気
が
つ
か
れ
て
ざ
ふ
ら
う
か
。

鷗
外
が
文
芸
時
評(

)

と
も
言
う
べ
き
作
品
批
評
に
︽
合
評
︾
形
式
を
取
り
入
れ
た
理
由
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
の
創
刊

19

︵
明

・
１
︶
は
、
鷗
外
が
日
清
戦
争
、
台
湾
転
戦
か
ら
帰
還
し
て
三
ヵ
月
後
の
こ
と
で
あ
り
、
約
二
年
間
の
従
軍
に
よ
っ
て
文
学
的
思
索
や

29

表
現
活
動
の
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
鷗
外
に
と
っ
て
は
、
満
を
持
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
鷗
外
は
﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
発
行
に
つ
い
て
、

﹁
書
估
の
企
﹂
と
述
べ
、
緑
雨
、
紅
葉
、
露
伴
ら
と
の
﹁
は
か
な
き
烏
合
と
も
い
は
ゞ
い
へ
﹂
と
開
き
直
り
と
も
と
れ
る
言
を
残
し
て
い
る
が
、

﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
創
刊
号
は
当
時
の
文
芸
雑
誌
と
し
て
は
異
例
の
売
れ
行
き
を
示
し
た
。
明
治
二
十
九
︵
一
八
九
六
︶
年
二
月
十
七
日
付
け
高

浜
虚
子
宛
書
簡
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

︵
前
略
︶
め
さ
ま
し
草
巻
一
二
千
部
う
り
切
れ
再
版
中
事
務
は
盛
春
堂
主
人
に
あ
つ
か
は
せ
緑
雨
君
監
視
し
居
ら
れ
候

創
刊
号
が
﹁
二
千
部
売
り
切
れ
﹂
た
理
由
の
一
端
は
、
鷗
外
・
露
伴
・
緑
雨
三
名
に
よ
る
﹁
連
帯
責
任
を
も
つ
て
﹂
発
行
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
っ

た
点
に
加
え
、
三
名
の
合
議
に
よ
る
作
品
批
評
、︽
合
評
︾
と
い
う
企
画
が
目
を
引
い
た
点
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
合
議
に
よ

る
批
評
、
と
い
う
発
想
の
背
景
に
は
、
江
戸
時
代
の
藩
校
教
育
に
お
い
て
培
わ
れ
て
き
た
﹁
会
読
﹂
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
会
読
︵
＝
読
書
会
︶
は
、
江
戸
時
代
、
伊
藤
仁
斎
、
ま
た
荻
生
徂
徠
の
も
と
で
、
儒
学
の
学
修
の
た
め
に
本
格
的
に
始
ま
っ
た
。
そ
れ
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は
、
私
塾
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
国
の
藩
校
や
昌
平
坂
学
問
所
に
広
ま
り
、
儒
学
の
み
な
ら
ず
蘭
学
で
も
国
学
で
も
採
用
さ
れ
た
。
各
自
の

読
み
を
も
と
に
議
論
を
闘
わ
せ
る
会
読
は
、
参
加
者
が
対
等
な
関
係
を
結
ん
で
自
由
に
競
い
合
う
場
で
あ
り
、
他
者
の
意
見
を
認
め
受
け
入
れ

る
試
み
で
あ
り
、﹁
遊
び
﹂
の
空
間
で
も
あ
っ
た(

)

。
20

と
こ
ろ
で
、﹁
三
人
冗
語
﹂
に
せ
よ
﹁
雲
中
語
﹂
に
せ
よ
、
匿
名
に
よ
る
︽
合
評
︾
形
式
で
あ
る
が
故
の
批
評
効
果
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
た
と
え
ば
、﹁
三
人
冗
語
﹂
の
場
合
、
批
評
主
体
は
鷗
外
・
露
伴
・
緑
雨
の
︽
三
人
︾
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
︽
三
人
︾
が
そ
の
ま
ま
の

名
前
で
、
あ
る
い
は
素
顔
の
ま
ま
で
登
場
し
て
議
論
す
る
わ
け
で
は
な
い
。︽
三
人
︾
が
さ
ま
ざ
ま
に
仮
装
し
て
登
場
し
、
仮
装
し
た
人
物
の
立

場
か
ら
批
評
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
演
劇
的
構
造(

)

を
持
っ
た
︽
合
評
︾
な
の
で
あ
る
。

21

︽
三
人
︾
が
仮
装
す
る
人
物
は
、
批
評
対
象
で
あ
る
個
々
の
作
品
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
。
﹁
三
人
冗
語
﹂
全
五
巻
全
五
十
篇
の
作

品
評
に
登
場
す
る
仮
装
人
物
は
延
べ
六
十
名
を
越
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
、﹁
息
子
﹂﹁
束
髪
﹂﹁
文
学
通
﹂﹁
学
者
﹂﹁
医
学
士
﹂﹁
医
学
生
﹂﹁
教
師
﹂

﹁
若
旦
那
﹂﹁
学
生
﹂﹁
老
婆
﹂﹁
無
学
者
﹂﹁
す
ね
者
﹂﹁
隠
居
﹂﹁
洋
行
が
へ
り
﹂﹁
壮
士
﹂
﹁
通
り
も
の
﹂
﹁
通
が
り
﹂
﹁
む
す
め
﹂﹁
医
師
﹂﹁
歌

人
﹂﹁
新
体
詩
家
﹂﹁
軍
談
ず
き
﹂﹁
本
草
家
﹂﹁
江
戸
児
﹂
と
い
っ
た
具
合
で
、
当
時
の
現
実
社
会
の
各
界
・
各
層
に
亘
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

頻
出
す
る
人
物
、﹁
頭
取
﹂︵
＝
作
品
の
梗
概
紹
介
︶、﹁
ひ
い
き
﹂︵
＝
肯
定
的
見
解
︶、
﹁
悪
口
﹂︵
＝
否
定
的
見
解
︶、﹁
真
面
目
﹂︵
＝
正
論
︶、

﹁
さ
し
出
﹂︵
＝
ま
ぜ
か
え
し
︶、﹁
果
断
家
﹂︵
＝
寸
評
︶、﹁
理
窟
﹂︵
＝
考
証
・
論
証
に
よ
る
批
判
︶
、﹁
小
説
通
﹂︵
＝
技
術
評
︶
な
ど
が
﹁
三

人
冗
語
﹂
の
中
心
的
存
在
で
あ
り
、
批
評
の
き
っ
か
け
を
与
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
、︽
三
人
︾
の
批
評
主
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
・

意
見
・
批
評
を
出
し
合
う
の
み
な
ら
ず
、
現
実
社
会
の
各
界
・
各
層
に
存
在
し
得
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
に
仮
装
し
て
、
各
種
各
様
の
解
釈
・
意

見
・
判
断
を
集
約
的
に
提
示
す
る
形
の
ド
ラ
マ
に
仕
立
て
上
げ
た
結
果
、
一
見
伝
統
的
な
︽
合
評
︾
形
式
を
受
け
継
い
だ
か
に
思
わ
れ
た
﹁
三

人
冗
語
﹂
は
、
同
時
代
の
不
特
定
多
数
の
読
者(

)

の
側
に
立
っ
た
新
し
い
形
式
の
作
品
批
評
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、﹁
雲
中

22

語
﹂
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

﹁
三
人
冗
語
﹂
も
﹁
雲
中
語
﹂
も
発
言
者
を
特
定
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
く
、
鷗
外
の
批
評
方
法
な
り
批
評
視
点
な
り
を
帰
納
的
に
把
握
す
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る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
、
一
貫
す
る
特
徴
と
し
て
、
深
刻
小
説
・
観
念
小
説
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
こ
と
、
あ
く
ま
で
も
技
術
評
に
こ
だ

わ
り
、
内
面
的
批
評
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
文
学
を
審
美
の
枠
内
に
限
定
す
る
姿
勢
が
維

持
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
一
方
で
、︽
合
評
︾
形
式
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
つ
つ
、
審
美
的
批
評
を
揶
揄
す
る
評
者
や
批
評
を
批
評
主
体
の

問
題
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
に
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
評
者
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
鷗
外
的
立
場
を
相
対
化
さ
せ
、
文
学
批
評
の
相
対

性
を
認
め
る
方
向
へ
歩
を
進
め
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。﹁
雲
中
語
﹂
の
﹃
辰
巳
巷
談
﹄
合
評
︵﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
巻
之
二
十
八
、
明

・
31

５
︶
に
お
け
る
﹁
学
者
﹂
の
﹁
標
準
な
ど
を
担
ぎ
廻
は
る
評
者
は
か
う
い
ふ
も
の
に
逢
っ
て
は
言
句
も
出
ざ
る
べ
し
。
此
作
者
は
女
と
い
ふ
も

の
に
、
白
い
、
温
い
、
柔
な
一
面
と
、
凄
い
、
さ
つ
ぱ
り
し
た
、
つ
め
た
い
一
面
と
の
あ
る
の
を
認
め
て
、
そ
れ
を
種
々
の
形
に
実
現
さ
せ
て
、

而
し
て
己
れ
の
主
観
は
節
穴
よ
り
覗
く
如
く
、
壁
に
倚
り
て
聴
く
如
く
、
こ
れ
を
弄
ん
で
居
る
に
過
ぎ
ず
。
是
れ
科
学
的
批
評
な
り
。
是
れ
第

十
九
世
紀
、
否
第
二
十
世
紀
の
批
評
な
り
﹂
と
い
う
揶
揄
的
言
い
回
し
や
、﹁
雲
中
語
﹂
の
﹃
思
ひ
ざ
め
﹄
合
評
︵
﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
巻
之
二
十

六
、
明

・
２
︶
に
お
け
る
﹁
天
保
老
人
﹂
の
﹁
不
必
然
必
不
然
必
然
三
様
の
説
明
明
細
な
る
御
講
義
こ
と
に
〳
〵
感
服
の
至
也
。
併
し
人
情

31

風
俗
は
古
今
洋
和
同
し
か
ら
ず
。
今
の
人
情
を
以
て
昔
の
人
情
を
測
り
難
く
風
俗
に
至
り
て
猶
さ
ら
意
想
の
及
は
さ
る
ほ
と
の
異
同
あ
り
。
さ

れ
ば
必
然
と
い
ひ
て
も
彼
に
あ
り
て
は
必
然
な
る
も
我
に
あ
り
て
不
必
然
又
必
不
然
の
事
も
あ
り
﹂
と
い
う
一
節
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。︽
合

評
︾
と
い
う
自
由
な
雰
囲
気
の
中
で
、
鷗
外
は
次
第
に
文
学
批
評
の
相
対
性
を
認
め
る
方
向
へ
歩
を
進
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
巻
之
十
七
︵
明

・
５
︶
所
収
の
﹃
村
井
長
庵
巧
破
傘
﹄
か
ら
始
ま
っ
て
、﹃
好
色
一
代
女
﹄
﹃
水
滸
伝
﹄
﹃
浮
世
道
中
膝
栗

30

毛
﹄﹃
神
霊
矢
口
渡
﹄
な
ど
と
続
い
た
古
典
︽
合
評
︾
︱
﹁
標
新
領
異
録
﹂
は
、﹁
現
代
文
学
に
対
す
る
あ
き
た
ら
な
さ
か
ら
来
る
古
典
へ
の
回

帰
、
あ
る
い
は
現
代
文
学
の
衰
退
に
対
し
て
の
古
典
の
提
示
と
い
っ
た
啓
蒙
的
姿
勢(

)

﹂
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
発
言
は
文

23

学
批
評
の
相
対
性
を
認
め
る
傾
向
を
さ
ら
に
強
め
、
多
く
は
審
美
批
評
の
枠
組
か
ら
解
放
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
﹃
好
色
一
代
女
﹄
合
評

︵﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
巻
之
十
九
、
明

・
７
︶
の
中
で
は
、
評
価
の
視
点
を
﹁
審
美
上
の
価
値
と
、
文
学
史
上
の
価
値
と
開
明
史
上
の
価
値
と
﹂

30

の
三
点
に
絞
り
、﹁
審
美
上
の
価
値
﹂
を
﹁
詩
と
し
て
の
材
料
、
結
構
及
文
章
﹂
の
観
点
か
ら
評
す
る
の
み
な
ら
ず
、﹁
文
学
史
上
の
価
値
﹂
を
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﹁
同
世
以
下
の
文
壇
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
大
な
る
﹂
点
に
認
め
、﹁
開
明
史
上
の
価
値
﹂
に
つ
い
て
も
﹁
此
時
代
の
風
俗
人
情
を
探
ら
ん
と
す
る

人
に
は
西
鶴
の
書
、
所
謂
浮
世
草
子
位
多
く
資
料
を
与
へ
て
呉
れ
る
者
は
少
か
ら
う
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
批
評
の
対
象
が
古
典
作
品
の
せ
い
も

あ
ろ
う
が
、
批
評
の
視
点
が
多
角
化
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
続
く
﹃
水
滸
伝
﹄
合
評
︵
﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
巻
之
二
十
、
明

・
８
︶
で

30

は
、
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

其
他
水
滸
伝
の
性
質
上
に
は
、
猶
一
の
注
意
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
此
書
の
含
む
所
の
支
那
文
明
史
的
分
子
は
、
径
に
是
れ
支
那

社
会
的
分
子
だ
と
い
ふ
一
事
だ
。
別
言
す
れ
ば
宋
代
の
支
那
と
今
の
支
那
と
に
は
同
一
顕
象
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
此
書
中
に
影
を
印
し
て

居
て
、
随
つ
て
水
滸
伝
は
ど
こ
ま
で
も
特
殊
な
る
支○

那○

産○

た
る
こ
と
を
失
せ
ぬ
と
い
ふ
の
だ
。
支
那
に
は
何
故
に
疫
癘
凶
歉
氾
濫
が
相
継

い
で
至
る
か
。
支
那
の
官
府
は
何
故
に
こ
れ
を
防
遏
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
か
。
支
那
に
は
何
故
に
匪
徒
が
横
行
す
る
か
。
支
那
の
官
兵
は

何
故
に
こ
れ
を
蕩
平
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
か
。
こ
れ
は
宋
時
既
に
有
る
問
題
で
、
今
に
至
る
ま
で
未
だ
解
釈
せ
ら
れ
ぬ
。
私
は
水
滸
伝
を

読
む
ご
と
に
、
未
だ
曾
て
こ
れ
に
想
ひ
到
ら
ざ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
二
例
に
は
、
か
つ
て
の
現
実
の
レ
ベ
ル
と
芸
術
・
文
学
の
レ
ベ
ル
と
を
截
然
と
弁
別
す
る
姿
勢
は
も
は
や
な
く
、
歴
史
的
視
点
・
社
会

的
視
点
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
歴
史
的
視
点
・
社
会
的
視
点
に
立
っ
て
作
品
を
批
評
す
る
姿
勢
は
、﹁
金
色
夜
叉
上
中
下
篇
合
評
﹂︵﹃
藝
文
﹄
巻
第
二
、
明

・
８
︶

35

や
﹁
新
社
会
合
評
﹂︵﹃
萬
年
艸
﹄
巻
第
三
～
巻
第
四
、
明

・

～
明

・
２
︶
で
ひ
と
つ
の
頂
点
に
達
す
る
。﹁
金
色
夜
叉
上
中
下
篇
合
評
﹂

35

12

36

の
中
に
﹁
隠
流
﹂
の
名
で
登
場
し
た
鷗
外
は
、﹁
鴫
沢
宮
﹂
の
﹁﹁
自
ら
其
の
色
よ
き
を
知
﹂
つ
て
、
其
色
を
資
本
と
し
て
、
出
来
る
丈
の
栄
華

を
贏
ち
得
や
う
と
し
て
居
る
、
そ
の
思
想
の
全
体
﹂
を
﹁
十
九
世
紀
の
紀
末
か
ら
こ
の
か
た
の
世
間
﹂
の
思
潮
あ
る
い
は
﹁
全
世
界
の
現
時
代

の
思
想
﹂
を
﹁
或
る
方
面
か
ら
﹂
代
表
す
る
﹁
高
利
貸
的
思
想
﹂
と
見
な
し
、
ロ
ル
フ
が
﹃
道
徳
論
﹄
で
人
間
の
生
活
形
式
の
発
展
は
生
活
増

殖
競
争
の
成
果
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
は
﹁
不
屬
饜
﹂︵
あ
く
こ
と
を
し
ら
な
い
こ
と
︶
と
い
う
人
間
の
本
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
点
を
引
き
な

が
ら
、﹁
さ
う
し
て
見
る
と
、
R
O
L
P
H
の
哲
学
は
金
色
夜
叉
の
哲
学
で
、
紅
葉
君
の
小
説
は
不
屬
饜
の
小
説
だ
と
謂
つ
て
好
か
ら
う
﹂
と
評
し
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て
い
る
。
ま
た
、﹁
新
社
会
合
評
﹂
で
は
、
概
し
て
文
学
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
矢
野
龍
渓
の
﹃
新
社
会
﹄︵
大
日
本
図
書
株
式
会
社
、

明

・
７
︶
を
﹁
実
現
を
将
来
に
期
し
た
﹂﹁
一
の
社
会
小
説
︵
S
O
C
IA
L
E
R
R
O
M
A
N
︶﹂﹁
一
の
U
T
O
P
IA

ウ

ト

ピ

ア

﹂
と
し
、﹁
小
説
体
を
具
へ
た
一

35
著
述
の
理
想
上
内
容
に
立
ち
入
つ
て
云
々
す
る
の
が
、
全
く
不
当
だ
と
い
ふ
訣わ

け

も
無
か
ら
う
で
は
厶
り
ま
せ
ぬ
か
﹂
と
こ
と
わ
っ
た
上
で
、
作

品
内
に
説
か
れ
て
い
る
社
会
政
策
や
思
想
を
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
る
。
と
く
に
、
こ
の
﹁
新
社
会
合
評
﹂
に
つ
い
て
は
、︽
合
評
︾
の
対
象
と

し
て
﹃
新
社
会
﹄
を
選
択
し
て
い
る
点
に
﹁
小
倉
時
代
に
は
じ
ま
っ
た
、
国
の
あ
り
よ
う
を
対
象
化
す
る
思
想
的
な
ひ
ろ
が
り(

)

﹂
を
見
る
こ
と
も

24

で
き
る
が
、
鷗
外
は
、
こ
の
時
点
で
、
審
美
的
批
評
の
呪
縛
か
ら
ほ
ぼ
完
全
に
脱
け
出
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
主
に
﹃
め
さ
ま
し
草
﹄﹃
藝
文
﹄﹃
萬
年
艸
﹄
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
た
︽
合
評
︾
は
、
当
時
の
文
壇
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
、
ひ
と
つ
の
時
代
を
画
し
得
た
。
ま
た
、
鷗
外
自
身
は
、
こ
の
︽
合
評
︾
を
通
し
て
、
和
漢
の
古
典
か
ら
当
代
の
作
品
に
ま
で
多
面

的
に
触
れ
な
が
ら
、
彼
の
初
期
文
学
評
論
活
動
に
お
け
る
大
き
な
特
徴
で
あ
っ
た
審
美
的
標
準
主
義
一
辺
倒
の
姿
勢
を
改
め
、
関
心
の
幅
を
広

げ
た
。
そ
れ
は
、﹁
十
九
世
紀
の
終
り
で
二
十
世
紀
の
初
め
と
い
ふ
限
界
線
の
上
に
立
つ
て
居
る
﹂
者
と
し
て
﹁
こ
れ
か
ら
先
の
二
十
世
紀
の
世

界
の
芸
術
は
ど
う
な
る
だ
ら
う
か
﹂
と
い
う
思
い
を
抱
き
つ
つ
、﹁
ど
の
時
代
、
ど
の
国
の
古
い
作
を
で
も
充
分
に
研
究
し
て
、
そ
の
上
で
す
な

ほ
に
積
極
に
新
し
い
芸
術
を
産
み
出
す(

)

﹂
と
い
う
考
え
の
実
践
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
に
発
揮
さ
れ
た
多
面
的
な
関
心
は
、
明
治
四

25

十
年
代
の
多
様
な
口
語
体
小
説
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
。

註
︵

︶
﹃
志
が
ら
み
草
紙
﹄
は
明
治
二
十
二
︵
一
八
八
九
︶
年
十
月
二
十
五
日
の
創
刊
。
明
治
二
十
七
︵
一
八
九
四
︶
年
八
月
、
第
五
十
九
号
で
廃
刊
と
な
っ

１
た
。

︵

︶
﹁
鷸
翮
掻
﹂
の
批
評
対
象
は
広
範
囲
に
わ
た
る
。
小
説
、
詩
、
戯
曲
、
演
劇
、
漢
詩
、
言
語
、
絵
画
、
審
美
学
、
そ
の
他
、
多
岐
に
わ
た
り
、
全
部

２
で
一
五
四
項
目
を
取
り
上
げ
、﹁
芸
術
時
評
﹂
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
小
説
の
主
な
も
の
は
、﹃
海
城
発
電
﹄﹃
化
銀
杏
﹄︵
泉
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鏡
花
︶、﹃
炭
焼
の
烟
﹄﹃
海
獵
船
﹄︵
江
見
水
蔭
︶、﹃
琵
琶
伝
﹄﹃
取
舵
﹄︵
尾
崎
紅
葉
︶、﹃
わ
か
れ
道
﹄﹃
十
三
夜
﹄﹃
や
み
夜
﹄
﹃
大
つ
ご
も
り
﹄︵
樋
口

一
葉
︶、﹃
さ
ゝ
舟
﹄﹃
僥
倖
﹄︵
幸
田
露
伴
︶、﹃
書
記
官
﹄﹃
大
尉
少
尉
﹄︵
川
上
眉
山
︶、﹃
亀
さ
ん
﹄﹃
ひ
と
り
娘
﹄︵
広
津
柳
浪
︶
、﹃
無
名
草
﹄︵
田
山
花

袋
︶、﹃
看
護
婦
﹄︵
小
栗
風
葉
︶、﹃
風
流
紙
屑
買
﹄︵
水
谷
不
倒
︶、﹃
桐
一
葉
﹄︵
坪
内
逍
遙
︶、﹃
密
告
﹄︵
塚
原
渋
柿
園
︶
な
ど
。
小
説
を
取
り
上
げ
る

場
合
、
初
め
に
ま
ず
そ
の
作
品
の
梗
概
を
紹
介
し
、
最
後
に
寸
評
を
述
べ
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
作
品
の
梗
概
を
紹
介
す
る
こ
と
に
つ
い
て
鷗
外
は
、

﹁
小
説
戯
曲
等
の
批
評
に
そ
の

筋
フ
ア
ア
ベ
ル

を
略
叙
す
る
は
、
其
書
を
読
む
に
先
だ
ち
て
、
其
評
を
読
ま
ん
人
に
対
す
る
必
要
な
る
注
意
な
り
﹂︵﹁
く
さ
〴
〵

︵
二
︶﹂
明

・
４
・

稿
︶
と
述
べ
、
寄
せ
ら
れ
た
批
判
﹁
鷸
翮
掻
は
梗
概
に
し
て
批
評
に
非
ず
﹂
に
対
し
て
﹁
是
れ
鷸
翮
掻
に
梗
概
を
見
て
批
評
を

29

15

見
ざ
る
も
の
な
る
に
過
ぎ
ず
﹂﹁
審
美
と
は
さ
や
う
に
む
つ
か
し
き
も
の
に
非
ず
﹂︵﹁
く
さ
〴
〵
︵
三
︶﹂
明

・
５
・

稿
︶
と
軽
く
受
け
流
し
、
大

29

18

仰
な
批
評
を
お
こ
な
う
意
志
の
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

︵

︶
﹁
雲
中
語
﹂
と
平
行
し
て
連
載
さ
れ
た
。﹁
帰
休
庵
﹂
の
署
名
で
掲
載
さ
れ
た
﹁
再
び
性
格
に
就
き
て
﹂﹁
又
太
陽
記
者
と
ハ
ル
ト
マ
ン
と
﹂﹁
十
三
代

３
集
と
百
錬
抄
と
﹂﹁
と
も
の
と
﹂﹁
続
鞆
音
﹂﹁
罔
極
旋
行
﹂﹁
続
々
鞆
音
﹂
の
七
編
が
鷗
外
に
よ
る
評
論
で
あ
る
。
鷗
外
以
外
の
も
の
は
巻
之
十
﹁
か
ぜ

の
お
と
﹂︵
正
太
夫
︶﹁
す
て
ぜ
り
ふ
﹂︵
三
木
竹
二
︶
と
巻
之
十
三
﹁
珍
し
き
人
か
な
﹂︵
正
太
夫
︶
の
三
編
。

︵

︶
無
署
名
で
掲
載
さ
れ
た
作
品
寸
評
。
対
象
と
し
た
作
品
は
六
十
編
で
ほ
と
ん
ど
後
世
に
名
が
残
っ
て
い
な
い
作
家
の
も
の
で
る
。

４
︵

︶
坪
内
逍
遙
作
﹃
桐
一
葉
﹄
評
︵﹁
鷸
翮
掻
﹂
︱
﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
巻
之
二
、
明

・
２
︶
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
ま
ず
、
鷗
外
は
、
こ
の
戯
曲

５

29

の
お
も
な
葛
藤
を
記
述
し
、
つ
い
で
そ
の
解
決
の
次
第
を
追
っ
て
、
結
局
、
こ
の
戯
曲
が
、
悲
壮
の
曲
で
は
な
く
、
悲
哀
の
曲
で
あ
る
と
の
断
を
下
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
、﹁
美
の

変

化

モ
ヂ
フ
イ
カ
チ
オ
ン

の
上
よ
り
見
た
る
桐
一
葉
﹂
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
の
分
類
を
そ
の
ま
ま

適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

︵

︶
磯
貝
英
夫
﹃
森
鷗
外
︱
明
治
二
十
年
代
を
中
心
に
︱
﹄︵
明
治
書
院
、
昭

・

︶

６

54

12

︵

︶
﹃
無
想
小
説
、
観
念
小
説
、
没
想
小
説
﹄︵﹁
鷸
翮
掻
﹂
︱
﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
巻
之
二
、
明

・
１
︶

７

29

︵

︶
田
山
花
袋
﹃
東
京
の
三
十
年
﹄︵
博
文
館
、
大
６
・
６
︶

８
︵

︶
田
山
花
袋
﹃
東
京
の
三
十
年
﹄︵
博
文
館
、
大
６
・
６
︶

９
︵

︶
田
山
花
袋
﹃
近
代
の
小
説
﹄︵
近
代
文
明
社
、
大

・
２
︶

10

12

︵

︶
成
瀬
正
勝
﹁﹃
め
さ
ま
し
草
﹄﹂︵﹁
文
学
﹂
昭

・
７
︶

11

30
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︵

︶
た
と
え
ば
、
泉
鏡
花
の
﹃
海
城
発
電
﹄
に
対
し
て
は
﹁
兵
站
に
勤
む
る
救
護
員
の
上
も
、
部
隊
に
隷
す
る
軍
役
夫
の
上
も
、
現
実
的
に
真
な
ら
ざ
る

12
こ
と
は
論
な
く
、
又
理
想
的
に
真
な
ら
ん
こ
と
も
覚
束
な
く
や
あ
ら
ん
﹂︵﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
巻
之
一
、
明

・
１
︶
と
評
し
、
広
津
柳
浪
の
﹃
亀
さ
ん
﹄

29

に
つ
い
て
は
﹁
柳
浪
嗜
痂
の
癖
は
、
毎
に
其
作
を
し
て
病
歴
た
ら
し
む
残
菊
よ
り
亀
さ
ん
に
至
り
て
、
そ
の
傾
向
未
だ
変
ぜ
ず
。
描
写
い
よ
〳
〵
微
に

入
り
て
、
そ
の
叙
す
る
と
こ
ろ
い
よ
〳
〵
医
書
中
の
実
録
に
近
づ
く
。
柳
浪
が
形
式
上
の
成
功
は
そ
の
想
髄
上
の
迷
惑
を
し
て
い
よ
〳
〵
目
立
た
し
む

る
も
の
な
り
。
わ
れ
は
才
子
柳
浪
の
た
め
に
、
そ
の
才
を
用
ゐ
る
こ
と
の
徒
為
に
属
す
る
を
惜
む
﹂︵﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
巻
之
二
、
明

・
２
︶
と
評
し

29

て
い
る
。
樋
口
一
葉
の
﹃
わ
か
れ
道
﹄
に
対
す
る
﹁
作
者
一
葉
樋
口
氏
は
処
女
に
め
づ
ら
し
き
閲
歴
と
観
察
と
を
有
す
る
人
と
覚
ゆ
。
筆
路
は
暢
達
人

に
超
え
た
り
﹂︵﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
巻
之
一
、
明

・
１
︶
や
﹃
や
み
夜
﹄
に
対
す
る
﹁
こ
の
小
説
は
一
た
び
或
る
日
刊
新
聞
に
見
え
し
旧
稿
な
り
と
い

29

ふ
。
さ
れ
と
其
文
に
は
、
今
の
健
筆
の
お
も
影
早
く
あ
ら
は
れ
た
り
﹂︵﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
巻
之
一
、
明

・
１
︶
と
い
う
評
言
、
あ
る
い
は
、
幸
田
露

29

伴
の
﹃
さ
ゝ
舟
﹄
に
対
す
る
﹁
露
伴
が
作
は
心
を
潜
め
て
研
究
す
る
価
あ
る
も
の
な
れ
ば
、
わ
れ
は
こ
ゝ
に
此
大
作
の
一
片
を
見
て
、
軽
々
し
く
評
す

る
こ
と
を
敢
て
せ
ず
﹂︵﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
巻
之
二
、
明

・
２
︶
と
い
っ
た
評
言
な
ど
に
見
ら
れ
る
好
意
的
言
い
回
し
と
は
、
ず
い
ぶ
ん
異
な
っ
て
い

29

る
。

︵

︶
冷
々
亭
主
人
＝
二
葉
亭
主
人
﹁
小
説
總
論
﹂︵﹃
中
央
学
術
雑
誌
﹄
明

・
４
・

︶

13

19

10

︵

︶
﹁﹁
志
が
ら
み
草
紙
﹂
の
本
領
を
論
ず
﹂︵﹃
評
論
文
學

志
が
ら
み
草
紙
﹄
明

・

・

︶

14

22

10

25

︵

︶
吉
田
精
一
は
﹁
評
論
の
系
譜

・
森
鷗
外
一
﹂︵﹃
解
釈
と
鑑
賞
﹄
昭

・
５
︶
の
中
で
、﹁
文
学
面
に
お
け
る
彼
の
評
論
の
目
的
と
し
た
と
こ
ろ
は
、

15

47

46

批
評
や
文
学
論
の
混
乱
を
整
理
し
、
限
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
﹁
評
論
の
評
論
﹂﹁
認
識
の
認
識
﹂
が
目
標
だ
っ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
。﹃
志

が
ら
み
草
紙
﹄
初
期
の
評
論
、
た
と
え
ば
﹁
演
劇
改
良
論
者
の
偏
見
に
驚
く
﹂︵
明

・

︶
を
は
じ
め
と
し
て
﹁
再
び
劇
を
論
じ
て
世
の
評
家
に
答
ふ
﹂

22

10

︵
明

・

︶﹁
演
劇
場
裏
の
詩
人
﹂︵
明

・
２
︶﹁
現
代
諸
家
の
小
説
論
を
読
む
﹂︵
明

・

︶﹁
明
治
二
十
二
年
批
評
家
の
詩
眼
﹂
︵
明

・
１
︶

22

12

23

22

11

23

な
ど
を
見
る
と
、
評
論
を
対
象
と
し
て
多
角
的
な
問
題
を
取
り
上
げ
、
説
得
的
な
論
調
で
明
確
な
意
見
を
提
示
し
て
い
る
。

︵

︶
前
田
愛
﹁
斎
藤
緑
雨
﹂︵﹃
言
論
は
日
本
を
動
か
す

第
八
巻

コ
ラ
ム
で
批
判
す
る
﹄
講
談
社
、
昭

・

︶

16

65

12

︵

︶
註
︵

︶
に
同
じ
。

17

16

︵

︶
中
野
三
敏
﹃
江
戸
名
物
評
判
記
﹄︵
岩
波
新
書
、
昭

・
９
︶
に
よ
れ
ば
、
宝
暦
四
︵
一
七
五
四
︶
年
刊
の
﹃
千
石
篩
﹄
が
そ
の
始
ま
り
と
い
う
。
そ

18

60

し
て
こ
の
書
は
ま
た
、﹁
意
図
的
に
行
わ
れ
た
小
説
時
評
の
、
お
そ
ら
く
日
本
に
お
け
る
最
初
の
も
の
﹂
で
も
あ
っ
た
。
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︵

︶
谷
沢
永
一
は
、﹁
文
芸
時
評
に
つ
い
て
﹂︵﹃
読
売
新
聞
﹄
平

・

・

︶
に
お
い
て
、﹁
文
芸
時
評
﹂
と
い
う
呼
称
が
登
場
し
た
最
初
は
﹁
明
治
三

19

17

11

17

十
三
年
十
二
月
号
﹂
の
﹃
太
陽
﹄
に
掲
げ
ら
れ
た
﹁
予
告
﹂
で
あ
り
、﹁
文
芸
時
評
﹂
が
実
際
に
常
設
さ
れ
た
の
は
﹁
明
治
三
十
九
年
五
月
六
日
﹂
の
﹃
読

売
新
聞
﹄﹁
日
曜
付
録
﹂
に
お
い
て
で
あ
り
、
執
筆
者
は
正
宗
白
鳥
で
あ
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
谷
沢
の
指
摘
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、﹁
文
芸
時
評
﹂

と
い
う
呼
称
が
は
じ
め
て
登
場
す
る
四
年
前
の
時
点
で
、
す
で
に
鷗
外
は
﹁
時
評
﹂
家
と
し
て
の
面
目
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

︵

︶
前
田
勉
﹃
江
戸
の
読
書
会
︱
会
読
の
思
想
史
﹄
平
凡
社
、

・

・

︶。
儒
学
の
読
書
方
法
に
注
目
す
る
前
田
は
、
生
徒
た
ち
が
対
等
な
立
場
で
、

20

2012

10

15

相
互
に
討
論
し
な
が
ら
テ
キ
ス
ト
を
読
み
合
う
読
書
方
法
が
江
戸
時
代
、
藩
校
や
私
塾
の
中
で
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
、
活
発
な
討
論
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
事
実
を
取
り
上
げ
、江
戸
時
代
の
会
読
す
る
読
書
集
団
の
中
か
ら
明
治
時
代
の
政
治
的
討
論
の
場
が
生
ま
れ
て
く
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

︵

︶
た
と
え
ば
、
田
山
花
袋
の
﹃
断
流
﹄
に
対
す
る
合
評
︵﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
巻
之
三
、
明

・
３
︶
で
は
、
ま
ず
﹁
頭
取
﹂
と
称
す
る
人
物
が
作
品
の
梗

21

29

概
を
紹
介
し
、
つ
い
で
﹁
贔
負
﹂
な
る
人
物
が
こ
れ
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
と
、﹁
理
窟
﹂
な
る
人
物
が
題
名
に
つ
い
て
考
証
的
に
批
判
し
、
そ
れ
を
﹁
む

だ
口
﹂
な
る
人
物
が
茶
化
す
、
そ
し
て
﹁
小
説
ず
き
﹂
な
る
人
物
が
小
説
技
術
を
讃
え
る
と
、﹁
悪
口
﹂
な
る
人
物
が
否
定
的
評
価
を
下
す
、
と
い
う
形

で
進
行
し
、
以
下
、
次
々
に
、﹁
さ
し
出
﹂﹁
法
律
家
﹂﹁
批
評
家
﹂﹁
文
法
家
﹂
ら
が
登
場
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
批
評
主
体
は
︽
三
人
︾
で
あ
る
が
、

結
果
的
に
は
、
仮
装
人
物
十
名
の
評
言
が
交
錯
し
、
対
立
し
、
奥
行
き
の
あ
る
︽
合
評
︾
世
界
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

︵

︶
﹁
名
物
評
判
記
﹂
に
お
け
る
﹁
開
口
﹂
に
相
当
す
る
﹁
三
人
冗
語
﹂
の
序
詞
︵﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
巻
之
三
、
明

・
３
︶
に
は
、﹁
ほ
む
る
も
あ
れ
ば

22

29

謗
る
も
あ
り
感
に
た
へ
て
の
涙
を
こ
ぼ
し
て
あ
り
が
た
が
る
あ
り
腹
を
抱
へ
て
こ
れ
は
と
笑
ひ
出
す
も
あ
り
こ
れ
で
は
済
む
ま
い
済
み
ま
す
ま
い
と
む

づ
か
し
い
顔
し
て
怒
る
も
あ
る
は
小
説
と
い
ふ
よ
い
も
の
を
読
ん
で
の
後
の
分
別
な
り
人
さ
ま
〴
〵
の
お
も
ひ
〳
〵
も
つ
ま
り
は
読
ん
だ
あ
ま
り
の
わ

ざ
く
れ
に
過
ぎ
ね
ば
何
と
云
は
う
と
も
別
に
仔
細
の
あ
る
こ
と
な
ら
ぬ
三
人
冗
語
は
じ
ま
り
〳
〵
﹂
と
あ
り
、
明
確
な
読
者
意
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。

︵

︶
大
屋
幸
世
﹁︿
末
流
文
壇
﹀
と
い
う
状
況
︱
﹃
雲
中
語
﹄
の
世
界
︱
﹂︵﹃
文
学
﹄
昭

・
８
︶。
大
屋
は
﹁
雲
中
語
﹂
の
﹁
世
界
を
検
討
す
る
作
業
﹂

23

61

を
通
し
て
﹁
明
治
三
十
年
代
始
ま
り
の
小
説
壇
の
末
流
の
相
を
問
う
て
見
た
い
﹂
と
し
て
お
り
、
そ
こ
で
の
指
摘
に
は
示
唆
的
な
も
の
が
多
い
。

︵

︶
磯
貝
英
夫
﹃
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
①

森
鷗
外
﹄︵
角
川
書
店
、
昭

・
８
︶

24

56

︵

︶
﹁
潦
休
録
﹂︵﹃
歌
舞
伎
﹄
４
、
明

・
３
︶

25

33

＊

引
用
は
初
出
に
よ
っ
た
。
な
お
、
適
宜
現
行
の
字
体
・
書
体
に
改
め
た
。

︵
文
学
部
・
文
学
研
究
科
教
授
︶
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︹
付
記
︺

本
稿
は
、
愛
知
淑
徳
大
学
研
究
助
成
︵
研
究
期
間
：
二
年
間
、
平
成

年
度
～
平
成

年
度
︶
に
よ
る
共
同
研
究
﹁
近
現
代
日
本
に
お
け

24

25

る
批
評
精
神
の
変
遷
﹂
の
成
果
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

─ 32 ─


