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１ 

作
家
と
原
稿
料

　

作
家
と
原
稿
料
と
は
、
実
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ヴ
な
関
係
に
あ
る
。
原
稿
料

を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
創
作
活
動
は
時
と
し
て
蔑
視
の
対
象
と
な
る
一

方
で
、
作
家
た
ち
に
よ
る
原
稿
料
へ
の
言
及
に
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
た

と
え
ば
、
武
林
夢
想
庵
﹁
性
慾
の
触
手
﹂︵﹃
改
造
﹄
一
九
二
二
年
四
月
︶
な
ど

は
、
小
説
の
冒
頭
で
︿
い
よ

く
食
へ
な
く
な
つ
た
ら
、
そ
の
時
こ
そ
は

文
章
を
売
つ
て
糊
口
を
維
が
う
と
、
甚
だ
横
着
か
も
し
れ
な
い
が
、
二
十

年
前
か
ら
マ
キ
シ
マ
ム
の
高
を
括
つ
て
ゐ
た
。
そ
の
時
が
来
た
の
だ
。﹀と
、

原
稿
料
の
た
め
に
書
く
こ
と
が
堂
々
と
宣
言
さ
れ
た
う
え
で
、
物
語
が
語

ら
れ
始
め
る
。
夢
想
庵
が
小
説
家
と
し
て
文
壇
の
注
目
を
集
め
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
語
り
手
の
︿
私
﹀
は
親
子
三
人
が
生

活
し
て
い
く
た
め
に
は
一
月
三
百
円
が
必
要
と
考
え
、︿
三
百
円
と
云
ふ

と
、
一
日
十
円
だ
。
一
枚
四
百
字
詰
の
原
稿
が
、
必
ず
一
円
宛
に
売
れ
る

も
の
と
し
て
、
一
日
十
円
の
金
を 

が
う
と
す
る
と
、
い
や
で
も
応
で
も

日
に
十
枚
の
原
稿
は
書
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
﹀
と
い
う
決
心
を
す
る
。
こ

こ
で
は
す
で
に
創
作
は
生
き
て
い
く
た
め
の
労
働
で
あ
り
、
原
稿
料
は
そ

の
労
働
の
対
価
と
い
う
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、﹁
性
慾
の
触
手
﹂
の
︿
私
﹀
が
見
込
ん
だ
、
一
枚
四
百
字

・

詰
の
原
稿
に
つ
き
一
円
と
は
、
当
時
の
原
稿
料
の
相
場
と
し
て
は
ど
の
程

度
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
大
正
五
年
︵
一
九
一
六
年
︶
の
﹃
文
章
倶
樂
部
﹄

九
月
号
に
は
﹁
原
稿
料
も
の
が
た
り
﹂
と
題
さ
れ
た
明
治
以
降
の
作
家
の

原
稿
料
に
つ
い
て
書
か
れ
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

大
正
五
年
時
に
お
い
て
は
森
�
外
、
夏
目
漱
石
、
島
崎
藤
村
、
田
山
花
袋
、

徳
田
秋
聲
、
正
宗
白
鳥
な
ど
が
最
も
原
稿
料
の
高
い
ク
ラ
ス
で
一
枚
一
円

五
十
銭
〜
二
円
、
そ
の
下
に
八
、
九
十
銭
〜
一
円
五
十
銭
ま
で
の
ク
ラ
ス
、

さ
ら
に
そ
の
下
に
四
、
五
十
銭
で
書
く
新
進
作
家
の
ク
ラ
ス
と
い
う
ふ
う

に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
に
照
ら
す
な
ら
、
デ
ビ
ュ
ー
前
の
作
家
で

あ
る
︿
私
﹀
が
期
待
す
る
一
枚
一
円
と
い
う
原
稿
料
は
や
や
高
望
み
な
要

求
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
記
事
の
二
年
後
、
第
一
次
世
界
大
戦
末
期
の
大
正
七
年
︵
一
九
一
八

年
︶
、
物
価
騰
貴
に
よ
る
深
刻
な
生
活
難
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
中
、
近
松
秋

江
は
﹃
時
事
新
報
﹄︵
一
月
一
二
日
、
一
三
日
︶
紙
上
で
自
身
の
生
活
に
も
直

結
す
る
問
題
と
し
て
、
作
家
が
取
る
原
稿
料
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

秋
江
は
物
価
騰
貴
の
例
と
し
て
、
一
個
二
銭
で
あ
っ
た
握
り
寿
司
が
三
銭

に
、
風
呂
代
が
三
銭
か
ら
四
銭
に
、
下
宿
の
炭
代
が
十
四
銭
か
ら
二
十
銭

に
上
が
っ
た
と
細
か
に
そ
れ
ら
を
挙
げ
な
が
ら
、︿
た
ゞ
一
つ
高
く
な
ら

な
い
も
の
は
し
が
な
い
稼
業
の
文
士
の
露
の
命
を
繋
ぐ
小
説
そ
の
他
の
原

大　
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稿
料
ば
か
り
で
あ
る
﹀
と
嘆
き
、︿
今
日
博
文
館
や
春
陽
堂
の
如
き
堂
々
た

る
老
舗
の
雑
誌
に
載
す
る
小
説
一
枚
の
原
稿
料
が
一
円
以
上
出
せ
な
い
と

い
ふ
の
は
、
書
肆
自
身
と
し
て
も
自
家
の
看
板
に
対
し
恥
づ
べ
き
こ
と
で

あ
ら
う
﹀
と
原
稿
料
の
値
上
げ
を
訴
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
と
き
に

な
る
と
一
枚
一
円
と
い
う
原
稿
料
は
世
間
の
物
価
と
の
釣
り
合
い
か
ら
す

る
と
、
相
当
に
安
い
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

だ
が
、
秋
江
の
こ
の
切
な
る
要
求
は
そ
れ
ほ
ど
時
を
措
か
ず
に
叶
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
大
正
九
年
︵
一
九
二
〇
年
︶
一
月
発
行
の﹃
文
章
倶
樂
部
﹄

に
掲
載
さ
れ
た
Ｉ
Ｍ
生
﹁
原
稿
料
の
話
﹂
に
よ
れ
ば
、︿
大
正
八
年
の
物

価
騰
貴
で
、
文
士
の
原
稿
料
が
ず
つ
と
上
﹀
が
り
、︿
一
二
年
前
一
円
の

も
の
は
殆
ど
二
円
に
な
﹀
り
、︿
今
日
一
枚
三
円
は
さ
う
好
い
値
段
で
な

い
﹀
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
出
版

界
は
好
景
気
の
時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。﹁
性
慾
の
触
手
﹂
の
︿
私
﹀

が
語
る
現
在
が
、
作
品
の
発
表
さ
れ
た
大
正
十
一
年
︵
一
九
二
二
年
︶
頃
だ

と
す
れ
ば
、︿
私
﹀
の
見
立
て
は
先
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
か
な
り
控
え
目

な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
慎
重
な
見
通
し
で
あ
る
と
同
時

に
、
自
身
の
文
学
の
価
値
に
対
す
る
謙
遜
と
も
と
れ
る
。

　

芥
川
龍
之
介
の
﹁
十
圓
札
﹂︵﹃
改
造
﹄
一
九
二
四
年
九
月
︶
も
、
原
稿
料
の

話
題
に
触
れ
な
が
ら
、
文
学
と
金
銭
の
問
題
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
芥

川
作
品
の
中
に
は
堀
川
保
吉
と
呼
ば
れ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
登
場
す
る
、

俗
に
﹁
保
吉
も
の
﹂
と
呼
ば
れ
る
小
説
が
十
編
存
在
す
る
。﹁
十
圓
札
﹂

も
そ
の
中
の
一
篇
と
し
て
数
え
ら
れ
る
。﹁
魚 
河
岸 
﹂︵﹃
婦
人
公
論
﹄
一
九
二

　
　

︵
１
︶

二
年
八
月
︶
に
始
ま
る
こ
の
一
連
の
作
品
群
は
、﹁
大
導
寺
信
輔
の
半
生
﹂

︵﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
二
四
年
一
二
月
︶
や
﹁
海
の
ほ
と
り
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
二

五
年
九
月
︶﹁
蜃
気
楼
﹂︵
﹃
婦
人
公
論
﹄
一
九
二
七
年
三
月
︶
な
ど
に
先
立
つ
私
小

説
的
な
作
品
と
し
て
理
解
さ
れ
、
芥
川
文
学
の
変
遷
を
語
る
際
に
は
言
及

さ
れ
る
も
の
の
、
個
々
の
作
品
が
採
り
あ
げ
ら
れ
、
論
じ
ら
れ
る
機
会
は

あ
ま
り
な
か
っ
た
。
殊
に
﹁
十
圓
札
﹂
に
は
そ
の
傾
向
が
強
い
。
取
る
に

足
り
な
い
小
説
︱
︱
そ
れ
が
こ
の
作
品
に
対
す
る
率
直
な
評
価
だ
ろ
う
。

芥
川
は
、
大
正
十
三
年
︵
一
九
二
四
年
︶
八
月
二
十
六
日
付
の
室
生
犀
星
宛

書
簡
に
︿
改
造
の
は
全
然
失
敗
し
不
愉
快
に
消
光
い
た
し
居
候
﹀
と
記
し

て
お
り
、
生
前
こ
の
作
品
を
単
行
本
に
収
録
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

﹁
十
圓
札
﹂
の
出
来
に
つ
い
て
は
、
同
年
十
月
八
日
付
瀧
井
孝
作
宛
書
簡
に

︿
十
圓
札
は
後
半
二
三
時
間
中
に
落
筆
を
い
そ
が
れ
、
ど
う
も
自
信
な
し
﹀

と
あ
り
、
編
集
者
に
脱
稿
を
急
か
さ
れ
た
た
め
、
自
身
で
納
得
の
い
く
ま

で
書
き
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
内
幕
を
覗
い
て
み
る
と
、
こ
の
作
品
は
出
版
制
度
の
制
限
の

中
で
制
作
さ
れ
た
、
ま
さ
に
売
文
を
体
現
し
た
小
説
だ
と
い
え
る
。
そ
も

そ
も
こ
の﹁
保
吉
も
の
﹂と
呼
ば
れ
る
作
品
群
に
共
通
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

で
あ
る
堀
川
保
吉
に
つ
い
て
は
、︿
保
吉
は
三
十
に
な
つ
た
ば
か
り
で
あ

る
。
そ
の
上
あ
ら
ゆ
る
売
文
業
者
の
や
う
に
、
目
ま
ぐ
る
し
い
生
活
を
営

ん
で
ゐ
る
。﹀︵
﹁
お
時
儀
﹂﹃
女
性
﹄
一
九
二
三
年
一
〇
月
︶
と
あ
る
よ
う
に
、︿
売

文
業
者
﹀
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
売
文
に
つ
い
て
書
か
れ

た
小
説
が
す
で
に
売
文
的
条
件
の
中
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う

し
た
自
己
言
及
的
な
構
造
も
含
め
て
こ
の
小
説
を
売
文
小
説
た
ら
し
め
て

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
下
、
本
稿
で
は
﹁
十
圓
札
﹂
を
大
正
期
の
文
学
を
め
ぐ
る
出
版
状
況

を
背
景
に
読
む
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
窺
え
る
文
学
と
金
銭
の
関
係
を
考
察
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し
、
こ
の
小
説
が
売
文
に
対
し
批
評
的
な
審
級
を
作
中
に
導
入
し
た
こ
と

が
物
語
の
動
因
と
な
っ
た
小
説
、
す
な
わ
ち
売
文 
小
説 
で
あ
る
こ
と
を
提

　
　

︵
２
︶

示
し
、
作
品
の
新
た
な
可
能
性
を
模
索
す
る
。

２ 

転
位
す
る
︿
十
円
札
﹀

　

﹁
十
圓
札
﹂
は
、︿
ズ
ボ
ン
の
ポ
ケ
ツ
ト
の
底
に
六
十
何
銭
し
か
金
の
な

い
こ
と
を
不
愉
快
に
思
つ
て
ゐ
た
﹀堀
川
保
吉
が︿
悄
然
と
プ
ラ
ツ
ト
フ
ォ

オ
ム
の
石
段
を
登
つ
て
行
﹀
く
場
面
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
と
対
照
的
に
最

終
場
面
で
は
︿
彼
の
心
は
近
頃
に
な
い
満
足
の
情
に
溢
れ
て
ゐ
る
﹀
様
子

が
語
ら
れ
て
物
語
は
閉
じ
ら
れ
る
。
保
吉
の
心
情
を︿
不
愉
快
﹀か
ら
︿
満

足
﹀
へ
変
化
さ
せ
た
も
の
は
、
一
語
で
い
う
な
ら
そ
れ
は
金
銭
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
小
説
冒
頭
部
で
金
に
困
っ
て
い
た
保
吉
の
悩
み
は
、
最
後
に

︿
一
冊
五
十
銭
の
彼
の
著
書
の
五
百
部
の
印
税
﹀を
手
に
す
る
こ
と
で
解
決

さ
れ
る
。
金
銭
に
よ
っ
て
移
り
変
わ
る
保
吉
の
心
理
を
描
い
た
こ
の
小
説

は
、
そ
の
意
味
で
金
銭
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
物
語
と
い
っ
て
差
支
え

な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
十
円
と
は
、
ど
れ
ほ
ど

の
価
値
を
持
つ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
作
品
冒
頭
部
で
は
、
保
吉
が
教
師

と
し
て
得
る
報
酬
が
︿
月
額
六
十
円
で
あ
る
﹀
こ
と
、︿
片
手
間
に
書
い

て
ゐ
る
小
説
は
﹁
中
央
公
論
﹂
に
載
つ
た
時
さ
へ
、
九
十
銭
以
上
に
な
つ

た
こ
と
は
な
い
﹀
こ
と
、
下
宿
の
間
代
が
︿
一
月
五
円
﹀
で
︿
一
食
五
十

銭
﹀
と
い
う
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
と
い
っ
た
、
金
銭
に
関
す
る
数
字

が
列
挙
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
作
中
で
の
物
価
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
読
者

・

は
保
吉
の
経
済
生
活
の
様
子
を
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。︿
一
食
五

十
銭
﹀
の
食
事
が
一
日
三
食
で
一
円
五
十
銭
、
そ
れ
が
一
月
お
よ
そ
三
十

日
分
で
四
十
五
円
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
間
代
の
︿
五
円
﹀
と
合
わ
せ
る

と
五
十
円
、
一
月
分
の
月
収
か
ら
そ
れ
を
引
く
と
残
り
は
ち
ょ
う
ど
十
円

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
保
吉
が
一
ヶ
月
間
教
師
と
し
て
働
き
、
生
活
し
た

後
に
残
さ
れ
る
一
枚
の
紙
幣
、
そ
れ
が
小
説
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い

る
︿
十
円
札
﹀
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
述
べ
た
が
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
︿
十
円
札
﹀
と
は
、
市
場

に
お
い
て
様
々
な
商
品
と
交
換
さ
れ
る
通
貨
で
あ
る
。
そ
の
価
値
は
交
換

さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
発
揮
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
で
は
そ
う
し

た
交
換
価
値
の
み
に
回
収
さ
れ
な
い
︿
十
円
札
﹀
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
て

い
る
。

　
　
　

初
夏
の
夕
明
り
は
軒
先
に
垂
れ
た
葉
桜
の
枝
に
漂
つ
て
ゐ
る
。

点
々
と
桜
の
実
を
こ
ぼ
し
た
庭
の
砂
地
に
も
漂
つ
て
ゐ
る
。
保
吉
の

セ
ル
の
膝
の
上
に
載
つ
た
一
枚
の
十
円
札
に
も
漂
つ
て
ゐ
る
。
彼
は

そ
の
夕
明
り
の
中
に
し
み
じ
み
こ
の
折
目
の
つ
い
た
十
円
札
へ
目
を

落
し
た
。
鼠
色
の
唐
草
や
十
六
菊
の
中
に
朱
の
印
を
押
し
た
十
円
札

は
不
思
議
に
も
美
し
い
紙
幣
で
あ
る
。
楕
円
形
の
中
の
肖
像
も
愚
鈍

の
相
は
帯
び
て
ゐ
る
に
も
せ
よ
、
ふ
だ
ん
思
つ
て
ゐ
た
ほ
ど
俗
悪
で

は
な
い
。
裏
も
、
︱
︱
品
の
好
い
緑
に
茶
を
配
し
た
裏
は
表
よ
り
も

一
層
美
事
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
手
垢
さ
へ
つ
か
ず
に
ゐ
た
ら
ば
、
こ

の
ま
ま
額
椽
の
中
へ
入
れ
て
も
︱
︱
い
や
、
手
垢
ば
か
り
で
は
な
い
。

何
か
大
き
い　

の
上
に
細
か
い
イ
ン
ク
の
楽
書
も
あ
る
。 

１０



−２４−

　

物
語
の
終
結
部
で
︿
近
頃
に
な
い
満
足
の
情
に
溢
れ
﹀
た
保
吉
は
、︿
膝

の
上
に
載
つ
た
一
枚
の
十
円
札
﹀
に
細
や
か
な
観
察
の
視
線
を
落
と
し
、

そ
れ
と
同
時
に
語
り
手
の
視
線
は
保
吉
と
ほ
ぼ
一
体
化
し
な
が
ら
︿
十
円

札
﹀
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
い
く
。
大
正
期
に
︿
十
円
札
﹀
の
肖
像
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
和
気
清
麻
呂
に
︿
愚
鈍
の
相
は
帯
び
て
ゐ
る
﹀
と

皮
肉
を
交
え
つ
つ
、
語
り
手
は
こ
の
紙
幣
を
︿
不
思
議
に
も
美
し
い
﹀
と

そ
の
デ
ザ
イ
ン
の
芸
術
性
を
賞
賛
し
、︿
こ
の
ま
ま
額
椽
の
中
へ
入
れ
﹀
る

こ
と
の
提
案
さ
え
行
う
。
ご
く
普
通
に
流
通
す
る
何
の
変
哲
も
な
い
紙
幣

で
し
か
な
い
は
ず
の
︿
十
円
札
﹀
を
、︿
額
椽
の
中
へ
入
れ
﹀
よ
う
と
い

う
の
は
、
あ
き
ら
か
に
芸
術
品
に
対
す
る
接
し
方
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
﹁
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
﹂
の
中
で
、
古
代
ロ
ー
マ
人

の
知
っ
て
い
た
芸
術
作
品
の
複
製
技
術
は
鋳
造
と
刻
印
だ
け
だ
っ
た
と
前

置
き
し
て
、
硬
貨
を
古
代
ロ
ー
マ
人
が
大
量
に
複
製
し
え
た
数
少
な
い
芸

術
作
品
の
一
つ
に
数
え
て
い
る
。
硬
貨
や
紙
幣
は
、
大
量
に
複
製
さ
れ
通

貨
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
で
、
市
場
経
済
内
で
の
一
般
等
価
物
と
し
て
の

位
置
を
獲
得
し
た
が
、
逆
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
芸
術
作
品
と
し
て
の
可

能
性
が
失
念
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。
こ
の
小
説
は
そ
ん
な
通
貨
と
し
て
の

︿
十
円
札
﹀
を
注
視
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
芸
術
鑑
賞
の
場
へ
と
転
位
さ
せ

た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
観
察
眼
に
よ
っ
て
︿
し
み
じ
み
十
円
札
を
眺
め
﹀
る
保
吉

を
︿
丁
度
昨
日
踏
破
し
た
ア
ル
プ
ス
を
見
返
へ
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
や
う
に
﹀

と
い
う
誇
張
法
で
表
現
す
る
一
文
で
小
説
は
幕
を
下
ろ
す
。
こ
こ
で
保
吉

の
し
た
こ
と
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
事
跡
と
を
比
べ
れ
ば
、
こ
の
比
喩
が
あ
ま

り
に
大
仰
な
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
芥
川
は
﹁
十
圓
札
﹂
発
表
以
前
の
大

正
十
二
年
︵
一
九
二
三
年
︶
九
月
、﹃
文
藝
春
秋
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
侏
儒
の

言
葉
﹂
の
中
の
﹁
小
兒
﹂
の
項
で
、︿
英
雄
ら
し
い
身
振
を
喜
ん
だ
り
、

所
謂
光
栄
を
好
ん
だ
り
す
る
﹀
軍
人
を
︿
小
児
に
近
い
も
の
で
あ
る
﹀
と

揶
揄
し
て
い
る
。
実
際
に
は
比
較
対
象
に
も
な
ら
な
い
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
軍

事
的
行
動
に
あ
え
て
準
え
ら
れ
る
保
吉
の
所
作
に
は
、
こ
こ
で
も
同
様
に

皮
肉
と
揶
揄
が
込
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。︿
十
円
札
﹀を
芸
術
作
品
と
し

て
眺
め
た
保
吉
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
視
線
に
晒
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

か
。
そ
こ
に
は
こ
の
作
品
に
満
ち
る
文
学
に
対
す
る
捉
え
方
が
起
因
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
学
︱
作
家
︱
社
会
と
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中

で
ど
の
よ
う
な
価
値
観
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
文
学
に
影
響

し
た
の
か
。
そ
の
こ
と
を
こ
の
小
説
の
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い

く
。

３ 
﹁
金
が
な
い
﹂
問
題

　

﹁
十
圓
札
﹂
に
は
、
小
説
末
尾
以
外
に
も
う
一
箇
所
だ
け
保
吉
を
ナ
ポ
レ

オ
ン
に
喩
え
る
誇
張
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
保
吉

と
駅
の
物
売
り
と
の
間
で
起
き
た
一
悶
着
を
描
い
た
場
面
で
あ
る
。
語
り

手
は
、
物
売
り
に
一
杯
食
わ
せ
て
得
意
に
な
っ
た
保
吉
の
様
子
を
︿
丁
度

ワ
グ
ラ
ム
の
一
戦
に
大
勝
を
博
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
や
う
に
﹀
と
い
う
誇

張
法
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
語
り
手
か
ら
保
吉
に

向
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
小
説
の
末
尾
で
︿
十
円
札
﹀
を
芸
術
作
品
と
し

て
眺
め
る
保
吉
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
視
線
と
構
造
的
に
同
じ
も
の
で
あ

り
、
こ
の
場
面
を
考
察
す
る
こ
と
で
語
り
手
が
持
つ
評
価
の
傾
向
に
つ
い

・
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て
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
件
の
出
来
事
は
、︿
朝
日
﹀
を
買
い
求
め
よ
う
と
す
る
保
吉
と

物
売
り
と
の
間
で
の
行
き
違
い
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

　
　
　

﹁
朝
日
を
く
れ
給
へ
。﹂

　
　
　

﹁
朝
日
？
﹂

　
　
　

物
売
り
は
相
不
変
目
を
伏
せ
た
ま
ま
、
非
難
す
る
や
う
に
問
ひ
返

し
た
。

　
　
　

﹁
新
聞
で
す
か
？　

煙
草
で
す
か
？
﹂

　
　
　

保
吉
は
眉
間
の
震
へ
る
の
を
感
じ
た
。　
　

　
　
　

﹁
ビ
イ
ル
！
﹂

　
　
　

物
売
り
は
さ
す
が
に
驚
い
た
や
う
に
保
吉
の
顔
へ
目
を
注
い
だ
。

　
　
　

﹁
朝
日
ビ
イ
ル
は
あ
り
ま
せ
ん
。﹂

　
　
　

保
吉
は
溜
飲
を
下
げ
な
が
ら
、
物
売
り
を
後
ろ
に
歩
き
出
し
た
。

　

こ
こ
で
保
吉
が
物
売
り
に
求
め
た
︿
朝
日
﹀
と
は
、
煙
草
の
銘
柄
を
指

す
。
明
治
三
十
七
年
︵
一
九
〇
四
年
︶
、
大
蔵
省
煙
草
専
売
局
は
、﹁
敷
島
の　

大
和
ご
こ
ろ
を　

人
問
は
ば　

朝
日
に
匂
ふ　

山
桜
花
﹂
と
い
う
本
居
宣

長
の
和
歌
に
ち
な
ん
だ
敷
島
、
大
和
、
朝
日
、
山
桜
と
い
う
四
種
類
の
煙

草
の
販
売
を
開
始
し
た
。
こ
の
四
つ
の
ブ
ラ
ン
ド
は
上
か
ら
順
に
定
価
が

高
く
設
定
さ
れ
て
お
り
、
一
番
下
の
山
桜
は
明
治
四
十
年
︵
一
九
〇
七
年
︶

に
製
造
が
中
止
さ
れ
て 
い
る 
。
し
た
が
っ
て
、
保
吉
が
買
お
う
と
し
た

　
　

︵
３
︶

︿
朝
日
﹀
と
は
、
作
中
の
時
代
と
し
て
は
最
低
ラ
ン
ク
の
煙
草
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
国
産
煙
草
よ
り
も
は
る
か
に
高
級
な
︿
埃
及
の
煙
草
﹀
を
吸
い

た
い
と
思
っ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、︿
六
十
何
銭
し
か
金
の
な
い
﹀
た
め

に
最
低
ラ
ン
ク
の
︿
朝
日
﹀
で
我
慢
せ
ね
ば
な
ら
な
い
不
愉
快
さ
を
初
め

か
ら
抱
え
て
い
た
保
吉
に
と
っ
て
は
、
求
め
る
煙
草
の
銘
柄
が
何
で
あ
る

か
は
こ
と
さ
ら
触
れ
ら
れ
た
く
な
い
点
で
あ
り
、
物
売
り
の
︿
朝
日
？
﹀

と
い
う
︿
問
ひ
返
し
﹀
が
そ
の
と
き
の
保
吉
に
は
最
低
ラ
ン
ク
の
煙
草
を

求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
を
︿
非
難
す
る
や
う
に
﹀
受
け
取
ら
れ
た
の
だ
と

解
釈
で
き
る
。︿
新
聞
で
す
か
？　

煙
草
で
す
か
？
﹀と
訊
ね
る
物
売
り
に

︿
ビ
イ
ル
！
﹀
と
答
え
、
物
売
り
か
ら
︿
朝
日
ビ
イ
ル
は
あ
り
ま
せ
ん
﹀

と
い
う
言
葉
を
引
き
出
す
こ
と
で
保
吉
が
︿
溜
飲
を
下
げ
﹀
て
い
る
こ
と

か
ら
判
断
す
る
と
、
保
吉
に
は
最
初
か
ら
︿
朝
日
ビ
イ
ル
﹀
を
買
う
つ
も

り
な
ど
な
く
、
と
い
う
よ
り
、
駅
に
立
つ
物
売
り
が
そ
も
そ
も
ビ
ー
ル
な

ど
扱
っ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
た
う
え
で
︿
朝
日
ビ
イ
ル
﹀
を
注
文
し
、

物
売
り
を
客
の
注
文
に
応
え
ら
れ
な
い
状
況
に
追
い
込
む
こ
と
こ
そ
が
保

吉
の
目
的
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
物
売
り
が
客
に
対
し
て
注
文
の
商
品

を
提
供
で
き
な
け
れ
ば
、
商
人
と
し
て
の
面
子
が
保
た
れ
な
い
。
煙
草
の

︿
朝
日
﹀
を
注
文
し
た
こ
と
を
︿
非
難
﹀
さ
れ
た
と
感
じ
た
保
吉
は
、
物

売
り
の
面
子
に
傷
を
つ
け
る
こ
と
で
自
分
を
不
快
に
し
た
物
売
り
に
復
讐

を
果
た
し
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
︿
忌
い
ま
し
い
物
売
り
を
一
蹴
し

た
﹀
こ
と
が
保
吉
に
と
っ
て
は
︿
ハ
ヴ
ア
ナ
を
吸
つ
た
の
よ
り
も
愉
快
﹀

に
感
じ
ら
れ
る
の
だ
と
い
え
る
。

　

こ
の
こ
と
は
逆
に
い
え
ば
、
物
売
り
か
ら
受
け
た
︿
非
難
﹀
が
保
吉
に

は
大
き
な
痛
恨
事
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
保
吉
は
煙
草

の
︿
朝
日
﹀
を
注
文
し
た
こ
と
を
物
売
り
に
︿
非
難
﹀
さ
れ
た
と
感
じ
た

が
、︿
朝
日
﹀
を
吸
う
こ
と
は
こ
こ
で
は
﹁
金
が
な
い
﹂
こ
と
の
傍
証
に
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ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
︿
物
売
り
を
一
蹴
し
た
﹀
後
の
保
吉
が
︿
ズ
ボ

ン
の
ポ
ケ
ツ
ト
の
底
の
六
十
何
銭
か
も
忘
れ
た
ま
ゝ
、
プ
ラ
ツ
ト
フ
ォ
オ

ム
の
先
へ
歩
い
て
行
つ
た
﹀
こ
と
か
ら
、
こ
の
と
き
の
保
吉
に
は
﹁
金
が

な
い
﹂
と
い
う
問
題
が
、
す
で
に
現
実
的
な
金
銭
の
多
寡
を
離
れ
、
自
身

の
尊
厳
に
直
結
す
る
事
柄
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

語
り
手
が
︿
物
売
り
を
一
蹴
し
﹀
て
︿
愉
快
﹀
を
感
じ
る
保
吉
を
揶
揄

す
る
の
は
、﹁
金
が
な
い
﹂
と
い
う
問
題
を
あ
た
か
も
自
意
識
の
問
題
か
の

よ
う
に
引
き
受
け
、
反
応
す
る
保
吉
を
批
評
的
に
眺
め
て
い
る
た
め
で
あ

る
。
ま
た
、
小
説
の
末
尾
で
保
吉
が
︿
十
円
札
﹀
を
芸
術
作
品
と
し
て
眺

め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
使
用
す
る
モ
ノ
で
し
か
な
か
っ
た

︿
十
円
札
﹀を
鑑
賞
す
る
モ
ノ
と
し
て
捉
え
る
経
済
的
余
裕
が
保
吉
に
生
ま

れ
、
そ
の
こ
と
が
最
終
場
面
で
の
︿
満
足
﹀
に
繋
が
っ
て
い
る
か
ら
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、﹁
金
が
あ
る
﹂
状
況
が
保
吉
の
自
意
識
を
︿
満
足
﹀

さ
せ
た
の
で
あ
り
、
語
り
手
は
そ
の
よ
う
な
自
意
識
の
あ
り
方
に
批
評
的

な
視
線
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
小
説
の
中
で
は

﹁
金
が
な
い
﹂と
い
う
こ
と
が
保
吉
の
尊
厳
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
扱
わ
れ

て
お
り
、
そ
こ
に
こ
そ
物
語
を
駆
動
さ
せ
る
動
因
が
潜
ん
で
い
る
の
だ
と

い
え
る
。４ 

作
家
の
︿
威
厳
﹀
と
経
済
力

　

こ
の
小
説
に
お
け
る
物
語
の
動
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん

︿
十
円
札
﹀
の
賃
借
と
い
う
さ
さ
い
な
事
件
だ
が
、
そ
の
背
景
に
は
保
吉
の

作
家
と
し
て
の
自
意
識
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
保
吉
が
︿
十
円
札
﹀
を

・

借
り
た
︿
首
席
教
官
の
粟
野
さ
ん
﹀
は
、︿
羅
甸
語
の
シ
イ
ザ
ア
を
教
へ
て
﹀

お
り
、︿
英
吉
利
語
を
始
め
、
い
ろ
い
ろ
の
近
代
語
に
通
じ
て
ゐ
る
﹀︿
語

学
的
天
才
﹀
で
あ
る
が
、
文
学
に
は
格
別
関
心
を
抱
か
な
い
、︿
芸
術
に

興
味
の
な
い
、
語
学
的
天
才
﹀
と
評
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
そ
う
し
た
粟

野
さ
ん
に
対
し
、
保
吉
が
︿
自
身
の
威
厳
を
保
﹀
つ
こ
と
に
拘
泥
す
る
こ

と
で
物
語
は
展
開
す
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
そ
ん
な
保
吉
の
内
面
が
語

り
手
に
よ
っ
て
陳
述
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
。

　
　
　

彼
は
唯
粟
野
さ
ん
の
前
に
彼
自
身
の
威
厳
を
保
ち
た
い
の
で
あ
る
。

尤
も
威
厳
を
保
つ
所
以
は
借
り
た
金
を
返
す
よ
り
外
に
存
在
し
な

い
と
云
ふ
訳
で
は
な
い
。
も
し
粟
野
さ
ん
も
芸
術
を
、
︱
︱
少
な

く
と
も
文
芸
を
愛
し
た
と
す
れ
ば
、
作
家
堀
川
保
吉
は
一
篇
の
傑

作
を
著
は
す
こ
と
に
威
厳
を
保
た
う
と
試
み
た
で
あ
ら
う
。
も
し

又
粟
野
さ
ん
も
我
々
の
や
う
に
一
介
の
語
学
者
に
外
な
ら
な
か
つ

た
と
す
れ
ば
、
教
師
堀
川
保
吉
は
語
学
的
素
養
を
示
す
こ
と
に
威

厳
を
保
つ
こ
と
も
出
来
た
筈
で
あ
る
。
が
、
芸
術
に
興
味
の
な
い
、

語
学
的
天
才
た
る
粟
野
さ
ん
の
前
に
は
ど
ち
ら
も
通
用
す
る
筈
は

な
い
。
す
る
と
保
吉
は
厭
で
も
応
で
も
社
会
人
た
る
威
厳
を
保
た

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
借
り
た
金
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　

︿
芸
術
に
興
味
の
な
い
﹀
相
手
に
対
し
て
は
、
芸
術
作
品
に
よ
っ
て
︿
自

身
の
威
厳
﹀
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
保
吉
は
、
そ
の
代
替
と

し
て
︿
社
会
人
た
る
威
厳
﹀
を
保
つ
こ
と
、
具
体
的
に
は
︿
借
り
た
金
を

返
﹀
す
こ
と
を
も
っ
て
そ
れ
を
示
そ
う
と
す
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
改
め
て
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注
意
す
べ
き
な
の
は
、︿
一
篇
の
傑
作
を
著
は
す
こ
と
﹀
と
︿
借
り
た
金

を
返
﹀
す
こ
と
が
保
吉
の
︿
威
厳
﹀
を
保
つ
こ
と
と
し
て
、
等
価
に
扱
わ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

粟
野
さ
ん
は
当
初
︿
月
給
の
外
に
原
稿
料
も
は
ひ
る
﹀
保
吉
が
︿
莫
大

な
収
入
﹀
を
得
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
保
吉
が
︿
売
文
の
悲
劇
を
弁

じ
た
﹀
こ
と
に
よ
っ
て
、︿A

ppearances
are

decetiful

 
                        
﹀︵
＝
見
か
け
は
真

実
と
違
う
︶
と
い
う
感
想
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で

粟
野
さ
ん
は
作
家
は
原
稿
料
に
よ
っ
て
︿
莫
大
な
収
入
﹀
を
得
る
華
や
か

な
職
業
の
よ
う
に
思
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
元
に
作
家
と
い
う
職
業
に
対
す

る
社
会
的
な
評
価
も
下
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
保
吉
に

よ
っ
て
そ
の
認
識
が
覆
さ
れ
た
こ
と
で
、
粟
野
さ
ん
の
中
で
作
家
は
︿
十

円
札
﹀
に
も
不
自
由
す
る
経
済
的
弱
者
と
し
て
認
識
を
新
た
に
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
粟
野
さ
ん
に
︿
十
円
札
﹀
を
保
吉
に
差
し
出
す
と

い
う
行
動
を
取
ら
せ
た
原
因
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
︿
芸
術
に
興
味
の

な
い
﹀
者
に
と
っ
て
は
、
文
学
も
経
済
的
価
値
に
置
き
換
え
ら
れ
て
理
解

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
吉
は
作
家
と

し
て
の
︿
自
身
の
威
厳
を
保
﹀
つ
た
め
、
粟
野
さ
ん
に
経
済
的
な
余
裕
を

示
す
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
こ
で
誇
示
さ
れ

よ
う
と
す
る
保
吉
の
経
済
力
は
、
芸
術
を
解
さ
な
い
粟
野
さ
ん
に
作
家
の

︿
威
厳
﹀
を
示
す
た
め
の
︿
一
篇
の
傑
作
﹀
の
代
替
と
し
て
の
役
割
を
持
っ

て
い
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
保
吉
の
中
で
は
実
際
に
﹁
優
れ
た
作
品
を

書
く
こ
と
﹂
と
﹁
優
れ
た
作
家
で
あ
る
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
﹂
が
同
等

に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

保
吉
が
日
頃
交
際
す
る
文
学
関
係
者
た
ち
の
前
に︿
自
身
の
威
厳
を
保
﹀

つ
た
め
に
は
︿
一
篇
の
傑
作
﹀
を
示
せ
ば
よ
い
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
文

学
場
の
外
部
に
位
置
す
る
︿
芸
術
に
興
味
の
な
い
﹀
人
々
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
社
会
で
︿
自
身
の
威
厳
を
保
﹀
つ
に
は
、
そ
れ
以
外
の
価
値
あ
る

も
の
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
保
吉
は
経
済
力
を
示
す
こ
と
を
選
ん

だ
の
で
あ
る
。
前
項
で
保
吉
が
﹁
金
が
な
い
﹂
こ
と
を
自
身
へ
の
︿
非
難
﹀

と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
た
が
、
経
済
力
が
︿
社
会
人
た
る
威
厳
﹀

を
示
す
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
な
ら
ば
、﹁
金
が
な
い
﹂
状
況
と
は
社
会
の

中
に
お
け
る
作
家
の
︿
威
厳
﹀
の
危
機
で
あ
り
、
保
吉
の
不
快
も
ま
さ
に

そ
こ
に
発
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

保
吉
は
常
日
頃
か
ら
︿
本
﹀
や
︿
ス
コ
ツ
ト
の
油
画
具
や
カ
ン
ヴ
ァ
ス
﹀

︿
フ
ロ
イ
ラ
イ
ン
・
メ
ル
レ
ン
ド
ル
フ
の
演
奏
会
﹀
と
い
っ
た
文
化
的
な

商
品
を
求
め
て
お
り
、
ま
た
、
東
京
に
住
む
作
家
仲
間
と
繁
く
交
際
す
る

と
い
う
文
壇
人
的
な
振
る
舞
い
を
重
視
し
て
い
る
。︿
あ
ら
ゆ
る
芸
術
家

の
享
楽
は
自
己
発
展
の
機
会
で
あ
る
。
自
己
発
展
の
機
会
を
捉
へ
る
こ
と

は
人
天
に
恥
づ
る
振
舞
で
は
な
い
﹀
と
も
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た

保
吉
の
行
動
は
芸
術
家
の
振
る
舞
い
と
し
て
作
中
で
も
決
し
て
否
定
さ
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
保
吉
が
教
職
に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
報
酬
か
ら
生
活
費
を
引
い
た
後
に
残
る
の
は
十
円
だ
け
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
で
は
そ
う
し
た
こ
と
に
掛
か
る
費
用
を
賄
う
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
吉
が
文
化
人
的
・
文
壇
人
的
生
活
を
送
る
た
め

に
は
、
教
員
と
し
て
の
月
収
以
外
に
作
家
と
し
て
得
る
原
稿
料
が
欠
か
せ

な
い
。
原
稿
料
が
多
け
れ
ば
作
家
的
生
活
を
送
る
こ
と
に
も
余
裕
が
生
ま

れ
、
反
対
に
原
稿
料
が
少
な
け
れ
ば
当
然
そ
れ
は
制
限
さ
れ
る
。
つ
ま
り

保
吉
に
と
っ
て
﹁
金
が
な
い
﹂
こ
と
は
、
自
身
の
作
家
と
し
て
の
生
活
が
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制
限
さ
れ
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
作
家
的
生
活
に
は
や
は
り
相
応
の
金
銭
が
必
要
な
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
一
定
以
上
の
作
家
と
し
て
の
収
入
が
必
要
と
な
る
。
た
だ

し
、
そ
の
一
方
で
あ
ま
り
に
金
銭
の
み
を
追
及
し
す
ぎ
る
行
動
は
、
文
学

場
と
一
般
社
会
と
の
両
方
を
股
に
掛
け
る
作
家
自
身
に
と
っ
て
、
解
消
し

が
た
い
葛
藤
を
呼
ぶ
。
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
金
銭
と
創
作
を
天
秤
に
掛
け

た
と
き
の
心
の
揺
れ
は
、
ま
さ
に
作
家
と
い
う
存
在
の
社
会
的
な
面
と
芸

術
的
な
面
と
の
間
に
生
じ
た
微
妙
な
心
理
の
葛
藤
を
描
い
た
も
の
と
い
え

る
。

　
　
　

す
る
と
忽
ち
思
ひ
出
し
た
の
は
本
郷
の
或
雑
誌
社
で
あ
る
。
こ
の

雑
誌
社
は
一
月
ば
か
り
前
に
寄
稿
を
依
頼
す
る
長
手
紙
を
よ
こ
し

た
。
し
か
し
こ
の
雑
誌
社
か
ら
発
行
す
る
雑
誌
に
憎
悪
と
侮
蔑
と

を
感
じ
て
ゐ
た
彼
は
未
だ
に
そ
の
依
頼
に
取
り
合
は
ず
に
ゐ
る
。

あ
あ
云
ふ
雑
誌
社
に
作
品
を
売
る
の
は
娘
を
売
笑
婦
に
す
る
の
と

選
ぶ
所
は
な
い
。
け
れ
ど
も
今
に
な
つ
て
見
る
と
、
多
少
の
前
借

の
出
来
さ
う
な
の
は
僅
か
に
こ
の
雑
誌
社
一
軒
で
あ
る
。
も
し
多

少
の
前
借
で
も
出
来
れ
ば
、
︱
︱

　

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
軽
蔑
す
る
雑
誌
社
を
相
手
に
売
文
す
る

こ
と
に
対
す
る
葛
藤
で
あ
る
。
こ
の
雑
誌
社
に
原
稿
料
の
前
借
り
を
頼
み

作
品
執
筆
の
約
束
を
す
る
こ
と
で
、
保
吉
は
作
家
と
し
て
振
る
舞
う
た
め

に
必
要
な
金
銭
と
粟
野
さ
ん
に
返
す
十
円
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

け
れ
ど
も
、
自
身
が
軽
蔑
す
る
︿
雑
誌
社
に
作
品
を
売
る
﹀
こ
と
は
己
の

芸
術
的
良
心
を
裏
切
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
保
吉
は

東
京
行
き
を
諦
め
る
こ
と
で
売
文
す
る
こ
と
を
回
避
し
、
粟
野
さ
ん
に
借

り
た
︿
十
円
札
﹀
を
使
わ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
返
却
す
る
こ
と
で
体
面
を
保

つ
こ
と
を
選
ぶ
。
だ
が
、
そ
こ
で
は
す
で
に
事
の
本
末
が
顛
倒
し
て
し

ま
っ
て
お
り
、︿
十
円
札
﹀
を
﹁
借
り
る
︱
返
す
﹂
と
い
う
こ
と
で
示
さ

れ
る
作
家
の
︿
威
厳
﹀
を
示
す
こ
と
だ
け
が
目
的
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

物
語
の
結
末
部
で
保
吉
が
︿
下
宿
の
古
籐
椅
子
の
上
に
悠
々
と
巻
煙
草

へ
火
を
移
し
﹀︿
近
頃
に
な
い
満
足
の
情
﹀
を
感
じ
る
の
は
、︿
十
円
札
を

保
存
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
﹀
こ
と
で
粟
野
さ
ん
に
対
す
る
作
家
の
︿
威

厳
﹀
を
守
れ
た
こ
と
と
、
印
税
収
入
を
得
た
こ
と
で
作
家
的
生
活
を
持
続

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
の
二
点
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
保
吉
の
︿
満
足
﹀
は
、
作
家
と
し
て
の
外
装
が
保
た
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
語
り
手
は
そ
の
よ
う
に

し
て
︿
満
足
﹀
を
得
る
保
吉
の
こ
と
を
揶
揄
す
る
の
で
あ
る
。
次
項
で
は
、

そ
の
よ
う
な
語
り
手
と
保
吉
の
関
係
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
。

５ 

出
版
制
度
の
中
の
語
り
手

　

ま
ず
、
こ
の
小
説
の
語
り
手
に
関
す
る
前
提
と
し
て
押
さ
え
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
の
は
、
語
り
手
が
物
語
世
界
の
保
吉
を
︿
当
時
の
保
吉
﹀
と

い
う
過
去
の
存
在
と
し
て
語
り
う
る
位
置
に
在
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を

も
う
少
し
具
体
的
に
述
べ
れ
ば
作
中
の
︿
爾
来
七
八
年
を
閲
し
た
今
日
﹀

と
い
う
文
言
か
ら
、
自
身
が
語
る
物
語
世
界
よ
り
七
、
八
年
後
の
世
界
に

語
り
手
は
い
る
こ
と
に
な
る
。
語
り
手
が
立
脚
す
る
時
代
を
、
小
説
が
発

・
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表
さ
れ
た
大
正
十
三
年
頃
だ
と
す
る
な
ら
ば
、﹁
十
圓
札
﹂
の
物
語
の
舞
台

と
な
っ
て
い
る
の
は
お
お
よ
そ
大
正
五
、
六
年
頃
と
想
定
で
き
る
︵
論
述
の

便
宜
上
、
以
降
で
保
吉
が
存
す
る
大
正
五
、
六
年
頃
の
時
制
を
物
語
世
界
、
語
り
手
が
存

す
る
大
正
十
三
年
頃
の
時
制
を
メ
タ
物
語
世
界
と
い
う
、
Ｊ
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
物
語
論

の
用
語
を
借
り
て
表
す
こ
と
と
す
る
︶
。
メ
タ
物
語
世
界
の
語
り
手
が
物
語
世

界
の
保
吉
に
対
し
て
︿
当
時
の
保
吉
は
い
つ
も
金
に
困
つ
て
ゐ
た
﹀
と
語

る
と
い
う
こ
と
は
、
大
正
十
三
年
頃
に
は
保
吉
は
す
で
に
︿
金
に
困
つ
て

ゐ
﹀
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
保
吉
の
境
遇
の
変
化

の
背
景
に
は
、
こ
の
論
稿
の
最
初
で
触
れ
た
大
正
七
〜
九
年
の
間
に
生
じ

た
原
稿
料
の
急
激
な
高
騰
と
い
っ
た
社
会
的
現
象
が
影
響
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
原
稿
料
が
安
く
︿
い
つ
も
金
に
困
つ
て
ゐ

た
﹀
作
家
の
保
吉
は
、
自
身
が
作
家
と
し
て
変
化
し
た
か
否
か
は
別
に
し

て
、
自
身
を
取
り
巻
く
社
会
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
︿
金
に
困
﹀
ら
な
い

作
家
へ
の
転
身
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
時
代
か
ら
眺
め
る
と
、
保
吉
が
腐
心
し
た
﹁
金
が
な
い
﹂
と

い
う
状
況
に
対
す
る
捉
え
方
も
、
そ
の
当
時
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。
物
語
世
界
の
保
吉
が
粟
野
さ
ん
に
向
か
っ
て
弁
じ
た

︿
売
文
の
悲
劇
﹀
も
、
メ
タ
物
語
世
界
の
語
り
手
か
ら
す
れ
ば
在
り
し
日
の

出
来
事
で
し
か
な
い
。
文
学
が
安
定
し
た
職
業
と
し
て
未
だ
成
立
し
え
な

い
社
会
に
お
い
て
は
、
作
家
の
経
済
力
を
示
す
こ
と
も
そ
の
社
会
的
地
位

を
他
に
誇
示
す
る
方
法
と
し
て
あ
る
程
度
の
意
味
を
な
す
だ
ろ
う
が
、
す

で
に
文
学
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
な
っ
て
久
し
い
社
会
で
は
、
少
々
の
金
回
り
の

良
さ
を
見
せ
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
が
作
家
の
︿
威
厳
﹀
に
繋
が
る
い
わ
れ
も

な
い
。
保
吉
が
︿
十
円
札
﹀
に
託
し
て
守
ろ
う
と
し
た
作
家
の
︿
威
厳
﹀

も
ま
た
、
語
り
手
に
し
て
み
れ
ば
﹁
た
か
が
︿
十
円
札
﹀
で
示
さ
れ
る
作

家
の
︿
威
厳
﹀﹂
と
い
う
滑
稽
さ
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
だ
ろ
う
。
語

り
手
か
ら
保
吉
に
向
け
ら
れ
る
揶
揄
を
含
ん
だ
眼
差
し
に
は
、
そ
の
よ
う

な
作
家
と
い
う
職
業
を
め
ぐ
る
社
会
状
況
の
変
化
が
影
響
し
て
い
る
と
い

え
る
。

　

そ
も
そ
も
保
吉
と
語
り
手
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
小

説
が
発
表
時
か
ら
す
で
に
﹁
保
吉
＝
芥
川
﹂
と
い
う
図
式
の
下
に
眺
め
ら

れ
、︿
自
己
の
記
録
ら
し
い
保
吉 
小
説 
﹀
と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
等

　
　

︵
４
︶

閑
に
付
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
は
﹁
保
吉
は
︱
︱
﹂

と
い
う
か
た
ち
の
三
人
称
形
式
の
叙
述
で
綴
ら
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
保

吉
は
語
り
手
か
ら
客
体
化
さ
れ
た
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

こ
と
が
﹁
保
吉
︱
語
り
手
︱
芥
川
﹂
を
単
純
な
等
号
関
係
で
は
結
ば
せ
ず
、

﹁
語
る
﹂
と
い
う
行
為
の
虚
構
性
を
表
す
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
語
り
が
進
行
し
て
い
く
中
で
そ
の
関
係
が
微
妙
に
揺
ら
ぎ
始

め
、
語
り
手
と
保
吉
が
必
ず
し
も
分
化
し
き
ら
な
い
、
曖
昧
な
表
現
が
表

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

が
、
万
一
前
借
で
き
な
か
つ
た
時
に
は
、
︱
︱
そ
の
時
は
そ
の
時
と

思
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
元
来
彼
は
何
の
為
に
一
粟
野
廉
太
郎
の
前

に
威
厳
を
保
ち
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
ら
う
？　

粟
野
さ
ん
は
成
程
君

子
人
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
保
吉
の
内
生
命
に
は
、
︱
︱
彼
の

芸
術
的
情
熱
に
は
畢
に
路
傍
の
行
人
で
あ
る
。
そ
の
路
傍
の
行
人
の

為
に
自
己
発
展
の
機
会
を
失
ふ
の
は
、
︱
︱
畜
生
、
こ
の
論
法
は
危

険
で
あ
る
！



−３０−

　
　
　

保
吉
は
突
然
身
震
ひ
を
し
な
が
ら
、
ク
ツ
シ
ヨ
ン
の
上
に
身
を
起

し
た
。

　

粟
野
さ
ん
の
前
に
︿
威
厳
を
保
ち
た
い
と
思
ふ
﹀
保
吉
の
心
理
に
つ
い

て
追
及
し
よ
う
と
す
る
中
で
、
語
り
手
は
突
如
感
情
的
に
︿
畜
生
、
こ
の

論
法
は
危
険
で
あ
る
！
﹀
と
語
調
を
強
め
、
そ
の
叙
述
を
打
ち
切
っ
て
し

ま
う
。
こ
の
直
後
、
保
吉
が
︿
突
然
身
震
ひ
を
し
な
が
ら
、
ク
ツ
シ
ヨ
ン

の
上
に
身
を
起
し
﹀
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
た
か
も
先
ほ
ど
の
叫
び
は
保

吉
自
身
の
も
の
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
も
と
れ
る
。
だ
が
、
あ
き
ら
か
に

︿
︱
︱
畜
生
﹀
以
前
の
文
で
は
︿
彼
は
﹀︿
保
吉
の
﹀
と
い
っ
た
保
吉
を
客

体
化
す
る
文
言
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
保
吉
と
は
別
人
で
あ
る
語
り
手
が

語
っ
て
い
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
引
用
箇
所
で
は
当

初
語
り
手
が
保
吉
の
思
考
を
代
弁
す
る
よ
う
に
間
接
話
法
で
語
っ
て
い
た

の
が
、︿
失
ふ
の
は
︱
︱
﹀
以
下
で
突
然
直
接
話
法
に
切
り
替
わ
っ
た
こ
と

に
な
る
。
部
分
的
に
語
り
手
と
保
吉
が
未
分
化
な
状
態
と
な
る
こ
の
箇
所

は
、
語
り
の
あ
り
方
と
し
て
は
破
綻
し
て
い
る
よ
う
に
す
ら
み
え
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
と
き
﹁
保
吉
＝
芥
川
﹂
と
い
う
図
式
が
読
者
の
中
に
あ

れ
ば
、
初
め
か
ら
語
り
手
を
作
者
で
あ
る
﹁
芥
川
＝
大
正
十
三
年
時
の
保

吉
﹂
に
同
定
し
、﹁
過
去
の
自
分
を
客
体
化
し
て
語
ろ
う
と
す
る
語
り
手
﹂

と
理
解
し
て
小
説
を
読
み
始
め
て
い
る
だ
ろ
う
。﹁
十
圓
札
﹂と
同
じ
月
に

発
表
さ
れ
た
﹁
長
江
游
記
﹂︵
※
初
出
時
タ
イ
ト
ル
は
﹁
長
江
﹂﹃
女
性
﹄
一
九
二

四
年
九
月
︶
の
﹁
前
置
き
﹂
と
題
さ
れ
た
序
文
に
は
︿
私
の
文
章
の
愛
読
者

諸
君
は
﹁
堀
川
保
吉
﹂
に
対
す
る
や
う
に
、
こ
の
﹁
長
江
﹂
の
一
篇
に
も

ち
ら
り
と
目
を
や
っ
て
呉
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
？
﹀
と
記
さ
れ
て
お
り
、

芥
川
が
﹁
保
吉
も
の
﹂
を
自
分
の
読
者
な
ら
誰
で
も
が
知
っ
て
い
る
、
す

で
に
馴
染
み
の
連
作
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
小

説
は
﹁
十
圓
札
﹂
以
前
に
発
表
さ
れ
た
他
の
﹁
保
吉
も
の
﹂
を
踏
ま
え
て

﹁
保
吉
＝
芥
川
﹂
と
い
う
図
式
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
語
り
の
あ
り
方
自
体
が
す
で
に
芥
川
の
﹁
保
吉
も
の
﹂
と
い
う
一
連

の
シ
リ
ー
ズ
を
知
る
読
者
を
想
定
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
雑
誌
発
表

と
い
う
メ
デ
ィ
ア
形
態
を
自
作
の
読
ま
れ
方
に
繰
り
込
ん
で
書
か
れ
た
こ

の
作
品
は
、
出
版
制
度
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
文
学
場
に
寄
生
す
る
こ
と

で
の
み
成
立
可
能
な
小
説
な
の
で
あ
る
。

６ 

売
文
小
説
と
し
て
の
﹁
十
圓
札
﹂

　

作
中
の
主
人
公
と
語
り
手
、
現
実
の
作
者
が
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
接
続

さ
れ
、
作
品
外
の
現
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
に
地
続
き
に
な
っ
た
メ
タ
物

語
世
界
の
審
級
を
持
つ
こ
の
小
説
の
構
造
は
、
広
い
意
味
で
の
メ
タ
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
実
際
、
こ
の
語
り
手
の
語
り
口
に

は
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　
　

粟
野
さ
ん
は
十
円
札
を
返
さ
れ
る
よ
り
も
、
寧
ろ
欣
然
と
受
け
取
ら

れ
る
こ
と
を
満
足
に
思
つ
た
の
に
違
ひ
な
い
。
そ
れ
を
突
き
返
し
た

の
は
失
礼
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
︱
︱

　
　
　

保
吉
は
こ
の
﹁
の
み
な
ら
ず
﹂
の
前
に
つ
む
じ
風
に
面
す
る
た
じ

ろ
ぎ
を
感
じ
た
。
の
み
な
ら
ず
窮
状
を
訴
へ
た
後
、
恩
恵
を
断
る
の

は
卑
怯
で
あ
る
。 

・
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右
の
引
用
中
で
︿
そ
れ
を
突
き
返
し
た
の
は
失
礼
で
あ
る
。﹀
の
後
に

は
通
常
︿
の
み
な
ら
ず
窮
状
を
訴
へ
た
後
、﹀
以
降
の
文
章
を
そ
の
ま
ま

続
け
れ
ば
よ
い
。︿
の
み
な
ら
ず
、
︱
︱
／
保
吉
は
﹀
に
始
ま
る
箇
所
は
物

語
の
進
行
に
お
い
て
は
余
剰
で
あ
る
。
し
か
し
、
語
り
手
は
あ
え
て
︿
の

み
な
ら
ず
、
︱
︱
﹀
と
い
い
淀
ん
で
み
せ
、
そ
の
言
葉
遣
い
に
注
意
を
向

け
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
透
明
な
文
体
を
志
向
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の

語
り
と
は
対
極
的
な
語
り
の
技
法
で
あ
る
。
芥
川
は
か
つ
て
﹁
羅
生
門
﹂

︵﹃
帝
國
文
學
﹄
一
九
一
五
年
一
一
月
︶
で
も
作
者
を
名
乗
る
語
り
手
を
登
場
さ
せ
、

今
回
と
同
様
に
︿
し
か
し
こ
の
﹁
す
れ
ば
﹂
は
、
何
時
ま
で
た
つ
て
も
、

結
局
﹁
す
れ
ば
﹂
で
あ
つ
た
。
下
人
は
、
手
段
を
選
ば
な
い
と
い
ふ
事
を

肯
定
し
な
が
ら
も
、
こ
の
﹁
す
れ
ば
﹂
の
か
た
を
つ
け
る
為
に
、
当
然
、

そ
の
後
に
来
る
可
き
﹁
盗
人
に
な
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
﹂
と
云
ふ
事

を
、
積
極
的
に
肯
定
す
る
丈
の
、
勇
気
が
出
ず
に
ゐ
た
の
で
あ
る
。﹀
と
、

言
葉
遣
い
に
拘
っ
た
叙
述
を
披
露
し
た
。﹁
羅
生
門
﹂の
語
り
手
が
そ
の
よ

う
に
言
葉
遣
い
へ
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
執
着
す
る
書
き
手
と
し
て
表
れ
て

い
た
よ
う
に
、﹁
十
圓
札
﹂
で
も
語
り
手
は
自
ら
が
一
旦
発
し
た
言
葉
に
拘

泥
し
て
み
せ
る
。
こ
う
し
た
語
り
口
は
、
発
声
し
た
途
端
に
消
え
去
っ
て

い
く
音
声
言
語
よ
り
も
、
書
か
れ
た
文
字
が
物
質
と
し
て
眼
前
に
止
ま
り

続
け
、
自
身
の
言
葉
遣
い
を
い
つ
で
も
確
認
可
能
な
書
記
言
語
に
お
い
て

顕
現
し
や
す
い
特
徴
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
書
き
手
＝
作
者
の
存
在
を
読
者
に

意
識
さ
せ
ず
に
お
か
な
い
、
こ
う
し
た
語
り
の
あ
り
方
は
メ
タ
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
的
な
特
徴
と
い
え
る
。

　

﹁
十
圓
札
﹂も
や
は
り
構
造
的
に
作
者
を
作
品
内
部
に
召
喚
し
て
し
ま
う

小
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
物
語
世
界
の
保
吉
に
向
け
ら
れ
る
メ

タ
物
語
世
界
の
語
り
手
の
皮
肉
な
視
線
は
、
作
者
で
あ
る
芥
川
自
身
の
も

の
に
重
ね
ら
れ
る
こ
と
で
、
大
正
期
の
出
版
資
本
主
義
の
中
で
創
作
を
行

う
作
家
に
対
す
る
自
省
を
含
ん
だ
批
評
と
し
て
の
意
味
を
獲
得
す
る
だ
ろ

う
。
売
文
を
拒
む
こ
と
を
芸
術
家
的
な
振
る
舞
い
と
す
る
認
識
や
、
社
会

的
に
示
さ
れ
る
経
済
力
を
作
家
の
︿
威
厳
﹀
と
捉
え
よ
う
と
す
る
認
識
、

そ
う
い
っ
た
文
学
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
立
す
る
以
前
か
ら
存
在
し
た
価

値
観
に
対
し
、
芥
川
は
疑
い
の
眼
差
し
を
向
け
る
。
そ
れ
は
芸
術
家
を
謳

う
一
方
で
売
文
業
者
と
し
て
創
作
を
行
っ
て
き
た
芥
川
だ
か
ら
こ
そ
持
ち

え
た
視
線
で
あ
り
、
そ
の
視
線
の
先
に
は
﹁
芸
術
﹂
と
い
う
一
見
自
明
と

も
思
わ
れ
る
観
念
の
構
築
性
が
出
版
資
本
主
義
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
見

据
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
小
説
で
は
︿
十
円
札
﹀
の
賃
借
を
め
ぐ
る
葛
藤
を
中
心
に
近
代
出

版
制
度
の
中
に
生
き
る
作
家
の
自
意
識
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
文
学
場
に

現
れ
る
芸
術
家
の
売
文
業
者
と
し
て
の
側
面
が
描
き
出
さ
れ
て
い
た
。
芸

術
家
と
し
て
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
メ
デ
ィ
ア
上
で
培
っ
て
き
た
芥
川
は
、

こ
の
作
品
で
は
む
し
ろ
積
極
的
に
自
身
を
含
め
芸
術
家
が
売
文
業
者
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
の
は
、﹁
芸

術
家
と
し
て
の
作
家
﹂
と
い
う
像
が
出
版
制
度
の
中
に
現
象
す
る
観
念
で

あ
り
、
芸
術
そ
れ
自
体
は
決
し
て
社
会
か
ら
隔
絶
し
た
価
値
観
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
体
験
を
描
い
た
単
純
な
私
小
説
と
し
て
は

た
し
か
に
物
足
り
な
い
印
象
の
残
る
﹁
十
圓
札
﹂
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
売

文
小
説
と
し
て
読
む
こ
と
に
よ
り
、
作
品
に
備
わ
っ
た
批
評
性
が
発
揮
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
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注

︵
１
︶﹁
魚
河
岸
﹂
は
雑
誌
掲
載
時
に
は
︿
わ
た
し
﹀
の
一
人
称
で
語
ら
れ

て
お
り
、
作
中
に
保
吉
の
名
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
が
短
編
集
﹃
黄
雀

風
﹄
に
収
め
ら
れ
る
際
、︿
わ
た
し
﹀
か
ら
保
吉
へ
と
書
き
換
え
ら
れ
た
。

︵
２
︶
売
文
小
説
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
拙
稿
﹁︿
売
文
﹀

小
説
と
メ
タ
構
造　

︱
芥
川
龍
之
介
﹁
奇
遇
﹂
試
論
︱
﹂︵﹃
國
文
學
攷
﹄、

　

、
二
〇
〇
八
年
六
月
︶、﹁
戦
略
と
し
て
の
︿
売
文
﹀
小
説　

︱
芥
川

１９８龍
之
介
﹁
葱
﹂
試
論
︱
﹂︵﹃
日
本
近
代
文
学
﹄　

、
二
〇
〇
九
年
五
月
︶、

８０

﹁
芥
川
龍
之
介
を
め
ぐ
る
大
正
期
の
︿
売
文
﹀
状
況　

︱
﹁
書
く
こ
と

が
な
い
﹂
こ
と
を
書
く
小
説
と
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
︱
﹂︵﹃
語
文
と
教

育
﹄　

、
二
〇
一
〇
年
八
月
︶
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。

２４

︵
３
︶﹃
明
治
／
大
正
／
昭
和
／
平
成　

物
価
の
文
化
史
事
典
﹄
森
永
卓
郎
・

監
修
、
展
望
社
、
二
〇
〇
八
年
七
月

︵
４
︶
正
宗
白
鳥
﹁
九
月
の
創
作　

三
﹂︵﹃
報
知
新
聞
﹄
一
九
二
四
年
九

月
一
日
︶

※　

芥
川
の
テ
ク
ス
ト
は
岩
波
書
店
版
﹃
芥
川
龍
之
介
全
集
﹄
全
二
十
四

巻
︵
一
九
九
五
年
一
一
月
〜
一
九
九
八
年
三
月
︶
に
依
っ
た
。
ま
た
、

全
て
の
引
用
に
お
い
て
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
・
傍
線
等
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
︶
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