
最
近
の
出
版
界
に
於
け
る
目
立
っ
た
二
つ
の
傾
向
、
そ
れ
は
文
学
ア
ル
ゞ
ハ
ム

と
作
家
評
伝
で
あ
る
。
泉
鏡
花
に
関
し
て
は
村
松
梢
風
氏
の
「
恋
あ
や
め
」

輌
稲
読
訓
修
酬
調
銅
匡
邸
洋
識
卵
津
計
繩
嗣
伺
と
同
氏
の
近
代
作
家
伝
緬
銅
錘
域
の
一
と

し
て
「
泉
鏡
花
」
が
あ
る
。
前
者
は
所
謂
実
名
小
説
の
傾
向
を
持
つ
も
の
で
あ

り
、
後
者
は
読
み
物
と
し
て
の
伝
記
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
村
松
定
孝
氏
の
「
泉
鏡
花
」
は
研
究
的
な
評
伝
で
あ
る
。
し

か
し
学
術
論
文
調
の
も
の
で
は
な
い
・
研
究
害
ら
し
く
な
い
研
究
書
で
あ
る
。

と
に
か
く
よ
く
調
べ
て
あ
る
。
人
の
伝
な
る
も
の
は
生
存
者
で
も
明
ら
か
に
し

難
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
害
を
読
ん
で
先
ず
感
ず
る
こ
と
は
、
さ
ら
さ
ら
と
書

か
れ
て
は
い
る
が
、
多
く
の
資
料
、
作
品
に
よ
る
考
証
、
が
根
底
に
あ
っ
て
は

じ
め
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
殊
に
鏡
花
が
世
を
去
る
前
の
年
に
著
者

は
鏡
花
を
訪
ね
て
直
接
話
を
き
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
談
た
ま
た
ま

秋
成
の
雨
月
、
西
鶴
の
百
物
語
に
及
び
、
鏡
花
が
「
西
鶴
に
は
幽
霊
が
解
ら
左

い
・
だ
か
ら
計
算
づ
く
で
幽
霊
を
扱
っ
た
り
す
る
ん
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
鏡
花
の
作
品
に
於
け
る
神
秘
的
な
も
の
が
単
な
る
小
説
上
の
技

巧
で
は
毒
く
く
む
し
ろ
創
作
以
前
の
彼
の
日
常
性
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ

と
を
悟
っ
た
理
澤
と
し
て
い
ら
『
れ
る
あ
学
こ
り
は
左
は
だ
與
味
深
い
。
こ
れ
は

著
者
も
「
幼
な
い
鏡
花
の
日
々
も
、
さ
う
し
た
暗
い
家
の
中
で
、
北
国
の
自
然

書
評

村
松
定
孝
氏
著
「
泉
鏡
花
」
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橋
清
秀

が
生
ん
だ
怪
奇
な
口
碑
や
伝
説
の
類
を
母
だ
の
町
内
の
う
つ
く
し
き
娘
た
ち
の

口
か
ら
聴
か
さ
れ
て
過
ご
」
銅
轌
し
た
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
鏡
花
の

生
育
し
た
風
土
、
環
境
か
ら
推
し
て
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
が
こ
の

よ
う
な
点
に
於
て
も
鏡
花
と
言
う
人
間
に
迫
り
得
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

又
観
念
小
説
に
つ
い
て
「
先
生
は
、
ど
ん
な
お
気
持
か
ら
、
あ
上
し
た
作
風

の
も
の
を
書
か
れ
た
の
で
す
か
」
と
言
う
著
者
の
問
に
鏡
花
は
一
種
ほ
ろ
に
が

そ
う
な
笑
み
を
湛
え
て
、
「
私
は
た
野
先
生
（
紅
葉
山
人
）
の
お
力
添
へ
で
、

あ
れ
を
文
芸
倶
楽
部
で
し
た
か
に
発
表
す
る
こ
と
が
出
来
た
ま
で
で
し
て
、
く

わ
ん
ね
ん
小
説
と
云
ふ
レ
ヅ
テ
ル
を
貼
っ
た
の
は
田
岡
（
紙
雲
）
さ
ん
あ
た
り

で
せ
う
。
え
上
、
た
耳
心
の
赴
く
ま
坐
を
書
い
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
（
略
）

く
わ
ん
ね
ん
小
説
な
ん
テ
迷
子
札
は
先
生
も
ご
存
じ
た
い
間
に
批
評
家
が
私
と

川
上
（
眉
山
）
さ
ん
に
つ
け
た
ん
で
、
そ
こ
が
自
然
主
義
の
人
達
が
自
分
で
自

然
主
義
の
お
題
目
を
橇
へ
な
が
ら
暴
露
小
説
（
？
）
を
書
い
た
の
と
は
訳
が
連
ひ

ま
す
。
」
銅
五
鍔
と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
文
学
史
家
に
と
っ
て
看
過
し
難

い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

次
に
こ
の
書
の
中
核
を
な
し
て
い
る
も
の
は
鏡
花
の
作
品
研
究
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
鏡
花
の
作
品
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
人
間
鏡
花
を
形
成
し
て
い
る
。
こ

れ
ほ
こ
の
害
の
副
題
に
一
‐
生
涯
と
芸
術
」
と
あ
る
如
く
作
家
の
伝
記
を
考
究
す

る
時
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
作
品
の
中
に
鏡
花
そ
の
人
の
姿
を
認
め
て
述

べ
ら
れ
一
」
じ
Ｌ
、
「
名
媛
記
」
．
之
巻
」
・
・
・
「
誓
之
巻
」
「
外
科
室
」
「
照

葉
狂
言
‐
｜
等
々
》
て
の
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
一
言
で
言
え
ば
実
証
的
で

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
は
な
は
だ
信
頼
に
足
る
と
考
え
る
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。

さ
て
鏡
花
は
生
涯
女
性
を
描
い
た
。
そ
れ
も
可
憐
に
は
か
な
い
女
性
を
。
鏡
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花
は
幼
時
、
絵
を
好
み
中
で
も
最
も
好
ん
で
描
い
た
の
は
「
可
憐
な
を
と
め
が

樹
上
に
縛
り
あ
げ
ら
れ
、
打
掛
さ
れ
て
ゐ
る
場
面
」
函
壱
で
あ
っ
た
と
泉
斜

汀
が
語
っ
て
い
る
。
著
者
は
こ
れ
に
よ
っ
て
鏡
花
の
作
品
に
於
け
る
被
虐
的
傾

・
向
を
解
明
し
て
居
ら
れ
る
。
鏡
花
は
明
治
大
正
昭
和
の
三
代
に
生
き
た
け
れ
ど
、

や
は
り
泉
鏡
花
は
明
治
の
作
家
で
あ
っ
た
。
鏡
花
の
描
く
と
こ
ろ
の
女
は
明
治

の
女
で
あ
り
、
最
も
明
治
の
女
ら
し
い
女
性
で
あ
っ
た
。
薄
幸
と
悲
哀
と
は
か

な
さ
の
中
に
生
き
る
女
に
明
治
と
言
う
時
代
を
感
じ
、
未
だ
近
代
化
さ
れ
ざ
る

半
封
建
的
な
明
治
と
言
う
時
代
に
抗
し
意
気
に
よ
っ
て
う
つ
く
し
く
生
き
た
鏡

花
の
女
性
を
私
は
み
と
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
鏡
花
の
二
人
の
妹
、
た

か
女
と
や
へ
女
と
が
そ
れ
ぞ
れ
他
家
へ
養
女
に
や
ら
れ
た
こ
と
も
、
鏡
花
の
女

性
観
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
「
母
の
蟇
は
し
さ
と
、

姉
の
懐
し
さ
と
、
更
に
女
の
恋
し
さ
」
詞
蕾
一
と
著
者
は
鏡
花
の
愛
皇
言
っ
て

い
ら
れ
る
が
、
鏡
花
の
母
が
、
叉
鏡
花
の
恋
う
姉
や
女
が
生
き
た
明
治
と
言
う
、

時
代
、
社
会
性
に
今
す
こ
し
く
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鏡
花
の
人
と
作
品
が

よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
は
鏡
花
の
師
弟
関
係
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
も
う
再
び
鏡
花
の
よ
う
意

人
は
出
る
ま
い
。
そ
し
て
鏡
花
の
文
章
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
或
る
人
は
悪
文
と
言
い
或
る
人
は
名
文
と
評
す
る
。
鏡
花
の
文
学
に
つ
い

て
も
駿
誉
な
か
ば
す
る
。
し
か
し
多
く
の
人
は
鏡
花
の
作
と
は
知
ら
ず
と
も

「
婦
系
図
」
は
知
っ
て
い
る
。
「
滝
の
白
糸
」
の
舞
台
に
涙
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
鏡
花
の
文
学
は
大
衆
の
も
の
に
、
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
新
派
と

鏡
花
と
の
つ
な
が
り
は
深
い
。
こ
の
あ
た
り
も
も
つ
と
堀
り
起
す
必
要
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
一
。
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こ
の
害
に
於
て
は
大
正
以
降
は
比
較
的
簡
単
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
要
す
る
に

現
在
ま
で
の
村
松
定
孝
氏
の
鏡
花
の
交
学
研
究
の
成
果
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
誰
に
も
読
み
や
す
く
平
易
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
平
易
に
書
く
と
言
う

こ
と
は
む
つ
か
し
い
事
で
あ
る
。
さ
り
げ
な
く
書
か
れ
て
い
る
一
言
、
そ
れ
が
、

単
な
る
想
像
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
．
こ
つ
こ
つ
と
積
み
あ
げ
ら
れ

小
さ
な
穴
を
一
つ
一
つ
う
ず
め
て
ゆ
か
れ
た
も
の
が
結
実
し
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
著
者
の
鏡
花
へ
の
愛
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

文
学
鑑
賞
は
そ
の
作
品
を
読
む
こ
と
に
は
じ
ま
り
終
る
。
し
か
し
そ
の
作
品

を
作
っ
た
作
家
へ
の
好
奇
の
心
は
お
さ
え
難
い
。
そ
し
て
作
品
を
通
し
て
人
間

を
追
求
し
、
人
生
を
探
求
し
、
人
生
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
考
え
る
こ
と
も

大
き
な
命
題
と
す
れ
ば
、
作
家
を
知
る
こ
と
も
叉
欠
く
こ
と
の
出
来
ぬ
こ
と
上

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
し
ば
し
作
品
に
酔
い
、
作
品
の
真
髄
に
到
達
す

る
た
め
に
は
作
家
を
知
り
、
作
家
の
人
と
周
辺
を
知
る
こ
と
は
大
き
な
手
が
か

り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
文
学
ア
ル
バ
ム
や
評
伝
が
公
刊
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
文
学
作
品
研
究
が
一
層
進
展
す
る
こ

と
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
。

河
出
文
庫
の
「
泉
鏡
花
」
は
多
く
の
人
の
手
に
わ
た
っ
て
読
ま
れ
る
で
あ
ろ

う
。
鏡
花
の
弟
斜
汀
の
一
子
と
学
校
生
活
を
共
に
し
、
明
治
生
れ
の
女
を
母
に

持
つ
私
に
は
こ
と
さ
ら
な
つ
か
し
い
作
家
で
あ
る
。
そ
の
お
も
い
が
門
外
漢
の

私
を
し
て
か
坐
る
拙
文
を
書
か
せ
た
の
で
あ
る
。
著
者
に
比
す
れ
ば
私
の
鏡
花

へ
の
愛
は
小
さ
な
も
の
で
あ
る
。

（
河
出
文
庫
一
二
九
。
ヘ
ー
ジ
・
七
○
円
河
出
書
房
昭
和
二
九
年
七
月
刊
）
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