
句

今

、
「
戦
後
派
作
家
ら
し
い
作
家
と
し
て
、
最
も
典

型
的
と
称
さ
れ
て
い
る
」
の
は
、
野
間
宏
と
椎
名

麟
三
と
埴
谷
雄
高
の
三
人
で
あ
る
。
世
界
と
人
生

と
の
意
味
を
問
い
直
し
、
そ
の
根
源
的
な
問
題
に

探
求
の
眼
を
凝
集
し
た
「
戦
後
派
」
文
学
の
チ
ャ

ン
ピ
オ
ン
で
あ
っ
た
三
人
の
作
品
は
、
今
な
お
、

多
く
の
読
者
を
吸
収
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
折

も
折
、
新
進
佐
々
木
啓
一
氏
の
本
書
が
出
版
さ
れ

た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
時
宜
を
得
た
労
作
で
あ
り
、

企
画
で
あ
っ
た
と
い
え
る
と
思
う
。

本
書
は
、
「
作
家
論
」
と
「
作
品
論
」
と
か
ら

成
っ
て
い
る
。
「
作
家
論
」
と
し
て
は
「
太
宰
治

論
」
が
、
「
ｌ
〈
椎
名
麟
三
〉
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
と
し
て
ｌ
」
・
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
つ
き
で

冒
頭
に
す
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
、
二
つ
の

「
椎
名
麟
三
論
」
が
な
ら
ん
で
い
る
。

「
作
品
論
」
の
方
は
、
「
深
夜
の
酒
宴
」
「
永

「
椎
名
麟
三
の
文
学
」

書
評

佐
々
木
啓
一

「
椎
名
麟
三
の
文
学
」

し

遠
な
る
序
章
」
「
美
し
い
女
」
「
長
い
谷
間
」
「
牧

師
の
娘
」
「
善
魔
」
と
い
う
諸
作
品
が
、
批
評
解

析
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
太
宰
」
論
が
、
「
椎
名
」
論
の
プ
ロ
ロ
ー
グ

と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
理
由
に
よ

っ
て
い
る
と
思
う
。
奥
野
健
男
氏
の
太
宰
文
学
に

対
す
る
「
道
化
は
か
れ
の
生
き
る
た
め
の
武
装
‐
｜
で

あ
っ
た
と
い
う
指
摘
を
、
太
宰
の
方
法
の
真
髄
と

し
て
提
示
し
、
椎
名
諭
の
結
論
の
方
向
を
示
そ
う

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
善
魔
」
に

お
け
る
主
人
公
は
、
「
道
化
た
言
動
を
通
し
て
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
深
く
か
か
わ
っ
て
」
い
く
の

だ
が
、
「
道
化
」
と
い
う
虚
構
の
行
為
に
、
太
宰

に
は
じ
ま
る
、
椎
名
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ
の

道
程
を
展
望
し
て
い
る
、
佐
々
木
氏
自
身
の
視
点

を
示
唆
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
佐
為
木
氏
は
、
「
道
化
」
な
る
も
の
の
意
味

守一

辻
橋
三
郎

を
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
愛
と
庶
民
性
の
表
現
と
し

て
、
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
（
「
牧
師
の
娘

諭
」
）
か
く
て
、
佐
灸
木
啓
一
氏
の
「
椎
名
麟
三

の
文
学
」
は
、
文
学
者
椎
名
麟
三
の
、
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
と
の
邊
遁
と
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ

の
信
従
の
プ
ロ
セ
ス
と
の
、
追
跡
の
記
録
と
い
い

得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
椎
名
麟
三
の
文
学
」
は
、

佐
古
純
一
郎
氏
の
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
連

研
究
の
特
色
た
る
、
人
生
論
の
色
彩
を
も
具
有
し

て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
と
と
も

に
、
「
実
存
的
弁
証
法
」
に
よ
る
人
間
像
の
創
造

と
い
う
椎
名
の
新
し
い
文
学
方
法
へ
の
分
析
の
試

み
と
も
な
っ
て
い
る
。
実
存
的
弁
証
法
と
い
う
用

語
は
最
初
理
解
し
難
い
用
語
で
あ
っ
た
が
、
「
透

徹
し
た
理
解
力
と
強
靱
な
思
索
力
に
加
え
て
、
危

機
的
人
生
経
験
と
宗
教
的
自
由
を
も
っ
た
、
今
日

稀
な
実
存
弁
証
法
の
体
得
者
」
と
い
う
久
山
康
氏

の
椎
名
評
（
「
椎
名
麟
三
論
ｌ
そ
の
思
惟
形
式
の

原
型
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
に
引
用
）
に
よ
っ
て
、

そ
の
方
法
を
、
一
応
、
図
式
的
な
が
ら
諒
解
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
本
書
が
、
こ
れ
は
、

椎
名
文
学
そ
れ
自
体
の
性
格
な
が
ら
、
「
美
し
い

五
一

島

■

4晶

令



女
論
」
以
後
、
キ
リ
ス
ト
者
な
ら
び
に
キ
リ
ス
ト

教
会
の
現
状
批
判
の
書
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
い

も
、
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
も
、
否
定
で
き
な

事
実
で
あ
る
と
思
う
。

以
下
、
そ
の
各
論
に
つ
い
て
、
紙
数
に
制
限
も

あ
る
こ
と
と
て
、
杜
撰
な
が
ら
、
そ
の
大
要
と
批

判
と
を
試
み
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
前
に
、
気

に
な
る
こ
と
を
述
《
へ
て
お
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論

文
が
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
も
っ
て
い
る
の
は
い
い
こ

と
だ
が
、
各
論
の
冒
頭
に
、
例
え
ば
、
〈
愛
憎
の

原
点
を
求
め
て
〉
と
い
う
題
目
の
も
と
に
云
々
、

と
い
う
極
度
に
限
定
さ
れ
た
問
題
提
起
が
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
論
文
発
展
の
可
能
性
を
限
定
す

る
結
果
を
招
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

て
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
、
わ
た
く
し
の

危
倶
で
あ
る
な
ら
ば
、
幸
で
あ
る
。

先
ず
「
深
夜
の
酒
宴
論
」
だ
が
、
椎
名
が
愛
と

憎
と
の
二
律
背
反
の
一
致
に
人
間
の
至
高
の
感
情

を
見
、
生
き
て
い
る
こ
と
は
誰
か
を
傷
つ
け
る
こ

と
だ
と
い
う
真
実
を
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
か
ら

学
ん
で
い
る
点
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
「
美
し
い

女
」
の
原
型
た
る
お
加
代
の
謎
の
よ
う
な
微
笑

に
、
椎
名
の
新
し
い
認
識
（
や
が
て
神
と
な
る
で

零
．
．
．
９ あ

ろ
う
と
こ
ろ
の
）
が
予
知
で
き
る
と
し
て
い

る
。
「
永
遠
な
る
序
章
論
」
で
は
、
「
愛
憎
の
矛
盾

の
中
に
あ
る
同
時
性
ｌ
主
人
公
の
認
識
の
内
的

弁
証
法
」
の
展
開
を
辿
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
い

さ
さ
か
説
明
不
十
分
の
感
が
あ
り
、
わ
た
く
し
に

は
十
分
に
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
佐

々
木
氏
は
、
総
合
と
か
、
弁
証
法
と
い
う
用
語
を

多
用
し
て
お
ら
れ
る
が
、
と
き
ど
き
、
意
味
不
鮮

明
、
不
妥
当
な
点
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、

わ
た
く
し
の
不
明
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
橋

和
己
氏
が
、
こ
の
作
品
の
忍
耐
の
思
想
を
高
く
評

価
し
た
こ
と
に
示
唆
さ
れ
て
、
佐
・
べ
木
氏
も
、
椎

名
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
「
不
断
の
死
と
対

決
す
る
こ
と
」
で
「
愛
憎
を
こ
え
‐
’
た
「
内
的
弁

証
法
‐
一
を
体
得
し
、
「
徹
底
的
に
生
き
抜
く
こ
と
」

が
、
「
庶
民
の
生
活
の
一
つ
の
根
拠
」
で
あ
る
と

し
た
こ
と
の
指
摘
は
、
以
後
の
椎
名
の
思
想
の
展

開
を
暗
示
し
た
結
論
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「
美
し
い
女
論
」
は
、
初
出
本
と
単
行
本
と
の

比
較
か
ら
立
論
し
て
い
る
点
、
本
書
中
、
最
も
実

証
的
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
点
、

わ
た
く
し
の
趣
味
に
も
適
い
、
わ
た
く
し
と
し
て

は
、
最
も
感
動
を
伴
っ
た
論
文
で
あ
っ
た
．
こ
れ

ま
で
、
こ
の
作
品
は
、
初
期
の
椎
名
文
学
に
お
い

て
は
、
無
意
味
、
愚
劣
と
し
て
既
斥
し
た
日
常
性

を
再
評
価
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
、
評
価
の
二
分

さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
、
こ
の
作
品

を
頂
点
の
よ
う
に
し
て
、
日
常
性
へ
の
埋
没
化
現

象
が
戦
後
派
文
学
幻
影
論
の
根
拠
と
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
佐
食
木
氏
は
、
こ
の
日
常
性
ｌ
平
凡

さ
の
な
か
に
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
自
由
の
よ

み
が
え
り
を
読
み
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
作
品
を
執
筆
す
る
に
当
っ
て
、
椎
名

は
何
度
も
実
地
踏
査
を
行
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る

が
、
椎
名
に
よ
る
と
、
こ
の
踏
査
自
体
が
、
キ
リ

ス
ト
者
の
自
由
の
確
認
の
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
平
凡
さ
の
中
に
、
真
の

キ
リ
ス
ト
者
の
生
き
方
を
見
出
し
た
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
へ
の
プ
ロ
テ
ス
ト

で
も
あ
っ
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

こ
の
作
品
を
も
っ
て
、
佐
倉
木
氏
は
、
は
っ
き
り

と
、
椎
名
を
本
格
的
キ
リ
ス
ト
教
文
学
の
作
家
で

あ
る
と
断
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
長
い
谷
間
論
」
は
、
〈
終
末
の
幻
想
体
験
を

求
め
て
〉
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
も
っ
て
、
問

題
を
冒
頭
に
提
起
さ
れ
て
い
る
論
文
で
あ
る
。
こ

、

〆
．
｛
・
盈
缶
ぞ
．
寸
一
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匙
》

の
一
文
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
内
的
外
的
リ

ア
リ
ズ
ム
の
同
時
性
の
上
に
構
成
さ
れ
た
作
品
で

あ
る
と
、
佐
々
木
氏
は
い
う
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ

ス
ト
教
的
な
愛
に
よ
る
連
帯
感
の
上
に
立
つ
作
品

と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
か
こ
の

論
文
で
強
く
印
象
を
受
け
た
こ
と
は
、
「
ほ
ん
と

う
の
愛
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
し
か
成
立
し
な
い
、

と
み
る
椎
名
の
観
念
の
根
源
に
は
、
教
会
と
い
う

キ
リ
ス
ト
へ
の
媒
介
項
を
離
れ
て
直
接
に
キ
リ
ス

ト
を
交
え
て
人
間
ら
し
い
集
団
を
造
る
こ
と
が
可

能
で
あ
っ
た
な
ら
、
と
い
う
温
か
い
意
識
が
心
情

と
し
て
常
に
働
い
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」

と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
椎
名
文
学
を

通
し
て
の
、
佐
々
木
氏
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の

純
粋
な
心
情
を
告
白
し
た
一
節
と
考
え
て
い
い
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。

「
牧
師
の
娘
論
」
は
、
〈
キ
リ
ス
ト
者
の
原
点

を
求
め
て
〉
と
い
う
題
目
に
お
い
て
、
論
述
さ
れ

て
い
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
牧
師
の
娘
が
家
出
を

し
て
き
て
、
主
人
公
に
相
談
に
乗
っ
て
欲
し
い
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
に
お

い
て
続
出
し
て
い
る
、
牧
師
と
教
会
と
へ
の
批
判

に
つ
い
て
、
佐
々
木
氏
は
次
の
よ
う
に
述
。
へ
て
い

「
椎
名
麟
三
の
文
学
」

心
‘
Ｉ
強
『
４づ

（
〕
Ｏ

「
私
見
で
あ
る
が
、
例
え
ば
牧
師
が
説
教
で
い

か
に
「
放
蕩
息
子
の
職
」
を
示
し
て
信
者
に
訴
え

た
こ
と
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
現
実
に
は
己
の
手

元
か
ら
迷
い
逃
げ
た
一
匹
の
子
羊
す
ら
も
救
い
え

な
い
で
い
る
。
否
、
む
し
ろ
教
会
は
、
完
全
に
近

い
か
た
ち
で
拒
絶
し
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

教
会
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
え
て
し
て
そ
う
い
う
と

こ
ろ
な
ん
だ
と
い
う
大
き
な
矛
盾
を
訴
え
た
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
」

「
こ
の
〈
私
〉
（
作
品
の
主
人
公
の
こ
と
Ｉ

辻
橋
注
）
の
控
え
目
な
推
測
は
、
少
な
く
と
も
教

会
の
経
営
維
持
と
自
己
の
保
身
に
の
み
憂
き
身
を

や
つ
す
牧
師
に
浴
び
せ
る
〈
私
〉
の
冷
水
に
等
し

い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ

し
て
同
時
に
、
そ
の
矛
盾
は
組
織
と
個
人
に
か
か

わ
る
社
会
的
矛
盾
を
も
示
し
て
い
た
に
違
い
な
い

の
で
あ
る
。
」

さ
ら
に
、
佐
含
木
氏
は
、
椎
名
の
原
文
の
次
の

よ
う
な
個
所
に
傍
点
を
ふ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

｜
‐
神
に
か
か
わ
る
人
間
は
、
身
近
か
に
い
る
人

間
の
人
間
性
を
逆
に
ゆ
が
め
て
し
ま
ふ
場
合
も
あ

る
と
い
ふ
事
実
に
気
付
い
た
か
ら
で
あ
る
。
（
中

略
）
『
神
様
っ
て
実
際
こ
わ
い
な
」
と
私
は
思
わ

ず
咳
い
た
。
」

要
す
る
に
、
人
間
は
往
々
に
し
て
、
人
間
の
苦

悩
、
絶
望
に
共
感
を
も
た
な
く
な
り
、
相
手
の
魂

と
の
接
触
を
怠
り
、
柔
軟
な
人
間
性
を
欠
落
し
、

人
々
を
徹
底
的
に
裁
こ
う
と
す
る
こ
と
が
、
逆
に

身
近
の
人
間
の
人
間
性
を
歪
曲
す
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
佐
灸
木
氏
は
、

「
教
会
が
、
そ
し
て
牧
師
が
〈
私
た
ち
人
間
の

不
信
仰
を
糾
弾
す
る
〉
前
に
、
己
れ
自
身
が
そ
の

共
感
を
根
拠
と
す
る
こ
と
を
は
っ
き
り
認
識
す
識
へ

き
で
あ
る
ｐ
・
い
か
な
る
神
学
上
の
深
い
教
理
も
、

そ
れ
を
表
現
す
る
い
か
な
る
用
語
も
一
方
的
な
自

己
満
足
、
自
己
陶
酔
、
そ
し
て
自
己
欺
嚥
に
終
始

す
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
」
「
宗
教
の
も
つ
人

間
不
在
の
厳
し
い
現
実
に
接
し
た
今
、
〈
私
〉
は
、

隣
人
愛
を
説
く
教
会
が
、
そ
し
て
牧
師
が
、
結
果

的
に
は
隣
人
に
対
す
る
愛
そ
の
も
の
を
厳
し
く
拒

絶
し
て
い
る
現
実
程
悲
し
い
も
の
は
な
い
と
判
断

す
る
。
」

と
、
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
を
み
る
と
き
、
「
牧
師
の
娘
」
が
、
現
在
の
日

本
の
キ
リ
ス
ト
教
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
精
神
的
貧

五
三

私，

％‘し
邑

彼I
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困
へ
の
批
判
と
プ
ロ
テ
ス
ト
と
を
、
目
標
の
一
つ

と
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
教
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
神
っ
て
こ
わ
い
」

と
い
う
作
中
人
物
の
感
動
の
中
に
、
「
神
」
を
罰

を
下
す
存
在
と
み
る
土
着
的
な
神
観
と
キ
リ
ス
ト

教
の
そ
れ
と
の
、
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
見
出
そ

う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
佐
左
木
氏
の
宗
教

論
の
展
望
の
一
端
を
う
か
が
い
得
る
よ
う
に
思
っ

た
。

次
の
「
ｌ
〈
宗
教
家
の
俗
物
性
の
原
点
〉

を
求
め
て
ｌ
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
つ
き
の

「
善
魔
論
」
こ
そ
、
椎
名
の
キ
リ
ス
ト
教
、
キ
リ

ス
ト
教
会
論
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
え
よ
う
。

こ
の
「
善
魔
」
の
モ
デ
ル
が
、
昭
和
二
六
年
一
二

月
、
椎
名
に
洗
礼
を
授
け
た
赤
岩
栄
牧
師
（
共
産

主
義
を
容
認
し
て
い
る
）
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知

の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
「
善
魔
」
に
つ
い
て
は
、

笠
原
芳
光
氏
の
一
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
佐

々
木
氏
の
立
論
は
、
お
お
む
ね
笠
原
文
の
示
唆
が

多
い
よ
う
に
に
思
わ
れ
る
の
で
、
一
応
、
笠
原
文

を
転
載
し
て
お
く
。
「
最
近
の
椎
名
の
言
説
は
そ

れ
ま
で
の
正
統
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
批
判
か

ら
転
じ
て
、
む
し
ろ
赤
岩
流
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解

り

り

駒

アマも
＝

〃

牙

に
対
す
る
椰
楡
と
攻
撃
に
力
が
注
が
れ
て
い
る
よ

う
な
感
が
あ
る
。
『
善
魔
」
の
よ
う
な
明
ら
か
に

赤
岩
を
弧
刺
し
た
小
説
や
『
上
原
集
団
脱
出
記
』

と
い
う
文
章
を
書
き
、
教
団
の
雑
誌
な
ど
に
執
筆

し
て
い
る
椎
名
麟
三
の
現
状
は
永
遠
に
探
求
の
思

想
で
あ
る
。
実
存
主
義
の
作
家
と
い
う
よ
り
も
、

形
式
的
に
キ
リ
ス
ト
教
の
作
家
と
な
り
つ
つ
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
さ
て
、
佐
を
木
論
文
は
、

椎
名
が
、
偽
善
的
な
主
人
公
の
耳
に
「
坊
主
に
な

っ
て
出
直
せ
」
と
い
う
声
を
響
か
せ
て
、
①
絶
対

性
を
強
い
る
主
義
・
主
張
へ
の
激
し
い
プ
ロ
テ
ス

ト
を
示
す
と
と
も
に
、
⑨
人
間
に
お
け
る
本
当
の

救
済
と
い
う
も
の
は
、
死
そ
の
も
の
か
ら
自
由
に

な
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
声
こ
そ
、
復
活
の

キ
リ
ス
ト
か
ら
の
声
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
冒
頭
に
記
し
た
如
く
、
道

化
師
の
よ
う
な
主
人
公
を
通
し
て
、
キ
リ
ス
ト
と

人
間
と
の
か
か
わ
り
を
、
椎
名
文
学
か
ら
副
扶
し

て
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
の
こ
の
よ
う
な
作
品
論
は
、
「
ｌ
ｌ
そ
の
思

惟
形
式
の
原
型
に
つ
い
て
の
一
考
察
ｌ
」
、

「
Ｉ
病
苦
を
原
点
と
し
た
思
索
の
歪
み
と
そ
の

五
四

表
現
構
造
に
つ
い
て
ｌ
」
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ

の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
も
っ
た
、
二
つ
の
「
椎
名
麟

三
論
」
と
い
う
作
家
論
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

前
者
は
、
側
椎
名
の
思
想
の
原
型
は
、
一
匹
の

蜘
蛛
が
き
ま
ぐ
れ
な
風
の
吹
い
て
く
る
の
を
待
っ

て
お
り
、
風
に
任
せ
て
網
を
は
る
や
否
や
、
虚
無

と
い
う
毒
牙
で
現
実
の
現
象
を
捉
え
る
と
い
う
よ

う
に
比
職
し
得
る
も
の
で
あ
る
、
②
椎
名
の
思
想

は
、
そ
の
数
奇
な
生
い
立
ち
に
原
発
想
を
み
る
人

が
多
い
が
、
そ
の
家
出
以
後
の
学
習
と
経
歴
と
思

索
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
論
旨
の
も
の
で

あ
る
。
要
す
る
に
椎
名
は
、
〈
虚
無
と
死
へ
の
緊
張
〉

関
係
の
連
続
の
中
で
、
「
自
己
の
幸
福
と
自
由
の

場
所
を
探
し
求
め
て
〈
一
つ
の
精
神
〉
の
網
を
幾
度

も
張
っ
て
は
破
ら
れ
て
歩
い
て
き
た
」
、
そ
れ
は
、

「
誤
解
を
ま
ね
く
程
、
巣
を
つ
く
る
場
所
」
を
変

え
て
き
た
、
し
か
も
遂
に
、
「
恐
ら
く
僕
に
と
っ

て
は
、
永
久
に
一
つ
の
名
の
も
と
に
自
己
の
自
由

と
幸
福
を
見
出
す
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の

名
が
人
の
名
で
あ
る
か
ぎ
り
に
於
て
・
」
と
い
う
、

椎
名
自
身
の
告
白
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
佐
為
木
氏
は
、
そ
こ
に
、
や
が

証
〃
弐
浄
郛
ゞ

】



Ｉ

一一

て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
対
決
の
予
感
を
読
み

と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
者
は
、
椎
名
の
実
存
的
、
観
念
的
方
法
は
、

病
苦
（
心
臓
疾
患
）
を
原
点
と
し
て
い
た
と
い
う

一
文
で
あ
る
。
椎
名
が
、
人
物
も
徹
底
的
人
物
を

取
扱
わ
ず
、
思
想
も
、
絶
対
化
を
忌
避
し
て
い
る

の
は
、
そ
の
病
苦
に
原
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
そ
し
て
、
従
来
の
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の

中
核
を
な
す
復
活
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
も
、
根

拠
は
「
案
外
こ
の
よ
う
な
病
苦
の
馴
れ
の
中
で
醸

成
」
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
な
ど
、
行

き
と
ど
い
た
考
察
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

要
す
る
に
、
佐
左
木
啓
一
氏
の
『
椎
名
麟
三
の

文
学
」
は
、
椎
名
文
学
の
構
造
の
分
析
、
椎
名
の

キ
リ
ス
ト
と
の
避
遁
と
入
信
の
過
程
の
追
究
、
椎

名
（
さ
ら
に
椎
名
を
媒
介
と
し
た
佐
交
木
氏
の
）
の

キ
リ
ス
ト
教
、
信
者
、
教
会
論
と
い
う
、
三
つ
の

側
面
を
も
っ
た
論
文
集
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
い
え
ば
、
「
椎
名
文
学

の
思
想
」
と
い
う
題
名
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
気
も

す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
新
し
い
問
題
提
起
も
行

〆

っ
て
お
り
、
類
書
絶
無
の
点
と
、
誠
実
な
問
題
追

求
の
姿
勢
と
に
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
然
る
ぺ

「
椎
名
麟
三
の
文
学
」

I

き
も
の
と
思
う
。

た
だ
、
暇
理
を
い
わ
せ
て
貰
え
ば
、
第
一
に
本

文
で
も
ふ
れ
た
通
り
、
冒
頭
に
、
限
定
的
な
問
題

提
起
を
行
な
い
、
展
開
の
可
能
性
を
制
限
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
名
著
で
あ
る
吉
村
善
夫

氏
の
『
椎
名
麟
三
論
』
へ
の
言
及
の
な
い
点
な
ど
、

資
料
的
に
幾
分
、
そ
の
調
査
に
不
足
を
思
わ
せ
る

も
の
が
な
い
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、

佐
灸
木
氏
が
、
思
索
力
と
論
理
追
究
の
能
力
と
に

恵
ま
れ
て
お
ら
れ
な
か
ら
か
、
性
交
に
し
て
、
そ

の
能
力
へ
の
過
信
か
ら
、
時
に
、
晦
渋
、
難
解

な
部
分
も
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
四
は
、

こ
れ
も
本
文
で
ふ
れ
た
通
り
、
第
二
に
関
連
す
る

こ
と
な
が
ら
、
弁
証
法
と
い
う
言
薬
の
多
用
が
、

論
理
の
空
転
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
ま
だ
若
年
の
氏
に
し
て
、
椎
名
の
よ
う

な
複
雑
な
構
造
を
も
つ
作
家
と
作
品
を
、
か
く
ま

で
、
立
体
的
に
、
鋭
角
的
に
、
縦
横
に
論
破
さ
れ

た
こ
と
に
、
私
は
、
万
腔
の
敬
意
を
払
い
た
い
と

思
う
。
今
後
の
精
進
を
、
心
か
ら
期
待
し
た
い
。

j一
〆
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