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追催文を読む

「文藝時代」

小澤純

新
世
代
社
版
「
文
藝
時
代
」
は
昭
和
二
十
三
年
一
月
に
創
刊
、
「
編
集
後
記
」
に
「
や
が
て
同
人
と
し
て
名
を
つ
ら
ね
る
こ

と
が
で
き
ぬ
ほ
ど
の
対
立
を
示
す
か
も
し
れ
な
い
」
（
福
田
恒
存
）
と
あ
る
よ
う
に
、
太
宰
を
含
め
た
新
旧
の
文
学
者
三
十
一

名
（
後
に
林
芙
美
子
・
武
田
泰
淳
ら
が
参
加
）
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
同
人
雑
誌
で
あ
る
。
ま
た
戦
前
に
「
行
動
」
編
集
長

だ
っ
た
豊
田
三
郎
は
、
川
端
に
「
御
許
し
」
を
得
て
「
文
学
史
的
な
誌
名
を
受
け
継
ぐ
」
経
緯
と
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か
ら

作
家
の
中
心
を
ま
も
る
と
い
ふ
消
極
性
ば
か
り
で
な
く
、
時
代
に
プ
ラ
ス
す
る
や
ふ
な
も
の
が
生
れ
て
く
る
こ
と
」
へ
の
抱

負
を
同
頁
で
語
っ
て
お
り
、
前
期
は
豊
田
中
心
に
編
集
さ
れ
た
戦
後
版
「
文
藝
時
代
」
と
い
う
同
誌
の
緩
や
か
で
雑
多
な
性

格
が
窺
え
る
。
三
月
号
の
座
談
会
「
現
代
作
家
論
」
で
は
ま
ず
太
宰
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
「
斜
陽
」
流
行
の
中
で
そ
の
限
界
を

指
摘
す
る
舟
橋
聖
一
、
「
主
観
性
の
問
題
」
へ
と
関
連
付
け
る
椎
名
麟
三
な
ど
、
取
り
交
わ
さ
れ
る
見
解
も
多
様
を
極
め
た
。

四
月
号
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
太
宰
「
徒
党
に
つ
い
て
」
は
、
群
れ
を
罵
り
「
「
孤
高
」
と
自
ら
を
号
し
て
ゐ
る
者
」
の
「
キ

ザ
」
を
批
判
し
「
徒
党
」
と
「
孤
低
」
双
方
の
苦
し
さ
を
語
り
な
が
ら
、
「
仲
間
同
士
、
公
然
と
裏
切
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま

る
」
よ
う
な
「
新
し
い
徒
党
の
形
式
」
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
が
同
誌
に
発
表
さ
れ
る
背
景
は
五
月
号
「
後
記
」

で
説
か
れ
て
お
り
、
豊
田
は
平
林
た
い
子
の
文
壇
ギ
ル
ド
批
判
や
、
白
井
明

(11
林
房
雄
）
が
「
本
誌
の
記
事
を
か
、
げ
て
、

文
壇
グ
ル
ー
プ
を
論
じ
、
こ
の
と
こ
ろ
、
作
家
の
集
団
を
め
ぐ
つ
て
、
賛
否
両
論
が
や
か
ま
し
い
」
こ
と
に
触
れ
た
う
え
で
、

「
「
文
藝
時
代
」
の
同
人
は
、
太
宰
氏
の
い
ふ
と
ほ
り
、
公
然
と
仲
間
を
裏
切
る
こ
と
を
第
一
の
公
約
と
し
て
集
つ
て
」
お

り
、
「
次
号
あ
た
り
か
ら
、
こ
の
雑
誌
の
特
色
が
出
て
来
さ
う
な
気
が
す
る
」
と
締
め
括
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
「
徒
党
に
つ
い

て
」
は
、
掲
載
誌
の
あ
り
方
を
媒
介
に
し
た
外
部
／
内
部
両
面
へ
向
け
た
太
宰
流
の
批
評
の
試
み
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
実

際
に
八
月
号
「
後
記
」
に
は
「
短
い
文
章
だ
っ
た
が
光
っ
た
文
章
で
、
か
な
り
反
響
が
あ
っ
た
」
と
あ
る
。
そ
れ
に
呼
応
す

る
か
の
よ
う
に
六
月
号
で
豊
田
は
「
内
容
の
充
実
」
を
唱
え
、
「
今
日
の
問
題
」
を
扱
っ
た
座
談
会
「
神
と
人
間
を
語
る
」
の

成
功
を
記
す
。
だ
が
、
よ
う
や
く
同
人
活
動
が
軌
道
に
乗
り
始
め
た
矢
先
に
太
宰
の
訃
報
が
届
い
た
の
で
あ
り
、
七
月
号
「
後

記
」
で
豊
田
は
率
直
に
「
太
宰
君
に
見
す
て
ら
れ
た
や
う
で
、
情
け
な
く
、
恨
め
し
い
」
と
記
し
、
同
時
に
「
神
か
ら
罰
し

ら
れ
、
民
衆
か
ら
鞭
う
た
れ
る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
救
ひ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
前
号
の
テ
ー
マ
を
錢
め
つ
つ
「
次
号
は

太
宰
治
追
悼
号
と
し
た
い
」
と
予
告
、
同
人
の
死
と
い
う
特
権
性
を
印
象
付
け
て
い
る
。

八
月
の
「
太
宰
治
追
悼
特
集
号
」
に
は
十
本
を
超
え
る
追
悼
文
と
座
談
会
が
並
ぶ
。
表
紙
絵
は
入
水
を
連
想
さ
せ
る
川
緑
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で
あ
り
、
見
返
し
に
は
弟
子
・
別
所
直
樹
が
所
持
す
る
追
影
、
そ
の
裏
に
書
か
れ
た
太
宰
の
追
畢
〈
惜
別
〉
が
紹
介
さ
れ
た
。

特
集
「
太
宰
治
の
文
学
・
生
活
」
に
は
ま
ず
非
同
人
で
『
魯
迅
伝
』

(
4
1
.
3
)
に
よ
っ
て
『
惜
別
』
に
影
響
を
与
え
た
小
田

嶽
夫
を
載
せ
、
資
料
と
の
対
応
が
図
ら
れ
て
い
る
。
小
田
は
太
宰
の
道
化
が
「
奉
仕
の
精
神
か
ら
生
れ
る
悲
痛
な
も
の
で
あ
」

り
、
「
近
ご
ろ
の
日
本
の
泄
」
に
耐
え
得
な
い
「
人
格
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
悼
み
、
「
中
央
線
の
古
い
先
盟
や
友
人
と
の
つ
き

合
ひ
を
わ
ざ
と
避
け
て
ゐ
た
」
こ
と
を
惜
し
ん
だ
。
今
官
一
は
出
征
し
た
と
き
に
預
け
た
古
原
稿
を
疎
開
先
ま
で
持
ち
歩
い

て
く
れ
た
律
儀
さ
を
回
想
、
青
山
光
二
は
「
桜
桃
」
に
「
礼
儀
正
し
い
職
業
意
識
の
乃
至
は
良
識
の
哀
し
さ
」
を
感
じ
、
織

田
作
之
助
の
葬
懺
で
の
「
身
に
つ
い
た
形
の
良
さ
」
や
通
夜
に
来
な
か
っ
た
安
吾
を
批
判
す
る
「
古
風
な
義
理
」
、
さ
ら
に
一

リ
ベ
ル
タ
ン

周
忌
で
の
「
綺
麗
な
手
」
の
印
象
を
並
べ
な
が
ら
敢
え
て
「
無
頼
派
」
の
語
を
用
い
た
。
福
田
清
人
は
十
年
前
に
も
ら
っ
た

『
虚
構
の
初
循
』
を
再
読
、
そ
の
「
虚
無
感
」
と
「
戦
後
の
暗
さ
」
の
中
で
の
死
を
結
ぴ
つ
け
る
。
伊
馬
春
部
は
、
書
き
送
っ

た
感
想
を
太
宰
が
疎
か
に
せ
ず
、
そ
の
指
摘
に
よ
っ
て
好
調
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
打
ち
明
け
ら
れ
た
と
き
の
愛
お
し
さ
と
厳

粛
さ
に
つ
い
て
記
す
。
泰
淳
は
竹
内
好
『
魯
迅
』

(44.12)
に
書
い
た
跛
文
を
太
宰
が
目
に
し
た
「
小
事
」
を
記
憶
に
留

め
、
徳
田
一
穂
は
戦
前
の
道
化
に
は
ニ
・
ニ
六
事
件
以
後
の
現
実
に
処
す
方
法
と
し
て
共
感
す
る
が
、
「
人
間
失
格
」
に
お
け

る
道
化
に
は
「
索
直
に
つ
い
て
行
け
な
い
」
と
違
和
感
を
表
明
す
る
。
野
日
富
士
男
が
「
道
化
の
華
」
を
引
き
な
が
ら
「
お

そ
ら
く
今
度
の
死
因
も
ま
た
、
太
宰
氏
に
と
つ
て
は
「
何
も
か
も
」
で
あ
っ
た
の
だ
。
太
宰
氏
の
近
作
の
読
者
な
ら
ば
、
す

ぐ
に
で
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
友
人
の
方
々
が
そ
れ
を
「
わ
か
ら
な
い
」
筈
な
ど
、
絶
対
に
あ
り
得
な
い
と
思
ふ
」

と
記
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
一
年
後
、
野
口
は
追
悼
一
周
年
号
を
企
画
編
集
す
る
こ
と
に
な
る
。
田
辺
茂
一
は
太
宰
喪

失
後
の
「
わ
が
党
の
作
家
」
は
安
吾
•
石
川
淳
を
残
す
の
み
で
、
葬
儀
委
員
長
が
豊
島
与
志
雄
で
あ
る
こ
と
に
不
満
を
漏
ら

し
て
い
る
。
松
岡
照
夫
は
太
宰
が
語
っ
た
「
空
無
」
に
つ
い
て
記
し
、
江
日
榛
一
は
哀
悼
詩
を
掲
載
し
た
。

そ
し
て
座
談
会
「
太
宰
治
の
死
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
豊
田
は
太
宰
の
死
が
我
々
に
「
身
近
」
で
あ
る
と
発
言
し
、
福

田
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
太
宰
が
心
身
を
消
耗
し
「
人
間
失
格
」
も
箪
が
荒
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
一
方
椎
名
は

小
説
が
書
け
な
く
な
っ
た
こ
と
以
外
に
死
の
原
因
が
あ
る
と
し
、
神
を
信
じ
ら
れ
な
い
中
で
い
か
に
生
の
罪
深
さ
を
感
じ
て

い
た
の
か
を
問
い
、
福
田
が
「
倫
理
的
な
潔
癖
感
」
に
帰
す
の
に
対
し
、
「
原
罪
」
を
自
党
し
切
れ
ず
「
神
と
呼
ん
で
す
ま
し

得
た
」
こ
と
か
ら
生
じ
た
「
自
然
死
」
と
断
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
論
点
は
毎
号
の
同
人
間
で
の
座
談
で
共
有
さ
れ
敷
術
さ
れ
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た
も
の
が
多
々
あ
り
、
例
え
ば
太
宰
と
高
見
順
を
「
原
罪
意
識
」
の
深
浅
で
比
較
し
た
り
す
る
。
追
悼
文
で
は
主
に
織
田
と

の
比
較
が
多
い
が
、
座
談
会
で
は
芥
川
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
自
殺
の
計
画
性
と
衝
動
性
、
「
家
長
意
識
」
の
有
無
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
自
ず
と
椎
名
が
太
宰
の
ぶ
つ
か
っ
た
問
題
意
識
を
継
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
促
さ
れ
た
。
芙
美
子
が
誰
も

触
れ
な
い
「
唖
の
子
供
さ
ん
の
問
題
」
を
指
摘
し
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
福
田
の
「
精
神
史
的
に
も
、
文
学
史
的
に
も
、

伝
統
の
な
い
作
家
」
と
い
う
位
置
付
け
を
、
遅
刻
し
て
き
た
伊
藤
整
が
「
私
小
説
の
伝
統
」
か
ら
「
た
え
ず
生
活
自
体
を
実

験
」
す
る
「
技
巧
家
」
と
し
て
東
西
の
文
学
史
に
そ
の
革
新
性
と
危
険
性
を
探
り
変
奏
さ
せ
た
こ
と
は
特
筆
に
値
し
よ
う
。

ま
た
座
談
会
の
後
の
頁
に
掲
載
さ
れ
た
特
集
と
は
別
枠
の
楢
崎
勤
「
太
宰
治
氏
へ
の
手
紙
」
は
、
「
新
潮
」
編
集
者
時
代
に
「
ダ

ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
」
を
見
出
し
た
と
き
の
驚
き
な
ど
を
、
身
内
的
追
悼
文
と
は
や
や
趣
を
異
に
す
る
冷
静
な
態
度
で
綴
り
、
「
風

雪
」
同
人
で
も
あ
っ
た
芥
川
賞
作
家
・
多
田
裕
計
は
連
載
中
の
文
芸
時
評
で
「
太
宰
文
学
の
欠
如
は
、
何
と
い
つ
て
も
立
体

的
な
構
想
性
の
不
足
」
と
批
判
し
不
協
和
音
を
奏
で
た
。
「
後
記
」
で
豊
田
は
、
三
ヶ
月
前
か
ら
太
宰
・
福
田
対
談
の
企
画
が

あ
り
、
「
情
死
の
前
日
、
編
集
部
の
西
君
が
対
談
の
打
合
せ
に
ゆ
き
、
廿
日
す
ぎ
な
ら
都
合
が
い
A

」
と
伝
え
ら
れ
た
こ
と
か

ら
、
心
中
に
つ
い
て
「
決
行
の
日
時
は
決
め
て
い
な
か
っ
た
」
と
類
推
し
て
い
る
。

九
月
号
に
も
北
原
武
夫
が
追
悼
文
を
書
い
て
い
る
が
、
太
宰
の
死
を
神
話
化
し
よ
う
と
す
る
青
年
が
出
現
す
る
こ
と
へ
の

懸
念
、
舟
橋
は
太
宰
の
収
入
を
め
ぐ
る
デ
マ
を
記
す
な
ど
、
す
で
に
距
離
感
が
あ
る
。
座
談
会
「
二
十
世
紀
文
学
展
望
」
で

は
花
田
が
太
宰
文
学
の
「
小
市
民
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
を
指
弾
し
、
同
誌
で
の
太
宰
へ
の
言
及
は
一
且
沈
静
化
し
た
。

雑
誌
全
体
の
動
き
と
し
て
は
十
一
月
号
か
ら
編
集
委
員
制
と
な
る
が
、
そ
の
「
後
記
」
で
は
「
「
近
代
文
学
」
の
同
志
的
強
さ
」

や
「
「
風
雪
」
の
党
派
的
な
賑
や
か
さ
」
に
比
べ
て
「
地
味
す
ぎ
る
編
集
方
針
」
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
豊
田
の
反
省
が
語
ら

れ
、
「
編
集
陣
の
強
化
を
は
か
つ
て
」
毎
月
二
人
で
編
集
責
任
を
持
つ
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
「
八
月
号
の
「
太
宰
追

悼
号
」
以
来
、
読
者
の
指
示
が
出
来
て
来
た
際
な
の
で
」
と
あ
り
、
そ
の
売
れ
行
き
が
同
誌
の
経
営
に
与
え
た
影
欝
が
窺
え

る
。
十
二
月
号
「
後
記
」
で
梅
崎
が
「
私
個
人
で
い
へ
ば
、
出
版
資
本
に
結
ぴ
つ
い
た
同
人
雑
誌
に
た
い
し
、
あ
か
る
い
見

通
し
は
持
た
な
い
。
し
か
し
こ
れ
が
余
儀
な
い
状
態
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
も
つ
と
も
効
果
た
ら
し
め
ん
こ
と
に
努
め
る
他

は
な
い
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
か
で
あ
る
。
昭
和
二
十
四
年
三
月
号
「
後
記
」
で
田
辺
茂
一
が
、
「
太
宰
の
死
に
際
し
て

は
、
デ
カ
デ
カ
と
書
い
た
が
、
島
中
雄
作
の
死
に
対
し
て
は
、
た
っ
た
三
行
く
ら
い
だ
っ
た
」
と
、
元
中
央
公
論
社
社
長
の
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死
の
報
道
が
軽
く
扱
わ
れ
た
こ
と
へ
の
憤
り
に
太
宰
の
死
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
か
ら
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
の
価
値
の
高

騰
と
定
着
が
分
か
る
。
四
月
の
欠
号
を
挟
み
五
月
号
「
後
記
」
で
福
田
は
「
寄
合
世
帯
の
同
人
誌
の
弱
点
を
、
こ
の
雑
誌
は

こ
と
ご
と
く
背
負
ひ
こ
ん
で
ゐ
る
」
と
し
、
六
月
号
「
後
記
」
で
も
同
誌
の
母
胎
「
新
世
代
」
か
ら
関
わ
っ
て
い
た
高
木
卓

が
「
性
格
が
曖
昧
な
こ
と
が
、
今
で
は
却
つ
て
―
つ
の
性
格
に
な
っ
た
が
、
「
文
藝
時
代
」
は
そ
れ
以
外
に
は
性
格
の
持
ち
ゃ

う
が
な
か
っ
た
と
い
へ
よ
う
」
と
総
括
し
、
次
号
か
ら
は
野
口
が
編
集
の
全
責
任
を
取
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
経
緯
で
七
月
の
最
終
号
は
没
後
一
周
年
に
合
わ
せ
て
特
集
「
思
ひ
出
の
太
宰
治
」
と
な
っ
た
。
青
山
「
太
宰
治

と
織
田
作
之
助
」
は
二
人
の
志
賀
へ
の
批
判
を
鋭
く
な
ぞ
り
、
同
時
に
「
オ
能
」
に
よ
る
二
作
家
の
限
界
も
指
摘
す
る
こ
と

で
「
今
後
の
文
学
的
現
実
」
へ
の
課
題
を
明
確
化
す
る
。
「
思
ひ
出
」
を
綴
っ
た
の
は
因
緑
の
あ
っ
た
四
名
の
作
家
で
、
滋
味

溢
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
芙
美
子
は
一
年
前
の
座
談
会
で
語
っ
た
織
田
夫
人
と
太
宰
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
説
き
明

か
し
、
今
は
故
人
を
偲
ぶ
《
桜
桃
忌
》
を
提
唱
、
伊
馬
は
故
人
と
過
ご
し
た
頃
の
「
古
日
記
」
を
紐
解
い
て
い
る
。
楢
崎
は

心
中
事
件
に
対
す
る
昨
年
の
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
軽
薄
さ
」
を
難
じ
、
ま
た
「
新
潮
質
」
候
補
に
久
保
田
万
太
郎
が
太
宰

を
毎
年
推
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
た
。
「
後
記
」
で
は
野
口
が
、
一
周
忌
を
迎
え
た
こ
と
で
「
フ
ァ
ナ
チ
ッ
ク
な
太
宰
熱
」
が

収
ま
り
始
め
、
よ
う
や
く
「
真
の
太
宰
の
読
者
」
が
現
れ
て
く
る
こ
と
を
期
待
、
太
宰
の
志
賀
へ
の
反
抗
の
意
味
を
冷
静
に

見
据
え
、
「
暗
夜
行
路
」
と
「
斜
賜
」
、
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
と
「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
と
を
読
み
比
べ
る
必
要
を
説

き
、
「
志
賀
の
生
き
た
時
代
は
個
人
主
義
の
時
代
で
あ
っ
た
。
彼
は
太
宰
を
理
解
で
き
る
魂
が
な
か
っ
た
」
と
閉
じ
た
。
こ
う

し
て
「
文
藝
時
代
」
は
、
同
人
誌
と
商
業
誌
の
中
間
的
な
あ
り
方
を
戦
後
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
波
に
強
く
晒
さ
れ
な
が
ら
模

索
し
続
け
、
全
十
八
号
の
歴
史
を
終
え
た
。
い
わ
ば
同
誌
の
太
宰
を
め
ぐ
る
表
象
の
変
化
に
は
、
時
代
が
追
い
求
め
た
太
宰

の
虚
像
と
各
同
人
た
ち
に
映
っ
た
実
像
と
の
細
甑
や
揺
れ
が
、
鮮
明
か
つ
微
細
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。


