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一
九
三
三
年
一
〇
月
、「
文
學
界
」
創
刊
。
当
初
の
編
輯
同
人
は
、
宇
野
浩
二
・
川
端
康
成
・
小
林
秀
雄
・
武
田
麟
太
郎
・

林
房
雄
・
広
津
和
郎
・
深
田
久
弥
の
七
人
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
・
芸
術
派
・
既
成
作
家
と
い
う
、
世
代
も
思
想
的

立
場
も
異
に
す
る
中
堅
以
上
の
文
学
者
た
ち
の
結
集
は
「
ひ
と
つ
の
セ
ン
セ
イ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
」（
高
見
順
『
昭
和
文
学
盛

衰
史
』、
一
九
六
五
・
九
、
講
談
社
）。

　

一
方
で
、「
文
學
界
」
が
新
た
な
作
家
・
批
評
家
の
発
掘
に
勤
し
ん
で
い
た
面
も
見
逃
せ
な
い
。
な
る
ほ
ど
新
人
の
発
掘
そ

れ
自
体
は
、
こ
の
時
期
の
雑
誌
に
共
通
す
る
課
題
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
が
、「
文
學
界
」
の
場
合
、「
こ
の
雑
誌
の
特
色
と

意
義
は
、
作
家
自
身
の
手
に
よ
つ
て
編
輯
さ
れ
た
文
学
雑
誌
と
い
ふ
点
に
あ
る
」（
林
房
雄
「
六
号
雑
記
」
一
九
三
四
・
六
）

と
い
う
共
通
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
文
学
者
に
よ
る
文
学
者
の
た
め
の
雑
誌
。
こ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、

理
想
と
現
実
の
両
面
か
ら
、
同
人
た
ち
を
し
て
有
望
新
人
発
掘
へ
と
駆
り
立
て
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

　

理
想
面
と
は
、
政
治
的
圧
力
に
屈
せ
ず
、
商
業
主
義
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
を
指
す
。
こ
こ
で
は
特
に
後
者
に
注
目
し

た
い
。
曾
根
博
義
氏
は
「〈
文
芸
復
興
〉
と
い
う
夢
」（『
講
座
昭
和
文
学
史
』
第
二
巻
、
一
九
八
八
・
八
、
有
精
堂
）
で
「
彼

ら
（
引
用
者
注
・「
文
學
界
」
を
創
刊
し
た
同
人
た
ち
）
に
共
通
の
最
大
の
敵
は
商
業
文
芸
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
席
捲
し
つ
つ

あ
っ
た
大
衆
文
学
だ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
、
川
端
康
成
は
「
同
人
雑
誌
評
に
代
へ
て
」（
一
九
三
三
・
一
一
）
で
、

「
作
家
達
の
編
輯
し
て
ゐ
る
雑
誌
」
で
あ
り
、「
商
業
主
義
に
意
識
的
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
、
絶
対
に
な
い
」
ゆ
え
に
、

「
他
の
商
売
的
な
雑
誌
に
比
べ
て
、
新
人
の
紹
介
は
遥
か
に
楽
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
を
創
刊
の
主
要
な
目
的
と
も
し
て
ゐ

る
」
と
書
い
て
い
た
。
多
く
の
若
手
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
た
ち
の
抜
擢
や
、
北
条
民
雄
「
い
の
ち
の
初
夜
」（
一
九
三
六
・

二
）
掲
載
の
背
景
に
は
、
商
業
メ
デ
ィ
ア
で
は
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
逸
材
を
世
に
送
り
出
し
た
い
と
い
う
志
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

が
、
同
人
た
ち
が
新
人
を
捜
し
求
め
て
い
た
現
実
的
な
事
情
も
看
過
で
き
な
い
。
同
人
た
ち
は
す
で
に
文
壇
で
確
固
た
る

地
位
を
得
、
活
躍
の
場
を
多
く
持
っ
て
い
た
だ
け
に
、
原
稿
料
の
出
な
い
「
文
學
界
」
に
廻
す
余
力
を
な
か
な
か
持
つ
こ
と

が
叶
わ
な
か
っ
た
。
創
刊
号
の
「
編
輯
後
記
」
に
川
端
が
記
し
た
「
同
人
の
力
作
を
揃
へ
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
事
は
残

念
で
あ
つ
た
」
と
い
う
言
葉
以
来
、「
同
人
雑
記
」
や
「
編
輯
後
記
」
に
は
、
ほ
ぼ
毎
号
だ
れ
か
し
ら
の
書
け
な
か
っ
た
こ
と

へ
の
弁
解
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
早
い
段
階
で
、
林
房
雄
が
同
人
執
筆
率
の
低
さ
へ
の
批
判
に
対
す
る
申
し
開
き
を
し
て
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い
る
（「
世
評
に
答
へ
る 　
　

『
文
學
界
』
の
現
状
に
つ
い
て 　
　
 
」
一
九
三
四
・
一
）。
そ
こ
で
林
は
、
世
間
で
は
「
ま

づ
流
行
作
家
の
部
類
に
属
」
し
、「
だ
ま
つ
て
、
営
業
雑
誌
か
ら
の
註
文
原
稿
を
か
い
て
お
れ
ば
、
天
下
は
ま
づ
泰
平
」
な
同

人
た
ち
が
、「
わ
ざ
わ
ざ
あ
つ
ま
つ
て
「
文
學
界
」
と
い
ふ
雑
誌
を
や
り
、
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
常
識
と
は
か
ゝ
わ
り
な
し
に
、

旧
人
新
人
の
あ
ひ
だ
に
原
稿
を
た
の
ん
で
ま
わ
り
、
そ
し
て
、
自
分
た
ち
も
、
十
枚
二
十
枚
を
毎
号
か
く
。
こ
の
事
実
の
底

に
う
ご
い
て
ゐ
る
同
人
た
ち
の
気
持
を
、
わ
か
つ
て
も
ら
へ
な
い
だ
ら
う
か
？
」
と
訴
え
て
い
る
。
つ
ま
り
「
文
學
界
」
に

お
い
て
新
人
発
掘
は
、
同
人
の
原
稿
の
穴
埋
め
と
し
て
も
急
務
で
あ
っ
た
よ
う
な
の
だ
。

　

同
人
た
ち
は
個
々
の
人
脈
を
通
じ
て
新
人
た
ち
を
推
薦
し
て
い
た
。
そ
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
は
、
宇
野
浩
二
「
一
九
三

四
年
文
壇
へ
の
待
望
」（
一
九
三
四
・
二
）
か
ら
う
か
が
え
る
。
宇
野
は
、
創
刊
号
に
登
場
し
た
古
木
鐵
太
郎
・
阿
蘇
弘
・
堀

田
昇
一
と
い
う
三
名
の
新
人
作
家
が
「
古
木
は
私
の
推
薦
で
、
阿
蘇
、
堀
田
は
林
、
武
田
の
推
薦
で
」
掲
載
に
い
た
っ
た
こ

と
、
さ
ら
に
二
号
で
も
自
分
が
「
川
崎
長
太
郎
と
倉
島
竹
二
郎
の
創
作
を
紹
介
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。
く
わ
え
て
宇
野
は
、

紹
介
し
た
作
家
た
ち
に
早
速
「
文
藝
」
や
「
経
済
往
来
」
か
ら
執
筆
依
頼
が
来
て
い
る
こ
と
も
明
か
し
、「『
文
學
界
』
は
潰

れ
て
も
新
し
い
作
家
を
何
人
で
も
世
に
送
れ
ば
そ
れ
で
い
い
の
だ
」
と
い
う
「
同
人
の
一
人
」
の
意
見
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
編
集
方
針
へ
の
反
発
も
あ
っ
た
。
一
九
三
四
年
六
月
号
で
、「
文
學
界
」
に
対
す
る
意
見
を
求
め
ら
れ

た
丹
羽
文
雄
は
「
休
刊
前
ま
で
の
様
子
で
は
た
ゞ
二
三
の
新
人
を
ピ
ツ
ク
ア
ツ
プ
し
た
程
度
で
、
あ
れ
位
の
意
義
な
ら
何
も

わ
ざ

く
作
家
に
編
輯
を
さ
せ
る
ほ
ど
も
な
か
つ
た
」「
新
人
を
拾
ひ
あ
げ
る
こ
と
は
確
に
大
切
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
、
一

般
の
雑
誌
で
出
来
な
い
芸
当 　
　
 
文
學
界
同
人
の
既
成
作
家
論
、
同
輩
先
輩
大
家
に
対
す
る
遠
慮
な
し
の
批
判
が
見
せ
て

ほ
し
い
」
と
新
人
偏
重
を
批
判
し
た
。
た
だ
同
じ
号
の
那
須
辰
造
の
よ
う
に
、
新
人
の
原
稿
採
用
に
あ
た
っ
て
「
現
在
で
は

一
種
顧
問
に
類
す
る
大
家
の
推
薦
が
多
く
物
を
言
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
い
つ
そ
の
こ
と
さ
う
し
た
諮
問
の
機
関
を
露
は
に
確

立
し
た
が
よ
い
」
と
、
推
薦
シ
ス
テ
ム
明
確
化
を
望
む
声
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
で
あ
ろ
う
、
同
号
の
「
六
号
雑
記
」

に
て
川
端
康
成
は
「
本
誌
の
新
人
推
薦
に
就
て
」
と
題
し
、「
寄
稿
家
や
読
者
の
参
考
の
た
め
に
」
新
人
の
原
稿
が
掲
載
に
い

た
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
創
刊
号
か
ら
順
に
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
そ
の
詳
細
な
紹
介
は
し
な
い
が
、「
投
稿
は
編
輯
部
宛
に

さ
れ
る
よ
り
も
、
各
自
然
る
べ
き
同
人
宛
に
原
稿
を
送
つ
て
も
ら
ふ
方
が
都
合
が
よ
い
と
思
は
れ
る
。
編
輯
部
宛
で
も
結
果

は
同
じ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
づ
れ
は
そ
れ
を
読
ん
だ
同
人
が
二
人
な
り
三
人
な
り
で
推
薦
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
だ
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か
ら
、
初
め
か
ら
読
ま
せ
た
い
同
人
を
選
ん
だ
方
が
得
策
で
あ
ら
う
」
と
勧
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
商
業
主
義
か
ら
距
離

を
取
ろ
う
と
心
が
け
て
い
た
代
わ
り
に
、
先
輩
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
が
物
を
言
う
、
い
か
に
も
文
壇
ら
し
い
シ
ス
テ
ム
が
機

能
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
時
に
は
目
次
に
掲
げ
ら
れ
た
新
人
作
家
の
名
の
上
に
、

そ
の
新
人
の
推
薦
者
の
名
前
が
付
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
（
一
九
三
六
・
五
）。

　

さ
て
、
太
宰
治
が
こ
の
時
期
「
文
學
界
」
に
発
表
し
た
小
説
は
「
猿
ケ
島
」（
一
九
三
五
・
九
）
と
「
虚
構
の
春
」（
一
九

三
六
・
七
）
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
「
林
房
雄
が
太
宰
の
才
筆
に
気
が
つ
い
て
、
そ
の
こ
ろ
「
文
學
界
」
の
編
輯
責
任

者
で
あ
つ
た
河
上
徹
太
郎
に
云
つ
て
掲
載
さ
せ
た
」
と
井
伏
鱒
二
が
証
言
し
て
い
る
（『
太
宰
治
集
』
上
巻
、
一
九
四
九
・
一

〇
、
新
潮
社
）。
後
者
に
つ
い
て
は
同
人
の
推
薦
が
あ
っ
た
わ
け
で
な
く
、
太
宰
が
自
ら
持
ち
こ
ん
で
来
た
こ
と
を
河
上
が
回

想
し
て
い
る
（「
解
説
」、『
太
宰
治
作
品
集
』
第
一
巻
、
一
九
五
一
・
四
、
創
元
社
）。

　

と
り
わ
け
「
虚
構
の
春
」
は
、「
文
學
界
」
と
い
う
雑
誌
と
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
関
係
を
結
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

小
説
は
、
友
人
・
先
輩
・
編
集
者
・
読
者
ら
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
夥
し
い
手
紙
の
共
通
の
宛
先
で
あ
る
「
太
宰
治
」
が
文
壇
状

況
に
振
り
回
さ
れ
る
姿
を
浮
き
彫
り
に
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
「
文
學
界
」
と
い
う
文
壇
の
縮
図
の
よ
う
な

空
間
の
内
に
更
な
る
縮
図
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
作
中
に
は
現
実
の
手
紙
も
混
ぜ
ら
れ
て
い
た
ゆ
え
、
い
わ
ゆ
る

〈
芥
川
賞
事
件
〉
の
記
憶
さ
め
や
ら
ぬ
世
間
の
ゴ
シ
ッ
プ
的
関
心
を
誘
い
、
多
く
の
同
時
代
評
を
得
た
。
そ
の
中
で
い
ま
注

目
し
た
い
の
は
、
中
島
健
蔵
「
七
人
の
小
説
家
」（「
自
由
」
一
九
三
七
・
七
）
の
次
の
よ
う
な
叙
述
で
あ
る
。

『
虚
構
の
彷
徨
』
の
三
部
作
の
最
後
の
『
虚
構
の
春
』
は
、『
文
學
界
』
に
出
た
当
時
も
物
議
を
か
も
し
た
も
の
だ
が
、

私
は
読
み
な
ほ
し
て
、
あ
の
当
時
の
奇
妙
な
現
象
を
思
ひ
出
し
た
。
多
分
、
こ
の
小
説
が
載
つ
た
次
の
頁
に
、「
文
藝
通

信
」
だ
か
の
広
告
が
組
み
込
ま
れ
て
ゐ
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
、
ど
う
し
て
も
小
説
の
続
き
の
や
う
に
見
え
て
仕
方
が
な

か
つ
た
の
だ
。
太
宰
氏
は
、
現
実
の
尻
尾
を
つ
か
ま
へ
た
つ
も
り
で
、
現
実
に
の
み
込
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

中
島
の
記
憶
は
細
部
に
お
い
て
誤
っ
て
い
る
。「
虚
構
の
春
」
の
最
後
の
頁
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
は
砂
子
屋
書
房
の

『
晩
年
』
の
広
告
で
あ
る
。
次
の
頁
か
ら
は
阿
部
知
二
「
冬
の
宿
（
長
篇
第
七
回
）」
が
始
ま
っ
て
お
り
、「
文
藝
通
信
」
の

広
告
は
そ
の
阿
部
の
小
説
の
最
後
の
頁
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
広
告
の
中
央
に
は
「
文
學
界
同
人
を
批
判
す

る
会
」
な
る
座
談
会
が
告
知
さ
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も
「
文
學
界
」
が
自
ら
へ
の
批
判
さ
え
も
取
り
こ
ん
で
い
る
よ
う
な
印
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象
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
た
。

　

中
島
の
記
憶
の
誤
り
は
、「
虚
構
の
春
」
と
い
う
小
説
の
特
異
な
構
成
が
「
文
學
界
」
の
他
の
誌
面
の
読
み
に
ま
で
影
響
を

及
ぼ
し
、
創
作
と
広
告
と
の
区
別
を
多
少
な
り
と
も
融
解
さ
せ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
、
そ
れ
は
「
虚
構

の
春
」
だ
け
の
力
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
大
澤
聡
氏
は
「
固
有
名
消
費
と
メ
デ
ィ
ア
論
的
政
治 　
　
 
文
芸
復
興
期

の
座
談
会 　
　
 
」（「
昭
和
文
学
研
究
」
二
〇
〇
九
・
三
）
で
、「
文
學
界
」
に
お
け
る
座
談
会
や
「
同
人
雑
記
」
欄
で
盛
ん

に
固
有
名
を
伴
っ
た
人
的
交
流
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
「
読
者 　
　
 
多
く
は
文
学
青
年
＝
作
家
志
願
者 　
　
 
の
あ
い
だ

に
、
�
「
文
壇
」
ら
し
き
も
の
�
を
共
同
幻
想
的
に
仮
構
し
て
い
く
」
役
割
を
果
た
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
考
察
の
横

に
「
虚
構
の
春
」
と
中
島
の
記
憶
と
を
置
い
て
み
れ
ば
、「
文
學
界
」
は
個
々
の
作
品
を
読
ま
れ
て
い
た
一
方
で
、
座
談
会
や

雑
文
や
広
告
な
ど
を
含
め
た
、
雑
誌
全
体
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
等
し
く
〈
文
壇
〉
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
生
成
す
る
た
め
の

材
料
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
「
文
學
界
」
は
、
ま
さ
に
「
虚
構
の
春
」
が
掲
載
さ
れ
た
一
九
三
六
年
七
月
号
に
大
き
な
曲
が
り
角
を
迎
え
て

い
た
。
こ
の
と
き
か
ら
経
営
が
文
藝
春
秋
社
に
移
管
し
、
八
月
号
か
ら
は
「
文
化
公
論
社
、
文
圃
堂
と
い
ふ
二
つ
の
本
屋
を

つ
ぶ
し
た
も
同
様
の
札
つ
き
の
雑
誌
」（
林
房
雄
「
内
輪
話
」
一
九
三
六
・
一
二
）
の
黒
字
化
が
達
成
さ
れ
る
。
や
は
り
文
藝

春
秋
社
に
拠
っ
て
い
た
「
文
藝
通
信
」
を
合
併
吸
収
し
た
一
九
三
七
年
四
月
号
に
は
、「
文
壇
の
孤
立
特
殊
化
の
問
題
」
と

「
一
般
的
な
文
化
の
危
機
の
問
題
」
と
に
立
ち
向
か
う
「
文
化
雑
誌
」
と
し
て
の
色
合
い
を
濃
く
す
る
旨
の
「
巻
頭
言
」
が

掲
載
さ
れ
、
以
後
、
文
学
記
事
や
創
作
欄
の
割
合
は
減
少
す
る
。
当
然
の
ご
と
く
寄
せ
ら
れ
た
「
文
壇
的
色
彩
が
薄
ら
い
だ

こ
と
に
対
す
る
不
満
」
に
対
し
、
河
上
徹
太
郎
は
「
文
壇
華
や
か
な
り
し
頃
を
た
ゞ
懐
旧
し
て
淋
し
が
つ
て
ゐ
る
趣
味
は
廃

し
て
貰
ひ
た
い
」
と
応
え
た
（「
文
學
界
後
記
」
一
九
三
七
・
五
）。
そ
れ
自
体
は
時
代
状
況
を
も
反
映
し
た
真
っ
当
な
意
見

だ
ろ
う
し
、
一
連
の
変
化
が
「
発
行
日
が
ま
ち

く
だ
と
か
、
又
同
人
も
書
か
ぬ
と
云
ふ
や
う
な
」「
道
楽
に
出
し
て
ゐ
る
雑

誌
」（「
文
學
界
同
人
座
談
会
」
一
九
三
六
・
一
、
に
お
け
る
島
木
健
作
の
発
言
）
を
抜
け
だ
す
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た

こ
と
も
確
か
だ
。
が
、「
経
営
が
文
藝
春
秋
社
の
手
に
移
つ
て
か
ら
、
断
然
売
行
も
よ
く
出
来
栄
も
何
だ
か
雑
誌
ら
し
く
な
つ

て
来
た
」（
河
上
徹
太
郎
「
文
學
界
後
記
」
一
九
三
六
・
八
）
と
い
う
喜
び
の
背
後
で
、
商
業
主
義
に
と
ら
わ
れ
ぬ
雑
誌
と
い

う
当
初
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
が
失
わ
れ
た
こ
と
も
否
定
し
が
た
い
事
実
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。


