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出
版
検
閲
下
の
通
俗
小
説
研
究
の
ス
タ
ン
ス

ー

堤
千
代
研
究
の
前
提
と
し
て

-

ー

は
じ
め
に

本
稿
は
､
戦
時
期
の
女
性
作
家
の
テ
ク
ス
ト
に
当
時
の
国
民
の
心
性
の
反

映
を
さ
ぐ
る
と
い
う
一
連
の
試
み
の
一
環
で
あ
る
｡
私
は
目
下
､
前
稿
｢
ア

ジ
ア
･
太
平
洋
戟
争
下
の
大
衆
小
説
-
堤
千
代
｢
日
本
の
女
の
魂
｣
(
昭
1
7
･

6
)
を
め
ぐ
っ
て
｣
(
『
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
』
第
3
7
号
､
平
2
3
･
3
)

に

引
き
続
き
､
堤
千
代
の
通
俗
小
説
テ
ク
ス
ト
を
対
象
と
す
る
検
証
作
業
を
継

続
し
て
い
る
が
､
本
稿
で
は
､
大
衆
小
説
中
の
通
俗
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

が
､
戦
時
検
閲
下
の
全
体
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し

た
か
を
考
え
る
際
に
､
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
諸
問
題
を
改
め
て
整

理
し
て
お
き
た
い
と
思
う
｡

一
点
目
は
､
ひ
と
り
の
作
家
の
う
ち
に
､
明
ら
か
に
戟
時
下
の
全
体
主
義

を
批
判
す
る
作
品
と
､
き
わ
め
て
同
調
的
な
作
品
と
が
併
存
し
て
い
る
場
合
､

そ
れ
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
こ
れ
は
戦
時
期
の
女
性
作

家
の
な
か
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
現
象
だ
が
､
場
合
に
よ
っ
て
は
ひ
と
つ
の

根

岸

泰

子

テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
矛
盾
す
る
こ
の
二
つ
の
指
向
性
が
同
居
し
て
い
る
こ
と

す
ら
あ
る
｡
拙
稿
｢
宇
野
千
代
｢
妻
の
手
紙
｣
論
-
戦
時
期
女
性
文
学
テ
ク

ス
ト
の

〝
戦
争
協
力
″
を
め
ぐ
っ
て
｣
(
『
昭
和
文
学
研
究
』
第
5
9
集
､
平
2
1
･

9
)
お
よ
び
｢
昭
和
十
七
年
に
､
応
召
は
ど
う
描
か
れ
た
か
-
河
内
仙
介

｢
世
紀
の
朝
｣
と
壷
井
栄
｢
垢
｣
を
め
ぐ
っ
て
ー
｣
(
『
岐
阜
大
学
国
語
国
文

学
』
第
3
6
号
､
平
2
2
･
2
)
は
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
作
業
の
過
程
で
次
第
に
見
え
て
き
た
の
は
､
こ
れ
は
個
々

の
作
家
ご
と
に
検
証
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
､
彼
女
た
ち
の
個
性
を
こ

え
た
と
こ
ろ
の
､
純
文
学
/
大
衆
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
問
題
も
こ
こ
に

深
く
関
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡
そ
の
意
味
で
の
二
点
目
の
課

題
は
､
大
衆
小
説
の
理
念
お
よ
び
そ
こ
で
の
作
家
の
役
割
･
機
能
を
､
純
文

学
と
は
別
種
の
概
念
と
し
て
対
象
化
す
る
作
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
以
下
､

本
稿
で
は
こ
の
錯
綜
し
た
課
題
を
､
各
節
ご
と
に
異
な
っ
た
角
度
か
ら
､
考

え
て
行
き
た
い
｡
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2
戦
時
下
の
堤
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
フ
ェ
ミ
ニ
ニ
テ
ィ
の
機
能

堤
千
代
は
､
昭
和
一
四
年
に
二
八
歳
で
出
世
作
｢
小
指
｣
(
『
オ
ー
ル
読
物
』

昭
1
4
･
u
)

に
よ
っ
て
デ
ビ
ュ
ー
し
､
翌
年
に
直
木
賞
(
下
半
期
)
を
受
賞
､

主
と
し
て
大
衆
娯
楽
雉
誌
や
婦
人
雑
誌
を
中
心
に
活
躍
し
た
人
気
作
家
で
あ

る
｡
以
下
､
論
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
､
デ
ビ
ュ
ー
直
後
に
そ
の
テ
ク
ス
ト

を
取
り
巻
い
て
い
た
状
況
を
確
認
し
て
お
こ
う
｡

和
田
芳
恵
『
ひ
と
つ
の
文
壇
史
』
(
新
潮
社
､
昭
4
2
)

は
そ
れ
を
以
下
の

よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
｡

当
時
､
和
田
が
編
集
し
て
い
た
新
潮
社
の
大
衆
娯
楽
雑
誌
『
日
の
出
』
は
､

講
談
社
の
『
キ
ン
グ
』

の
対
抗
雑
誌
だ
っ
た
｡
『
キ
ン
グ
』
と
の
差
別
化
を

図
る
新
潮
社
は
､
昭
和
一
四
年
頃
､
佐
藤
義
亮
が
女
性
の
書
き
手
の
育
成
と

い
う
方
針
を
打
ち
出
す
｡
和
田
は
そ
れ
を
承
け
て
､
豊
田
正
子
に
学
資
援
助

を
申
し
出
た
り
､
花
柳
界
か
ら
と
思
わ
れ
る
投
稿
者
の
居
場
所
を
苦
労
し
て

探
し
た
り
し
て
い
た
さ
な
か
に
､
『
オ
ー
ル
読
物
』

に
掲
載
さ
れ
た
堤
千
代

の

｢
小
指
｣

(
昭
1
4
･
1
2
)

に
出
会
っ
た
と
い
う
｡

｢
小
指
｣
は
､
二
言
で
言
え
ば
､
若
い
売
れ
っ
子
の
東
京
の
芸
妓
と
傷
痍

軍
人
(
両
腕
切
断
)

の
若
い
少
尉
と
の
恋
物
語
で
あ
る
｡
以
下
､
堤
千
代
に

関
す
る
和
田
の
回
想
部
分
を
引
用
す
る
｡

分
が
強
ま
っ
て
き
て
､
雑
誌
が
か
さ
か
さ
し
た
も
の
に
な
り
､
つ
や
っ

ぼ
さ
が
失
わ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
｡
堤
千
代
の
『
小
指
』
は
､
d
叫
矧

を
い
や
す
内
容
で
あ
り
な
が
ら
､
戦
時
体
制
に
抵
触
し
な
い
小
説
で
あ
っ

た｡
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私
は
､
そ
の
こ
ろ
､
作
家
に
会
い
さ
え
す
れ
ば
､
堤
千
代
の
『
小
指
』

を
あ
げ
､
だ
れ
に
頼
ま
れ
た
の
で
も
な
か
っ
た
が
､
勝
手
に
堤
千
代
を

直
木
箕
に
す
る
運
動
員
の
役
を
買
っ
て
出
た
ら
し
い
｡
陸
軍
情
報
部
の

鈴
木
庫
三
少
佐
が
､
ば
か
げ
た
暴
圧
ぶ
り
を
発
揮
し
て
､
大
衆
雑
誌
が

手
も
足
も
出
な
く
な
っ
た
頃
だ
か
ら
､
堤
千
代
の
『
小
指
』
あ
た
り
の

線
を
､
私
は
死
守
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
｡

ど
う
し
て
､
こ
ん
な
ば
か
げ
た
苦
労
を
し
た
か
と
言
え
ば
､
戦
時
気

私
は
､
堤
千
代
の

『
小
指
』
に
賭
け
て
い
た
｡
｢
青
春
叢
書
｣

のよ

う
な
問
題
が
起
き
て
く
る
と
､
ど
ん
な
も
の
を
書
く
か
の
参
考
ま
で
に
､

堤
さ
ん
に
そ
の
頃
の
情
報
を
伝
え
た
い
気
も
し
た
｡

境
さ
ん
が
､
発
作
を
起
こ
す
か
も
知
れ
な
い
と
お
そ
れ
て
､
私
の
催

促
の
役
を
､
出
版
部
の
長
沼
達
雄
さ
ん
に
ゆ
ず
っ
た
｡
短
編
集
の
『
小

指
』
は
､
十
万
部
近
く
出
た
と
思
う
｡
そ
の
あ
と
､
二
､
三
冊
は
新
潮

社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
｡



長
沼
さ
ん
が
｢
日
の
出
｣
の
た
め
に
短
編
小
説
を
堤
さ
ん
か
ら
あ
ず

か
っ
て
き
た
が
､
原
稿
用
紙
は
絹
の
色
糸
で
と
じ
て
あ
っ
た
｡
少
女
趣

味
が
感
じ
ら
れ
る
ピ
ン
ク
の
絹
糸
が
､
私
の
目
を
驚
か
し
た
も
の
で
あ
っ

た
｡
原
稿
を
読
む
と
､
書
き
出
し
を
一
時
下
げ
て
書
く
約
束
も
知
ら
ず
､

ま
た
､
誤
字
も
多
か
っ
た
｡
そ
れ
に
､
少
し
手
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
箇
所
は
あ
っ
た
が
､
内
容
は
､
堤
さ
ん
の
命
を
移
し
た
よ
う
に
､

読
む
人
を
引
き
入
れ
る
力
が
あ
っ
た
｡
堤
千
代
の
小
説
は
､
軍
部
の
弾

圧
下
に
咲
い
た
大
輪
の
ボ
タ
ン
の
よ
う
に
あ
で
や
か
で
あ
っ
た
｡
(
傍

線

根
岸
)

戦
後
の
記
述
で
あ
り
､
鈴
木
庫
三
の
位
置
づ
け
等
､
出
版
検
閲
の
あ
り
よ

う
が
過
度
に
図
式
化
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
が
､
こ
こ
で
い
う
｢
戦
時

体
制
に
抵
触
し
な
い
小
説
｣
と
は
､
文
脈
か
ら
み
て
､
戦
時
体
制
下
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
従
順
な
小
説
と
い
う
意
味
で
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
え
な
い
｡
か
と

い
っ
て
､
テ
ク
ス
ト
が
出
版
警
察
報
で
言
う
｢
風
俗
禁
止
｣
は
ど
過
激
で
は

な
く
､
ぎ
り
ぎ
り
で
｢
風
俗
削
除
｣
未
満
の
レ
ベ
ル
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
と

い
う
よ
う
な
単
純
な
意
味
で
も
あ
る
ま
い
｡

問
題
は
な
ぜ
｢
つ
や
っ
ぼ
さ
｣
が
あ
る
の
に
｢
小
指
｣
は
ぎ
り
ぎ
り
で
戦

時
体
制
に
抵
触
し
な
い
の
か
､
と
い
う
点
だ
｡
い
い
か
え
れ
ば
､
戦
時
体
制

の
な
か
で
も
何
ら
か
の
事
情
で
許
容
さ
れ
て
い
た
｢
つ
や
っ
ぼ
さ
｣
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
和
田
は
こ
れ
に
は
答
え
な
い

が
､
｢
小
指
｣
を
出
版
検
閲
に
抗
す
る
最
終
ラ
イ
ン
と
し
て
死
守
す
る
姿
勢

だ
け
は
鮮
や
か
で
あ
る
｡

議
論
を
進
め
よ
う
｡
｢
つ
や
っ
ぼ
さ
｣

や
大
輪
の
ボ
タ
ン
の
よ
う
な
｢
あ

で
や
か
｣
さ
が
､
堤
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
フ
ェ
､
､
､
ニ
ニ
テ
ィ

(
女
性
性
)

を
指
し
て
い
る
こ
と
自
体
に
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
｡
し
か
し
私
見
で
は
､

堤
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
フ
ェ
､
､
､
ニ
ニ
テ
ィ
お
よ
び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
､

商
品
と
し
て
の
通
俗
小
説
に
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
､
性
的
存
在
と
し
て
の
女

性
性
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
｡

正
確
に
は
､
堤
テ
ク
ス
ト
の
フ
ェ
､
､
､
ニ
ニ
テ
ィ
と
は
､
第
一
に
ほ
と
ん
ど

の
テ
ク
ス
ト
で
焦
点
人
物
も
し
く
は
語
り
手
が
女
性
で
あ
る
こ
と
(
登
場
人

物
が
男
性
の
み
の
作
品
は
皆
無
で
あ
る
)
､
ま
た
出
世
作
｢
小
指
｣
以
降
の

作
品
が
し
ば
し
ば
花
柳
界
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
美
女
(
芸
妓
で
あ
れ
ば
は
ぼ

例
外
な
く
一
級
の
美
妓
で
あ
る
)
を
主
人
公
と
し
て
い
る
こ
と
､
そ
し
て
テ

ク
ス
ト
の
モ
チ
ー
フ
が
恋
愛
お
よ
び
家
族
に
付
随
す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多

い
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
｡

つ
ま
り
堤
テ
ク
ス
ト
の
世
界
と
は
､
ほ
と
ん
ど
が
近
代
家
族
も
し
く
は
欠

損
し
た
近
代
家
族
の
物
語
で
あ
り
､
そ
こ
に
規
定
さ
れ
て
あ
る
女
性
の
物
語

な
の
だ
｡
そ
し
て
通
俗
小
説
の
要
請
に
従
っ
て
､
多
く
の
場
合
､
主
人
公
の

女
性
は
未
婚
既
婚
を
問
わ
ず
や
さ
し
く
善
良
な
美
女
で
あ
り
､
そ
の
や
さ
し
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さ
や
善
良
さ
も
ま
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
特
徴
で
あ
る
｡
た
だ
し
こ
れ
は
堤
テ
ク

ス
ト
で
は
さ
ら
に
別
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
た
め
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に

第
3
節
で
詳
述
し
た
い
｡

抵
抗
テ
ク
ス
ト
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
な
の
は
､
堤
テ
ク
ス
ト
の
女
性
た

ち
の
う
ち
中
産
階
級
に
属
す
る
幾
人
か
の
女
性
た
ち
は
､
言
論
統
制
下
の
状

況
で
､
驚
く
ほ
ど
に
個
人
主
義
的
･
合
理
主
義
的
な
言
動
を
お
こ
な
う
ー
も

し
く
は
彼
女
た
ち
の
言
動
は
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら

れ
､
し
か
も
テ
ク
ス
ト
は
そ
れ
ら
を
是
認
す
る
､
と
い
う
点
で
あ
る
｡
ま
た

別
の
テ
ク
ス
ト
で
は
庶
民
層
の
女
性
た
ち
が
､
戦
時
下
の
時
局
に
さ
さ
や
か

な
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
も
､
逆
ら
い
が
た
い
運
命
と
し
て
そ
の
疑
問
を
押
し

殺
し
､
堪
え
忍
ん
で
い
る
状
況
-
け
っ
し
て
全
体
主
義
の
な
か
に
陶
酔
し
て

ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
ー
が
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
あ
か
ら
さ
ま
に
示
さ
れ
て

し
ま
う
｡

こ
れ
ら
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
み
て
も
時
局
に
対
す
る
本
質
的
な
批
判
性

を
有
し
て
お
り
､
し
た
が
っ
て
理
論
的
に
は
自
由
主
義
的
､
あ
る
い
は
厭
戦

気
分
の
助
長
と
し
て
､
十
分
に
出
版
検
閲
の
対
象
と
な
り
得
た
｡
し
か
し
な

が
ら
現
実
に
は
､
そ
れ
ら
の
堤
テ
ク
ス
ト
は
､
一
部
の
派
生
的
な
例
外
を
除

い
て
､
検
閲
を
す
り
ぬ
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
れ
が
可
能
だ
っ
た
理
由
と
し
て
は
､
フ
ェ
､
､
､
ニ
ニ
テ
ィ
が
テ
ク
ス
ト
の

は
ら
む
時
局
へ
の
批
判
性
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
方
向
に
機
能
し
て
い
る

(
大
塚
楠
緒
子
｢
お
百
度
詣
｣

の
戦
略
)
と
い
う
構
造
的
な
特
徴
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
た
と
え
ば
前
稿
で
取
り
上
げ
た
｢
日
本
の
女
の
魂
｣

で
は
､
テ
ク
ス
ト
が
発
す
る
反
シ
ョ
ー
ビ
ニ
ズ
ム

(
排
外
主
義
)
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
､
恋
人
の
父
母
に
自
己
の
愛
国
心
を
信
じ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
ア
メ

リ
カ
育
ち
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
切
な
い
女
心
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
で
､
巧
み
に
正

当
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
､
そ
の
一
例
で
あ
る
｡

一
和
田
の
い
う
｢
つ
や
っ
ぼ
さ
｣
と
｢
あ
で
や
か
｣
さ
は
､
単
な
る
フ
ェ
ミ

ニ
ニ
テ
ィ
の
形
象
化
の
み
な
ら
ず
､
時
局
へ
の
抵
抗
戦
略
を
も
包
含
し
た
も

の
だ
と
捉
え
る
方
が
､
戦
時
下
の
堤
テ
ク
ス
ト
の
実
際
に
即
し
て
い
る
｡
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大
衆
小
説
に
お
け
る
｢
人
道
主
義
｣

-
娯
楽
性
と
時
代
へ
の
批
評
性
-
に
つ
い
て

前
節
で
は
､
堤
テ
ク
ス
ト
の
時
局
へ
の
抵
抗
性
･
批
判
性
に
つ
い
て
触
れ

て
き
た
｡
し
か
し
な
が
ら
こ
の
小
論
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
､
他
の
女
性

作
家
と
同
様
､
堤
千
代
に
は
あ
き
ら
か
に
そ
れ
と
背
馳
す
る
よ
う
な
､
全
体

主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
同
調
す
る
数
編
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
｡
文
学
の

戦
時
体
制
下
で
の
抵
抗
の
問
題
を
考
え
る
際
に
､
こ
れ
は
実
に
や
っ
か
い
な

陸
路
な
の
だ
が
､
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
､
そ
も
そ
も
テ
ク
ス
ト
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
政
治
性
も
し
く
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
が
通
俗
小
説
作
家
堤
千
代
に
明
確

に
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
､
あ
る
い
は
そ
れ
は
大
衆
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル



自
体
に
内
包
さ
れ
て
い
た
も
の
な
の
か
と
い
う
問
い
の
た
て
方
が
あ
る
｡
こ

こ
で
は
後
者
の
立
場
か
ら
論
を
進
め
て
い
き
た
い
｡

戦
時
中
の

『
日
の
出
』
､
『
オ
ー
ル
読
物
』
､
｢
キ
ン
グ
』
､
『
主
婦
之
友
』
､

『
婦
人
倶
楽
部
』
等
の
メ
デ
ィ
ア
に
掲
載
さ
れ
た
彼
女
の
通
俗
小
説
(
本
稿

で
は
､
そ
れ
ら
大
衆
雑
誌
･
娯
楽
雑
誌
･
婦
人
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
短
編
小

説
の
形
式
お
よ
び
ジ
ャ
ン
ル
を
さ
し
て
｢
通
俗
小
説
｣
と
呼
ぶ
)

の
特
徴
は
､

お
お
む
ね
次
の
三
点
に
整
理
さ
れ
る
｡

①
一
話
完
結
の
読
み
切
り
短
編
(
原
稿
用
紙
､
四
〇
枚
程
度
)

で
あ
る
｡

②
語
り
手
な
い
し
作
中
人
物
と
し
て
､
堤
千
代
本
人
を
連
想
さ
せ
る
小
説
家

は
登
場
し
な
い
｡

③
は
ぼ
例
外
な
く
コ
ン
ト
(
C
O
n
t
e
)
で
あ
り
､
起
承
転
結
が
は
っ
き
り
し

て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
特
徴
の
う
ち
特
に
③
は
､
堤
テ
ク
ス
ト
が
､
読
者
大
衆
に
と
っ

て
平
易
で
明
確
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
も
つ
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
｡
い
う

ま
で
も
な
く
こ
れ
は
商
品
と
し
て
の
通
俗
小
説
の
要
件
で
も
あ
る
が
､
堤
テ

ク
ス
ト
は
前
述
の
三
条
件
を
き
わ
め
て
厳
格
に
遵
守
し
な
が
ら
平
易
で
明
確

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
｡
つ
ま
り
墟
テ
ク
ス
ト
の
独
自
性

と
は
､
こ
の
よ
う
な
制
限
下
-
そ
こ
に
は
心
境
小
説
的
な
逃
げ
道
は
封
じ
ら

れ
て
い
る
ー
で
､
わ
ず
か
原
稿
用
紙
四
〇
枚
の
天
地
の
う
ち
に
､
古
今
東
西

の
さ
ま
ざ
ま
の
話
型
を
組
み
合
わ
せ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
こ
と

で
あ
っ
た
｡
ま
さ
に
､
彼
女
は
言
葉
の
正
確
な
意
味
で
の
天
才
的
な
職
人
で

あ
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
彼
女
は
､
自
己
の
自
意
識
や
個
性
に
応
じ
た
オ
リ
ジ

ナ
ル
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
編
み
上
げ
る
こ
と
に
は
固
執
せ
ず
､
メ
ッ
セ
ー
ジ
自

体
は
で
き
あ
い
の
大
衆
小
説
の
そ
れ
で
十
分
な
タ
イ
プ
の
作
家
で
あ
っ
た
と

い
え
る
｡

そ
れ
で
は
､
問
題
を
大
衆
小
説
そ
の
も
の
の
問
題
と
し
て
考
え
て
み
る
こ

と
と
し
よ
う
｡
こ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
に
掲
載
さ
れ
た
大
衆
小
説
が
､
読
者
に

対
し
て
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
､
あ
る
い
は
娯
楽
性
の
本
質
と
は
何
だ
ろ
う
か
｡

鶴
見
俊
輔
は
そ
れ
を
､
｢
大
衆
小
説
哲
学
の
本
道
で
あ
る
べ
き
人
道
主
義
｣

と
簡
潔
に
定
義
し
､
そ
の
一
典
型
と
し
て
エ
ノ
ケ
ン
映
画
と
､
長
谷
川
伸
を

あ
げ
る
｡
そ
し
て
後
者
に
つ
い
て
鶴
見
は
､
｢
こ
ど
も
の
と
き
に
見
た
『
沓

掛
時
次
郎
』
､
『
一
本
刀
土
俵
入
』
､
『
直
八
こ
ど
も
旅
』
な
ど
の
や
く
ざ
映
画

は
､
私
の
中
に
入
っ
て
､
住
み
つ
い
た
｡
こ
こ
に
あ
る
理
想
を
､
私
は
､
う

け
つ
ぐ
べ
き
も
の
と
思
っ
た
｡
そ
れ
は
､
お
な
じ
時
代
に
既
に
あ
ら
わ
れ
て

き
た
国
家
主
義
の
思
想
と
は
少
し
違
う
も
の
で
､
日
本
が
中
国
に
し
か
け
て

い
る
戟
争
が
正
義
の
戦
争
だ
と
い
う
考
え
方
に
は
つ
な
が
ら
な
い
､
ち
が
う

も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
わ
た
し
に
は
感
じ
ら
れ
た
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
鶴
見

の
こ
の
述
懐
は
､
戦
時
期
の
全
体
主
義
や
国
家
主
義
の
体
制
に
対
し
て
､
大
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衆
小
説
や
そ
れ
を
べ
-
ス
と
し
た
娯
楽
映
画
や
演
劇
が
も
ち
え
た
批
判
的
機

能
､
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
を
よ
く
指
摘
し
て
い
る
｡

鶴
見
の
感
受
し
た
エ
ノ
ケ
ン
喜
劇
の
本
質
と
は
､
｢
貧
相
な
若
い
男
が
､

気
も
き
か
ず
才
も
な
く
い
つ
も
人
々
に
馬
鹿
に
さ
れ
な
が
ら
も
､
み
ん
な
の

人
に
親
切
な
そ
の
優
し
い
人
柄
に
よ
っ
て
､
ま
わ
り
の
人
々
の
愛
情
を
得
る

に
至
る
｣
､
｢
誠
実
は
､
不
器
用
で
あ
っ
て
も
必
ず
勝
つ
｣
､
｢
昔
と
同
じ
善
良

な
人
柄
｣
で
あ
り
､
長
谷
川
伸
の
本
質
は
､
｢
瞼
の
母
｣
､
｢
一
本
刀
土
俵
入
｣
､

｢
沓
掛
時
次
郎
｣
と
『
日
本
描
虜
史
』
､
『
相
良
総
三
と
そ
の
同
志
』
を
貫
く

と
こ
ろ
の
､
弱
者
の
受
難
を
平
然
と
見
過
ご
し
に
す
る
こ
と
を
卑
怯
と
感
じ

る
感
受
性
で
あ
り
､
ま
た
愛
す
る
も
の
の
幸
福
を
蔭
な
が
ら
見
守
る
思
い
や

り
､
そ
し
て
一
宿
一
飯
の
恩
義
を
守
る
誠
意
と
い
っ
た
こ
と
ば
で
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡

も
ち
ろ
ん
日
本
の
大
衆
小
説
や
娯
楽
映
画
の
理
想
も
し
く
は
美
学
は
､
体

制
へ
の
反
抗
と
反
逆
の
悲
壮
美
-
こ
れ
ら
は
主
に
浪
人
や
下
級
武
士
､
博
徒

な
ど
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
ー
と
い
う
一
方
の
極
か
ら
､
庶
民
の
ナ
ン
セ
ン
ス

と
非
暴
力
と
い
う
正
反
対
の
極
ま
で
の
幅
広
い
振
幅
を
も
っ
て
い
る
｡
そ
し

て
何
よ
り
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､
前
者
が
し
ば
し
ば
国
家
主
義

的
な
美
学
と
の
親
和
性
を
示
し
た
こ
と
-
つ
ま
り
当
時
の
全
体
主
義
体
制
に

対
す
る
抵
抗
の
拠
点
と
し
て
は
脆
弱
だ
っ
た
点
だ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
､
テ

ク
ス
ト
を
考
察
す
る
際
に
必
須
な
の
は
､
個
々
の
大
衆
小
説
テ
ク
ス
ト
が
そ

の
振
幅
の
ど
こ
に
位
置
し
て
い
る
か
の
把
握
で
あ
ろ
う
｡

堤
テ
ク
ス
ト
の
場
合
も
､
そ
の
大
衆
小
説
と
し
て
の
人
道
主
義
の
中
核
は

｢
み
ん
な
の
人
に
親
切
な
そ
の
優
し
い
人
柄
｣
､
｢
善
良
な
人
柄
｣

で
あ
る
と

い
っ
て
い
い
｡
し
か
し
基
本
的
に
､
そ
の
世
界
は
第
2
節
で
指
摘
し
た
よ
う

に
近
代
家
族
と
い
う
価
値
観
に
強
固
に
立
脚
し
て
い
る
｡
そ
の
た
め
物
語
は

多
く
そ
の
充
足
の
確
認
､
欠
損
に
対
す
る
補
完
､
も
し
く
は
補
完
さ
れ
た
い

と
い
う
か
な
わ
ぬ
願
望
と
し
て
展
開
さ
れ
､
恋
愛
も
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
｡
そ
の
た
め
に
テ
ク
ス
ト
は
､
ナ
ン
セ
ン
ス
よ
り

は
よ
り
真
筆
さ
s
e
r
i
O
u
S
n
e
S
S
を
基
調
と
し
､
ド
ラ
イ
で
あ
る
よ
り
は
ウ
ェ
ッ

ト
な
情
動
性
を
よ
り
多
く
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
｡

他
方
､
堤
テ
ク
ス
ト
は
､
近
代
家
族
の
中
で
疎
外
さ
れ
る
｢
継
母
｣
､
｢
継

子
｣
と
い
う
関
係
性
の
な
か
に
､
し
ば
し
ば
深
い
愛
情
を
設
定
す
る
｡
こ
れ

は
堤
テ
ク
ス
ト
独
自
の
個
性
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
｡
こ
れ
は
｢
性
格
の
善

良
さ
｣
は
､
中
流
階
級
的
な
近
代
家
族
あ
る
い
は
そ
の
日
本
型
と
し
て
の
明

治
民
法
の
家
制
度
の
理
念
お
よ
び
そ
の
限
界
を
超
え
る
､
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
含
ん
で
お
り
､
読
者
に
驚
き
と
深
い
癒
し
の
感
覚
を
与
え
る
｡
奥
様
と

女
中
､
戦
死
者
の
寡
婦
同
士
に
生
ま
れ
る
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
と
い
う
設
定
も

し
ば
し
ば
見
ら
れ
､
こ
れ
も
同
様
の
効
果
を
も
つ
｡
欠
損
家
庭
の
メ
ン
バ
ー

同
士
が
互
い
に
疑
似
家
族
と
し
て
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
モ
チ
ー
フ
も
ま
た
､

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
だ
ろ
う
｡
構
造
的
に
は
､
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
が
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ひ
と
つ
の
作
品
に
複
合
し
た
か
た
ち
で
現
れ
る
こ
と
も
､
堤
テ
ク
ス
ト
の
特

徴
と
い
え
る
｡
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
ら
の
特
徴
は
､
先
述
し
た
､
ナ
ン
セ

ン
ス
よ
り
も
真
筆
さ
､
ド
ラ
イ
で
あ
る
よ
り
は
ウ
ェ
ッ
ト
な
情
動
性
と
い
う

傾
向
を
加
速
さ
せ
る
｡

遺
憾
な
が
ら
､
国
民
全
体
を
階
級
を
超
え
た
家
族
と
み
な
す
よ
う
な
戦
時

下
の
全
体
主
義
美
学
に
対
し
て
は
､
こ
れ
ら
の
傾
向
性
は
ほ
と
ん
ど
無
抵
抗

で
あ
る
ー
む
し
ろ
進
ん
で
そ
の
熱
狂
的
陶
酔
に
同
調
し
か
ね
な
い
-
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
｡
し
か
し
反
面
､
堤
テ
ク
ス
ト
は
､
前
述
の
よ
う
に
社
会
か

ら
何
ら
か
の
理
由
で
孤
立
し
た
他
者
の
悲
哀
に
対
す
る
同
調
性
も
強
く
､
そ

の
点
で
全
体
主
義
を
超
え
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と
い
え
､
そ
の
意
味

で
き
わ
め
て
両
義
的
な
も
の
で
あ
る
｡

堤
テ
ク
ス
ト
の
も
う
一
つ
の
注
目
す
べ
き
特
徴
は
､
社
会
に
お
け
る
階
層

性
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
▼
〕
と
で
あ
る
｡

テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
階
層
は
､
お
お
む
ね
庶
民
階
層
､
中
流
階
層
(
こ
れ

は
さ
ら
に
､
上
層
中
流
か
ら
下
層
中
流
ま
で
お
の
お
の
明
確
に
書
き
分
け
ら

れ
て
い
る
)

に
分
か
た
れ
､
物
語
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
の
中
で
閉
じ
て
自

足
し
た
物
語
の
パ
タ
ー
ン
と
二
つ
の
階
級
の
交
錯
と
い
う
第
三
の
パ
タ
ー
ン

の
計
三
種
類
に
分
類
さ
れ
る
｡

第
三
の
パ
タ
ー
ン
は
､
主
と
し
て
中
流
階
層
と
労
働
者
階
層
(
庶
民
層
)

の
対
立
と
融
和
と
い
う
構
図
を
取
る
｡
こ
れ
は
物
語
の
中
で
は
お
お
む
ね
上

層
中
流
階
層
の
労
働
者
階
層
へ
の
階
級
的
偏
見
と
い
う
方
向
性
で
あ
ら
わ
れ

る
が
､
な
ん
ら
か
の
契
機
に
よ
っ
て
上
層
中
流
階
層
の
人
間
が
自
ら
の
偏
見

を
悔
い
改
め
､
許
し
を
乞
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
労
働
者
階
層
と
和
解
す
る
と

い
う
型
で
あ
る
｡
自
省
の
契
機
は
､
男
性
メ
ン
バ
ー
の
軍
隊
経
験
で
あ
る
こ

と
が
多
く
､
彼
ら
は
軍
隊
に
お
け
る
階
層
的
な
混
じ
り
合
い
を
通
し
た
戦
友

と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
､
階
級
的
な
偏
見
を
乗
り
こ
え
る
｡
そ
れ
に
対
し
､

女
性
メ
ン
バ
ー
は
男
性
メ
ン
バ
ー
(
多
く
は
息
子
)

の
結
婚
問
題
に
よ
っ
て

そ
の
間
題
に
直
面
す
る
も
の
の
､
彼
女
自
身
は
階
級
対
立
を
超
え
る
契
機
を

持
た
ぬ
た
め
､
和
解
の
た
め
に
は
他
の
契
機
(
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
や
男
性
メ

ン
バ
ー
の
戦
死
な
ど
)
を
必
要
と
す
る
場
合
が
多
い
｡

l

通
俗
小
説
､
と
く
に
読
み
切
り
の
短
縮
形
式
に
お
い
て
は
､
中
流
階
層
が

庶
民
に
対
す
る
単
な
る
敵
役
と
し
て
出
て
く
る
も
の
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な

い
｡
そ
の
逆
-
中
流
階
層
に
対
す
る
敵
役
と
し
て
の
庶
民
-
も
ま
た
同
様
で

あ
ろ
う
｡
し
か
し
中
流
階
層
の
人
間
が
庶
民
に
対
峠
す
る
こ
と
で
､
こ
の
よ

う
に
葛
藤
や
悔
悟
､
認
識
の
改
変
と
い
っ
た
内
面
を
も
つ
主
体
と
し
て
表
象

さ
れ
る
と
い
う
物
語
構
成
は
か
な
り
珍
し
い
｡
こ
の
よ
う
な
設
定
は
､
墟
テ

ク
ス
ト
が
､
中
流
階
級
を
ひ
と
つ
の
階
級
と
し
て
立
体
的
に
把
握
し
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
堤
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
中
流
女
性
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

と
そ
れ
に
立
脚
し
た
合
理
主
義
的
･
個
人
主
義
的
な
言
動
は
､
堤
テ
ク
ス
ト

の
こ
の
よ
う
な
特
性
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
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ろ
う
｡
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
､
堤
千
代
自
身
が
大
蔵
官
僚
令
嬢
で
あ
っ
た
と
い

う
出
自
を
思
い
起
こ
す
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
｡

先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
､
労
働
者
階
層
と
の
融
和
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
､

労
働
者
た
ち
が
国
家
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
に
共
鳴

し
て
い
る
場
合
に
は
､
中
流
階
層
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
自
由
主
義
･

合
理
主
義
･
個
人
主
義
を
自
ら
採
油
す
る
こ
と
に
な
る
｡
た
と
え
ば
｢
今
日

よ
り
は
｣
(
『
オ
ー
ル
読
物

芥
川
直
木
賞
六
人
集
』
昭
1
7
･
2
)

で
は
､
下

級
官
僚
だ
っ
た
夫
の
､
息
子
に
高
文
を
と
ら
せ
た
い
と
い
う
遺
言
を
か
な
え

る
べ
く
､
母
親
が
必
死
で
育
て
て
〓
ロ
同
か
ら
東
大
法
学
部
に
進
ま
せ
た
一
人

息
子
が
､
突
然
大
学
を
中
退
し
て
の
現
役
志
願
を
母
に
願
い
出
る
｡
せ
め
て

大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
と
い
う
母
の
反
対
に
対
し
､
彼
女
の
若
い
妹
(
語
り

手
)
夫
妻
も
彼
女
を
時
局
を
理
解
せ
ず
に
古
い
学
歴
主
義
に
凝
り
固
ま
っ
た

｢
老
い
た
頑
迷
な
｣
存
在
と
憫
笑
し
老
母
は
孤
立
す
る
が
､
女
中
が
自
発
的

に
金
歯
を
供
出
し
た
い

(
｢
今
､
金
は
御
国
に
入
用
だ
と
分
っ
て
ゐ
ま
す
の

に
､
や
つ
ぱ
り
､
一
欠
片
で
も
自
分
の
口
の
中
に
仕
舞
っ
て
置
い
た
の
ぢ
や

相
済
み
ま
せ
ん
か
ら
｣
)

と
願
い
出
た
時
に
､
母
親
は
号
泣
し
て
自
己
の

〝
個
人
主
義
″
を
恥
じ
る
と
い
う
結
末
で
あ
る
｡

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
､
堤
テ
ク
ス
ト
の
中
で
も
も
っ
と
も
国
策
小
説
的
な
色

彩
が
濃
厚
な
も
の
だ
｡
テ
ク
ス
ト
が
こ
の
よ
う
に
国
策
同
調
的
な
結
果
に
終

わ
っ
た
理
由
と
し
て
は
､
中
産
階
級
的
な
理
念
と
し
て
の
自
由
主
義
や
個
人

主
義
の
本
質
的
把
握
は
必
ず
し
も
必
要
と
さ
れ
ず
､
む
し
ろ
そ
れ
ら
が
人
格

化
さ
れ
た
｢
人
柄
｣
が
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
求
め
ら
れ
る
と
い
う
､
通
俗

小
説
の
特
性
が
こ
こ
に
作
用
し
て
い
る
だ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
堤
千
代
が
得
意

と
し
た
短
編
読
み
き
り
の
コ
ン
ト
形
式
の
場
合
に
､
そ
れ
は
顕
著
で
あ
り
､

結
果
的
に
階
級
的
和
解
と
い
う
図
式
が
安
易
に
適
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ケ
ー

ス
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
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以
上
､
堤
千
代
の
テ
ク
ス
ト
を
対
象
と
し
て
､
戦
時
下
の
女
性
に
よ
る
抵

抗
文
学
を
論
じ
る
際
の
問
題
点
に
つ
い
て
､
整
理
･
考
察
を
行
っ
て
き
た
｡

本
稿
で
は
意
識
的
に
テ
ク
ス
ト
分
析
を
省
略
し
､
抵
抗
文
学
論
の
ス
タ
ン
ス

に
関
す
る
メ
タ
考
察
を
行
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
､
次
回
ほ
こ

こ
で
の
結
論
を
援
用
し
な
が
ら
､
｢
小
指
｣
に
お
け
る
｢
つ
や
っ
ぼ
さ
｣
の

具
体
相
を
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
｡
ま
た
そ
の
際
に
は
､

堤
テ
ク
ス
ト
の
読
者
と
し
て
の
軍
人
た
ち
が
､
テ
ク
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
受

容
し
た
か
､
ま
た
そ
れ
ら
は
堤
の
テ
ク
ス
ト
に
ど
の
よ
う
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
角
度
か
ら
､
通
俗
小
説
と
そ
の
読
者
に
反
映
し

た
戦
時
下
の
国
民
の
心
性
の
問
題
を
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
｡



【
注
】

(
1
)
本
稿
で
は
日
本
の
全
体
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
､
国
民
精
神
総
動
員
運
動
や

｢
一
死
報
国
｣
､
｢
滅
私
奉
公
｣
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
表
象
さ
れ
る
よ
う
な
､
反

個
人
主
義
､
反
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
お
よ
び
そ
れ
ら
と
一
体
の
反
合
理
主
義
と
し
て
と
ら

え
て
い
る
Q

(
2
)
引
用
は
講
談
社
文
芸
文
庫
版
に
拠
る
｡

(
3
)
新
潮
社
企
画
の
r
青
春
叢
書
し
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
､
鈴
木
少
佐
か
ら
時
局
下
に

不
謹
慎
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
ク
レ
ー
ム
が
つ
き
､
刊
行
中
止
に
な
っ
た
と
い
う
挿
話

を
指
す
｡

(
4
)
堤
千
代
は
重
度
の
先
天
性
肺
動
脈
弁
障
害
で
､
ま
た
和
田
は
彼
女
か
ら
嫌
わ
れ

て
い
た
と
い
う
｡

(
5
)
大
屋
絹
子
｢
オ
フ
エ
リ
ア
の
番
薇

堤
千
代
回
想
記
L
自
費
出
版

平
3
)

に

よ
れ
ば
､
第
二
作
目
以
降
は
､
当
時
女
学
生
だ
っ
た
実
妹
の
絹
子
氏
が
原
稿
を
清
書

し
た
と
い
う
｡

(
6
)
同
書
､
p
芦
芦
冨

(
7
)
佐
藤
卓
己
コ
言
論
統
制
｣
(
中
公
新
書
､
平
1
6
)
参
照
｡

(
8
)
｢
黒
髪
の
心
｣
(
｢
オ
ー
ル
読
物
J
昭
1
5
･
1
1
)
は
劇
化
さ
れ
た
折
に
､
時
局
に
合

わ
な
い
と
し
て
一
部
台
本
の
書
き
直
し
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
｡
井
上
理
恵
｢
メ
デ
ィ

ア
の
な
か
の
女
た
ち
｣
(
渡
過
澄
子
共
編
r
女
た
ち
の
戦
争
重
任
し
東
京
堂
出
版
､

平16)

の
p
-
○
か
参
照
｡

(
9
)
連
載
小
説
｢
我
が
家
の
風
｣
(
r
東
京
日
々
新
聞
L
昭
1
7
･
1
2
～
1
8
･
4
)
､
｢
文

鳥
｣
(
F
主
婦
之
友
｣
昭
1
8
･
1
～
1
9
･
2
)
､
｢
あ
と
山
さ
き
山
｣
(
｢
主
婦
之
友
し
昭

1
9
･
3
～
2
0
･
3
)

の
三
筋
も
､
基
本
的
に
は
短
編
に
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
の
投
合

な
い
し
は
引
き
延
ば
し
で
あ
っ
て
､
短
編
と
の
質
的
な
差
異
は
見
出
せ
な
い
｡

(
1
0
)
堤
本
人
を
正
面
に
押
し
出
し
た
エ
ッ
セ
ー
も
し
く
は
身
辺
雑
記
的
な
作
品
(
=

私
小
説
的
作
品
)
も
な
い
｡
例
外
的
な
｢
全
機
還
り
な
ば
｣
(
｢
r
日
の
出
J
､
昭
1
9
･

u
)
の
語
り
手
の
女
性
作
家
も
､
女
性
作
家
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
付
与
さ
れ
た
作
中

人
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
｡

(
1
1
)
前
掲
｢
ア
ジ
ア
･
太
平
洋
戟
争
下
の
大
衆
小
説
-
堤
千
代
｢
日
本
の
女
の
魂
｣

(
昭
1
7
･
6
)
を
め
ぐ
っ
て
｣
の
注
5
参
照
｡

(
1
2
)
図
式
的
に
は
､
こ
ち
ら
は
純
文
学
作
家
の
特
徴
で
あ
る
｡

(
1
3
)
｢
長
谷
川
伸
に
つ
い
て
｣
(
(
｢
大
衆
文
学
論
J
､
六
興
出
版
､
昭
6
0
)
p
p
-
箆
･
-
0
0
∽

(
1
4
)
注
1
3
参
照
｡

(
1
5
)
｢
大
衆
小
説
に
関
す
る
思
い
出
｣
(
r
女
性
改
造
｣
昭
2
4
･
1
2
､
｢
大
衆
文
学
論
｣

所
収
､
昭
6
0
､
六
興
出
版
)
p
-
A
｡
な
お
､
彼
が
エ
ノ
ケ
ン
映
画
を
繰
り
返
し
見
て

こ
の
よ
う
な
感
想
を
再
確
認
し
た
の
は
､
一
九
四
三
年
に
海
軍
軍
属
と
し
て
イ
ン
ド

ネ
ア
の
ジ
ャ
ワ
島
に
赴
任
し
た
折
で
あ
る
｡
こ
こ
で
い
う
｢
昔
｣
と
は
日
中
戦
争
勃

発
以
前
の
彼
の
子
ど
も
時
代
の
日
本
を
指
し
て
お
り
､
そ
れ
に
対
し
一
九
四
三
年
は

故
に
と
っ
て
は
と
う
て
い
同
調
で
き
な
い
よ
う
な
､
｢
町
に
は
殺
気
が
満
ち
て
お
り
｣
､

｢
価
値
の
サ
カ
ダ
チ
｣
し
た
空
間
だ
っ
た
と
い
う
｡

(
1
6
)
伊
藤
大
輔
｢
伊
丹
万
作
と
仲
間
た
ち
㊦
｣
(
｢
日
本
経
済
新
聞
』
平
2
4
･
2
･
1
9
)

が
､
そ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
簡
潔
に
解
説
し
て
お
り
､
参
考
に
な
っ
た
｡

(
1
7
)
そ
の
点
は
宇
野
千
代
｢
妻
の
手
紙
｣
も
同
様
で
あ
る
｡

(
1
8
)
た
だ
し
こ
の
よ
う
な
言
動
が
成
立
す
る
の
は
､
物
語
が
中
流
階
級
の
中
に
閉
じ

て
い
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
｡

(
1
9
)
商
品
と
し
て
の
通
俗
小
説
の
量
産
を
要
求
さ
れ
る
作
家
が
陥
る
､
マ
ン
ネ
リ
ズ

ム
と
い
う
言
い
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
｡
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※
本
論
考
は
､
平
成
二
二
～
二
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
(
萌
芽
研
究
)

に
よ
る
研

究
｢
戦
時
検
閲
下
で
､
国
民
の
心
性
は
ど
う
表
象
さ
れ
た
か
一
昭
和
期
女
性
文
学
の

対
抗
戦
略
-
｣
の
研
究
成
果
の
一
環
で
あ
る
｡
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