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文
芸
は
蘇
り
う
る
の
か
。
文
芸
の
小
説
分
野
は
、
死
ん
だ
わ

け
で
は
な
く
、
か
つ
て
、
純
文
学
・
中
間
小
説
・
大
衆
小
説
な

ど
と
ジ
ャ
ン
ル
が
分
枝
し
て
い
た
垣
根
が
な
く
な
っ
て
、
拡
散

し
た
に
過
ぎ
な
い
。
中
で
も
純
文
学
の
衰
退
が
目
立
ち
、
あ
た

か
も
死
ん
だ
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ
ろ
う
。「
純
文
学
」
な
る

分
野
の
存
在
す
ら
不
確
定
な
状
況
を
否
定
で
き
な
い
。
実
際
、

純
文
学
を
扱
う
文
芸
誌
の
発
行
部
数
が
激
減
し
て
い
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
内
容
も
、
付
随
し
て
倫
理
・
哲
学
性
が
希
薄
に

な
る
な
ど
、
多
様
化
し
て
見
解
が
様
々
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

「
純
文
学
」
の
主
題
を
念
頭
に
さ
さ
や
か
な
私
見
を
述
べ
、
論

議
の
火
種
に
し
た
い
。 

 

若
者
が
本
を
読
ま
な
く
な
っ
た
。
読
書
を
し
な
く
な
っ
た
の

は
、
若
者
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
中
年
・
老
齢
者
も
含
め
て
「
読

む
」
こ
と
を
し
な
く
な
っ
た
。
見
る
こ
と
で
事
足
り
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
は
テ
レ
ビ
の
影
響
が
最

も
大
き
い
の
だ
ろ
う
が
、
逆
説
的
に
、
多
す
ぎ
る
雑
多
な
出
版

物
が
氾
濫
し
て
い
る
と
い
う
傾
向
に
も
原
因
が
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。 

音
楽
や
美
術
は
直
接
的
な
感
覚
に
よ
っ
て
享
受
で
き
る
が
、

文
芸
は
想
像
や
思
考
と
い
う
「
も
う
一
段
階
」
の
作
業
な
し
に

は
享
受
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
、
文
芸
が
他
の
芸
術
と
根
本
的

に
異
な
る
。「
も
う
一
段
階
の
作
業
」
を
や
っ
か
い
と
す
る
か
、

こ
の
作
業
を
、
む
し
ろ
味
わ
う
ベ
き
と
す
る
か
は
、
読
者
の
自

由
で
あ
る
。
殊
に
、「
純
文
学
」
の
場
合
は
、
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に

な
る
の
が
、
こ
の
点
で
あ
ろ
う
。
作
家
に
と
っ
て
も
、
読
者
に

と
っ
て
も
、
こ
の
「
も
う
一
段
階
」
の
方
向
が
重
要
で
あ
る
。

「
読
む
」
こ
と
が
「
考
え
る
」
こ
と
に
直
結
す
る
場
合
と
、
歌

や
踊
り
の
輪
に
加
わ
る
ご
と
く
す
る
場
合
と
で
は
、
全
く
異
な

る
か
ら
で
あ
る
。「
こ
の
作
品
は
面
白
い
」
と
い
う
。「
面
白
い
」

と
は
、
興
味
を
惹
か
れ
る
意
味
だ
ろ
う
が
、
ど
の
よ
う
な
点
で

心
惹
か
れ
る
の
か
。
「
新
た
な
発
見
を
与
え
ら
れ
る
」「
気
づ
か

な
か
っ
た
こ
と
を
気
づ
か
さ
れ
た
」
と
い
う
意
味
も
あ
れ
ば
、

「
同
化
・
同
意
を
感
じ
た
」
な
ど
の
感
慨
か
ら
、「
面
白
い
」
を

感
じ
取
る
場
合
も
あ
ろ
う
。 

 
 

 
と
こ
ろ
で
、「
純
文
学
」
の
分
野
は
、
小
説
の
他
、
随
筆
・
エ

ッ
セ
イ
・
紀
行
・
詩
歌
な
ど
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
が
衰
退
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
句
誌
・
歌
誌
は
相
変
わ
ら
ず
数
多
く
出
て
い

る
し
、
詩
誌
も
い
く
つ
か
送
ら
れ
て
く
る
。
同
人
誌
も
少
な
く
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な
い
。
し
か
も
、
紙
質
・
装
丁
が
立
派
で
、
参
加
し
て
い
る
人

た
ち
の
生
活
ぶ
り
に
余
裕
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

生
原
稿
を
綴
じ
て
回
覧
し
た
と
か
、
粗
末
な
印
刷
で
冊
子
を

つ
く
っ
た
な
ど
と
い
う
時
代
は
も
は
や
大
昔
で
、
印
刷
技
術
の

大
き
な
進
歩
に
よ
る
ば
か
り
で
な
く
、
今
日
的
な
文
芸
は
生
活

ぶ
り
の
反
映
で
あ
る
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
、
自
費

出
版
に
よ
る
文
芸
作
品
の
氾
濫
も
目
立
つ
。 

そ
う
し
た
状
況
を
見
れ
ば
、
文
芸
は
衰
退
も
し
て
い
な
け
れ

ば
、
虐
待
さ
れ
て
い
る
な
ど
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ

優
遇
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。 

 

「
純
文
学
」
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
。
純
文
学
の
根
幹
は
、

「
詩
」
で
あ
る
。「
詩
」
は
「
批
評
」
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
形

に
し
て
も
、「
批
評
」
が
な
け
れ
ば
「
純
文
学
」
に
な
り
得
な
い
。 

 

「
書
く
こ
と
」
が
、
自
己
肯
定
や
自
己
慰
安
の
た
ぐ
い
だ
っ

た
ら
、
単
な
る
「
書
き
物
」
で
、「
純
文
学
」
に
は
な
り
得
な
い
。

「
書
き
物
」
が
ど
れ
だ
け
世
に
は
び
こ
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
を
あ
え
て
埋
め
立
て
地
や
焼
却
場
へ
運
ぶ
気
に
は
な

ら
な
い
が
、「
書
く
」
者
は
、
そ
の
目
的
意
識
は
持
た
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。 

 
 

 

筆
者
は
、
北
川
冬
彦
主
宰
の
『
時
間
』
の
読
者
だ
っ
た
こ
と

か
ら
「
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
傾
向
の
詩
を
書
い
て
き
た
。
北

川
冬
彦
に
は
「
馬
」（
軍
港
を
内
臓
し
て
い
る
）
と
い
う
、
一
行

詩
が
あ
る
。 

 

北
川
冬
彦
は
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
か
ら
出
発
し
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア

リ
ス
ム
を
経
て
、
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
詩
の
改
革
運
動
を
展
開

し
た
。
詩
集
に
「
検
温
器
と
花
」
な
ど
が
あ
る
。 

 

ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
は
１
９
４
０
年
～
１
９
５
０
年
ご
ろ
、
イ

タ
リ
ア
で
起
こ
っ
た
思
潮
で
、
「
構
造
的
現
実
主
義
」。
反
フ
ァ

シ
ズ
ム
闘
争
が
主
流
。
映
画
で
は
、
デ･

シ
ー
カ
の
「
靴
磨
き
」

「
自
転
車
泥
棒
」
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
文
学
・
映
画
は
そ

の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
。 

 

夥
し
い
「
書
き
手
」
の
作
品
に
は
、
趣
味
・
特
技
の
披
露
で

あ
っ
た
り
、
役
職
歴
の
回
顧
談
で
あ
っ
た
り
が
多
く
見
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
に
は
老
齢
者
ら
し
い
自
己
満
足
・
自
己
肯
定
が
多
分
に

披
瀝
さ
れ
て
い
て
、「
批
評
」
と
は
裏
腹
で
あ
る
。
書
く
こ
と
の

み
な
ら
ず
、
役
職
の
肩
書
き
に
こ
だ
わ
り
を
持
つ
人
も
少
な
く

な
い
。
町
内
会
・
同
好
会
・
同
窓
会
等
の
役
員
を
引
き
受
け
、

相
好
崩
し
て
飛
び
回
っ
て
い
る
知
人
が
い
た
。
い
っ
そ
市
会
議

員
に
で
も
立
候
補
す
れ
ば
い
い
も
の
を
、
と
思
っ
た
ほ
ど
で
あ

る
。 

 

逆
に
若
く
て
自
我
意
識
の
強
い
者
は
、
も
っ
ぱ
ら
物
語
の
お

も
し
ろ
さ
を
破
天
荒
に
描
い
て
、
鼻
息
を
荒
く
し
て
い
る
。
作

者
自
身
が
そ
の
荒
唐
無
稽
に
入
り
浸
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。 

 
純
文
学
の
「
書
く
こ
と
」
に
は
、
思
想
が
必
要
で
あ
る
。 

 
か
つ
て
、
勤
務
先
で
知
り
合
っ
た
S
さ
ん
は
日
本
画
家
で
あ

っ
た
。
あ
る
と
き
に
、
小
田
原
板
橋
の
散
策
に
同
行
し
、
懇
談

し
た
。
S
さ
ん
が
谷
崎
潤
一
郎
の
美
意
識
を
賛
美
し
た
の
だ
が
、
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そ
れ
に
ひ
ど
く
惹
か
れ
た
。「
美
は
、
美
で
あ
れ
ば
い
い
」
と
彼

は
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
以
後
、
し
ば
ら
く
の
間
、
筆
者
は
そ

の
帳
の
な
か
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。 

 

田
山
花
袋
・
島
崎
藤
村
ら
の
自
然
主
義
か
ら
発
し
て
、
武
者

小
路
実
篤
ら
の
「
白
樺
派
」
へ
、
そ
こ
か
ら
ど
こ
へ
と
、
模
索

中
だ
っ
た
時
期
で
あ
る
。
谷
崎
を
は
じ
め
と
し
て
川
端
康
成
の

「
眠
れ
る
美
女
」
を
絶
賛
し
て
み
た
り
し
た
。
後
に
は
そ
の
系

譜
を
、
中
上
健
次
に
求
め
も
し
た
。
し
か
し
、「
美
」
を
振
り
切

っ
た
の
は
、
椎
名
鱗
三
の
実
存
主
義
小
説
だ
っ
た
。
新
た
な
「
文

学
思
想
」
と
の
出
会
い
は
、
彼
の
「
深
夜
の
酒
宴
」「
重
き
流
れ

の
中
に
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。「
深
夜
の
酒
宴
」
の
冒
頭

を
読
ん
だ
衝
撃
は
、
数
十
年
後
の
い
ま
な
お
消
え
な
い
。 

 

「
朝
、
僕
は
雨
で
も
降
っ
て
ゐ
る
や
う
な
音
で
目
が
覚
め
る

の
だ
。
雨
は
た
し
か
に
大
降
り
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ス
レ

ー
ト
の
屋
根
か
ら
、
朝
の
鈍
い
光
線
を
含
み
な
が
ら
素
早
く

樋
へ
す
べ
り
落
ち
、
そ
し
て
樋
の
破
れ
た
端
か
ら
滝
と
な
っ

て
大
地
の
石
の
上
に
音
高
く
跳
ね
か
へ
っ
て
沫
を
上
げ
て
ゐ

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
水
の
単
調
な
連
続
音

は
い
つ
果
て
る
と
も
な
く
続
い
て
ゐ
る
の
だ
。
た
だ
こ
の
雨

だ
れ
の
音
に
は
ど
こ
か
空
虚
と
こ
ろ
が
あ
る
。
僕
が
三
十
年

間
経
験
し
親
し
ん
で
き
た
雨
だ
れ
の
音
に
は
、
微
妙
な
軽
や

か
な
限
り
な
い
変
化
が
あ
り
、
そ
れ
が
か
へ
っ
て
何
か
重
い

実
質
的
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
の
だ
が
、
こ
の
雨
だ
れ
の
音

は
た
だ
単
調
で
暗
い
の
だ
。
そ
れ
は
そ
れ
が
当
然
な
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
雨
だ
れ
の
音
は
、
こ
の
ア
パ
ー
ト
の
炊
事
場
か

ら
流
れ
出
し
た
下
水
が
、
運
河
の
石
崖
へ
跳
ね
返
り
な
が
ら

落
ち
て
い
く
音
な
の
だ
。 

 
 

だ
が
僕
は
、
こ
の
ア
パ
ー
ト
へ
来
て
半
年
余
り
に
な
る
が
、

朝
目
を
覚
す
と
、
そ
れ
が
下
水
の
音
と
知
っ
て
ゐ
な
が
ら
、

ど
う
し
て
も
雨
が
降
っ
て
ゐ
る
や
う
な
気
分
か
ら
脱
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
の
だ
。
そ
れ
ほ
ど
僕
の
ゐ
る
こ
の
ア
パ
ー
ト

に
は
、
あ
の
雨
降
り
の
陰
気
な
調
子
が
建
物
全
体
に
染
み
わ

た
っ
て
い
る
の
あ
る
」 

 

「
小
説
っ
て
こ
れ
な
ん
だ
」
と
思
わ
ず
手
を
打
た
ず
に
い
ら

れ
な
か
っ
た
。
「
美
」
で
も
な
く
、
「
人
道
主
義
」
で
も
な
く
、

風
景
や
造
形
物
の
「
礼
賛
」
で
も
な
く
、
現
実
に
生
き
て
い
る

真
実
味
の
人
間
の
姿
が
そ
こ
に
は
具
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

言
う
ま
で
も
な
く
小
説
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
仮
想
の

構
築
は
自
由
で
、
近
松
門
左
衛
門
が
言
う
よ
う
に
「
虚
実
皮
膜
」

ウ
ソ
と
ホ
ン
ト
の
す
れ
す
れ
の
線
を
い
く
と
こ
ろ
に
妙
味
が
あ

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
僕
」
に
と
っ
て
、
雨
降
り
と
は
何
だ
ろ

う
、
ど
ん
な
現
実
だ
ろ
う
、
と
読
者
は
考
え
込
ま
ず
に
い
ら
れ

な
い
の
だ
。
そ
れ
は
新
し
い
現
実
の
世
界
で
あ
る
。
自
然
主
義

の
日
常
性
で
も
な
く
、
虚
飾
に
満
ち
た
美
の
世
界
で
も
な
く
、

生
々
し
い
「
個
」
の
世
界
の
造
形
に
違
い
な
か
っ
た
。「
あ
り
得

べ
き
」「
僕
」
の
内
奥
に
違
い
な
か
っ
た
。
そ
の
「
僕
」
が
眼
を

光
ら
せ
て
外
界
を
観
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
と
考
え
る
と
、
慄
然

と
し
た
の
で
あ
る
。 
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大
根
２ 

 
 

闇
の
中
に 

梅
の
枝
が
強
靱
に
枝
を
這
っ
て
い
る 

 

そ
れ
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
の
は 

ヤ
ン
ク
ニ
と
い
う 

 

新
型
爆
弾
だ 

 

白
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う 

 

 

安
息
の
闇
を
奪
っ
た
の
は
こ
い
つ
ら
の
仕
業
だ 

 

短
い
間
に 

夥
し
く
白
い
大
根
は
広
が
っ
た 

い
つ
誰
が
し
か
け
た
の
だ
ろ
う 

 

都
市
（
ま
ち
）
を
守
る
た
め
と
い
う
が 

 

人
々
は
震
え
上
が
っ
て
い
る 

雨
不
足
の
こ
の
頃 

 

と
り
あ
え
ず
水
掛
け
を
怠
っ
て
は
な
る
ま
い 

 
 

 

 
 

「
僕
」
と
「
大
根
」。
こ
の
無
関
係
の
も
の
が
、
筆
者
の
思

潮
で
は
奇
妙
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
雨
音
に
浸
る
「
僕
」

の
無
用
な
存
在
は
、
味
も
栄
養
も
乏
し
い
水
分
豊
富
だ
け
の

「
大
根
」
と
同
化
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
強
靱
な
枝
を
這
っ
た

梅
の
木
が
傍
若
無
人
な
大
国
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
ぶ
ら
下

が
っ
た
「
大
根
」
は
何
だ
ろ
う
。
大
嘘
つ
き
は
、
ど
こ
に
も

い
つ
の
時
代
で
も
あ
り
得
る
。
何
を
信
じ
る
か
は
む
つ
か
し

い
。
平
凡
な
題
材
を
持
っ
て
何
か
し
ら
の
意
味
あ
る
構
築
を

し
た
い
。
詩
に
お
い
て
、
思
い
が
け
な
い
現
実
を
構
築
す
る

の
は
創
作
で
あ
る
。「
何
を
訴
え
た
い
か
」
の
主
題
さ
え
確
定

し
て
い
れ
ば
、
題
材
や
表
現
の
手
法
は
自
由
で
あ
ろ
う
。 

  


