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は
じ
め
に
―
特
別
企
画
の
趣
旨
説
明

　
『
文
學
藝
術
』
ご
担
当
の
先
生
か
ら
、
半
沢
先
生
の
ご
退
職
に
あ
た
り
、『
文
學
藝
術
』
で
も
特
別
企
画
を
組
み
た
い
が
何
か
ア
イ
デ
ィ

ア
は
な
い
か
、
と
い
う
ご
相
談
を
受
け
た
。『
文
學
藝
術
』
の
面
白
さ
は
毎
号
の
「
特
集
」
に
あ
り
、
共
通
テ
ー
マ
の
も
と
、
専
門
の
違

う
教
員
が
「
腕
を
競
い
合
う
」
と
こ
ろ
に
魅
力
が
あ
る
（
と
私
は
考
え
て
い
る
）。
従
来
、『
文
學
藝
術
』
は
特
集
テ
ー
マ
を
告
知
し
、
投

稿
を
呼
び
か
け
る
だ
け
だ
っ
た
が
、
今
か
ら
六
七
年
前
、
特
集
テ
ー
マ
の
も
と
、
話
題
提
供
者
と
参
加
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
に
引
き
付

け
て
侃
侃
諤
諤
す
る
場
（
サ
ロ
ン
）
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
半
沢
先
生
の
ご
発
案
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
今
回
の
特
別
企
画
で

は
、
阿
部
先
生
、
遠
藤
先
生
の
ご
賛
同
も
得
て
、
そ
う
し
た
サ
ロ
ン
の
雰
囲
気
を
誌
上
で
も
再
現
し
た
い
と
考
え
た
。
具
体
的
に
は
、
歌

謡
、
小
説
、
戯
曲
・
脚
本
と
多
岐
に
わ
た
る
半
沢
先
生
の
お
仕
事
に
対
し
、
我
々
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
に
引
き
付
け
応
答
し
て
い
く

が
、（
も
し
よ
ろ
し
け
れ
ば
）
読
者
諸
氏
の
感
想
（
応
答
）
も
ぜ
ひ
お
願
い
し
た
い
（
�
�
と
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
さ
っ
そ
く
半

沢
先
生
か
ら
リ
プ
ラ
イ
を
頂
戴
し
た
そ
う
だ
）。
こ
の
特
別
企
画
が
、『
文
學
藝
術
』
に
お
力
添
え
く
だ
さ
っ
た
半
沢
先
生
に
対
す
る
我
々

な
り
の
は
な
む
け
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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一
、「
最
後
の
一
文
」
を
論
じ
る
と
い
う
こ
と

　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
最
初
の
一
文
は
知
っ
て
い
て
も
、
最
後
の
一
文
を
知
っ
て
い
る
人
は
少
な
い
。
半
沢
幹
一
に
よ
れ
ば
、
文
章

構
造
に
関
す
る
学
問
分
野
で
も
、
最
初
の
一
文
に
関
す
る
研
究
は
そ
れ
な
り
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
最
後
の
一
文
に
焦
点
を
当
て
た
研
究

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
最
後
の
一
文
は
、
文
章
全
体
を
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
そ
の
位
置
づ
け
が
難
し
い
た
め
、
そ
れ
自
体
で
は
論
じ
に
く

い
と
い
う
の
だ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
あ
る
い
は
、
だ
か
ら
こ
そ
）
半
沢
は
、
①
最
後
の
一
文
そ
れ
自
体
、
②
最
初
の
一
文
と
の
照

応
関
係
、
③
タ
イ
ト
ル
と
の
照
応
関
係
と
い
う
三
つ
の
切
り
口
に
絞
っ
た
う
え
で
、
近
現
代
文
学
を
中
心
と
し
た
短
編
計
五
〇
作
品
の
最

後
の
一
文
を
論
じ
よ
う
と
す
る
。

　

そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
が
、『
最
後
の
一
文
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
九
年
九
月
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
厳
密
な
意
味
で
の
研
究
書
と

い
う
よ
り
、
む
し
ろ
一
般
向
け
の
教
養
書
と
い
う
の
に
近
く
、
冒
頭
（「
は
じ
め
に
」）
に
も
、「
や
や
も
す
れ
ば
定
説
と
し
て
読
み
方
が

固
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
作
品
」
の
「
違
っ
た
読
み
方
」
を
示
す
こ
と
が
狙
い
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

二
、
国
語
教
科
書
へ
の
挑
発
？

　
「
羅
生
門
」
の
最
後
の
一
文
は
、
初
出
の
一
九
一
五
年
『
帝
国
文
学
』
版
で
は
、「
下
人
は
、
既
に
、
雨
を
冒
し
て
、
京
都
の
町
へ
強
盗

を
働
き
に
急
ぎ
つ
つ
あ
っ
た
。」
で
あ
り
、
現
在
知
ら
れ
る
「
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。」
は
、
一
九
一
八
年
の
短
編
集
『
鼻
』

（
春
陽
堂
）
収
録
の
際
に
改
稿
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
半
沢
は
、
こ
の
改
稿
に
よ
っ
て
、「
下
人
の
そ
の
後
に
つ
い
て
は
読
者
の
想
像
に
任

さ
れ
」、「
こ
の
ほ
う
が
、
作
品
と
し
て
の
含
み
や
余
韻
が
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
」
と
し
な
が
ら
、
い
っ
ぽ
う
で
「「
誰
も
知
ら
な

い
」
と
い
う
表
現
は
、
最
後
の
最
後
に
な
っ
て
、
ど
こ
か
下
人
を
突
き
放
し
て
し
ま
っ
た
感
じ
が
す
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
芥
川

は
た
ぶ
ん
、
教
科
書
で
問
題
に
す
る
よ
う
な
「
生
き
る
た
め
の
悪
と
い
う
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
そ
の
も
の
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な

く
、
そ
れ
を
相
対
化
、
つ
ま
り
一
概
に
悪
い
と
は
決
め
つ
け
ら
れ
な
い
形
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
主
張
す
る
。
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半
沢
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
い
う
相
対
化
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り
、
一
つ
目
は
、
こ
の
後
の
彼
の
人
生
が
ど
う
転
ぶ
か
は
、「
当
人
の

エ
ゴ
イ
ズ
ム
云
々
と
い
う
よ
り
も
、
運
次
第
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
二
つ
目
は
、
物
語
の
中
心
は
羅
生
門
に
留
ま
っ
て
い
た
下
人
が
そ

こ
か
ら
立
ち
去
る
ま
で
の
経
緯
で
あ
っ
て
、「
そ
れ
以
前
お
よ
び
そ
れ
以
後
」
の
彼
に
つ
い
て
は
「
い
っ
さ
い
関
知
し
な
い
」
と
い
う
こ

と
な
の
だ
と
い
う
。
要
す
る
に
、
人
間
の
行
動
は
、「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
の
よ
う
な
一
貫
し
た
論
理
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
偶
然
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
、
国
語
の
教
科
書
に
あ
る
よ
う
な
「
下
人
の
行
方
（
そ
の
後
）
を
話
し
合
お
う
」
と
い
う

問
い
も
ナ
ン
セ
ン
ス
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
国
語
の
時
間
に
「
羅
生
門
」
に
触
れ
た
一
般
読
者
へ
の
“
挑
発
”
と
し

て
、
半
沢
の
読
み
が
有
効
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
れ
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
は
特
別
企
画
の
意
味
を
な
さ
な
い
の

で
、
私
も
語
り
と
視
点
と
い
う
切
り
口
か
ら
、
半
沢
の
“
挑
発
”
に
応
答
し
て
み
た
い
。

三
、
未
熟
な
下
人
を
相
対
化
し
続
け
る
語
り

　
「
羅
生
門
」
は
、
数
日
前
に
失
職
し
た
下
人
が
、
荒
廃
し
た
羅
生
門
の
下
で
、
生
き
る
た
め
の
悪
は
許
さ
れ
る
か
と
い
う
問
い
を
め

ぐ
っ
て
逡
巡
す
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
と
こ
ろ
が
「
作
者
」
を
名
乗
る
語
り
手
は
、
思
案
す
る
下
人
に
焦
点
化
す
る
い
っ
ぽ
う
で
、
三
人

称
の
い
わ
ゆ
る
神
の
視
点
か
ら
、
下
人
自
身
が
気
付
か
な
い
彼
の
未
熟
さ
を
読
者
に
対
し
て
印
象
付
け
る
。
そ
の
一
例
が
、
羅
生
門
の
楼

上
で
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
老
婆
の
姿
を
見
た
時
の
下
人
の
反
応
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
「
許
す
べ
か
ら
ざ
る
悪
」
と
と
ら
え
、「
悪

を
憎
む
心
」
が
「
勢
い
よ
く
燃
え
上
」
る
が
、
語
り
手
に
よ
れ
ば
、
下
人
は
こ
の
時
、
先
ほ
ど
ま
で
彼
の
心
を
と
ら
え
て
い
た
、
生
き
る

た
め
の
悪
は
許
さ
れ
る
か
と
い
う
問
い
す
ら
忘
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
窺
え
る
の
は
、
下
人
の
逡
巡
は
所
詮
そ
の
程
度
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
く
ら
都
が
荒
廃
し
た
と
は
言

え
、
蛇
を
干
魚
と
偽
っ
て
売
っ
た
女
や
、
羅
生
門
の
楼
上
で
下
人
が
出
会
っ
た
老
婆
の
よ
う
な
社
会
的
弱
者
で
も
、
な
ん
と
か
金
を
得
て

暮
ら
し
て
い
け
る
程
度
の
経
済
活
動
は
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
年
が
若
く
体
力
も
あ
る
（
太
刀
ま
で
所
持
し
て
い
る
）
下
人
が
、
金
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を
得
る
た
め
の
思
案
も
せ
ず
、「
生
き
る
た
め
の
悪
は
許
さ
れ
る
か
」
と
逡
巡
す
る
こ
と
自
体
、
現
実
的
―
地
に
足
が
付
い
た
行
為
と

は
言
え
な
い
。

　

こ
う
し
た
下
人
の
未
熟
さ
は
、
老
婆
が
話
す
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
理
由
を
聞
い
た
彼
の
反
応
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。
彼
が
「
許
す

べ
か
ら
ざ
る
悪
」
と
捉
え
た
老
婆
の
行
動
は
、
実
際
に
は
、
生
き
る
た
め
の
悪
だ
か
ら
や
む
を
得
な
い
と
い
う
き
わ
め
て
現
実
的
な
理
由

に
基
づ
い
て
い
た
の
だ
が
、
下
人
は
こ
の
「
老
婆
の
答
が
存
外
、
平
凡
な
の
に
失
望
」
す
る
。
下
人
が
期
待
し
て
い
た
の
は
、
お
そ
ら

く
、
今
の
現
実
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
非
現
実
（
冒
険
）
で
あ
り
、
巨
悪
に
加
担
す
る
に
せ
よ
そ
れ
を
成
敗
す
る
に
せ
よ
、
冒
険

に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
実
に
追
い
込
ま
れ
、
切
羽
詰
ま
っ
た
状
況
の
中
で
、
生
き
る
た
め
に
悪
を
働
か
ざ
る
を
得
な
い
老

婆
と
は
対
照
的
に
、
下
人
に
は
彼
を
取
り
巻
く
現
実
を
軽
蔑
す
る
だ
け
の
余
裕
が
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
、
も
う
い
ち
ど
確
認
す
れ
ば
、
物
語
の
冒
頭
で
下
人
が
生
き
る
た
め
の
悪
は
許
さ
れ
る
か
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
逡
巡

し
て
い
た
目
的
は
、
じ
つ
は
逡
巡
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
、
も
う
少
し
言
え
ば
、
哲
学
的
な
命
題
を
め
ぐ
っ
て
逡
巡
す
る
自
分
に
酔
う
こ
と

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
羅
生
門
」
は
『
今
昔
物
語
』
巻
二
十
九
の
説
話
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
が
、
京
の
都
に
盗
み
を
働
く
た
め
に

や
っ
て
き
た
盗
人
が
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
す
べ
て
を
持
ち
去
る
『
今
昔
』
説
話
の
結
末
と
は
異
な
り
、
老
婆
の
着
物
（
だ
け
）
し
か
剥
ぎ

取
ら
な
い
下
人
の
行
為
は
、
生
き
る
た
め
に
悪
を
働
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
現
実
的
な
命
題
を
拒
否
す
る
泥
棒
ご
っ
こ
に
過
ぎ
な
い
。

四
、
本
当
に
、
下
人
の
行
方
は
誰
も
知
ら
な
い
か
？

　

以
上
を
ふ
ま
え
て
、「
羅
生
門
」
の
最
後
の
一
文
で
あ
る
。
下
人
は
こ
の
あ
と
、
若
さ
と
体
力
に
任
せ
て
現
実
を
軽
蔑
し
た
ま
ま
生
き

通
せ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
現
実
か
ら
手
痛
い
し
っ
ぺ
返
し
を
食
ら
う
の
か
。
未
熟
な
下
人
を
相
対
化
し
続
け
る
語
り
の
あ
り
よ
う
を
ふ
ま

え
る
な
ら
、
答
え
は
自
ず
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
下
人
の
運
命
を
決
定
す
る
の
は

「
運
」

で
は
な
く
、

彼
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ

り
、

あ
え
て
明
示
せ
ず
と
も
、

語
り
手
は

（
そ
し
て
、
語
り
の
仕
掛
け
を
読
み
取
っ
た
読
者
も
ま
た
）

そ
の
行
き
着
く
先
を
知
っ
て
い
る
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の
で
あ
る
。

　

な
お
、「
最
後
の
一
文
」
シ
リ
ー
ズ
は
、
そ
の
後
、『
向
田
邦
子
の
末
尾
文
ト
ラ
ン
プ
』（
新
典
社
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）、『
藤
沢
周
平

と
ど
め
の
一
文
』（
同
）、『
枕
草
子
決
め
の
一
文
』（
同
、
二
〇
二
二
年
）
と
続
い
て
い
る
。「
最
後
の
一
文
」
研
究
の
開
拓
者
が
次
に

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
―
「
誰
も
知
ら
な
い
」
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
今
度
は
ぜ
ひ
、『
村
上
春
樹
締
め
の
一
文
』

を
読
ん
で
み
た
い
。




