
（
鈍
刀
と
名
作
）

ロ
シ
ア
の
作
家
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
の
論
評
、
本

居
宣
長
の
論
評
な
ど
昭
和

の
時
代
に
、
日
本
の
評
論

の
世
界
を
築
い
た
小
林
秀

雄
は
、
吉
田
兼
好
の
「
徒

然
草
」
を
「
鈍
刀
を
使
っ

て
彫
ら
れ
た
名
作
」
と
讃

え
て
い
る
。「
花
は
盛
り

に
月
は
隈
な
き
を
の
み
、

見
る
も
の
か
は
」
こ
の
言

葉
を
現
代
科
学
の
言
葉
で

解
釈
す
る
な
ら
、
時
空
の

科
学
を
文
学
と
し
て
捉
え

た
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ

は
、
丸
く
な
っ
た
満
月
の

美
し
さ
は
、
満
月
の
前
の

月
や
、
満
月
の
後
の
欠
け

て
行
く
月
を
み
て
、
初
め

て
美
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る

と
言
う
う
の
で
あ
る
。
ま

さ
に
、
現
代
科
学
と
芸
術

の
世
界
の
言
葉
で
あ
る
。

（
鈍
刀
と
名
作
）
と
は
何

を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う

か
。彫

刻
に
は
切
れ
る
鑿
が

必
要
で
あ
る
。（
鈍
刀
と

名
作
）、
こ
れ
は
一
つ
の

例
え
な
の
だ
ろ
う
。
細
部

だ
け
で
は
な
く
、
全
体
の

像
の
出
来
栄
え
が
大
切
な

の
だ
と
言
う
こ
と
だ
と
思

う
。「
梅
下
村
塾
」
で
は
、

草
の
根
の
心
や
根
性
を
取

り
上
げ
て
き
た
。
東
海
新

報
の
文
芸
欄
の
作
品
か

ら
、
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る

歴
史
の
記
憶
や
魂
を
掘
り

起
こ
そ
う
と
し
て
き
た
。

大
船
渡
第
一
中
学
校
の
生

徒
の
短
歌
と
俳
句
へ
の
評

は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

大
船
渡
短
歌
会
、
陸
前

高
田
短
歌
会
の
作
品
評
も

間
も
な
く
掲
載
さ
れ
る
と

思
う
。
小
林
秀
雄
は
江
戸

時
代
の
国
文
学
者
の
「
本

居
宣
長
」
に
関
す
る
著
述

を
し
て
、
本
居
宣
長
の
古

事
記
研
究
と
短
歌
の
関
係

に
触
れ
て
い
る
。
本
居
宣

長
は
短
歌
を
詠
む
の
が
大

好
き
で
、
沢
山
の
短
歌
を

詠
ん
だ
。

本
居
宣
長
は
、
自
分
の

短
歌
の
出
来
栄
え
よ
り

も
、
短
歌
の
中
に
潜
ん
で

い
る
「
も
の
」、
即
ち
、
日

本
人
の
心
の
奥
に
あ
る

「
も
の
の
あ
わ
れ
」
を
突

き
詰
め
る
こ
と
を
目
指
し

た
と
し
て
い
る
。
精
緻
な

歌
詠
の
道
を
目
指
し
た
の

で
は
な
く
、
歌
を
詠
む
こ

と
そ
の
も
の
を
目
指
し
た

と
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、

鈍
刀
で
歌
を
詠
み
、
歌
の

心
を
創
り
だ
し
た
の
で
あ

る
。文

芸
評
論
家
の
橋
本
治

氏
は
「
小
林
秀
雄
の
恵

み
」
の
著
述
で
、
源
氏
物

語
に
触
れ
て
、
源
氏
物
語

の
世
界
を
感
じ
取
る
に

は
、
源
氏
物
語
の
中
に
あ

る
和
歌
を
感
じ
取
ら
ね
ば

な
ら
な
い
と
言
っ
て
お

り
、
原
文
の
ま
ま
で
は
そ

の
和
歌
を
読
む
の
は
難
し

い
と
も
言
っ
て
い
る
。
要

は
、
平
安
朝
文
学
で
は
敬

語
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ

れ
、
そ
の
中
で
、
作
中
人

物
の
心
を
知
る
こ
と
は
難

し
い
、
し
か
し
源
氏
物
語

の
和
歌
を
読
め
ば
、
そ
の

心
の
奥
に
あ
る
も
の
が
伝

わ
っ
て
く
る
と
い
う
の

だ
。源

氏
物
語
は
「
地
」
で

あ
り
、
和
歌
は
「
心
」
だ

と
い
う
の
だ
。
ま
さ
に
、

こ
れ
は
「
梅
下
村
塾
」
で

述
べ
て
き
て
い
る
「
こ
と

ば
つ
な
ぎ
」
の
世
界
で
あ

る
。
草
の
根
の
「
こ
と
ば
」

を
つ
な
い
で
「
気
仙
の

心
」
を
創
る
こ
と
で
あ

る
。「
東
海
文
芸
を
」
始
め

と
す
る
、
東
海
新
報
の
記

事
に
大
い
に
期
待
し
た

い
。（

植
樹
と
復
興
）

３
月
６
日
（
水
）
の
第

６
面
に
「
震
災
の
思
い
新

た
に
　
桜
ラ
イ
ン
３
１
１

が
植
樹
　
陸
前
高
田
」
げ

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
苗
木

植
樹
は
「
東
日
本
大
震
災

に
よ
る
津
波
の
到
達
点
を

桜
で
つ
な
ぎ
、
記
憶
を
後

世
に
つ
た
え
る
た
め
に
」

と
一
昨
年
か
ら
実
施
。
同

市
内
約
１
７
０
㌔
に
わ
た

る
津
波
到
達
ラ
イ
ン
に
お

よ
そ
１
万
５
０
０
０
本
植

え
る
こ
と
を
目
標
に
し
、

今
回
で
５
０
０
本
に
達
し

た
。
植
樹
は
色
々
な
記
念

行
事
に
行
わ
れ
て
き
て
い

る
。
そ
れ
は
、
あ
る
出
来

事
を
記
憶
と
し
て
残
し
て

い
く
た
め
で
あ
る
。

記
憶
は
薄
れ
る
も
の
で

あ
る
。
樹
木
の
寿
命
は
人

間
の
寿
命
よ
り
長
く
、
樹

木
は
生
長
す
る
。
そ
の
成

長
し
変
化
す
る
姿
に
記
憶

を
重
ね
る
。
記
憶
は
新
し

い
命
を
得
て
、
甦
っ
て
来

る
。
桜
は
美
し
い
が
、
い

ろ
い
ろ
な
植
樹
が
あ
っ
て

も
お
か
し
く
な
い
。

植
樹
は
、
時
間
の
経
過

と
と
も
に
、
歴
史
の
記

憶
、
美
、
自
然
認
識
、
な

ど
と
つ
な
が
っ
て
来
る
。

植
樹
に
よ
る
並
木
は
ま

た
、
格
別
な
も
の
で
あ

る
。
大
震
災
の
記
憶
、
そ

の
復
興
、
そ
こ
で
一
緒
に

生
活
し
た
人
々
、
他
の
場

所
に
移
っ
た
人
々
、
苦
労

を
一
緒
に
し
た
人
々
、
自

然
の
姿
、
い
ろ
い
ろ
な
記

憶
が
甦
っ
て
き
ま
す
。

五
葉
山
フ
ォ
ー
ラ
ム
、

種
山
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
今
出

山
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
永
上
山

フ
ォ
ー
ラ
ム
、
碁
石
フ
ォ

ー
ラ
ム
、
椿
島
フ
ォ
ー
ラ

ム
、
い
ろ
い
ろ
な
フ
ォ
ー

ラ
ム
が
「
桜
ラ
イ
ン
３
１

１
」
と
つ
な
が
っ
て
甦
っ

て
来
る
と
思
い
ま
す
。
気

仙
地
方
の
自
然
は
恵
み
の

宝
を
宿
し
て
い
る
。
立
ち

あ
が
れ
気
仙
!!

（
東
海
新
報
記
事
か

ら
）３

月
７
日
の
世
迷
言
で

は
、
近
畿
大
学
水
産
学
部

が
マ
グ
ロ
の
完
全
養
殖
に

成
功
し
た
ニ
ュ
ー
ス
を
述

べ
て
、
実
学
教
育
に
つ
い

て
触
れ
な
が
ら
、
東
日
本

大
震
災
で
三
陸
町
か
ら
相

模
原
本
部
キ
ャ
ン
パ
ス
に

避
難
し
た
ま
ま
、
未
だ
三

陸
町
に
帰
還
す
る
予
定
が

具
体
化
し
て
い
な
い
北
里

大
学
海
洋
生
命
科
学
部
に

つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

北
里
大
学
は
新
し
く
ボ

ラ
ン
テ
イ
ア
社
会
学
の
コ

ー
ス
を
立
ち
上
げ
た
。
こ

の
コ
ー
ス
は
国
際
保
健
学

的
視
野
と
生
命
科
学
的
視

野
と
を
つ
な
ぐ
教
育
を
目

指
し
て
い
る
。
こ
の
教
育

が
気
仙
地
方
で
展
開
さ

れ
、
気
仙
地
方
文
化
の
活

性
化
に
つ
な
な
が
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
る
。

３
月
10
日
の
毎
日
新
聞

の
「
メ
デ
イ
ア
　
時
評

バ
チ
カ
ン
報
道
　
幅
広
い

視
点
望
に
　
釈
　
徹
宗

相
愛
大
学
教
授
（
宗
教
学

人
間
学
）」で
２
月
11
日
に

ロ
ー
マ
法
王
の
べ
ネ
デ
ク

ト
16
世
が
退
位
し
た
こ
と

へ
の
論
評
が
載
っ
て
い

た
。法

王
が
存
命
中
の
退
位

は
６
０
０
年
ぶ
り
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
世
界
の
12
億
人
の
カ

ト
リ
ッ
ク
信
者
を
擁
す
る

ロ
ー
マ
法
王
庁
が
、
21
世

紀
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
界
の

新
し
い
在
り
方
を
め
ざ
し

て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

見
解
で
あ
っ
た
。

伝
統
を
越
え
て
の
改
革

を
目
指
し
て
い
る
こ
と
に

つ
な
が
る
と
い
っ
て
い

る
。
北
里
大
学
が
お
か
れ

た
立
場
と
気
仙
の
立
場
の

両
方
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ

て
、
お
互
い
が
協
力
し

て
、
こ
の
地
球
で
生
き
抜

く
た
め
の
新
し
い
関
係
形

成
の
構
築
を
目
指
す
時
が

来
て
い
る
と
思
う
。

�

「森と水と命の惑星」国際会議
～地域と世界の心と魂を詠む～


