
『
成
城
文
藝
』
第
二
百
号
発
刊
を
祝
す

古
代
ギ
リ
シ
ア
で
、
い
つ
ご
ろ
に
自
分
の
論
考
を
書
物
の
形
に
纏
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
（
こ
の
場
合
、
詩
人
の
作
品
は

除
外
す
る
）、
そ
れ
ほ
ど
明
白
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
眺
め
る
と
、
最
初
の
者
と
し
て
イ
オ
ニ
ア
自
然
哲
学
者

の
誰
か
の
名
を
挙
げ
る
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
紀
元
前
６
世
紀
の
頃
に
は
、
哲
学
的
思
考
を
書
き
綴
っ
た
本

と
い
う
も
の
が
初
め
て
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
現
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
頃
に
本
の
流
通
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
ず
、
ゆ
え
に
「
書
く
」
こ
と
の
目
的
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
で
自
分
の
論
考
を
世
間
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
な

か
っ
た
の
は
確
か
だ
ろ
う
し
、
い
わ
ん
や
糧
を
得
る
た
め
で
あ
っ
た
は
ず
も
な
い
。causae

rerum

に
つ
い
て
の
自
説
を
、
仲

間
に
伝
え
よ
う
と
用
意
さ
れ
て
い
た
の
は
口
演
会
の
よ
う
な
場
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
場
で
の
発
表
の
覚
え
書
き
と
し
て
、

本
（
自
分
の
考
え
を
文
字
化
し
た
も
の
）
が
準
備
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
自
己
の
新
奇
な
考
え
が
口
演
会
に
集
ま
っ
た
聴
衆

を
唸
ら
せ
た
な
ら
、
口
演
者
は
そ
の
こ
と
を
神
に
感
謝
し
、
自
説
を
本
に
し
て
奉
納
し
た
よ
う
だ
（
覚
え
書
き
を
そ
の
ま
ま
奉
納

し
た
の
か
、
体
裁
よ
く
書
き
改
め
た
の
か
は
知
ら
な
い
。
こ
う
し
て
神
殿
に
奉
納
さ
れ
保
管
さ
れ
た
本
が
後
代
へ
と
伝
わ
っ
て

い
っ
た
。

思
う
に
、
紀
要
と
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
最
初
期
の
「
本
」
と
似
て
い
な
く
も
な
い
。
我
々
は
、
日
々
、
教
室
を
口
演
会
場
と
し

て
、
日
頃
の
研
鑽
の
成
果
を
学
生
に
伝
え
、
教
室
を
深
い
感
動
の
場
に
し
よ
う
と
、
そ
う
い
う
気
概
で
授
業
の
準
備
に
励
ん
で
い



る
（
そ
の
準
備
に
こ
そ
、
教
育
と
研
究
の
一
体
化
が
認
め
ら
れ
る
）。
授
業
の
ノ
ー
ト
が
核
と
な
り
、
珠
玉
の
論
文
に
結
晶
化
す

る
こ
と
は
大
い
に
あ
り
得
る
。
そ
の
よ
う
な
出
自
の
論
文
が
紀
要
を
飾
っ
て
い
る
。
我
々
か
ら
神
々
へ
の
感
謝
は
失
わ
れ
た
が
、

か
わ
り
に
、
研
鑽
の
結
晶
体
を
紀
要
に
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
口
演
会
場
を
教
室
の
外
へ
と
拡
大
し
、
文
芸
学
部
の
教
室
で
展

開
さ
れ
て
き
た
教
育
を
世
間
に
伝
え
て
き
た
。
そ
れ
が
『
成
城
文
藝
』
で
あ
る
。

成
城
大
学
文
芸
学
部
が
創
設
さ
れ
て
今
年
で
五
十
三
年
目
を
迎
え
る
。
創
設
年
（
昭
和
二
十
九
年
）
の
十
月
に
は
『
成
城
文

藝
』
第
一
号
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
季
刊
四
回
発
行
の
原
則
を
遵
守
し
な
が
ら
、
今
回
二
百
号
と
い
う
節
目
の
号
を
発

刊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
間
、『
成
城
文
藝
』
が
学
部
の
教
育
を
社
会
に
伝
達
す
る
場
と
し
て
、
そ
の
役
目
を
十
全
に
果
た

し
て
き
た
こ
と
は
、
我
々
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
紀
要
の
上
で
展
開
さ
れ
て
き
た
論
考
の
多
く
が
学
界
に
限
ら

ず
、
広
く
社
会
に
刺
激
を
与
え
、
文
芸
学
部
の
名
を
高
め
る
こ
と
に
貢
献
を
し
て
き
た
こ
と
も
、
我
々
が
共
通
に
持
つ
認
識
で
あ

る
。
二
百
号
に
は
多
く
の
同
僚
か
ら
論
文
が
寄
稿
さ
れ
た
と
聞
く
。
そ
の
一
つ
一
つ
が
、
文
芸
学
部
の
教
育
・
研
究
の
健
全
な
る

現
状
を
語
り
、『
成
城
文
藝
』
創
刊
号
の
後
記
に
あ
る
「
文
芸
研
究
の
新
風
を
世
に
送
る
」
に
値
す
る
論
考
で
あ
る
こ
と
を
信
じ

て
疑
わ
な
い
。
こ
の
記
念
号
が
二
十
五
年
後
の
三
百
号
記
念
号
発
刊
の
原
動
力
と
な
ら
ん
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。

文
芸
学
部
長
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