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安
永
武
人
氏
の

に
就
い
て

「
戦
時
下
の
文
学
」
（
一
↓
一
一

；
一
四

論

安
永
武
人
氏
の
「
戦
時
下
の
文
学
」
（
一
－
三
）

（
「
同
志
社
国
文
学
」
　
一
－
三
号
所
載
）
を
読
ん

だ
。
こ
れ
は
氏
の
苦
渋
な
戦
時
下
体
験
と
今
日
の

文
学
状
況
へ
の
批
判
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
退
潮
後
に
迎
え
た
、
い
わ
ゆ
る

文
芸
復
興
期
か
ら
、
急
速
に
文
学
が
戦
争
の
奴
隷

と
な
っ
て
ゆ
く
過
程
を
追
求
し
よ
う
と
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
大
切
な
こ
と
は
、
文
学
固

有
の
次
元
で
こ
の
文
学
喪
失
の
い
き
さ
つ
を
追
求

し
よ
う
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
、

こ
の
論
文
は
歴
史
・
社
会
学
的
方
法
の
弱
点
を
克

服
し
よ
う
と
し
た
貴
重
な
試
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る

深
　
　
江

浩

と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と

で
あ
る
が
、
歴
史
・
社
会
学
的
方
法
を
克
服
す
る

と
い
う
こ
と
は
歴
史
、
社
会
を
捨
象
し
て
普
遍
的

な
文
芸
性
だ
け
を
追
求
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
歴

史
、
杜
会
の
規
定
性
と
文
学
の
芸
術
性
と
の
弁
証

法
を
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
る
ま

い
。
実
は
こ
う
し
た
試
み
は
国
民
文
学
論
の
時
に

意
識
的
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
特
に
丸
山
静
氏

の
理
論
的
業
績
の
意
義
も
こ
こ
に
あ
っ
た
。
安
永

氏
の
方
法
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
国
民
文
学

論
の
成
果
の
上
に
は
っ
き
り
立
っ
て
い
る
。
国
民

文
学
論
が
政
治
主
義
的
方
向
に
ゆ
が
め
ら
れ
、
ま

た
そ
の
側
面
だ
け
を
誇
大
視
し
て
、
こ
れ
が
も
っ

て
い
た
大
切
な
方
法
論
的
試
み
を
も
同
時
に
清
算

し
て
し
ま
う
傾
向
が
強
い
中
で
、
国
民
文
学
論
の

最
も
大
切
な
核
心
を
生
か
し
た
と
い
う
意
味
で

も
、
こ
の
論
文
は
貴
重
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
今
日
の
文
学
状
況
を
、
た
ん
な
る
文

芸
復
興
期
と
の
類
比
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
の

固
有
性
に
お
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
国
民
文
学

論
自
身
が
も
う
い
ち
ど
否
定
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
こ

な
け
れ
ば
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
れ
は

安
永
氏
だ
け
で
な
く
私
た
ち
す
べ
て
の
課
題
で
あ

り
、
い
わ
ゆ
る
日
本
文
学
協
会
の
危
機
な
る
も
の

も
、
こ
こ
の
克
服
の
し
か
た
い
か
ん
に
か
か
わ
っ

て
い
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
安
永
氏
は
「
『
ひ
た
む
き
な
内
心
の
た
た
か
い

が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
ち
り
ば
め
ら
れ
、
そ
れ
を
包

む
一
切
が
空
し
』
か
っ
た
」
（
一
号
、
七
四
頁
）



評論

と
い
う
痛
切
な
戦
時
下
体
験
を
か
み
し
め
な
が

ら
、
「
文
学
が
文
学
で
な
く
な
っ
て
ゆ
く
１
同

時
に
人
問
が
人
問
で
な
く
な
っ
て
ゆ
く
過
程
を
あ

き
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
『
文
芸
復
興

期
』
の
文
学
が
頽
廃
の
花
を
咲
か
せ
た
季
節
と
、

文
学
的
出
発
の
時
期
と
が
か
さ
な
り
あ
っ
て
い
た

わ
た
し
に
と
っ
て
回
避
で
き
な
い
作
業
で
あ
る
と

と
も
に
、
こ
ん
に
ち
の
文
学
の
問
題
と
し
て
も
必

要
で
あ
る
と
お
も
う
」
（
一
号
、
七
四
貢
）
と
い

う
問
題
意
識
で
も
っ
て
、
戦
時
下
の
文
学
を
考
え

よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
氏
自
身
の
痛

切
な
個
人
的
体
験
の
意
味
を
執
勘
に
問
い
つ
づ
け

な
が
ら
、
そ
れ
を
普
遍
的
な
問
題
と
し
て
、
ま
た

今
日
の
ア
ク
チ
ュ
ァ
ル
な
問
題
と
し
て
昇
華
さ
せ

よ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
、
職
人
的
な
文

学
研
究
が
益
々
多
く
な
っ
て
く
る
最
近
の
傾
向
を

み
る
に
つ
け
、
文
学
研
究
者
と
し
て
の
ま
っ
と
う

な
姿
勢
を
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
ま
ず
敬
意
を
表

し
た
い
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
で
も
っ
て
、

ま
ず
、
「
そ
の
一
」
で
は
火
野
董
平
の
作
品
が
主

と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、
「
そ
の
二
」
で
は
こ
れ

と
対
比
す
る
形
で
石
川
達
三
の
「
生
き
て
ゐ
る
兵

隊
」
が
主
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
「
そ
の
三
」
で

は
朝
鮮
の
作
家
の
作
晶
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
「
そ
の
一
」
と
「
そ
の
二
」
で
い

ち
お
う
の
ま
と
ま
り
を
示
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ

で
は
こ
の
二
篇
を
申
心
に
論
じ
、
「
そ
の
三
」
は

今
後
書
き
つ
が
れ
て
ゆ
く
諸
篇
を
合
め
て
、
全
体

の
文
脈
の
中
で
の
位
置
を
確
か
め
な
が
ら
改
め
て

と
り
あ
げ
た
い
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
「
そ
の
一
」
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
「
麦
と
兵
隊
」
の
執
筆
動
機
が
さ
ま
ざ
ま
な

資
料
を
用
い
て
ま
ず
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
安
永
氏
は
、
火
野
の
中
に
、
「
壮
大
な
る
戦

争
」
「
偉
大
な
る
現
実
」
と
い
う
戦
争
に
対
す
る

想
念
と
、
そ
の
戦
争
の
中
で
「
盲
目
」
状
態
に
あ

っ
た
と
い
う
矛
盾
が
、
矛
盾
と
は
意
識
さ
れ
な
い

で
同
居
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
そ
う
し
た

意
識
で
も
っ
て
、
「
兵
隊
の
惨
苦
と
犠
牲
」
に
対

す
る
感
動
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
こ
の
作

晶
な
の
だ
と
い
わ
れ
る
。
っ
ま
り
そ
の
こ
と
は
、

戦
争
目
的
は
不
問
に
し
て
お
い
て
、
「
当
面
す
る

一
作
戦
、
一
戦
闘
の
目
標
」
し
か
問
題
に
せ
ず
、

「
こ
ざ
か
し
い
理
屈
を
も
て
あ
そ
ば
な
い
で
黙
々

と
行
動
す
る
日
本
兵
士
の
『
美
し
さ
』
　
へ
の
感

動
」
が
作
者
の
創
作
衝
動
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
安
永
氏
は
戦
争
目
的
に
は
盲
目
で
あ

り
な
が
ら
、
こ
の
戦
争
を
「
壮
大
」
と
か
「
偉

大
」
と
か
と
し
て
う
け
入
れ
ら
れ
る
作
家
の
意

識
、
そ
し
て
、
む
し
ろ
戦
争
目
的
と
か
何
と
か
と

い
っ
た
こ
ざ
か
し
い
理
屈
は
も
て
あ
そ
ば
な
い

で
、
黙
々
と
行
動
す
る
兵
士
を
美
し
い
と
感
動
す

る
、
そ
の
よ
う
な
感
受
性
の
質
が
ど
う
し
て
生
れ

た
か
を
、
歴
吏
的
に
把
握
し
よ
う
と
さ
れ
る
。
そ

れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
昭
和
初
年
以
来
着
々
と
進

め
ら
れ
て
き
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
文
配
体
制
の
誘
導
、

弾
圧
と
、
家
族
制
度
的
な
論
理
と
心
情
と
の
相
互

補
強
作
用
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
五



評論
と
説
明
さ
れ
る
。
火
野
も
含
め
て
、
多
く
の
戦
争

文
学
の
作
家
が
感
動
す
る
ひ
と
っ
の
場
面
は
、
戦

場
に
お
け
る
軍
隊
内
部
の
家
族
主
義
的
つ
な
が
り

で
あ
り
、
批
評
家
も
こ
れ
を
「
人
問
味
」
と
か

「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
か
「
伝
統
的
精
神
」
と

か
い
っ
て
肯
定
的
に
評
価
す
る
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
そ
の
本
質
は
上
述
の
よ
う
な
も
の
に
す
ぎ
な

い
と
安
永
氏
は
指
摘
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
火

野
の
作
家
精
神
な
る
も
の
は
、
実
は
当
時
の
典
型

的
な
軍
人
の
精
神
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
兵
隊
で
あ

る
こ
と
を
の
り
こ
え
よ
う
と
す
る
作
家
と
し
て
の

不
邊
な
精
神
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う

精
神
を
否
定
し
て
、
求
道
的
に
兵
隊
で
あ
る
こ
と

に
徹
底
し
よ
う
、
そ
の
こ
と
を
と
お
し
て
民
族
の

『
聖
戦
』
に
寄
与
す
る
文
学
の
誕
生
が
あ
り
う
る

と
確
信
し
て
い
る
思
想
が
あ
る
」
（
一
号
、
八
○

頁
）
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
検
閲
に
よ
っ
て

削
除
さ
れ
た
捕
虜
殺
害
場
面
に
し
て
も
、
戦
争
へ

の
疑
惑
と
か
低
抗
と
か
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

く
、
火
野
が
理
想
と
し
て
描
い
た
「
皇
軍
」
の
イ

メ
ー
ジ
か
ら
し
て
、
あ
る
ま
じ
き
行
為
と
し
て
映

っ
た
か
ら
で
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
そ

の
証
拠
に
、
「
土
と
兵
隊
」
に
、
戦
後
、
作
者
が

書
き
加
え
た
捕
虜
銃
殺
の
場
面
を
み
て
も
、
「
皇

軍
」
そ
の
も
の
へ
の
疑
惑
へ
と
進
ま
な
か
っ
た
事

が
わ
か
る
と
い
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
ち
お
う
近
代
的
教
養
を
う
け
て

き
た
は
ず
の
火
野
ら
戦
争
文
学
の
作
家
た
ち
が
、

こ
う
し
た
精
神
状
況
に
の
め
り
こ
ん
で
い
っ
た
事

情
を
、
安
永
氏
は
以
上
の
よ
う
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
の

上
か
ら
の
誘
導
・
弾
圧
と
家
族
主
義
的
論
理
と
心

理
の
相
互
補
強
作
用
と
い
っ
た
歴
史
的
必
然
性
か

ら
だ
け
で
な
く
、
ま
た
、
一
部
の
批
評
家
の
よ
う

に
、
近
代
的
自
我
の
放
棄
の
結
果
と
い
う
ふ
う
に

裁
断
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
形
で
自
我

を
放
棄
す
る
に
至
っ
た
事
情
を
、
主
体
の
能
動
性

の
問
題
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
形
で
主
体

を
つ
き
動
か
し
た
よ
り
深
い
歴
史
的
必
然
性
の
問

題
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
　
つ
ま

り
、
作
家
が
兵
隊
を
の
り
こ
え
よ
う
と
す
る
不
還

一
三
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な
精
神
に
徹
し
よ
う
と
せ
ず
、
む
し
ろ
求
道
的
に

兵
隊
た
ろ
う
と
し
た
こ
と
の
中
に
は
、
「
か
れ
が

イ
ン
テ
リ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
庶
民
出
身
兵
に
た

い
し
て
、
心
身
と
も
に
劣
弱
で
あ
る
と
い
う
う
し

ろ
め
た
さ
」
（
一
号
、
八
五
貢
）
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
。
そ
れ
が
「
思
弁
的
煩
雑
さ
を
き
り
す
て

て
、
庶
民
出
身
兵
の
も
つ
単
純
明
快
な
行
動
原
理

と
た
く
ま
し
い
行
動
力
へ
ち
か
づ
こ
う
と
す
る
せ

つ
な
い
努
力
」
（
一
号
、
八
六
頁
）
を
生
み
出
す

の
で
あ
っ
て
、
実
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
火
野
は

火
野
流
の
「
近
代
の
超
克
」
を
や
ろ
う
と
し
た
の

で
あ
る
と
安
永
氏
は
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
も
、

「
近
代
の
超
克
」
と
は
い
い
な
が
ら
、
国
共
合
作

に
象
徴
さ
れ
る
中
国
民
族
の
低
抗
に
対
す
る
理
解

を
全
く
も
た
ず
、
盲
目
的
同
胞
意
識
と
、
単
純
な

正
邪
意
識
と
、
民
族
的
優
越
感
と
一
体
に
な
っ
て

い
る
よ
う
な
て
い
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ

し
て
日
本
の
イ
ン
テ
リ
の
近
代
的
自
我
な
る
も
の

が
、
戦
争
と
い
う
ひ
と
つ
の
極
限
状
況
を
前
に
し

て
、
主
観
的
に
は
こ
の
よ
う
な
形
で
の
飛
躍
し
か



評論
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
中
に
は
、
国
民
を
通

路
と
し
な
い
で
、
外
発
的
開
化
に
う
か
さ
れ
て
き

た
「
近
代
的
」
知
性
の
敗
北
と
い
う
意
味
が
あ
る

の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
か
か
る
主
体

的
行
為
自
体
が
深
く
日
本
の
近
代
化
の
持
殊
な
あ

り
方
と
い
う
歴
史
的
必
然
性
に
規
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
辺
の

安
永
氏
の
分
析
は
非
常
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
思

う
。　

次
に
安
永
氏
は
以
上
の
よ
う
な
作
家
の
主
体
の

あ
り
方
が
い
か
に
作
品
の
テ
ー
マ
を
規
定
し
、
作

晶
の
表
現
形
式
を
規
定
す
る
か
、
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
表
現
形
式
が
作
家
の
主
体
の
変
革
を
益
々
不

可
能
に
す
る
方
向
に
い
か
に
作
用
す
る
か
と
い
っ

た
、
い
わ
ば
内
容
と
形
式
の
弁
証
法
を
追
求
さ
れ

る
。　

「
国
民
的
伝
統
を
通
路
と
し
な
い
で
、
そ
れ
と

無
媒
介
に
成
立
」
（
一
号
、
九
三
頁
）
し
た
知
性

に
と
っ
て
は
、
戦
場
に
お
け
る
あ
る
が
ま
ま
の
兵

隊
の
姿
自
体
が
驚
異
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
向
っ

て
自
己
を
変
革
す
る
対
象
と
し
て
映
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
ら
の
作
家
に
と
っ
て
は
、
文
学
に
よ

っ
て
創
造
す
べ
き
新
し
い
人
問
像
と
現
実
の
人
問

像
と
が
と
り
ち
が
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
実

に
あ
る
が
ま
ま
の
兵
隊
の
姿
を
写
す
こ
と
が
創
作

の
目
的
と
な
る
。
こ
こ
に
、
こ
の
作
品
が
日
記
形

式
と
い
う
記
録
の
方
法
で
表
現
さ
れ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
理
由
が
あ
る
。
も
っ
と
も
作
者
自
身
は
こ

れ
が
思
実
な
記
録
な
の
で
は
な
く
、
「
文
学
的
処

理
」
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
が
、
そ
の
「
文
学
的
処
理
」
と
は
「
戦
争
の
本

質
が
把
握
さ
れ
、
戦
争
や
日
本
軍
隊
に
つ
い
て
の

か
れ
の
観
念
が
変
革
さ
れ
る
可
能
性
を
は
ら
ん
だ

虚
構
で
は
な
く
て
、
ま
っ
た
く
デ
ィ
テ
ー
ル
の
加

工
に
す
ぎ
な
い
」
（
一
号
、
九
〇
１
一
貢
）
と
安

永
氏
は
い
わ
れ
る
。
伊
藤
整
は
「
昨
日
ま
で
は
一

片
の
人
間
私
情
を
操
る
ほ
か
に
役
立
た
ぬ
と
さ
れ

て
ゐ
た
純
文
学
の
写
生
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
こ

の
戦
争
の
烙
の
や
う
な
実
体
を
国
民
に
伝
へ
る
こ

と
が
で
き
な
か
つ
た
の
だ
」
と
こ
の
作
晶
の
リ
ア

リ
ア
ィ
を
賞
讃
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
わ

ば
即
実
的
な
リ
ァ
リ
テ
ィ
に
す
ぎ
ず
、
戦
争
の
全

貌
、
本
質
が
そ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
リ

ア
リ
テ
ィ
で
は
決
し
て
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
作

家
が
創
作
過
程
を
と
お
し
て
、
自
己
を
変
革
し
、

戦
争
と
自
己
と
の
関
係
を
歴
史
的
制
約
を
こ
え
て

と
ら
え
な
お
さ
せ
る
に
至
ら
せ
る
よ
う
な
、
そ
う

い
っ
た
意
味
で
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
晶
で
は
け
っ

し
て
な
か
っ
た
と
安
永
氏
は
批
判
さ
れ
る
。
つ
ま

り
こ
の
作
品
の
表
現
形
式
た
る
記
録
と
い
う
形
式

は
、
戦
闘
に
埋
没
し
て
戦
争
を
み
う
し
な
う
方
法

だ
と
い
え
る
。
こ
こ
に
文
学
が
文
学
と
し
て
自
立

し
え
な
か
っ
た
事
情
が
あ
る
と
安
永
氏
は
指
摘
さ

れ
る
。
こ
こ
に
は
文
学
が
文
学
で
あ
る
と
は
ど
う

い
う
事
か
と
い
っ
た
事
柄
に
か
ん
す
る
安
永
氏
の

見
解
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
事
実
に
即

実
的
に
よ
り
そ
っ
た
自
然
主
義
的
方
法
、
ル
ポ
ル

タ
ー
ジ
ュ
的
方
法
を
否
定
し
て
、
虚
構
に
よ
る
現

実
の
再
創
造
と
い
う
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
を
文
学

が
文
学
と
し
て
あ
る
べ
き
方
法
と
し
て
主
張
さ
れ
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二
二
八

評論

て
い
る
事
を
意
味
す
る
。
火
野
を
代
表
と
す
る
戦

争
文
学
が
文
学
性
を
喪
失
し
て
、
政
治
に
屈
従
し

て
い
っ
た
と
い
う
意
味
を
、
こ
う
し
た
リ
ア
リ
ズ

ム
論
を
評
価
基
準
と
し
つ
つ
、
文
学
固
有
の
次
元

で
追
求
さ
れ
た
こ
と
、
こ
こ
に
安
永
氏
の
功
績
の

ひ
と
つ
が
あ
る
。二

　
と
こ
ろ
で
、
「
そ
の
二
」
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る

石
川
達
三
の
「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
が
安
永
氏
に

よ
っ
て
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
の
は
、
か
か
る
氏

の
評
価
基
準
か
ら
し
て
当
然
の
な
り
ゆ
き
と
い
え

よ
う
。
　
「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
も
「
麦
と
兵
隊
」

や
「
土
と
兵
隊
」
と
同
じ
よ
う
に
、
イ
ン
テ
リ
出

身
兵
が
兵
隊
ら
し
い
兵
隊
（
こ
の
作
晶
で
は
笠
原

の
よ
う
な
）
に
自
己
を
つ
く
り
か
え
て
ゆ
く
過
程

を
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
同
じ
問
題
に
対

す
る
石
川
の
み
か
た
は
火
野
と
異
な
っ
て
否
定
的

で
あ
る
。
そ
れ
は
「
非
人
間
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
有
能
で
模
範
的
な
盲
従
兵
士
に
む
か
っ
て
必

死
に
自
己
を
つ
く
り
か
え
て
い
く
戦
争
道
具
化
の

過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
一
（
二
号
、
五
四
頁
）
と

安
永
氏
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
石
川
に
あ
っ
て

は
、
知
識
人
と
し
て
の
人
間
崩
壊
過
程
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
て
い
る
。
石
川
が
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ

を
抱
く
に
至
っ
た
動
機
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

昭
和
十
二
年
十
二
月
下
旬
か
ら
約
一
カ
月
間
、
中

央
公
論
杜
特
派
員
と
し
て
中
国
に
滞
在
し
た
時
の

見
聞
に
よ
る
衝
撃
で
あ
る
が
、
そ
の
衝
撃
が
い
か

に
強
か
っ
た
か
は
、
帰
朝
直
後
、
二
月
一
日
か
ら

二
月
十
二
日
ま
で
の
短
期
間
に
、
昼
夜
ぷ
っ
通
し

で
、
こ
の
作
晶
を
か
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
所
に

よ
く
う
か
が
わ
れ
る
。
（
中
央
公
論
社
版
「
日
本

の
文
学
」
石
川
達
三
集
の
解
説
に
よ
る
）
何
が
石

川
に
そ
れ
程
の
衝
撃
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
、
安

永
氏
は
お
そ
ら
く
南
京
大
虐
殺
の
事
実
を
石
川
は

知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
、
し
た
が
っ

て
、
日
本
の
兵
士
が
、
と
く
に
イ
ン
テ
リ
出
身
兵

が
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
平
気
で
人
を
殺
す
よ
う

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
っ
た
問
題
が
「
目
下

ノ
問
題
」
と
し
て
彼
を
と
ら
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と

を
、
彼
の
現
地
で
の
聞
き
と
り
の
し
か
た
、
法
廷

で
の
証
一
一
日
な
ど
か
ら
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

て
「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
の
テ
ー
マ
が
生
れ
る
の

で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
テ
ー
マ
を
作
晶
と
し
て
表

現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
構
成
を
必

要
と
す
る
か
を
、
安
永
氏
は
さ
ら
に
追
求
さ
れ

る
。

　
「
石
川
の
描
き
か
た
は
、
現
実
の
虐
殺
事
件
そ

の
も
の
を
と
ら
え
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
作
晶

展
開
の
主
要
部
分
を
南
京
攻
略
ま
で
の
戦
線
に
設

定
し
、
そ
の
諸
戦
闘
を
？
つ
じ
て
く
ず
れ
て
い
く

兵
士
た
ち
の
人
間
性
と
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
生

ず
る
行
動
を
描
き
、
客
観
的
に
は
そ
の
帰
結
と
し

て
南
京
事
件
を
み
る
立
場
に
た
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
か
れ
の
南
京
事
件
の
う
け
と
め
か
た

は
、
事
件
の
諸
場
面
に
た
い
す
る
反
援
的
な
表
現

と
し
て
定
着
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
日
本
人
の
人

問
と
し
て
の
敗
北
に
ふ
か
く
う
ち
の
め
さ
れ
た
も



評論

の
の
悲
哀
と
憤
怒
を
そ
の
某
調
に
も
ち
、
そ
の
た

め
に
そ
の
人
間
的
敗
北
に
い
た
っ
た
経
緯
を
あ
き

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
お
か
な
い
と
い
う
構
成
と
展

開
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
か
れ
は
こ

の
事
件
に
現
地
で
際
会
し
た
ほ
か
の
ど
の
作
家
よ

り
も
、
深
甚
の
打
撃
を
う
け
た
と
い
え
る
の
で
は

な
い
か
。
こ
の
ば
あ
い
、
か
れ
を
も
っ
と
も
っ
よ

く
と
ら
え
て
い
た
の
は
、
こ
う
い
う
凄
惨
な
場
面

を
現
出
し
た
日
本
人
と
は
な
に
か
、
と
い
う
や
り

き
れ
な
い
想
念
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
」
（
二

号
、
六
五
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
作
晶
の
テ
ー
マ
と
構
成
の

し
か
た
の
必
然
的
関
係
が
把
握
さ
れ
る
。
こ
う
し

て
、
こ
の
作
品
は
現
地
で
の
兵
隊
た
ち
の
あ
る
が

ま
ま
の
姿
に
対
す
る
感
動
か
ら
、
あ
る
が
ま
ま
の

姿
を
記
録
の
形
式
で
表
現
す
る
と
い
っ
た
火
野
流

の
表
現
形
式
を
ど
う
し
て
も
と
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
の
で
あ
り
、
愈
田
小
隊
長
、
近
藤
一
等

兵
、
平
尾
一
等
兵
と
い
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
自

を
も
つ
イ
ン
テ
リ
兵
を
設
定
し
、
内
地
に
あ
っ
て

は
優
し
い
小
学
教
員
で
あ
り
、
生
命
を
救
う
の
を

天
職
と
す
る
医
学
徒
で
あ
り
、
ま
た
ロ
マ
ン
チ
ッ

ク
な
新
聞
杜
員
で
あ
っ
た
彼
ら
が
、
戦
場
の
中

で
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
次
第
々
々

に
自
分
の
知
性
の
ハ
メ
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
棄
て
去

り
、
そ
の
感
覚
を
鈍
磨
さ
せ
、
「
敵
を
軽
蔑
し
て

い
る
あ
い
だ
に
い
つ
の
問
に
か
我
と
わ
が
命
を
も

軽
蔑
す
る
気
に
な
っ
て
行
く
」
（
二
号
、
六
三
頁
）

い
わ
ゆ
る
邊
し
い
兵
士
に
つ
く
り
か
え
ら
れ
て
ゆ

く
の
か
を
追
求
す
る
た
め
、
虚
構
を
必
要
と
せ
ざ

る
を
え
な
く
な
る
事
情
を
安
永
氏
は
論
証
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
同
じ
く
虐
殺
場

面
を
描
い
て
も
、
火
野
と
全
く
ち
が
う
意
味
が
そ

こ
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
即

ち
、
そ
こ
に
は
「
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
の
人
問
崩

壊
の
過
程
が
、
戦
場
に
お
け
る
生
死
の
竿
頭
に
た

つ
も
の
の
心
理
と
行
動
と
し
て
、
ま
た
日
本
車
隊

特
有
の
思
考
放
棄
の
過
程
と
し
て
、
そ
し
て
も
っ

と
も
根
本
的
に
は
、
み
ず
か
ら
参
加
し
て
い
る
戦

争
の
意
味
を
不
問
に
ふ
し
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ

状
況
と
し
て
、
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
の

が
し
て
は
な
る
ま
い
」
（
二
号
、
六
二
頁
）
と
い

わ
れ
る
よ
う
な
意
昧
が
あ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の

よ
う
な
、
こ
の
作
晶
の
テ
ー
マ
、
構
成
、
部
分
的

形
象
（
虐
殺
場
面
）
に
対
す
る
安
永
氏
の
統
一
的

な
把
梶
は
平
野
謙
ら
従
来
の
批
評
家
に
み
ら
れ
な

い
説
得
力
を
も
っ
て
お
り
、
私
も
同
感
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
火
野
と
石
川
の
作
品
を
く
ら
べ
て

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
火
野
も
石
川
も
同
じ

時
代
に
同
じ
よ
う
な
素
材
を
も
っ
て
作
品
を
か
き

な
が
ら
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
ち
が
っ
て
き
た

か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
火
野
の
近
代

的
知
性
な
る
も
の
が
国
民
を
通
路
と
し
な
い
外
発

的
近
代
化
と
い
う
歴
由
人
的
な
必
然
に
深
く
規
定
さ

れ
て
い
た
と
説
明
さ
れ
て
い
た
だ
け
に
、
で
は
石

川
の
場
合
、
そ
れ
か
ら
免
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か

と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

安
永
氏
は
石
川
の
現
実
に
対
す
る
関
心
を
支
え
て

い
る
根
底
と
な
る
も
の
は
「
国
エ
エ
的
危
機
感
と
被
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評論
害
者
擁
護
を
根
幹
と
す
る
国
民
意
識
と
で
あ
る
。

そ
れ
が
「
か
れ
を
文
学
に
お
い
て
日
本
近
代
化
の

悲
惨
な
破
綻
と
対
決
さ
せ
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
「
か
れ
の
生
活
を
も
律
す
る
統
一
的
な
人
間
的

原
理
で
あ
っ
た
」
（
二
号
、
七
三
頁
）
そ
し
て
、

そ
う
い
う
被
害
者
と
し
て
の
国
民
に
つ
よ
く
共
感

で
き
る
生
活
と
資
質
に
ね
ざ
し
た
人
間
的
な
思
想

は
、
肉
体
化
さ
れ
な
い
観
念
や
思
想
と
ち
が
っ

て
、
よ
う
い
に
は
転
向
し
な
い
強
靱
な
生
命
力
を

も
っ
」
て
い
た
の
だ
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
さ

ら
に
安
永
氏
は
、
「
し
か
し
、
そ
の
国
士
的
危
機

感
は
明
治
い
ら
い
の
国
家
主
義
と
、
か
な
ら
ず
し

も
明
確
に
絶
縁
し
て
い
る
と
は
い
い
き
れ
ず
、
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
い
っ
ぽ
う
の
被
害
者
擁
護
の
国

民
意
識
と
微
妙
に
か
ら
み
あ
う
関
係
に
あ
る
た
め

に
、
こ
の
作
品
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
戦
争
そ
の

も
の
へ
の
基
本
的
な
立
場
や
思
想
は
明
確
に
形
象

化
さ
れ
な
い
ま
ま
、
し
か
も
そ
の
戦
争
の
な
か
に

あ
ら
わ
れ
る
非
人
間
的
な
現
象
を
克
明
に
描
写
し

て
い
く
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
る
」
（
二

号
、
六
八
頁
）
と
い
う
ふ
う
に
、
こ
の
国
士
的
危

機
感
の
性
格
を
よ
り
深
く
規
定
し
、
そ
れ
が
作
晶

全
体
の
テ
ー
マ
、
個
々
の
形
象
と
そ
の
構
成
の
し

か
た
を
根
本
的
に
規
定
し
て
い
る
事
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
こ
で
石
川
の
構

成
の
し
か
た
の
限
界
も
は
っ
き
り
し
て
く
る
と
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
お
い
て
は
、
大
状
況
が
不

動
の
枠
ぐ
み
と
し
て
設
定
さ
れ
、
「
追
求
さ
れ
る

人
間
と
そ
の
状
況
と
の
対
立
ま
で
は
描
か
れ
る
け

れ
ど
も
、
そ
の
衝
突
を
と
お
し
て
状
況
が
変
革
さ

れ
て
い
く
と
い
う
方
向
へ
は
む
か
わ
ず
、
き
ま
っ

て
人
問
が
状
況
に
つ
ぷ
さ
れ
て
い
っ
て
終
結
を
つ

げ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
の
文
学
方
法
に
お
け

る
虚
構
と
は
、
不
動
の
枠
ぐ
み
の
な
か
で
生
き
る

人
物
た
ち
の
創
造
と
い
う
限
定
さ
れ
た
意
味
に
お

い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
」
（
二
号
、
六
七
－
八

頁
）
と
安
永
氏
は
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
作
品
は
「
事
実
に
依
拠
す
る
枠
ぐ

み
の
設
定
と
、
そ
の
な
か
で
被
害
者
的
人
物
を
創

造
し
、
し
か
も
極
度
に
作
者
の
主
観
の
表
出
を
抑

一
四
〇

制
し
な
が
ら
、
人
問
の
敗
北
へ
の
経
過
が
描
出
さ

れ
て
終
結
す
る
た
め
に
、
あ
た
か
も
そ
の
状
況
を

『
放
任
し
肯
定
』
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を

あ
た
え
る
」
（
二
号
、
六
八
頁
）
こ
と
に
な
る
と

指
摘
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
「
そ
う
は
い
っ
て
も
、

こ
の
作
晶
で
か
れ
が
描
き
だ
し
た
日
本
兵
の
惨
虐

行
為
と
、
そ
こ
に
い
た
る
必
然
的
経
過
と
は
、
や

は
り
読
者
を
し
て
、
か
れ
の
意
図
を
こ
え
て
、
戦

争
そ
の
も
の
の
本
質
に
ま
で
想
到
さ
せ
る
リ
ア
リ

テ
ィ
を
も
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」

（
二
号
、
六
九
頁
）
と
付
言
す
る
事
を
も
ち
ろ
ん

忘
れ
て
は
お
ら
れ
な
い
の
だ
が
。

三

　
以
上
、
火
野
と
石
川
を
対
比
し
な
が
ら
す
す
め

ら
れ
て
き
た
安
永
氏
の
論
述
を
み
て
、
こ
の
論
文

に
お
け
る
安
永
氏
の
最
判
か
ら
の
重
要
な
モ
チ
ー

フ
で
あ
る
、
文
学
が
文
学
で
な
く
な
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
。
従
っ
て
、
逆
に
い
え
ば
文
学
が
文
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学
同
有
の
次
元
で
文
学
で
あ
り
う
る
に
は
何
が
必

要
な
の
か
、
と
い
っ
た
問
趣
へ
の
氏
の
ひ
と
つ
の

解
答
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
の
を
知
る
事
が

で
き
る
。

　
そ
の
ひ
と
つ
は
、
作
家
の
主
体
の
あ
り
方
が
国

民
を
媒
介
と
し
て
い
る
か
、
い
な
い
か
と
い
う
事

で
あ
る
。
外
観
は
ス
マ
ー
ト
で
近
代
的
で
も
、
国

民
を
媒
介
と
し
な
い
自
我
は
も
ろ
く
崩
れ
去
る
と

い
う
事
、
逆
に
、
外
観
は
国
士
的
古
さ
を
も
っ
て

い
よ
う
と
も
、
国
民
と
結
び
つ
い
て
い
る
自
我
は

強
靱
な
生
命
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
事
、
こ
れ

が
安
永
氏
の
評
価
基
準
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か

も
安
永
氏
は
こ
れ
を
単
な
る
生
き
方
の
問
題
、
倫

理
の
次
元
の
問
題
に
と
ど
め
な
い
で
、
さ
ら
に
文

学
同
有
の
次
元
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
さ

れ
る
。
そ
の
場
合
、
事
実
に
即
実
的
に
よ
り
そ
う

記
録
の
形
式
か
、
事
実
の
奥
に
ひ
そ
む
本
質
を
形

の
上
に
表
現
す
る
た
め
の
虚
構
を
媒
介
と
す
る
表

現
形
式
か
、
と
い
っ
た
問
題
と
し
て
提
出
さ
れ

る
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
な

が
ら
も
、
作
者
の
ど
う
い
う
主
体
の
あ
り
方
が
ど

の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
選
び
と
ら
せ
る
か
、
そ
し

て
、
こ
の
選
び
と
ら
れ
た
テ
ー
マ
を
作
品
と
し
て

表
現
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
形
式
こ
そ
が

そ
の
テ
ー
マ
の
実
現
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
か
、
そ

し
て
、
か
か
る
形
式
は
作
家
の
意
図
を
超
え
て
ど

の
よ
う
な
意
義
を
担
う
に
い
た
る
の
か
、
と
い
っ

た
ふ
う
に
、
作
晶
を
歴
史
的
規
定
性
と
作
家
の
造

形
の
特
性
と
の
交
錯
の
中
で
出
来
る
だ
け
把
握
し

よ
う
と
努
力
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
こ
の
論

文
は
以
前
の
歴
史
、
杜
会
学
的
方
法
を
こ
え
て
い

る
と
田
い
う
。

　
で
は
、
安
永
氏
が
た
ん
な
る
歴
史
、
杜
会
学
的

方
法
を
こ
え
る
視
点
を
ど
こ
で
獲
得
さ
れ
た
か
と

い
え
ば
、
先
に
要
約
し
た
氏
の
評
価
基
準
に
は
っ

き
り
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
後
の
国
民
文
学

論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
国
民
文
学
論
は
し
ば
し

ば
そ
の
政
治
主
義
的
側
面
に
岩
い
て
清
算
す
べ
き

も
の
と
さ
れ
が
ち
な
の
で
あ
る
が
、
か
つ
て
私
も

論
じ
た
事
が
あ
る
よ
う
に
、
日
本
の
特
殊
な
近
代

化
の
中
で
育
ま
れ
て
き
た
近
代
的
知
性
な
る
も
の

の
最
も
根
底
的
な
自
己
批
判
で
あ
り
、
と
く
に
丸

山
静
氏
の
理
論
的
業
績
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

文
学
が
文
学
で
あ
る
事
の
意
味
を
改
め
て
深
く
追

求
し
、
独
特
の
リ
ア
リ
ズ
ム
理
論
を
結
実
さ
せ
た

の
で
あ
っ
た
。
虚
構
性
の
問
題
だ
け
な
ら
ば
、
戦

後
多
く
の
批
評
家
た
ち
に
よ
っ
て
論
ぜ
ら
れ
、
作

家
た
ち
も
従
来
の
私
小
説
的
傾
向
を
克
服
す
べ
く

新
し
い
努
力
を
傾
け
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
明
治

以
来
の
近
代
の
あ
り
方
の
根
底
的
批
判
、
イ
ン
テ

リ
ゲ
ン
チ
ァ
の
自
己
変
革
の
問
趣
と
の
結
合
の
中

で
こ
の
問
題
を
提
出
し
た
の
は
や
は
り
国
民
文
学

論
の
大
き
な
功
績
で
あ
っ
た
。
安
永
氏
は
数
々
の

国
民
文
学
論
の
歪
曲
的
清
算
の
議
論
に
惑
わ
さ
れ

ず
、
そ
の
最
も
大
切
な
理
論
的
成
果
の
上
に
立
っ

て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
歴
史
社
会
学
的
方
法
を
芸
術
主
義
的
な
外
在

的
批
判
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
内
在
的
に
超
え
る

方
向
を
つ
か
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
私
は
安
永
氏
の
所
説
に
同
感

　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
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す
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
若
干
気
に
な

る
点
に
つ
い
て
最
後
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
ひ
と

つ
は
、
安
永
氏
の
用
い
ら
れ
る
「
国
民
」
と
い
う

こ
と
ば
が
ト
ー
タ
ル
な
人
間
性
を
回
復
す
べ
き
主

体
と
い
う
意
味
を
も
つ
と
同
時
に
、
伝
統
的
精
神

構
造
に
強
く
規
定
さ
れ
て
、
そ
こ
か
ら
脱
却
で
き

な
い
で
い
る
戦
時
下
の
現
実
の
国
民
を
も
さ
し
て

お
り
、
さ
ら
に
ま
た
「
そ
の
三
」
で
「
民
族
を
は

な
れ
た
一
般
的
、
抽
象
的
人
間
は
か
れ
ら
の
意
識

に
の
ぼ
り
え
な
か
っ
た
」
（
三
号
、
九
〇
頁
）
と

い
わ
れ
る
場
合
の
「
民
族
」
と
い
う
言
葉
と
も
微
妙

に
か
さ
な
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

国
民
文
学
論
当
時
の
用
語
法
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、

こ
う
し
た
多
分
に
情
緒
的
性
格
を
も
つ
国
民
観
念

を
克
服
し
な
け
れ
は
、
国
民
文
学
論
が
本
来
も
っ

て
い
た
大
切
な
モ
チ
ー
フ
を
今
日
の
問
題
と
し
て

生
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
あ
る
。
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
私
は
か

つ
て
「
国
民
文
学
論
を
ど
う
考
え
る
か
」
〈
「
日

本
文
学
」
一
九
六
五
・
四
月
号
Ｖ
で
論
じ
た
こ

と
が
あ
る
）
。
つ
ま
り
、
火
野
な
り
石
川
な
り
の

自
我
が
国
民
を
媒
介
と
し
て
い
た
か
、
い
な
か
っ

た
か
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
、
火
野
な
り
石
川
の

教
養
、
資
質
の
具
体
的
な
あ
り
方
に
即
し
て
、
そ

れ
が
現
実
と
の
ふ
れ
あ
い
の
中
で
ど
う
変
り
、
ど

の
よ
う
な
機
能
の
し
か
た
を
す
る
の
か
を
旦
ハ
体
的

に
追
求
し
、
そ
れ
が
リ
ア
リ
ズ
ム
の
成
立
ま
た
は

崩
壊
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
く
る
か
を
説
明
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ

る
。
こ
こ
は
安
永
氏
の
立
論
の
大
切
な
カ
ナ
メ
を

な
し
て
い
る
所
だ
け
に
、
国
民
文
学
論
を
知
ら
な

い
若
い
世
代
の
人
々
に
納
得
し
て
も
ら
え
る
た
め

に
も
、
そ
れ
が
必
要
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
猪
野
謙
二
氏
の
「
漱
石
」

（
岩
波
講
座
・
「
日
本
文
学
史
」
所
収
）
や
ル
カ
ー

チ
が
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
「
農
民
」
や
ト
ル
ス
ト
イ
を

論
じ
た
、
あ
の
よ
う
な
視
点
と
方
法
を
私
は
念
頭

に
浮
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
虚
構
と
い
う
概
念
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ

れ
を
現
象
の
即
実
的
な
記
録
の
方
法
と
対
置
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二

し
か
た
で
と
ら
え
て
い
る
だ
け
で
は
、
今
日
の
リ

ア
リ
ズ
ム
の
問
題
に
迫
っ
て
ゆ
く
に
は
不
十
分
で

は
な
い
か
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
今
日
に
お
け

る
反
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
品
の
問
題
性
は
虚
構
の
な

い
即
実
的
記
録
と
い
う
よ
う
な
所
に
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
む
し
ろ
、
あ
る
意
味
で
は
虚
構
過
剰
で

あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
虚
構
と

い
う
語
を
リ
ア
リ
ス
ム
か
否
か
の
旨
標
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

使
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
作
品
の
構
成
が
ど
う
な

の
か
を
具
体
的
に
分
析
す
る
し
か
た
こ
そ
が
大
切

だ
と
思
う
。
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
の
構
成
と
反
リ
ア

リ
ズ
ム
文
学
の
構
成
と
の
根
本
的
相
違
は
、
前
者

が
現
実
の
深
部
に
働
ら
く
歴
史
的
な
規
定
性
を
表

現
す
る
手
段
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者

は
主
観
の
即
自
的
表
現
の
手
段
に
し
か
な
っ
て
い

な
い
と
い
う
点
に
あ
る
と
思
う
の
だ
が
、
こ
う
し

た
観
点
か
ら
み
る
と
き
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
指
標
と

し
て
用
い
ら
れ
る
安
永
氏
の
虚
構
概
念
に
は
、
歴

史
的
規
定
性
を
は
な
れ
て
、
や
や
形
式
主
義
的
に

理
解
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
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た
と
え
ば
、
安
永
氏
は
石
川
達
三
の
方
法
に
っ
い

て
こ
う
批
判
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
石
川
の

方
法
と
い
う
の
は
「
状
況
の
枠
ぐ
み
が
不
動
の
も

の
と
し
て
設
定
さ
れ
、
追
求
さ
れ
る
人
問
と
そ
の

状
況
と
の
対
立
ま
で
は
描
か
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ

の
衝
突
を
と
お
し
て
状
況
が
変
革
さ
れ
て
い
く
と

い
う
方
向
へ
は
む
か
わ
ず
、
き
ま
っ
て
人
間
が
状

況
に
っ
ぷ
さ
れ
て
い
っ
て
終
結
を
っ
げ
る
。
し
た

が
っ
て
、
か
れ
の
文
学
の
方
法
に
お
け
る
虚
構
と

は
、
不
動
の
枠
ぐ
み
の
な
か
で
生
き
る
人
物
た
ち

の
創
造
と
い
う
限
定
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
い
え

る
こ
と
で
あ
る
」
（
二
号
、
六
七
－
八
頁
）
と
。

し
か
し
、
あ
の
当
時
、
「
そ
の
衝
突
を
と
お
し
て

状
況
が
変
革
さ
れ
て
い
く
と
い
う
方
向
」
の
文
学

が
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
文
学
は
い
か
に

現
実
の
あ
る
が
ま
ま
を
描
く
の
で
は
な
く
、
可
能

性
の
世
界
を
描
く
の
だ
と
は
い
っ
て
も
、
実
は
そ

れ
は
深
い
意
味
で
の
現
実
の
歴
史
的
性
格
に
規
定

さ
れ
て
い
て
こ
そ
真
実
を
表
現
し
う
る
も
の
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
現
実
変
革
の
可
能
性
を
も
っ
て

い
た
あ
ら
ゆ
る
組
織
的
な
力
が
す
べ
て
壊
滅
さ
せ

ら
れ
て
い
た
当
時
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
作
晶

を
書
き
得
た
ら
、
そ
れ
は
ウ
ソ
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
の
ウ
ソ
は
き
っ
と
構
成
の
破
綻
、
筋
の
不
自
然

な
作
為
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ

う
。
私
は
「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
の
結
尾
の
部
分

な
ど
、
全
体
の
筋
の
し
め
く
く
り
と
し
て
実
に
面

白
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ

で
あ
る
。
慰
安
婦
に
ピ
ス
ト
ル
を
暴
発
さ
せ
て
憲

兵
隊
に
捕
わ
れ
た
近
藤
が
、
自
分
に
対
す
る
処
罰

が
ど
う
い
う
形
で
下
さ
れ
る
か
、
そ
の
結
果
を
待

つ
問
に
、
い
つ
の
ま
に
か
軍
隊
か
ら
放
免
さ
れ
た

ら
ま
た
研
究
室
の
生
活
に
も
ど
ろ
う
な
ど
と
空
想

し
始
め
、
再
び
出
征
す
る
以
前
の
一
医
学
徒
の
気

分
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
や
が

て
、
憲
兵
が
呼
び
出
し
に
き
て
、
「
原
隊
へ
帰
っ

て
よ
ろ
し
、
処
分
は
追
っ
て
通
知
が
あ
る
だ
ろ

う
」
と
宣
告
さ
れ
る
と
、
突
然
、
非
常
な
狼
狽
に

お
ち
い
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
出
発
し
た
部
隊
の

あ
と
を
息
を
切
ら
し
て
追
う
の
で
あ
る
。
「
部
隊

は
彼
一
人
の
い
る
と
い
な
い
と
に
ま
っ
た
く
無
関

心
で
進
ん
で
い
る
。
そ
し
て
彼
は
部
隊
を
は
な
れ

て
ま
る
で
何
の
価
値
も
な
く
、
何
の
力
も
な
い
の

だ
。
彼
は
心
の
底
か
ら
自
信
を
失
い
誇
り
を
失
な

っ
て
、
溺
れ
た
者
の
よ
う
に
た
だ
ひ
た
む
き
に
原

隊
に
迫
い
つ
こ
う
と
あ
せ
り
、
走
っ
た
。
部
隊
と

一
緒
に
行
く
、
ど
こ
ま
で
も
っ
い
て
行
く
、
そ
れ

よ
り
ほ
か
に
彼
は
何
事
も
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
」
。
こ
こ
で
の
「
部
隊
」
は
い
わ
ば
大
状

況
で
あ
る
。
近
藤
は
罪
を
犯
す
こ
と
で
か
え
っ
て

こ
の
大
状
況
か
ら
離
脱
す
る
可
能
性
を
与
え
ら

れ
、
束
の
間
、
そ
の
離
脱
し
た
場
所
で
の
生
活
を

夢
見
る
。
そ
の
瞬
問
だ
け
、
出
征
前
の
本
来
の
彼

の
姿
に
戻
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
忽
ち

現
実
の
前
に
破
ら
れ
た
。
部
隊
を
は
な
れ
て
彼
は

生
き
よ
う
が
な
い
事
を
樗
処
と
悟
る
。
そ
し
て
何

の
誇
り
も
自
信
も
失
な
い
、
そ
の
部
隊
Ｈ
大
状
況

に
す
が
り
っ
こ
う
と
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
部
隊

の
行
先
が
ど
こ
で
あ
る
か
、
「
誰
も
知
っ
て
は
い

な
か
っ
た
」
の
に
。
こ
こ
に
は
戦
時
下
の
大
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三



評論

な
る
も
の
と
個
人
と
の
関
係
が
実
に
ア
イ
ロ
ニ
カ

ル
に
表
現
さ
れ
て
い
て
、
私
は
お
も
し
ろ
い
と
思

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
筋
の
結
び
方
は
、
当
時
の

現
実
の
歴
吏
的
性
格
に
根
拠
を
も
っ
て
お
り
、
そ

れ
故
に
こ
そ
す
ぐ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に

考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
あ
れ
ほ
ど
歴
史
性

を
重
視
さ
れ
て
い
る
安
永
氏
が
文
学
の
表
現
形
式

を
考
え
る
場
合
、
そ
の
歴
吏
的
規
定
性
の
間
題

を
、
ち
ょ
っ
と
の
間
忘
却
さ
れ
て
、
形
式
主
義
的

評
価
に
逸
脱
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
が

し
か
し
、
こ
れ
は
内
容
と
形
式
の
弁
証
法
と
い
う

最
も
基
本
的
な
問
題
で
あ
り
、
私
た
ち
が
常
に
見

据
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
は
あ
る
。

　
以
上
、
安
永
氏
の
御
労
作
に
対
し
て
妄
評
を
加

え
て
き
た
が
、
今
後
書
き
つ
が
れ
て
ゆ
か
れ
る
で

あ
ろ
う
諸
篇
に
お
い
て
、
こ
れ
が
文
字
通
り
妄
評

で
あ
っ
た
事
を
示
さ
れ
る
事
と
信
ず
る
。

　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
八
・
二
一
二
一
四
）

〈
付
記
Ｖ

　
こ
れ
は
十
二
月
十
四
日
の
日
本
文
学
協
会
京
都

支
部
例
会
で
の
報
告
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ

る
。

　
支
部
例
会
の
報
告
で
は
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
・
社

会
学
派
と
い
わ
れ
る
人
々
の
方
法
的
特
徴
に
つ
い

て
、
近
藤
忠
義
氏
の
『
日
本
文
学
原
論
』
を
手
が

か
り
に
述
べ
、
文
芸
理
論
と
し
て
ど
こ
に
間
題
が

あ
る
か
を
指
摘
し
、
安
永
氏
の
方
法
が
ど
の
点
で

そ
れ
を
超
え
出
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

努
め
た
。

　
ま
た
、
安
永
氏
の
方
法
的
核
心
を
な
し
て
い
る

国
民
文
学
論
が
、
な
ぜ
も
う
一
度
否
定
を
く
ぐ
り

ぬ
け
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
、
私
自
身
の

一
九
六
〇
年
代
体
験
や
丸
山
静
氏
の
一
連
の
言
語

理
論
の
試
み
の
意
義
に
触
れ
な
が
ら
述
べ
た
。
そ

れ
は
文
芸
学
的
範
醸
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
歴

史
的
過
程
の
中
で
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
私
自
身
実
感
し
た
か
ら
で
あ
り
、
安
永

氏
の
「
国
民
」
概
念
な
り
、
虚
構
概
念
が
国
民
文

学
論
以
後
の
状
況
の
中
で
も
基
本
的
に
は
何
ら
動

揺
に
さ
ら
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
に
少
し
異

一
四
四

和
感
を
覚
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
以
上
二
点
、
紙
数
の
都
合
で
本
稿
で
は
省
略
し

た
の
で
、
こ
こ
に
お
断
わ
り
し
て
お
ぎ
た
い
。
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