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読
書
と
し
て
の
戦
争
体
験

│
│
井
上
光
晴
﹁
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹂
と
戦
中
派
の
思
想
│
│

梶

尾

文

武

一

奥
野
健
男
は
︑
井
上
光
晴
の
小
説
集
﹃
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹄︵
未
来

社
︑

・
�
︶
の
刊
行
に
際
し
て
著
し
た
書
評
の
な
か
で
(
�
)

︑
か
つ
て
彼
の
短

59

�
小
説
﹁
一
九
四
五
年
三
月
﹂︵﹃
近
代
文
学
﹄

・
�
︶
を
読
ん
だ
際
の
感

52

慨
を
振
り
返
り
︑﹁
井
上
光
晴
こ
そ
︑
ぼ
く
た
ち
の
世
代
の
か
け
が
え
の
な

い
作
家
だ
︑
と
い
う
胸
の
中
を
突
き
上
げ
て
く
る
よ
う
な
親
愛
感
を
お
ぼ
え

た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

こ
こ
で
奥
野
の
言
う
﹁
ぼ
く
た
ち
の
世
代
﹂
と
は
︑
昭
和
初
年
前
後
に
生

れ
た
世
代
︑
す
な
わ
ち
戦
時
下
に
お
い
て
青
ア
ド
レ
ッ

春セ
ン
スを

迎
え
︑
戦
争
に
自
己
の

実
存
を
�
し
た
戦
中
派
世
代
を
指
す
︒
奥
野
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
書
い
て

い
る
︒
﹁
ぼ
く
は
こ
の
作
品
で
は
じ
め
て
︑
ぼ
く
た
ち
と
同
じ
戦
争
体
験
を

経
た
作
家
を
知
っ
た
︒
ぼ
く
た
ち
の
世
代
の
戦
争
期
の
精
神
状
況
が
︑
は
じ

め
て
文
学
の
世
界
に
描
か
れ
て
い
る
の
を
見
出
し
た
の
だ
︒
そ
れ
ま
で
ぼ
く

は
︑
ぼ
く
の
体
験
し
︑
知
っ
て
い
る
よ
う
な
︑
戦
争
下
の
精
神
状
況
が
描
か

れ
た
小
説
に
一
度
も
出
会
わ
な
か
っ
た
︒
多
く
の
作
家
が
︑
戦
争
に
つ
い
て

た
く
さ
ん
の
作
品
を
書
い
て
い
る
が
︑
ど
れ
も
こ
れ
も
ぼ
く
の
感
じ
て
い
た

戦
争
と
は
違
っ
て
い
た
︒
み
ん
な
そ
の
当
時
か
ら
︑
戦
争
に
対
し
て
は
批
判

的
で
あ
り
︑
積
極
的
に
反
対
運
動
を
し
な
い
ま
で
も
︑
根
本
的
に
厭
戦
的
で

あ
っ
た
り
︑
傍
観
者
的
で
あ
っ
た
り
︑
自
己
打
算
的
で
あ
っ
た
り
︑
ニ
ヒ
リ

ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
っ
た
り
す
る
立
場
か
ら
描
い
て
い
る
︒
確
か
に
そ
う
い
う

人
も
い
た
の
だ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
う
い
う
人
で
も
そ
れ
が
心
の
全
部
か
と
言

え
ば
︑
決
し
て
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
︒
あ
の
時
︑
民
族
主
義
的
︑
集
団
的
な

ム
ー
ド
に
巻
き
込
ま
れ
な
か
っ
た
日
本
人
は
殆
ん
ど
い
な
い
と
思
う
﹂︒

埴
谷
雄
高
︑
野
間
宏
ら
い
わ
ゆ
る
﹁
第
一
次
戦
後
派
﹂
の
作
家
た
ち
︑
あ

る
い
は
平
野
謙
︑
本
多
秋
五
ら
﹁
近
代
文
学
﹂
派
の
批
評
家
た
ち
が
︑
昭
和

初
年
代
に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
通
過
し
た
が
ゆ
え
に
︑
戦
争
に
対
し
て
﹁
傍
観

者
的
﹂︑﹁
厭
戦
的
﹂
も
し
く
は
﹁
自
己
打
算
的
﹂
な
態
度
を
と
る
こ
と
が
で

き
た
の
と
は
対
照
的
に
︑
皇
国
思
想
あ
る
い
は
聖
戦
思
想
の
な
か
で
自
己
形

成
を
遂
げ
た
戦
中
派
世
代
は
︑
戦
時
下
に
あ
っ
て
は
そ
の
時
代
精
神
を
相
対

化
す
る
術
を
持
た
な
か
っ
た
︒
奥
野
健
男
が
世
代
的
共
感
を
も
っ
て
井
上
光

晴
の
作
品
に
見
出
し
た
の
は
︑
戦
時
超
国
家
主
義
を
絶
対
の
精
神
的
支
柱
と

し
て
生
き
た
勤
皇
青
年
た
ち
の
青
春
で
あ
る
︒

戦
後
派
文
学
＝
戦
後
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
文
壇
的
覇
権
は
︑
六
〇
年
安
保
闘

─ 1 ─



争
に
前
後
し
て
︑
井
上
や
奥
野
ら
戦
中
派
世
代
に
よ
る
異
議
申
し
立
て
を
受

け
て
後
退
し
た
︒
そ
の
動
向
を
決
定
づ
け
た
の
が
︑
吉
本
隆
明
と
武
井
昭
夫

の
共
著
﹃
文
学
者
の
戦
争
責
任
﹄︵
淡
路
書
房
︑

・
�
︶
を
嚆
矢
と
す
る
︑

56

戦
時
知
識
人
の
戦
争
責
任
論
で
あ
る
︒
こ
の
文
脈
で
﹃
高
村
光
太
郎
﹄︵
飯

塚
書
店
︑

・
�
︶
を
著
し
た
吉
本
隆
明
は
言
っ
て
い
る
︑﹁
こ
と
に
︑
戦

57

争
に
抵
抗
し
た
と
い
う
世
代
が
あ
ら
わ
れ
た
と
き
は
︑
驚
倒
し
た
︒
も
し
︑

そ
う
い
う
世
代
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
︑
ど
う
し
て
も
戦
争
期
に
出
遇
う
と
か

風
聞
を
き
く
と
か
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
だ
﹂
と
︒﹁
傍
観

と
か
逃
避
と
か
は
︑
態
度
と
し
て
は
︑
そ
れ
が
ゆ
る
さ
れ
る
物
資
的
特
権
を

も
と
に
し
て
あ
る
こ
と
は
し
っ
て
い
た
が
︑
ほ
と
ん
ど
反
感
と
侮
�
し
か
か

ん
じ
て
い
な
か
っ
た
︒
戦
争
に
敗
け
た
ら
︑
ア
ジ
ア
の
植
民
地
は
解
放
さ
れ

な
い
と
い
う
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
︑
わ
た
し
な
り
に
信
じ

て
い
た
﹂
と
(
�
)

︒
こ
こ
に
は
︑
戦
争
を
正
義
と
し
て
信
じ
る
こ
と
な
く
傍
観
し

た
前
世
代
に
対
す
る
怒
り
︑
戦
時
の
﹁
大
衆
﹂
を
度
外
視
し
た
ま
ま
戦
後
に

覇
権
化
し
た
進
歩
的
知
識
人
の
近
代
主
義

モ
デ
ル
ニ
ス
ム
ス

に
対
す
る
怒
り
が
漲
っ
て
い
る
︒

一
九
五
八
年
一
一
月
︑
奥
野
健
男
は
︑
井
上
︑
吉
本
︑
武
井
の
ほ
か
︑
橋

川
文
三
︑
鮎
川
信
夫
ら
同
世
代
を
代
表
す
る
文
学
者
た
ち
を
糾
合
し
て
同
人

誌
﹃
現
代
批
評
﹄
を
創
刊
し
た
︒
吉
本
に
よ
る
﹁
戦
争
に
抵
抗
し
た
と
い
う

世
代
﹂
に
対
す
る
批
判
は
︑
そ
の
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
転
向
論
﹂
に
と

ど
め
を
さ
す
︒
昭
和
十
年
前
後
に
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
離
脱
し
た
知
識
人
に

つ
い
て
︑
権
力
に
よ
る
弾
圧
よ
り
も
﹁
大
衆
か
ら
の
孤
立
︵
感
︶
が
最
大
の

条
件
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
︑
わ
た
し
の
転
向
論
の
ア
ク
シ
ス
で
あ
る
﹂
と

す
る
吉
本
は
︑
宮
本
賢
治
・
蔵
原
惟
人
ら
﹁
獄
中
非
転
向
組
﹂
を
︑
大
衆
か

ら
孤
立
し
て
い
る
こ
と
へ
の
自
覚
を
欠
い
た
﹁
日
本
的
モ
デ
ル
ニ
ス
ム
ス
﹂

の
典
型
と
し
て
指
弾
す
る
︒﹁
か
れ
ら
の
非
転
向
は
︑
現
実
的
動
向
や
大
衆

的
動
向
と
無
接
触
に
︑
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
論
理
的
な
サ
イ
ク
ル
を
ま
わ
し
た

に
す
ぎ
な
か
っ
た
﹂
︒
こ
う
論
じ
て
戦
後
の
言
説
空
間
を
制
覇
し
て
い
た
非

転
向
者
の
脱
神
話
化
を
敢
行
し
た
吉
本
が
︑
六
〇
年
前
後
に
最
大
の
論
敵
と

し
て
見
定
め
た
の
が
︑
戦
後
前
衛
の
総
帥
た
る
批
評
家
・
花
田
清
輝
で
あ
っ

た
こ
と
は
︑
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
︒

一
九
五
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
井
上
光
晴
の
作
品
群
は
︑
日
本
共
産
党
の

横
暴
を
内
部
告
発
し
た
﹁
書
か
れ
ざ
る
一
章
﹂︵
﹃
新
日
本
文
学
﹄

・
�
︶

50

を
皮
切
り
と
し
て
︑
主
に
戦
後
革
命
運
動
か
ら
の
転
向
問
題
を
主
題
と
し
て

い
た
︒
し
か
し
そ
の
作
品
の
主
題
は
︑
五
五
年
の
い
わ
ゆ
る
六
全
協
以
降
︑

彼
が
敵
対
し
て
き
た
党
の
権
威
が
失
墜
す
る
な
か
で
次
第
に
別
の
方
向
へ
と

移
行
し
て
ゆ
く
︒
奥
野
健
男
が
共
鳴
し
た
と
い
う
﹁
一
九
四
五
年
三
月
﹂

︵
単
行
本
﹃
書
か
れ
ざ
る
一
章
﹄
近
代
生
活
社
︑

・
�
所
収
時
に
﹁
双
頭

56

の
鷲
│
一
九
四
五
年
三
月
﹂
と
改
題
︶
に
す
で
に
予
示
さ
れ
て
い
た
方
向
︑

す
な
わ
ち
戦
中
へ
の
ª
行
で
あ
る
︒

一
九
五
八
年
︑
﹁
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹂︵﹃
新
日
本
文
学
﹄

・
�
︶

58

を
著
し
た
井
上
は
︑
﹃
現
代
批
評
﹄
創
刊
号
か
ら
三
号
︵

・
�
︶
に
か
け

59

て
﹃
虚
構
の
ク
レ
ー
ン
﹄
︵
未
来
社
︑

・
�
︶
の
第
一
章
を
掲
載
し
て
い

60

る
︒
こ
の
時
期
に
は
じ
ま
る
︑
同
時
代
か
ら
戦
中
へ
と
い
う
井
上
作
品
の
題

材
の
ª
行
に
つ
い
て
︑
丸
川
哲
史
は
﹁
井
上
の
文
壇
上
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
︑

第
一
次
戦
後
派
に
よ
る
戦
争
叙
述
が
ひ
と
つ
の
ピ
ー
ク
を
越
え
た
時
期
に
お

い
て
︑
そ
の
後
︵
戦
争
叙
述
︶
を
引
き
継
ぐ
レ
ー
ル
上
に
設
定
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
そ
の
後
の
井
上
の
叙
述
は
︑
む
し
ろ
﹁
戦
後
﹂
の
混
乱

を
忌
避
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
(
�
)

﹂
と
評
価
し
て
い
る
︒
し
か
し
井
上
と

同
世
代
の
論
者
は
︑
彼
の
作
品
に
お
け
る
戦
中
へ
の
ª
行
を
概
ね
肯
定
的
に

迎
え
た
︒
た
と
え
ば
武
井
昭
夫
は
井
上
の
方
向
転
換
に
つ
い
て
﹁
決
し
て
主

─ 2 ─



題
の
後
退
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
﹂
と
し
た
う
え
で
︑﹁
井
上
は

自
己
の
﹁
戦
後
﹂
の
原
型
を
︑
自
己
の
﹁
戦
争
﹂
の
原
体
験
の
な
か
に
探
ろ

う
と
し
た
の
で
あ
る
﹂
と
論
じ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁﹁
戦
後
﹂
を
﹁
戦

争
﹂
と
の
断
絶
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
己
＝
日
本
の
暗
黒
部

分
＝
腐
食
部
分
を
放
置
し
た
ま
ま
出
発
し
よ
う
と
し
た
姿
勢
を
否
定
し
﹁
戦

争
﹂
を
自
分
の
文
学
に
よ
っ
て
再
通
過
し
よ
う
と
試
み
た
︒﹁
戦
争
﹂
と

﹁
戦
後
﹂
と
に
連
続
性
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
お
い
て
︑
安
易
に
戦
後
に
も
ち
こ

し
て
い
た
自
分
の
な
か
の
﹁
戦
争
﹂
を
止
揚
す
る
文
学
的
実
験
に
か
れ
は
と

り
く
ん
だ
の
で
あ
る
(
�
)

﹂︑
と
武
井
は
述
べ
る
︒

こ
こ
で
武
井
の
言
う
﹁
原
体
験
﹂
と
は
︑
井
上
光
晴
を
論
ず
る
者
が
︑
ま

た
井
上
自
身
が
︑
彼
の
文
学
を
語
る
上
で
し
ば
し
ば
持
ち
出
す
鍵
概
念
で
あ

る
︒
武
井
は
﹁
戦
争
﹂
を
井
上
の
﹁
原
体
験
﹂
と
し
て
位
置
付
け
︑﹁
戦
後
﹂

に
回
帰
す
る
そ
れ
を
止
揚
す
る
試
み
と
し
て
﹁
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹂
以

下
の
作
品
群
を
捉
え
て
い
る
︒
武
井
の
論
を
敷
衍
し
て
言
え
ば
︑
井
上
の
そ

の
試
み
は
︑﹁
戦
争
﹂
を
清
算
済
み
の
も
の
と
し
て
や
り
過
ご
す
こ
と
で

﹁
戦
後
﹂
を
謳
歌
し
て
き
た
前
世
代
の
知
識
人
に
対
し
て
の
︑
異
議
申
し
立

て
を
意
味
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
吉
本
隆
明
は
﹃
虚
構
の
ク
レ
ー
ン
﹄
に
寄
せ
た
書
評
に
お
い
て
(
�
)

︑

こ
の
作
品
を
﹁
戦
争
世
代
が
文
学
作
品
と
し
て
う
み
出
し
た
戦
争
体
験
の
最

大
の
記
念
碑
﹂
と
呼
び
︑
そ
の
作
者
井
上
を
﹁
言
葉
の
ほ
ん
と
う
の
意
味
で

戦
争
世
代
に
ぞ
く
す
る
作
家
﹂
と
評
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
言
う
﹁
戦
争
世

代
﹂
と
は
︑
吉
本
自
身
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑﹁
戦
争
と
天
皇
制
を
︑

現
実
体
験
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
双
方
か
ら
骨
身
に
刻
み
こ
ま
れ
な
が
ら
︑
も

が
き
た
た
か
っ
た
世
代
を
さ
し
て
い
る
﹂︒
さ
ら
に
吉
本
は
こ
の
作
品
に

﹁
戦
争
世
代
が
も
っ
て
い
る
前
世
代
に
対
す
る
優
位
性
﹂
を
看
て
取
り
︑
同

時
代
の
言
説
空
間
に
お
い
て
︑
戦
争
世
代
＝
戦
中
派
が
戦
後
知
識
人
か
ら
覇

権
を
奪
回
し
た
こ
と
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
本
作
を
定
位
し
た
︒

井
上
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
評
価
は
︑
吉
本
や
武
井
が
彼
の
実
作
に
先
駆

け
て
展
開
し
て
き
た
戦
争
責
任
論
の
理
路
に
ぴ
っ
た
り
と
重
な
り
合
っ
て
い

る
︒
彼
ら
の
言
説
提
起
は
︑
井
上
が
そ
の
小
説
作
品
に
お
い
て
戦
争
と
い
う

原
体
験
へ
と
ª
行
す
る
た
め
の
地
な
ら
し
を
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
む
し
ろ

情
況
に
即
妙
に
応
じ
え
た
こ
の
小
説
家
の
機
敏
さ
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ

ろ
う
︒
そ
の
機
敏
さ
は
︑
最
初
の
著
作
集
﹃
井
上
光
晴
作
品
集
﹄︵
全
三
巻
︑

勁
草
書
房
︑

・
�
～
�
︶
各
巻
の
巻
末
解
説
か
ら
も
窺
わ
れ
る
︒
こ
の
解
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説
を
み
ず
か
ら
執
筆
し
た
井
上
は
︑
各
作
品
を
と
り
ま
く
言
説
環
境
を
参
照

し
つ
つ
︑
武
井
昭
夫
︑
鶴
見
俊
輔
︑
平
野
謙
ら
が
自
作
に
寄
せ
た
批
評
文
の

多
く
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

井
上
が
実
際
に
戦
争
を
ど
の
よ
う
に
通
過
し
た
か
︑
つ
ま
り
彼
に
と
っ
て

戦
争
と
い
う
原
体
験
が
現
実
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
︑
ひ

と
ま
ず
括
弧
に
入
れ
よ
う
︒
問
題
は
︑
彼
の
作
品
に
表
出
さ
れ
た
原
体
験
と

し
て
の
戦
争
の
内
質
で
あ
る
︒
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
︑
作
中
に

登
場
す
る
青
年
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
体
験
と
し
て
戦
争
を
通
過
し
て
い
る
か

を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
︒
本
論
は
︑
一
九
六
〇
年
前
後
に
噴
出
し
た
十
五

年
戦
争
を
め
ぐ
る
言
説
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑
そ
の
磁
場
の
な
か
で
出
現
し
た

井
上
光
晴
の
中
�
小
説
﹁
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹂
に
照
準
し
︑
一
連
の
作

品
群
の
基
層
を
な
す
戦
争
と
い
う
原
体
験
に
接
近
す
る
た
め
の
試
論
で
あ
る
︒

二

一
九
六
〇
年
前
後
の
井
上
光
晴
の
︑
戦
争
体
験
を
主
題
と
す
る
中
�
小
説

群
に
は
︑
あ
る
共
通
し
た
特
質
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
は
端
的
に
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言
え
ば
︑
叙
述
の
錯
綜
で
あ
る
︒
戦
争
末
期
の
長
崎
を
舞
台
と
す
る
﹁
ガ
ダ

ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹂
の
冒
頭
部
は
︑
井
上
の
作
品
群
に
お
け
る
そ
う
し
た
叙

述
の
特
質
を
よ
く
示
し
て
い
る
︒

英
一
さ
ー
ん
こ
れ
な
ん
と
よ
む
の
︑
英
一
さ
ー
ん
こ
れ
な
ん
と
よ
む

の
︑
と
い
つ
も
ど
こ
か
の
壁
を
み
つ
め
て
い
る
よ
う
な
眼
を
し
た
ク
ニ

子
が
﹁
さ
ー
ん
﹂
と
い
う
言
葉
に
長
い
尻
上
り
の
抑
揚
を
つ
け
て
い
っ

た
︒
凄
烈
な
任
少
佐
の
気
魄
に
︑
ド
レ
ズ
ド
フ
参
謀
は
目
く
ら
む
よ
う

な
意
外
な
動
揺
を
感
じ
た
︒
│
│
中
国
人
に
も
︑
こ
の
よ
う
な
決
死
の

意
気
が
あ
る
の
だ
！

拳
銃
を
も
っ
て
す
る
脅
迫
も
︑
こ
の
中
国
人
の

決
意
を
動
か
し
得
な
い
！

む
し
ろ
感
動
し
て
拳
銃
を
引
こ
う
と
し
た

時
︑
ド
レ
ズ
ド
フ
参
謀
は
︑
砲
塔
の
上
に
重
く
鋭
い
響
き
を
聞
い
た
︒

撥
ね
か
え
る
敵
弾
の
命
中
で
は
な
い
︒
ガ
ン
ガ
ン
と
上
か
ら
砕
く
よ
う

な
打
撃
的
な
響
き
だ
︒
と
声
を
出
し
て
読
ん
で
き
て
︑
そ
の
あ
と
を
き

い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ク
ニ
子
は
野
沢
英
一
に
何
か
話
し
か
け
て
も
ら

い
た
い
時
︑
必
ず
き
ま
っ
て
自
分
が
よ
ん
で
い
る
小
説
本
の
つ
づ
き
の

部
分
を
き
く
の
で
あ
っ
た
︒
い
ま
に
も
色
の
つ
い
た
唾
液
が
こ
ぼ
れ
お

ち
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
︑
だ
ら
り
と
半
分
ほ
ど
ひ
ら

い
た
唇
を
︑
拭
き
な
さ
い
と
手
ま
ね
で
い
っ
て
か
ら
︑
英
一
は
読
ん
で

や
っ
た
︒﹁
ド
レ
ズ
ド
フ
！
﹂
任
少
佐
が
喘
ぎ
こ
ん
で
喚
い
た
︒﹁
日
本

兵
だ
ッ
︑
砲
塔
に
登
っ
て
来
と
る
！
﹂﹁
オ
オ
ッ

﹂
ド
レ
ズ
ド
フ
参

?!

謀
は
愕
然
と
し
て
立
ち
す
く
ん
だ
︒
ガ
ン
ガ
ン
と
殴
り
つ
づ
け
て
砕
こ

う
と
す
る
︒
何
と
し
た
日
本
兵
の
勇
敢
さ
だ
！

ド
レ
ズ
ド
フ
参
謀
は
︑

今
ま
で
任
少
佐
を
脅
迫
し
て
い
た
拳
銃
を
︑
い
き
な
り
引
い
た
︒
⁝
⁝

ル
ビ
が
ふ
っ
て
あ
る
の
で
ク
ニ
子
に
は
全
部
よ
め
る
は
ず
だ
︑
と
い
う

思
い
が
い
ま
い
ま
し
く
英
一
の
頭
を
か
す
め
た
が
︑
彼
は
黙
っ
て
い
た
︒

冒
頭
に
引
用
符
抜
き
で
唐
突
に
配
さ
れ
た
︑
﹁
英
一
さ
ー
ん
こ
れ
な
ん
と

よ
む
の
︑
英
一
さ
ー
ん
こ
れ
な
ん
と
よ
む
の
﹂
と
い
う
呼
び
か
け
は
︑
ク
ニ

子
と
い
う
名
の
少
女
の
声
で
あ
る
︒
続
く
﹁
凄
烈
な
任
少
佐
の
気
魄
に
﹂
か

ら
﹁
打
撃
的
な
響
き
だ
﹂
ま
で
の
条
り
は
︑
ク
ニ
子
が
音
読
す
る
﹁
小
説

本
﹂
の
一
節
で
あ
る
︒
長
崎
経
専
の
学
生
・
野
沢
英
一
は
︑
姪
に
あ
た
る
ク

ニ
子
に
せ
が
ま
れ
て
︑
﹁﹁
ド
レ
ズ
ド
フ
！
﹂
任
少
佐
が
喘
ぎ
こ
ん
で
喚
い

た
﹂
以
下
の
条
り
を
音
読
す
る
︒
地
の
文
は
英
一
の
内
面
に
焦
点
化
し
な
が

ら
︑
こ
れ
ら
複
数
の
帰
属
先
を
も
つ
言
葉
を
︑
引
用
符
に
よ
っ
て
区
切
る
こ

と
な
く
配
列
し
統
御
し
て
い
る
︒

こ
の
冒
頭
部
に
お
い
て
︑
叙
述
に
錯
綜
を
与
え
て
い
る
最
大
の
要
因
は
︑

﹁
小
説
本
﹂
と
い
う
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
で
あ
る
︒
叙
述
は
ま
も
な
く
︑

こ
の
﹁
小
説
本
﹂
が
﹁
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
秘
史
﹂
と
い
う
副
題
を
も
つ
山
中
峯

太
郎
の
小
説
﹃
鉄
か
肉
か
﹄
︵
誠
文
堂
新
光
社
︑

・
�
︶
で
あ
る
こ
と
を
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明
ら
か
に
す
る
︒
そ
の
説
明
を
借
り
れ
ば
︑
﹁
昭
和
十
四
年
五
月
か
ら
八
月

に
至
る
ま
で
戦
わ
れ
た
凄
惨
な
日
ソ
の
激
闘
を
主
題
に
し
た
﹂
軍
事
冒
険
小

説
で
あ
る
︒
野
沢
英
一
は
︑
ク
ニ
子
と
読
ん
だ
﹁
皇
軍
の
将
兵
が
モ
ス
コ
ー

戦
車
士
官
学
校
出
身
の
中
国
人
将
校
と
ソ
連
参
謀
に
拳
銃
で
射
殺
さ
れ
る
場

面
﹂
に
﹁
す
で
に
こ
う
い
う
描
写
は
自
由
思
想
で
は
な
い
の
か
﹂
と
い
う
疑

い
を
抱
き
︑
続
け
て
次
の
よ
う
な
思
い
を
め
ぐ
ら
す
︒

む
ろ
ん
そ
の
小
説
は
圧
倒
的
な
ソ
連
戦
車
群
に
身
を
挺
し
て
砲
塔
を
ハ

ン
マ
ー
で
打
砕
く
日
本
軍
将
兵
の
血
闘
と
勝
利
を
結
末
と
し
て
い
る
の

だ
が
︑
そ
の
根
底
に
強
く
流
れ
て
い
る
物
量
に
は
物
量
と
い
う
思
想
が
︑

何
か
ひ
ど
く
絶
対
的
で
な
い
も
の
︑
﹁
反
万
葉
的
な
﹂
思
想
に
結
び
つ

く
と
い
う
気
が
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
英
一
は
す
で
に
そ
の
﹃
鉄
か
肉

か
﹄
を
四
年
半
前
︑
そ
の
本
が
刊
行
さ
れ
た
直
後
︑
昭
和
十
五
年
の
夏

─ 4 ─



休
み
に
読
ん
で
い
た
が
︑
当
時
中
学
二
年
の
級
友
の
間
で
こ
の
小
説
は

エ
ロ
本
代
用
の
意
味
と
価
値
で
流
行
し
︑
彼
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
利
用

し
た
の
で
あ
る
︒

ソ
連
軍
の
﹁
鉄
﹂
＝
戦
車
攻
撃
に
﹁
肉
﹂
＝
肉
弾
戦
を
も
っ
て
応
じ
勝
利

し
た
日
本
軍
を
称
え
る
﹃
鉄
か
肉
か
﹄
は
︑
陸
軍
の
三
人
の
現
役
将
官
が
寄

せ
た
序
文
の
な
か
に
﹁
惟お
も

ふ
に
如い

何か

な
る
科か

学が
く

的て
き

︑
技ぎ
じ

術ゆ
つ

的て
き

創さ
う

始し

も
又ま
た

精せ
い

巧こ
う

な
る
機き

械か
い

の
運う
ん

転て
ん

も
︑
此こ

れ
を
為な

す
も
の
最さ
い

後ご

の
鍵か
ぎ

は
人ひ
と

に
あ
る
︒
強
き
や
う

大だ
い

な

る
意い

思し

力り
よ
く︑

至し

高か
う

な
る
精せ
い

神し
ん

力り
よ
く︑

而し
か

し
て
»こ

の
物ぶ
つ

心し
ん

一
如に
よ

の
貫
く
わ
ん

徹て
つ

は
世せ

界か
い

無む

比ひ

な
る
大や
ま

和と
だ

魂ま
し
ひに

よ
つ
て
こ
そ
解か
い

決け
つ

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
(
�
)

﹂
と
い
っ
た
言
葉

が
読
ま
れ
る
よ
う
に
︑
軍
部
も
認
め
る
戦
威
発
揚
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て

流
布
し
て
い
た
︒
し
か
し
野
沢
英
一
は
︑
こ
の
小
説
に
む
し
ろ
﹁
物
量
に
は

物
量
と
い
う
思
想
﹂︑
つ
ま
り
西
洋
近
代
と
の
戦
い
を
︑
西
洋
近
代
の
論
理

を
も
っ
て
す
る
背
理
を
見
出
し
︑
こ
れ
を
﹁
反
万
葉
的
﹂
と
呼
ぶ
︒
英
一
は

そ
う
し
た
反
感
を
抱
く
一
方
で
︑
こ
の
書
物
を
﹁
エ
ロ
本
代
用
﹂
と
し
て
利

用
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

勤
皇
者
た
る
野
沢
英
一
が
﹃
鉄
か
肉
か
﹄
に
﹁
反
万
葉
的
﹂
な
思
想
を
嗅

ぎ
付
け
る
の
は
︑
こ
の
作
品
自
体
が
そ
う
読
ま
れ
う
る
内
容
を
含
む
か
ら
で

あ
る
︒
将
官
た
ち
の
賛
辞
と
は
裏
腹
に
︑
一
見
す
る
と
戦
争
を
賛
美
す
る
書

物
の
う
ち
に
︑﹁
反
万
葉
的
﹂
な
︑
あ
る
い
は
﹁
エ
ロ
本
代
用
﹂
に
す
ら
な

る
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
内
包
さ
れ
て
い
る
︒﹁
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹂

は
読
者
た
る
作
中
人
物
の
眼
を
通
じ
て
︑
公
定
的
に
は
封
じ
ら
れ
た
こ
の
よ

う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
解
放
し
︑
戦
争
賛
美
の
文
脈
に
よ
っ
て
一
義
的
に
決
定

さ
れ
た
戦
時
下
の
読
み
物
か
ら
多
義
性
を
奪
い
返
す
︒
作
中
に
配
さ
れ
た
読

み
手
が
︑
皇
国
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ま
み
れ
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
そ
れ
を
内
破
す

る
も
の
を
摑
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
本
作
に
お
け
る
叙
述
の
錯
綜
は
︑

単
に
テ
ク
ス
ト
の
引
用
に
よ
る
ば
か
り
で
な
く
︑
引
用
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の

意
味
解
釈
の
錯
綜
に
発
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
言
え
ば
︑
野
沢
英
一
の
こ
の
よ
う
な
本
の
読
み
方
は
︑
彼
の
勤
皇

思
想
が
必
ず
し
も
国
家
へ
の
恭
順
を
意
味
し
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒

本
作
は
﹃
鉄
か
肉
か
﹄
の
序
文
を
引
用
し
て
は
い
な
い
が
︑
こ
の
本
を
手
に

取
っ
た
英
一
は
︑
そ
こ
に
見
ら
れ
る
陸
軍
将
官
た
ち
の
賛
辞
を
目
に
し
た
は

ず
だ
︒
い
か
に
軍
部
が
そ
の
﹁
世
界
無
比
な
る
大
和
魂
﹂
を
公
的
に
宣
伝
し

よ
う
と
︑
彼
自
身
は
み
ず
か
ら
の
尺
度
に
照
ら
し
て
こ
の
小
説
本
を
﹁
反
万

葉
的
﹂
な
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
︒
彼
の
勤
皇
の
精
神
は
︑
国
家
と

い
う
中
間
機
構
の
教
導
と
は
無
関
係
に
︑
彼
個
人
と
天
皇
と
の
関
係
に
お
い

て
形
成
さ
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
直
接
無
媒
介
な
天
皇
帰
一
へ
の
信
念
こ
そ

が
︑﹁
万
葉
的
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
︒

英
一
が
所
属
す
る
長
崎
経
専
内
の
﹁
万
葉
研
究
会
﹂
は
︑
﹁
地
元
に
お
け

る
反
万
葉
的
精
神
を
摘
発
し
撃
滅
す
る
運
動
﹂
を
展
開
し
て
い
る
︒
彼
の
信

ず
る
﹁
万
葉
的
﹂
な
る
も
の
と
は
︑
戦
時
下
の
青
年
の
エ
ー
ト
ス
を
指
し
示

す
ひ
と
つ
の
符
牒
で
あ
っ
た
︒
保
田
與
重
郎
は
﹃
万
葉
集
の
精
神
﹄︵
筑
摩

書
房
︑

・
�
︶
に
お
い
て
︑
﹁
万
葉
集
の
示
す
古
典
精
神
の
眼
目
は
︑
草

42

莽
の
歌
と
︑
草
莽
の
心
情
の
詩
の
論
理
が
︑
皇
神
の
道
義
に
参
ず
る
さ
ま
で

あ
る
﹂
と
語
っ
て
い
た
︒﹁
わ
が
古
典
の
示
し
た
草
莽
の
論
理
は
︑
内
外
の

何
の
権
威
に
も
支
へ
ら
れ
ず
︑
わ
が
内
の
神
の
権
威
に
参
ず
る
こ
と
に
よ
つ

て
︑
皇
神
の
道
義
を
己
が
心
に
燃
や
す
﹂
︑
と
︒
野
沢
英
一
を
は
じ
め
と
す

る
︑﹁
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹂
に
登
場
す
る
青
年
た
ち
は
︑
保
田
の
い
わ

ゆ
る
﹁
草
莽
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
わ
が
内
の
神
の
権
威
に
参
ず
る
﹂
青
年
と
し

て
造
型
さ
れ
て
い
る
︒

野
沢
英
一
は
︑
一
見
す
る
と
徴
兵
忌
避
を
目
的
と
す
る
よ
う
な
行
動
を
日
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課
と
し
て
い
る
︒﹁
彼
は
制
服
で
あ
る
国
民
服
乙
号
の
上
衣
を
脱
ぎ
︑
メ
リ

ヤ
ス
シ
ャ
ツ
を
下
か
ら
ま
く
り
上
げ
て
裸
の
胸
を
あ
ら
わ
に
し
た
︒
そ
し
て

金
ý
を
振
子
に
し
て
一
回
大
き
く
ゆ
さ
ぶ
り
振
っ
た
の
で
あ
る
﹂︒
彼
は
こ

う
し
て
︑
自
分
の
胸
に
﹁
大
き
な
紫
の
痣
の
よ
う
な
も
の
﹂
を
刻
み
つ
け
る
︒

徴
兵
検
査
の
二
カ
月
前
か
ら
六
十
日
間
毎
夜
自
分
の
手
で
打
撃
を
加
え

た
い
つ
も
生
白
い
汗
の
匂
い
の
す
る
胸
が
そ
こ
に
あ
っ
た
︒
彼
は
そ
の

手
を
﹁
黒
い
勤
皇
﹂
と
自
覚
し
て
い
た
が
︑
そ
の
﹁
黒
い
勤
皇
﹂
の
手

が
密
封
し
た
思
想
の
上
を
ず
る
ず
る
と
匍
い
ま
わ
る
︒
彼
は
そ
の
行
為

を
決
意
し
て
か
ら
︑
固
く
自
分
の
心
の
あ
る
部
分
を
密
閉
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
︒
密
閉
し
た
部
分
と
そ
う
で
な
い
部
分
│
│
そ
う
で
な
い

部
分
が
密
閉
し
た
思
想
を
﹁
黒
い
勤
皇
﹂
と
よ
び
︑
そ
の
手
が
動
く
と

き
︑
彼
は
魂
の
内
部
の
片
一
方
の
眼
を
つ
ぶ
っ
た
︒

英
一
の
こ
の
行
為
に
つ
い
て
︑
磯
田
光
一
は
﹁
や
が
て
来
る
で
あ
ろ
う
徴

兵
と
い
う
運
命
に
よ
っ
て
︑
彼
は
内
部
に
宿
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
自
覚
す
る
が
︑

し
か
し
ま
た
︑
そ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
ど
こ
ま
で
も
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
り
︑
時

代
の
課
し
た
当
為
を
前
に
し
て
は
単
に
恥
ず
べ
き
も
の
に
す
ぎ
な
い
(
�
)

﹂
と
解

釈
す
る
︒
だ
が
︑
英
一
は
徴
兵
を
忌
避
す
る
そ
の
行
為
に
つ
い
て
︑
恥
や
疾

し
さ
と
い
っ
た
感
情
を
抱
い
て
は
い
な
い
︒﹁
金
ý
が
く
る
く
る
と
ヤ
ナ
ギ

紐
を
軸
に
し
て
コ
マ
の
よ
う
に
舞
う
︒
丙
種
で
も
す
ぐ
招
集
さ
れ
る
か
も
し

れ
ん
の
だ
︑
肋
膜
く
ら
い
で
は
駄
目
か
も
し
れ
ん
の
だ
︑
と
い
う
密
閉
し
た

恐
怖
を
軸
に
し
て
コ
マ
の
よ
う
に
舞
う
﹂
│
│
英
一
の
徴
兵
へ
の
﹁
恐
怖
﹂

は
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
が
︑
そ
の
行
為
に
関
し
て
の
心
理
的
な
説
明
は

な
さ
れ
て
い
な
い
︒
彼
は
そ
の
行
為
を
感
情
と
し
て
受
け
取
る
前
に
﹁
密

閉
﹂
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
︒

野
沢
英
一
は
︑
死
へ
の
恐
怖
に
促
さ
れ
た
そ
の
秘
密
の
行
為
の
な
か
に

﹁
勤
皇
﹂
へ
の
道
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
︒
彼
は
﹁
黒
い
勤
皇
﹂
と
い
う

思
想
を
ひ
と
つ
の
護
符
と
し
て
︑
そ
の
行
為
に
伴
う
べ
き
感
情
を
押
し
流
し
︑

み
ず
か
ら
に
生
へ
の
逃
避
を
許
す
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
露
わ
に
な
っ
て
い
る

の
は
︑
彼
自
身
の
信
ず
る
思
想
と
︑
彼
の
な
し
て
い
る
行
為
と
の
矛
盾
で
あ

る
︒
行
為
に
現
れ
た
も
の
を
彼
の
思
想
と
見
る
な
ら
ば
︑
彼
の
﹁
黒
い
勤

皇
﹂
と
は
︑
む
し
ろ
﹁
国
賊
﹂
と
呼
ば
れ
る
に
相
応
し
い
︒
し
か
し
︑
勤
皇

者
た
る
彼
は
︑
﹁
国
賊
﹂
と
し
て
の
自
分
を
肯
定
す
る
こ
と
︑
お
の
れ
の
反

戦
的
な
行
為
を
内
面
に
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒﹁
青
く
見
え
な
い

痣
の
つ
い
た
彼
の
胸
の
中
に
︑
﹁
黒
い
勤
皇
﹂
と
か
い
た
旗
が
一
本
ゴ
ボ
ッ

ゴ
ボ
ッ
と
音
を
た
て
て
舞
っ
て
い
る
︒
ヤ
ナ
ギ
紐
の
振
子
を
う
け
と
め
る
彼

の
掌
が
思
い
切
っ
て
離
れ
る
と
︑
平
べ
っ
た
い
国
賊
の
胸
が
そ
の
よ
う
な
音

を
立
て
る
の
で
あ
る
﹂︒
野
沢
英
一
の
﹁
黒
い
勤
皇
﹂
は
こ
の
よ
う
に
︑
一

貫
し
て
内
的
感
情
と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
く
︑
詩
的
な
影
像
と
し
て

イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
矛
盾
し
た
行
為
は
︑
恥
や
疾
し
さ
と
し
て

内
面
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
︑
言
葉
に
な
ら
な
い
﹁
痣
﹂
と
し
て
彼
の
身
体

に
刻
印
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

三

﹁
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹂
の
中
心
に
配
さ
れ
る
の
は
︑
野
沢
英
一
の
友

人
・
久
保
宏
の
出
征
に
際
し
て
の
壮
行
会
で
あ
る
︒
久
保
宏
は
被
差
別
部
落

に
生
れ
︑
野
沢
英
一
に
さ
え
そ
の
こ
と
を
隠
し
て
い
る
︒﹁﹁
部
落
﹂
出
身
の

秘
密
は
完
全
に
保
た
れ
て
い
た
が
︑
彼
は
そ
の
痣
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
︒
島
崎
藤
村
の
﹃
破
戒
﹄
を
す
す
ん
で
読
書
会
で
と
り
あ
げ
た
の

も
彼
で
あ
っ
た
﹂
︒
久
保
宏
を
と
ら
え
る
被
差
別
者
と
し
て
の
﹁
痣
﹂
は
︑

野
沢
英
一
の
胸
に
刻
ま
れ
た
﹁
痣
﹂
と
照
応
す
る
ス
テ
ィ
グ
マ
で
あ
る
︒
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壮
行
会
の
場
面
で
は
︑
主
た
る
視
点
人
物
は
野
沢
英
一
の
も
う
一
人
の
友

人
・
倉
地
杉
夫
に
交
替
す
る
︒
倉
地
杉
夫
は
︑
大
正
期
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

の
な
か
で
自
己
形
成
を
遂
げ
た
世
代
に
属
す
る
父
を
持
つ
︒
し
か
し
︑﹁
大

東
亜
戦
争
が
勃
発
す
る
と
同
時
に
︑
そ
れ
ら
す
べ
て
の
﹁
人
間
的
な
も
の
﹂

と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
一
挙
に
あ
え
な
く
崩
壊
し
去
っ
た
﹂︒
兄
が
出
征
し

た
の
ち
父
は
嫂
と
密
通
し
︑
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
倉
地
杉
夫
は
父
に
体
現
さ

れ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
欺
瞞
に
対
し
て
嫌
悪
を
募
ら
せ
て
い
る
︒

久
保
宏
の
壮
行
会
に
は
︑
野
沢
英
一
と
長
崎
医
大
に
学
ぶ
倉
地
杉
夫
の
ほ

か
に
︑
同
じ
く
満
一
九
歳
の
活
水
女
子
専
門
学
校
生
の
戸
田
み
ゆ
き
︑
川
南

高
等
造
船
学
校
学
生
の
西
本
晋
吉
︑
さ
ら
に
上
の
世
代
に
属
す
る
英
一
の

姉
・
渡
部
道
子
︑
長
崎
経
専
で
南
方
貿
易
史
を
教
え
る
�
田
講
師
ら
が
参
加

す
る
︒
丸
山
眞
男
の
術
語
で
言
え
ば
﹁
亜
イ
ン
テ
リ
(
�
)

﹂
に
属
す
る
こ
の
面
々

は
︑
読
書
会
を
開
催
し
︑
島
崎
藤
村
︑
夏
目
漱
石
︑
中
川
与
一
︑
浅
野
晃
︑

長
塚
節
な
ど
を
読
ん
で
き
た
と
い
う
︒
こ
う
し
た
読
書
行
為
に
よ
る
連
帯
の

な
か
で
︑
野
沢
英
一
は
久
保
宏
に
自
身
の
愛
読
す
る
﹃
佐
久
良
東
雄
﹄
と
い

う
書
物
を
手
渡
す
︒

﹁
本
当
に
貰
っ
て
い
い
の
か
︑
大
切
に
す
る
よ
︑
一
生
懸
命
よ
む
け
ん

ね
え
﹂
久
保
宏
は
い
っ
た
︒

﹁
ほ
う
︑
佐
久
良
東
雄
で
す
か
﹂
�
田
講
師
は
久
保
宏
の
手
の
中
を
の

ぞ
く
よ
う
に
し
て
い
っ
た
︒

﹁
�
田
講
師
に
佐
久
良
東
雄
の
精
神
が
わ
か
っ
て
た
ま
る
も
ん
か
﹂
と

倉
地
杉
夫
は
思
い
︑﹁
足
利
の
︑
醜
の
奴
を
真
二
つ
に
︑
切
り
て
屠
ら

ば
︑
う
れ
し
く
あ
り
け
む
︑
佐
久
良
東
雄
﹂
と
低
い
声
で
朗
詠
し
た
︒

佐
久
良
東
雄
は
︑
土
浦
の
善
応
寺
で
住
職
を
務
め
る
傍
ら
水
戸
学
を
学
ん

だ
後
︑
江
戸
で
平
田
篤
胤
に
師
事
し
︑
桜
田
門
外
の
変
に
連
座
し
て
獄
死
し

た
歌
人
で
あ
る
︒
戦
時
中
に
は
︑
望
月
茂
・
高
橋
梵
仙
・
住
井
す
ゑ
子
な
ど
︑

歴
史
家
や
作
家
が
こ
の
人
物
に
つ
い
て
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
な
要
素
の
色
濃
い

評
伝
を
相
次
い
で
刊
行
し
た
(
�
)

︒
た
と
え
ば
住
井
は
︑
そ
の
評
伝
の
後
記
に

﹁
鍬
を
捨
て
ゝ
学
問
の
道
に
入
り
︑
思
想
の
世
界
に
入
つ
て
も
︑
東
雄
の
う

ち
な
る
農
民
精
神
は
些
か
も
褪
色
変
質
す
る
こ
と
な
く
︑
江
戸
の
獄
に
瞑
目

す
る
今
は
の
際
に
も
︑
一
杯
の
水
に
対
し
て
な
ほ
天
の
賜
物
と
感
謝
す
る
土

の
子
た
ら
し
め
た
の
で
あ
つ
た
︒
今
日
︑
大
東
亜
決
戦
下
の
常
陸
野
に
︑
�

か
ば
か
り
の
土
を
耕
し
つ
ゝ
我
も
ま
た
国
を
守
る
を
み
な
子
と
︑
い
さ
ゝ
か

の
ほ
こ
り
を
持
つ
て
こ
れ
を
し
る
す
次
第
で
あ
る
(

)
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
著
者

10

は
定
か
で
な
い
が
︑
﹃
佐
久
良
東
雄
﹄
を
野
沢
英
一
が
久
保
宏
に
託
す
の
は
︑

こ
の
歌
人
が
︑
農
本
主
義
的
な
土
着
性
を
組
み
込
ん
だ
勤
皇
思
想
︑
英
一
自

身
の
言
葉
で
い
え
ば
﹁
万
葉
的
﹂
な
る
も
の
の
ひ
と
つ
の
象
徴
と
し
て
の
意

味
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

倉
地
杉
夫
は
︑
野
沢
英
一
と
久
保
宏
の
や
り
と
り
に
�
田
講
師
が
口
を
は

さ
む
と
︑
﹁
佐
久
良
東
雄
の
精
神
が
わ
か
っ
て
た
ま
る
も
ん
か
﹂
と
反
発
す

る
︒
繰
り
返
し
込
み
上
げ
て
く
る
�
田
講
師
へ
の
反
発
は
感
情
の
域
を
出
な

い
が
︑
倉
地
杉
夫
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
自
覚
し
て
い
る
︒

�
田
講
師
の
舌
が
二
つ
に
割
れ
て
い
る
︒﹁
こ
い
つ
は
偽
物
だ
︑
勤
皇

で
も
佐
幕
で
も
な
い
﹂
と
い
う
感
じ
が
つ
っ
と
倉
地
杉
夫
の
横
っ
腹
の

あ
た
り
を
と
ん
だ
が
︑
彼
は
そ
の
感
じ
を
す
ぐ
打
消
し
た
︒
自
分
で
も

曖
昧
に
し
か
そ
の
理
論
が
摑
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

こ
こ
で
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
の
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
作
中
人
物
が
属
す

る
世
代
間
の
対
立
で
あ
る
︒
三
五
歳
の
�
田
講
師
に
つ
い
て
は
︑
﹁
日
支
事

変
が
勃
発
す
る
前
年
か
前
々
年
︑
東
京
商
大
を
出
る
前
後
に
左
翼
運
動
に
関

係
し
た
と
い
う
©
﹂
が
あ
る
と
い
う
︒
彼
は
青
年
期
に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
経

─ 7 ─



験
し
︑
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
戦
後
の
言
説
空
間
を
領
導
し
た
﹁
転
向
世

代
﹂
に
属
す
る
人
物
で
あ
る
︒

こ
の
人
物
と
同
世
代
に
属
す
る
本
多
秋
五
は
︑
本
作
所
収
の
小
説
集
﹃
ガ

ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹄
に
レ
ヴ
ュ
ー
を
寄
せ
て
い
る
(

)
︒
そ
こ
で
本
多
は
︑
戦

11

中
派
世
代
に
よ
る
﹁
自
分
た
ち
の
青
春
を
い
ち
が
い
に
否
定
す
る
の
で
は
な

く
︑
か
け
が
え
の
な
い
自
分
の
青
春
の
意
味
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
努
力
﹂

を
本
作
に
認
め
た
上
で
︑﹁
な
ぜ
倉
地
杉
夫
の
主
観
だ
け
を
か
く
も
作
者
が

甘
や
か
す
の
か
﹂
と
い
う
疑
念
を
呈
す
る
︒
本
多
が
問
題
視
す
る
の
は
︑
た

と
え
ば
次
の
よ
う
な
叙
述
で
あ
る
︒

そ
れ
に
い
ま
�
田
講
師
は
不
用
意
に
警
察
の
こ
と
を
﹁
奴
ら
﹂
と
い
っ

た
の
だ
が
︑
そ
の
﹁
奴
ら
﹂
と
い
う
い
い
方
が
倉
地
杉
夫
に
は
何
か
異

常
な
︑
�
田
講
師
ら
し
か
ら
ぬ
も
の
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
警
察

を
﹁
奴
ら
﹂
と
呼
ぶ
い
い
方
は
明
ら
か
に
危
険
思
想
で
あ
り
︑
何
か
し

ら
�
田
講
師
の
身
に
そ
ぐ
わ
ぬ
も
の
に
思
え
た
が
︑
奇
妙
な
こ
と
に
倉

地
杉
夫
は
そ
の
﹁
奴
ら
﹂
と
い
う
言
葉
を
き
い
て
ふ
た
た
び
�
田
講
師

を
許
す
と
い
う
気
分
が
襲
っ
て
き
た
︒

本
多
は
右
の
叙
述
に
つ
い
て
︑
倉
地
杉
夫
が
抱
く
�
田
講
師
へ
の
好
悪
の

気
分
に
対
し
て
﹁
手
放
し
﹂
で
あ
る
と
指
摘
す
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
あ
た
か
も

倉
地
杉
夫
の
主
観
は
作
者
が
昔
い
だ
い
た
主
観
で
あ
っ
て
︑
当
時
の
ウ
ラ
が

何
も
か
も
見
透
か
せ
る
現
在
で
も
な
お
そ
の
ウ
ラ
に
だ
け
は
光
線
が
よ
く
と

ど
か
ぬ
か
の
よ
う
で
あ
る
﹂︒
作
中
の
倉
地
杉
夫
は
︑
当
時
の
作
者
自
身
が

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
皇
国
思
想
を
疑
い
な
く
信
じ
る
純
粋
な
勤
皇
者
で

あ
る
︒
し
か
し
現
在
︑
敗
戦
を
通
過
し
た
作
者
は
︑
こ
の
青
年
の
誤
Á
を
見

透
か
し
︑
そ
の
信
念
を
相
対
化
し
う
る
位
置
に
立
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
作
者
井
上
は
自
身
の
﹁
昔
い
だ
い
た
主
観
﹂
を
相
対
化
す
る
視

点
を
も
た
ず
︑
そ
の
主
観
を
代
行
す
る
倉
地
杉
夫
の
﹁
専
断
﹂
を
許
す
︒
そ

の
た
め
に
こ
の
作
品
は
﹁
特
殊
と
い
う
限
界
の
な
か
に
と
ど
ま
る
も
の
で

あ
っ
て
︑
ま
だ
地
方
性
を
脱
し
な
い
﹂
と
本
多
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
︒

本
多
秋
五
は
こ
の
よ
う
に
︑
作
者
井
上
が
戦
後
の
現
在
に
あ
り
な
が
ら
戦

中
の
青
年
た
ち
の
主
観
に
密
着
し
︑
そ
の
ª

及

的

レ
ト
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴな
対
象
化
を
拒
否
し
て

い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹁
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹂

を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
井
上
の
︑
戦
争
体
験
の
虚
構
化
と
い
う
試
み
の
核
心

は
︑﹁
戦
争
﹂
か
ら
断
絶
さ
れ
た
現
在
の
認
識
を
も
っ
て
当
時
を
裁
く
の
と

は
別
様
の
仕
方
で
︑
戦
時
に
お
け
る
国
家
公
定
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
欺
瞞
を

暴
く
と
こ
ろ
に
存
し
て
い
る
︒
ど
う
い
う
こ
と
か
︒

読
書
会
の
参
加
者
た
ち
は
︑
会
の
営
み
を
﹁
世
界
観
を
戦
争
遂
行
に
向
っ

て
再
編
成
す
る
実
践
行
為
﹂
と
位
置
付
け
て
き
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
会
は
反
戦

的
と
の
疑
い
で
警
察
に
睨
ま
れ
︑
解
散
す
べ
き
か
ど
う
か
が
議
論
に
な
る
︒

及
び
腰
に
な
る
�
田
講
師
と
は
対
照
的
に
︑
青
年
た
ち
は
自
分
た
ち
を
敵
視

す
る
警
察
に
疑
問
を
感
じ
︑
会
の
継
続
を
望
む
︒

﹁
何
か
あ
る
と
み
ら
れ
る
ん
で
す
か
︑
読
書
会
を
や
る
と
﹂
皮
肉
で
な

く
倉
地
杉
夫
は
本
気
に
な
っ
て
き
い
た
︒

﹁
い
や
︑
別
に
ど
う
み
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
︑
い
ま
の

状
態
で
は
読
書
会
を
や
る
こ
と
自
体
に
問
題
が
あ
る
︑
そ
う
い
う
ふ
う

に
な
っ
て
き
た
ん
で
す
ね
え
﹂
�
田
講
師
は
こ
た
え
た
︒

﹁
ど
う
し
て
も
分
か
ら
ん
な
あ
︑
お
れ
た
ち
勤
労
動
員
を
サ
ボ
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
し
︑
作
業
の
合
間
に
勉
強
す
る
の
が
ど
う
し
て
悪
い

の
か
な
あ
﹂
西
本
晋
吉
は
意
外
そ
う
な
顔
を
し
た
︒

﹁
お
れ
が
兵
隊
に
行
っ
て
か
ら
も
読
書
会
は
続
け
た
ほ
う
が
い
い
な
あ
︑

そ
う
で
な
い
と
み
ん
な
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
ね
﹂
久
保
宏
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は
い
っ
た
︒

鶴
見
俊
輔
は
(

)
︑﹁
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹂
に
召
喚
さ
れ
た
�
田
と
い
う

12

年
長
者
に
注
目
し
て
﹁
こ
の
大
学
講
師
に
よ
っ
て
︑
井
上
光
晴
は
あ
る
種
の

あ
い
ま
い
な
自
由
主
義
者
︑
知
識
人
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
﹂
と
解
釈
す
る
︒

﹁
佐
久
良
東
雄
の
精
神
﹂
を
自
己
の
絶
対
的
な
支
柱
と
し
て
生
き
て
い
る
世

代
に
属
す
る
倉
地
杉
夫
は
︑
そ
れ
を
様
々
な
る
思
想
の
ひ
と
つ
と
し
て
享
受

し
え
た
リ
ベ
ラ
ル
な
前
世
代
に
反
発
し
て
い
る
︒﹁
こ
う
い
う
問
題
が
︑
現

在
の
吉
本
・
花
田
論
争
の
底
に
あ
る
一
つ
の
感
情
的
な
対
立
と
考
え
て
い

い
﹂
︒
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
鶴
見
の
見
立
て
に
よ
れ
ば
︑
作
中
人
物
の
対
立

は
︑
吉
本
・
花
田
論
争
に
代
表
さ
れ
る
︑
六
〇
年
前
後
の
言
説
空
間
に
噴
出

し
た
世
代
間
対
立
と
重
な
っ
て
い
る
︒

鶴
見
は
一
九
五
〇
年
代
半
ば
か
ら
︑
吉
本
隆
明
﹁
転
向
論
﹂
に
呼
応
し
つ

つ
︑
思
想
の
科
学
研
究
会
を
拠
点
に
戦
争
責
任
問
題
へ
と
接
近
し
て
い
た
︒

十
五
年
戦
争
下
の
思
想
に
関
す
る
鶴
見
の
構
え
は
︑
思
想
す
る
者
の
抽
象
的

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
エ
コ
ー
ル
へ
の
自
己
同
化
で
は
な
く
︑﹁
行
動
の
形
に

あ
ら
わ
れ
得
る
も
の
が
思
想
の
意
味
だ
(

)
﹂
と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
貫

13

か
れ
て
い
る
︒
鶴
見
は
そ
う
し
た
視
角
か
ら
︑﹃
佐
久
良
東
雄
﹄
の
よ
う
な

書
物
し
か
読
め
な
い
青
年
が
﹁
一
義
的
に
軍
国
主
義
者
︑
フ
ァ
シ
ス
ト
︑
超

国
家
主
義
者
︑
反
動
思
想
家
に
な
る
で
し
ょ
う
か
﹂
と
問
い
か
け
て
い
る
︒

読
書
会
に
集
う
青
年
た
ち
は
︑﹁
世
界
観
か
ら
言
え
ば
︑
日
本
が
正
し
い
国

に
な
っ
て
︑
正
し
い
戦
争
目
的
の
た
め
に
終
り
ま
で
戦
い
抜
く
た
め
に
勉
強

し
て
い
る
﹂︒
と
こ
ろ
が
﹁
そ
の
こ
と
を
徹
底
し
て
ゆ
く
た
め
に
や
っ
て
い

る
自
発
的
な
行
為
︑
結
社
を
自
発
的
に
つ
く
る
こ
と
が
戦
争
下
で
は
警
察
か

ら
睨
ま
れ
る
よ
う
な
仕
組
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
︑
官
僚
機
構
や
警
察
と
当

然
に
対
立
す
る
﹂
と
鶴
見
は
言
う
︒
つ
ま
り
︑﹁
佐
久
良
東
雄
の
詩
歌
の
よ

う
な
も
の
を
読
ん
で
い
る
と
い
う
そ
の
行
為
の
な
か
に
︑
ほ
ん
と
う
に
自
分

の
考
え
や
感
情
と
い
う
も
の
を
託
し
て
︑
自
由
に
動
か
す
こ
と
を
通
し
て
︑

い
つ
い
か
な
る
時
で
も
少
年
た
ち
は
ゆ
っ
く
り
と
ま
た
何
段
か
屈
折
す
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
︑
よ
り
大
き
な
正
義
に
向
か
っ
て
道
を
見
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
﹂
と
鶴
見
は
解
釈
し
︑
そ
こ
に
本
作
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
見
出
す
の
で
あ

る
︒鶴

見
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
﹁
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹂
の
青
年
た
ち
が

体
現
す
る
の
は
︑
書
物
に
蔵
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
︑
そ
の
読
書
体
験
が

導
く
思
想
と
が
必
ず
し
も
順
接
せ
ず
︑
む
し
ろ
対
立
関
係
さ
え
構
成
し
う
る

と
い
う
事
態
で
あ
る
︒
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
勤
皇
精
神
を
説
く
書
物
の
な
か
に

み
ず
か
ら
の
﹁
正
義
﹂
を
見
出
し
た
結
果
︑
国
家
の
意
志
に
背
反
し
︑
警
察

権
力
に
よ
る
排
斥
を
被
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
と
き
露
わ
に
な
る
の
は
︑
青

年
た
ち
の
そ
の
よ
う
な
﹁
正
義
﹂
を
受
け
容
れ
え
な
い
︑
国
家
に
公
定
さ
れ

た
勤
皇
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
欺
瞞
性
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
こ
に
は
︑
青
年
た
ち

の
﹁
正
義
﹂
が
勤
皇
主
義
の
内
在
的
徹
底
に
お
い
て
到
達
さ
れ
た
思
想
態
度

で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
戦
時
の
公
定
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
は
︑
リ
ベ
ラ

ル
の
立
場
を
も
っ
て
す
る
外
在
的
な
否
定
以
上
に
批
判
と
し
て
力
を
持
ち
う

る
と
い
う
主
張
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
本
作
は
こ
う
し
て
︑
戦
争
を
思
想
形
成

の
契
機
と
し
︑
戦
時
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
最
も
力
あ
る
批
判
を
提
起
し

う
る
世
代
が
︑
そ
れ
を
内
在
的
に
体
験
し
た
戦
中
派
世
代
の﹅

み﹅

で
あ
る
こ
と

を
宣
言
す
る
の
で
あ
る
︒

四

読
書
会
が
警
察
か
ら
睨
ま
れ
た
の
は
︑
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
浦
川
節
子

が
︑﹁
医
大
看
護
婦
養
成
所
内
の
俳
句
会
﹂
に
参
加
し
て
い
た
沖
富
枝
の
友

─ 9 ─



人
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
︒
こ
の
俳
句
会
は
︑
万
葉
研
究
会
の
告
発
を
受
け
て

﹁
厭
戦
思
想
を
伝
達
し
た
と
い
う
理
由
で
検
挙
さ
れ
た
﹂
と
い
う
︒
野
沢
英

一
は
︑
俳
句
会
に
加
わ
っ
た
阪
口
と
い
う
医
者
の
句
集
を
所
持
し
て
い
る
︒

こ
の
句
集
が
実
在
の
も
の
で
あ
る
の
か
︑
偽
書
で
あ
る
の
か
は
定
か
で
な
い
︒

﹁
医
者
？
﹂
と
倉
地
杉
夫
は
き
い
た
︒

﹁
う
ん
医
者
だ
︑
そ
う
か
い
て
あ
る
⁝
⁝
読
む
よ
︒
大
東
亜
戦
争
以
後

の
分
を
よ
ん
で
み
る
よ
︒
⁝
⁝
黒
潮
く
ら
し
魯
迅
選
集
を
手
に
し
た
る

高
校
生
よ
ご
れ
大
陸
の
駅
に
い
る

こ
れ
は
勤
労
隊
の
こ
と
を
う
た
っ

た
も
の
だ
︒
勤
労
隊
原
色
の
土
産
買
い
か
え
る

と
い
う
の
も
あ
る
︒

夜
の
壁
に
は
交
響
曲
を
廃
墟
と
聴
く

苦
力
み
ん
な
咳
し
て
流
れ
る
街

あ
り

苦
力
昇
天
く
ら
い
鉛
の
街
で
あ
る

神
々
は
死
し
一
隻
の
船
く

だ
る

葬
列
が
ゆ
く
困
憊
の
天
の
も
と

海
も
河
も
し
ん
し
ん
と
凍
り

わ
が
喪
章

ひ
と
葬
り
ぬ
氷
片
浮
け
る
蒼
海
の
ほ
と
り

黄
沙
の
も
と

流
離
の
人
ら
く
ち
づ
け
あ
う
⁝
⁝
ま
だ
い
く
ら
で
も
あ
る
⁝
⁝
﹂
野
沢

英
一
は
ま
る
で
そ
う
い
う
厭
戦
句
を
嬉
し
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
錯
覚
す
る
よ
う
な
︑
自
分
が
作
っ
た
よ
う
な
調
子
で
よ
ん
だ
︒

野
沢
英
一
が
こ
れ
ら
の
﹁
厭
戦
詩
﹂
を
﹁
自
分
が
作
っ
た
よ
う
な
調
子

で
﹂
読
む
の
は
︑
俳
句
会
を
万
葉
研
究
会
が
敵
性
思
想
と
し
て
摘
発
し
た
こ

と
の
矜
持
に
よ
る
ば
か
り
で
な
く
︑
こ
れ
ら
の
句
が
自
身
の
秘
せ
ら
れ
た

﹁
黒
い
勤
皇
﹂
に
知
ら
ず
知
ら
ず
通
じ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
︒
彼
の
朗

詠
を
聴
く
読
書
会
の
メ
ン
バ
ー
は
︑
一
度
は
こ
れ
ら
の
意
味
に
つ
い
て
﹁
戦

争
に
反
対
し
て
い
る
の
か
し
ら
﹂
と
納
得
す
る
︒
し
か
し
︑
倉
地
杉
夫
が
次

の
よ
う
な
違
和
感
を
提
起
す
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
そ
の
解
釈
は
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
︒

﹁
野
沢
︑
さ
っ
き
お
前
が
よ
ん
だ
反
戦
句
は
︑
何
か
追
い
つ
め
ら
れ
た

よ
う
に
な
っ
て
作
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
﹂
倉
地
杉
夫
は
ふ
っ
と

い
っ
た
︒

﹁
え
︑
ど
う
い
う
意
味
﹂
野
沢
は
び
っ
く
り
し
た
よ
う
な
顔
を
あ
げ
た
︒

﹁
い
や
よ
く
お
ぼ
え
て
い
な
い
が
︑
何
か
︑
葬
列
と
か
喪
章
と
か
あ
っ

た
ろ
う
︒
黄
沙
の
も
と
何
と
か
っ
て
い
う
︑
や
り
き
れ
ん
よ
う
な
感
じ

の
も
の
が
⁝
⁝
﹂
自
分
で
も
意
外
に
思
え
る
言
葉
が
後
か
ら
後
か
ら
で

て
︑
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
の
か
︑
何
か
ひ
ど
く
収
拾
の
つ
か
な
い
気

分
の
ま
ま
︑
倉
地
杉
夫
の
口
だ
け
が
ぺ
ら
ぺ
ら
と
動
い
た
︒

続
け
て
倉
地
杉
夫
は
﹁
野
沢
何
と
い
う
か
な
︑
何
と
い
う
か
な
﹂
と
︑
自

分
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
言
い
あ
ぐ
ね
る
︒
一
義
的
に
反
戦
的
・
厭
戦
的
と
読

ま
れ
た
は
ず
の
詩
句
に
︑
倉
地
杉
夫
は
そ
れ
と
は
別
の
﹁
何
か
追
い
つ
め
ら

れ
た
よ
う
﹂
な
も
の
︑﹁
や
り
き
れ
ん
よ
う
な
感
じ
の
も
の
﹂
を
読
ん
で
い

る
︒
野
沢
英
一
が
﹃
鉄
か
肉
か
﹄
と
い
う
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
小
説
に
﹁
反
万
葉

的
﹂
な
も
の
を
見
出
し
た
の
を
ち
ょ
う
ど
裏
返
し
に
し
た
よ
う
に
︑
倉
地
杉

夫
は
厭
戦
的
と
し
て
摘
発
さ
れ
た
俳
句
か
ら
︑
自
身
の
共
感
を
許
し
う
る
切

迫
感
を
読
み
取
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
続
く
な
か
︑
こ
の
場
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
メ

ン
バ
ー
の
一
人
・
大
石
克
彦
か
ら
一
冊
の
詩
集
が
届
け
ら
れ
る
︒
本
作
の
タ

イ
ト
ル
に
採
ら
れ
た
﹃
ガ
ダ
ル

カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹄
で
あ
る
︒
本

作
の
叙
述
を
引
け
ば
︑
﹁
南
太

平
洋
の
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ヤ
と
ソ
ロ

モ
ン
群
島
を
大
き
く
前
方
に
浮

か
べ
た
地
球
の
表
面
を
濃
淡
緑

色
の
表
紙
に
し
︑﹁
前
線
に
て

一
勇
士
の
詠
え
る
﹂
と
傍
題
を
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付
し
た
そ
の
ザ
ラ
紙
の
小
詩
集
﹂
は
︑
日
本
軍
が
壊
滅
的
な
打
撃
を
被
っ
た

ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
を
く
ぐ
り
抜
け
︑
刊
行
当
時
は
ビ
ル
マ
で
従
軍
し
て
い
た

軍
曹
・
吉
田
嘉
七
の
作
品
集
で
あ
る
︵
図
参
照
︶︒
彼
の
詩
�
は
愛
国
詩
人

と
し
て
知
ら
れ
る
大
木
惇
夫
の
編
集
の
も
と
︑
一
九
四
五
年
二
月
に
毎
日
新

聞
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
︒
本
作
は
こ
の
詩
集
に
収
め
ら
れ
た
詩
�
の
う
ち

﹁
追
想
﹂﹁
敗
れ
た
る
鉄
兜
﹂﹁
粥
﹂﹁
埋
葬
﹂
の
四
編
を
︑
倉
地
杉
夫
の
朗
読

に
よ
っ
て
引
用
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
﹁
熱
病
に
て
仆
れ
し
戦
友
に
﹂
と
副

題
さ
れ
た
﹁
埋
葬
﹂
は
︑
次
の
よ
う
な
詩
�
で
あ
る
︒

太
陽
は
青
ざ
め

焼
け
残
つ
た
ジ
ヤ
ン
グ
ル
の

た
ゞ
れ
た
ボ
サ
か
ら
は

ま
だ
煙
が
よ
ろ
め
い
て
ゐ
る
︒

こ
の
荒
涼
た
る
黄
昏
に

紙
の
や
う
に
皮
膚
を
か
は
か
し
て
︑

病わ
く

葉ら
ば

の
散
る
と
共
に

死
を
選
ん
で
行
つ
た
君
の
生
命
︒

す
べ
て
を
捧
げ
切
つ
て

肉
こ
と
ご
と
く
枯
れ
た
る
腕
よ
︒

か
つ
き
と
見
披
い
て
︑

暮
色
を
う
け
し
め
て
ゐ
る
眼
差
よ
︒

あ
あ
︑
そ
の
飢
え
た
手
に
摑
ん
だ

激
し
い
も
の
は
何
だ
︒

そ
の
瞳
に
確
信
し
て

叫
ん
で
ゐ
る
も
の
は
何
だ
︒

熱
病
と
い
ふ
べ
く
あ
ま
り
に
熱
い

悲
願
の
中
に
身
を
埋
め
た
友
よ
︒

こ
の
憤
り
に
満
ち
た
風
景
の
中
で
︑

君
の
血
こ
そ
は
静
か
に
赤
か
つ
た
の
だ
が
︒

応
召
す
る
久
保
宏
を
は
じ
め
と
し
て
︑
や
が
て
戦
士
に
な
ろ
う
と
し
て
い

る
青
年
た
ち
は
│
│
朗
読
の
最
中
に
﹁
黒
い
勤
皇
﹂
と
書
か
れ
た
旗
を
幻
視

す
る
野
沢
英
一
を
例
外
と
し
て
│
│
︑
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
の
敗
残
兵
が
綴
っ

た
こ
れ
ら
の
詩
句
に
素
朴
に
感
動
す
る
︒﹁
や
や
か
す
れ
た
声
で
よ
む
倉
地

杉
夫
の
声
の
先
端
が
少
し
顫
え
︑
彼
等
は
そ
の
顫
え
の
中
に
︑
等
し
く
南
太

平
洋
で
死
闘
す
る
同
胞
︑
兄
弟
の
こ
と
を
感
じ
て
い
た
︒
彼
ら
が
祖
国
と
よ

び
︑
そ
の
祖
国
を
汚
す
敵
と
た
た
か
お
う
と
す
る
純
粋
な
血
が
一
滴
一
滴
ず

つ
倉
地
杉
夫
の
た
ど
る
詩
の
中
か
ら
し
た
た
り
落
ち
る
﹂︒
と
こ
ろ
が
︑
詩

集
の
第
一
頁
に
掲
載
さ
れ
た
大
木
惇
夫
の
序
詩
に
つ
い
て
は
︑
倉
地
杉
夫
が

﹁
ひ
と
り
合
点
み
た
い
で
︑
ぴ
ん
と
こ
ん
ね
︑
前
線
で
戦
っ
て
い
る
兵
隊
と

は
や
っ
ぱ
り
ど
こ
か
ち
が
う
ね
﹂
と
言
い
︑
西
本
晋
吉
は
﹁
序
詩
な
ん
か

じ
ゃ
な
く
︑
本
物
を
よ
め
よ
﹂
と
斥
け
る
の
で
あ
る
︒

青
年
ら
が
読
む
こ
と
さ
え
拒
否
し
︑
し
た
が
っ
て
作
中
に
は
引
用
さ
れ
て

い
な
い
大
木
惇
夫
の
序
詩
は
︑
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
最
初
の
二
聯

を
引
こ
う
︒
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皇す
め
らべ

を
慕
ひ
も
と
ほ
る

鋭と

ご
こ
ろ
の
は
て
し
も
知
ら
に

わ
き
た
ぎ
ち
︑
波
と
あ
ふ
れ
て

詩う
た

ご
こ
ろ
極
ま
る
と
こ
ろ

詩
ご
こ
ろ
︑
神
ご
こ
ろ
な
り
︑

解
き
が
て
に
通
ふ
く
す
び
は

知
る
︑
知
ら
ず
︑
お
の
づ
か
ら
な
り
︒

厳
か
に
国
興
る
時

詩
も
ま
た
大
い
に
起
る

神
い
ぶ
き
凝
り
て
成
り
に
し

山
河
の
気
の
発
す
る
や

咲
き
か
を
る
花
の
万
枝

や
ま
ざ
く
ら
空
み
つ
る
ご
と

詩
も
ま
た
湧
き
て
︑
あ
ふ
れ
て

珠
と
し
も
地
に
は
満
た
ん
を
︒

瀬
尾
育
生
は
(

)
︑
戦
意
昂
揚
詩
と
し
て
の
広
義
の
﹁
戦
争
詩
﹂
を
︑
逸
脱
現

14

象
で
は
な
く
日
本
近
代
詩
の
核
心
と
し
て
位
置
づ
け
︑﹁
抒
情
を
敵
と
し
地

方
性
・
風
土
性
を
排
斥
し
て
︑
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
﹁
世
界
﹂
性
に
加
担
し
て

き
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
方
法
﹂
の
完
成
形
態
と
捉
え
る
詩
史
観
を
提
供
し
て
い

る
︒
瀬
尾
に
よ
れ
ば
︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
起
源
を
も
つ
ウ
ル
ト
ラ
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
﹁
戦
争
詩
﹂
は
︑
抒
情
の
母
体
と
な
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
同
体
と
結
び
つ

い
た
狭
義
の
戦
争
詩
＝
戦
場
詩
と
は
異
質
で
あ
る
︒
前
者
は
戦
時
下
に
お
い

て
は
﹁
愛
国
詩
﹂
も
し
く
は
﹁
国
民
詩
﹂
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
が
︑﹁
戦
後

詩
﹂
の
発
生
に
相
即
し
て
﹁
戦
争
詩
﹂
と
し
て
一
括
さ
れ
た
と
い
う
︒
こ
う

し
た
視
角
か
ら
吉
田
嘉
七
の
﹃
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹄
を
取
り
上
げ
る
瀬

尾
は
︑﹁
こ
こ
に
は
あ
き
ら
か
に
個
的
な
内
面
の
抒
情
が
あ
り
︑
そ
れ
は
自

分
が
属
す
る
共
同
体
へ
︑
そ
の
中
心
に
あ
る
母
へ
と
向
か
っ
て
い
る
︒
こ
う

し
た
詩
こ
そ
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
﹁
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ッ
ク
﹂
と
い
う
語
に
よ
っ

て
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
︑
当
時
﹁
愛
国
詩
﹂﹁
国
民
詩
﹂
と
呼
ば

れ
て
い
た
も
の
と
︑
そ
の
主
体
を
ま
っ
た
く
異
に
し
て
い
る
﹂
と
指
摘
し
︑

﹁
こ
れ
ら
の
兵
士
の
詩
が
古
典
近
代
的
な
抒
情
性
を
維
持
し
て
い
た
の
は
︑

日
々
直
面
し
て
い
る
自
ら
の
現
実
の
死
が
︑
体
験
へ
の
﹁
内
在
﹂
と
い
う
こ

と
を
︑
不
断
に
詩
の
言
葉
に
強
制
し
た
か
ら
で
あ
る
﹂
と
論
ず
る
︒

瀬
尾
の
議
論
に
即
し
て
腑
分
け
す
れ
ば
︑﹃
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹄
に

収
め
ら
れ
た
吉
田
嘉
七
の
詩
は
狭
義
の
﹁
戦
争
詩
﹂
に
︑
大
木
惇
夫
の
序
詩

は
﹁
愛
国
詩
﹂
に
属
し
て
い
よ
う
︒
﹁
皇す
め
らべ

﹂
︑
﹁
神
﹂
︑
そ
し
て
﹁
国
﹂
を
詠

う
大
木
の
詩
が
︑
公
定
的
な
皇
国
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
詩
の
形
式
に
流
し
込
み
︑

﹁
詩
も
ま
た
大
い
に
起
る
﹂
さ
ま
︑
つ
ま
り
愛
国
詩
の
一
般
的
な
形
成
そ
れ

自
体
を
語
る
メ
タ
ポ
エ
ト
リ
ー
で
あ
る
の
に
対
し
︑
﹁
母
﹂︑
﹁
妹
﹂︑
あ
る
い

は
﹁
戦
友
﹂
を
い
わ
ば
二
人
称
の
宛
先
と
す
る
吉
田
の
詩
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
に

一
回
的
な
死
の
体
験
に
も
と
づ
く
共
同
性
か
ら
抒
情
を
I
み
上
げ
て
い
る
︒

作
中
の
青
年
た
ち
が
吉
田
の
詩
の
言
葉
に
共
感
し
う
る
の
は
︑
そ
の
言
葉
が
︑

戦
場
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
交
換
不
可
能
な
死
の
共
同
性
に
内
在
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
︒
他
方
︑
大
木
の
詩
に
つ
い
て
﹁
ぴ
ん
と
こ
ん
ね
﹂
と
い
う
の

は
︑
そ
れ
が
吉
田
の
詩
を
支
え
る
死
の
体
験
を
捨
象
し
︑
彼
の
言
葉
を
﹁
皇

べ
を
慕
ひ
も
と
ほ
る
﹂
と
こ
ろ
に
成
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
横
領
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

焼
け
た
だ
れ
た
椰
子
の
下
︑
跳
梁
す
る
ア
メ
リ
カ
爆
撃
機
の
下
で
︑
飢
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え
た
日
本
の
兵
隊
が
馬
鹿
と
叫
び
な
が
ら
斃
れ
た
戦
友
の
鉄
兜
を
抱
く
︑

そ
の
た
た
か
い
の
壮
絶
さ
と
真
実
が
ほ
と
ん
ど
泣
き
た
い
よ
う
に
皆
の

心
を
搏
ち
︑
読
み
終
え
た
倉
地
杉
夫
は
詩
集
に
眼
を
つ
け
た
ま
ま
自
分

の
感
動
を
極
度
に
抑
え
る
よ
う
な
声
で
﹁
よ
か
ね
え
﹂
と
い
っ
た
︒

彼
ら
も
ま
た
吉
田
の
詩
が
語
る
よ
う
な
死
の
体
験
を
︑
自
身
の
も
の
と
し

て
強
い
ら
れ
る
時
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
︒
詩
を
聞
き
な
が
ら
︑
久
保
宏

は
被
差
別
部
落
の
出
身
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
い
る
自
分
を
﹁
卑
怯
﹂
だ
と

恥
じ
︑
倉
地
杉
夫
は
﹁
久
保
宏
よ
︑
元
気
で
戦
え
︑
死
ぬ
な
﹂
と
願
う
が
︑

﹁
す
ぐ
ま
た
﹁
死
ぬ
な
﹂
と
い
う
思
い
は
こ
の
﹃
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹄

に
対
し
て
も
不
忠
な
の
だ
︑
不
忠
な
の
だ
と
頭
を
ふ
っ
た
﹂︒
青
年
た
ち
の

共
感
は
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
性
格
を
帯
び
た
も
の
だ
が
︑
そ
れ
は
こ
の
よ
う

に
︑
や
が
て
戦
士
と
な
る
自
分
た
ち
の
未
来
な
き
未
来
と
︑
こ
れ
ら
の
詩
が

語
る
死
の
体
験
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
︒

五

と
こ
ろ
が
︑
浦
川
節
子
は
︑
朗
誦
す
る
倉
地
杉
夫
の
声
を
聞
き
な
が
ら
警

察
に
連
行
さ
れ
た
沖
富
枝
に
思
い
を
馳
せ
︑
未
来
の
戦
士
た
ち
の
共
感
に
亀

裂
を
も
た
ら
す
言
葉
を
投
げ
か
け
る
︒

﹁
何
か
知
ら
ん
︑
こ
ん
な
に
い
っ
て
は
悪
い
よ
う
な
気
が
す
る
け
ど
︑

そ
の
︑
倉
地
さ
ん
が
い
ま
よ
ん
だ
詩
ね
︑
さ
っ
き
野
沢
さ
ん
が
持
っ
て

き
た
︑
養
成
所
の
事
件
の
葬
式
の
俳
句
に
よ
く
似
と
る
よ
う
ね
⁝
⁝
こ

ん
な
に
い
っ
て
悪
い
の
か
し
ら
ん
け
ど
⁝
⁝
﹂
思
い
通
り
の
こ
と
を
時

と
場
所
を
選
ば
ず
と
い
う
の
が
看
護
婦
と
い
う
職
業
に
似
つ
か
わ
し
く

な
い
彼
女
の
性
格
で
あ
っ
た
が
︑
い
ま
も
彼
女
は
い
っ
て
し
ま
っ
て
か

ら
︑
ひ
ど
く
何
か
場
ち
が
い
な
雰
囲
気
を
感
じ
る
よ
う
に
口
を
つ
ぐ
み
︑

も
う
一
度
﹁
さ
っ
き
の
俳
句
と
い
ま
の
詩
を
一
緒
に
し
て
悪
か
っ
た
か

し
ら
ん
け
ど
︑
な
に
か
し
ら
そ
ん
な
感
じ
が
し
た
か
ら
ね
﹂
と
繰
返
し

た
︒

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
戦
争
の
時
代
の
歴
史
性
を
帯
び
た
様
々
な
テ
ク

ス
ト
の
引
用
の
も
と
に
な
る
本
作
の
特
質
は
︑
引
用
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
意

味
解
釈
の
錯
綜
に
求
め
ら
れ
る
︒
と
り
わ
け
こ
の
場
面
で
は
︑
そ
う
し
た
意

味
解
釈
の
決
定
不
可
能
性
が
噴
出
し
て
い
る
︒
吉
田
嘉
七
の
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル

戦
詩
と
︑
﹁
ひ
と
葬
り
ぬ
氷
片
浮
け
る
蒼
海
の
ほ
と
り
﹂
と
い
っ
た
無
名
俳

人
の
反
戦
句
と
を
同
質
な
も
の
と
し
て
並
べ
る
と
き
︑
浦
川
節
子
は
︑
両
者

を
い
ず
れ
も
公
定
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
反
し
な
い
表
現
と
し
て
読
ん
で
い
る
︒

彼
女
の
こ
の
発
言
は
︑
戦
詩
の
言
葉
を
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
共
感
の
依
り
代

と
し
て
独
占
し
よ
う
と
す
る
青
年
た
ち
に
冷
や
水
を
浴
び
せ
る
も
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
対
し
︑
野
沢
英
一
は
﹁
ア
カ
の
医
者
が
作
っ
た
反
戦
句
と
ガ
ダ
ル
カ

ナ
ル
で
戦
っ
た
兵
隊
の
歌
と
で
は
問
題
に
な
ら
ん
よ
﹂
と
反
論
し
︑
両
者
が

異
質
で
あ
る
こ
と
を
各
々
の
作
者
の
属
性
に
帰
す
る
か
た
ち
で
説
明
し
よ
う

と
す
る
が
︑
そ
の
説
明
は
﹁
自
分
で
も
説
得
力
が
な
い
と
感
じ
﹂
て
い
る
︒

し
か
し
︑
彼
女
の
﹁
よ
く
似
と
る
よ
う
ね
﹂
と
い
う
直
感
は
︑
わ
れ
わ
れ
読

者
に
対
し
て
は
︑
戦
意
発
揚
に
利
用
さ
れ
た
戦
争
詩
に
潜
在
す
る
︑
死
に
ゆ

く
者
を
悼
む
﹁
反
戦
﹂
的
な
抒
情
を
押
し
開
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒

吉
田
嘉
七
の
﹃
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹄
を
め
ぐ
る
こ
の
挿
話
は
︑
戦
争

と
言
語
表
現
と
の
関
係
を
捉
え
る
上
で
︑
い
く
つ
か
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
︒

言
い
換
え
れ
ば
こ
の
挿
話
は
︑
井
上
光
晴
に
よ
る
戦
争
文
学
論
と
し
て
の
射

程
を
有
し
て
い
る
︒
た
し
か
に
︑
吉
田
の
詩
集
を
戦
時
下
に
お
い
て
囲
っ
て

い
た
言
説
は
︑
大
木
の
序
詞
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
皇
国
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

満
ち
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
の
批
判
は
︑
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当
の
吉
田
の
詩
の
言
葉
に
内
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
引
き
出
す
こ
と
が

で
き
な
い
︒
そ
れ
は
吉
田
の
詩
の
言
葉
が
︑
公
定
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
は

還
元
さ
れ
な
い
体
験
に
根
差
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
視
角
か
ら

す
れ
ば
︑
戦
争
の
時
代
の
言
葉
を
戦
後
的
な
価
値
観
か
ら
ª
及
的
に
裁
断
す

る
発
想
は
拒
否
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
野
沢
英
一
の
誤
Á
を
通
し
て
示
さ
れ
る
よ

う
に
︑
表
現
の
意
味
を
表
現
す
る
主
体
へ
と
還
元
す
る
こ
と
も
同
断
で
あ
ろ

う
︒
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
︑
外
在
的
な
視
点
か
ら
言
葉
を
︑
あ
る
い
は
歴
史

を
裁
く
こ
と
で
し
か
な
い
︒
戦
争
の
歴
史
か
ら
最
も
力
あ
る
思
想
を
形
成
し

う
る
者
︑
最
も
す
ぐ
れ
た
詩
を
詠
い
う
る
者
は
︑
そ
の
戦
争
を
言﹅

葉﹅

と﹅

し﹅

て﹅

内
在
的
に
通
過
し
た
者
で
あ
る
│
│
そ
れ
が
井
上
光
晴
の
﹁
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル

戦
詩
集
﹂
が
提
起
す
る
根
本
命
題
な
の
で
あ
る
︒

一
九
六
〇
年
に
前
後
し
て
︑
竹
内
好
は
︑
鶴
見
俊
輔
・
丸
山
眞
男
ら
と
と

も
に
﹃
近
代
日
本
思
想
史
講
座
﹄︵
筑
摩
書
房
︑

・
�
～

・
�
︶
を
刊

59

61

行
し
︑
戦
時
期
日
本
が
戦
争
の
歴
史
を
思
想
形
成
の
契
機
と
し
え
な
か
っ
た

こ
と
の
所
以
を
問
う
て
い
た
︒
そ
の
問
題
意
識
の
結
実
で
あ
る
評
論
﹁
近
代

の
超
克
﹂︵
第
�
巻
︑

・

︶
に
お
い
て
︑
竹
内
は
中
野
重
治
の
﹃
斎
藤

59

11

茂
吉
ノ
オ
ト
﹄︵
筑
摩
書
房
︑

・
�
︶
を
﹁
抵
抗
の
書
﹂
と
評
価
し
︑
次

42

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

戦
争
を
く
ぐ
ら
な
け
れ
ば
︑
具
体
的
に
た
た
か
っ
て
い
る
民
衆
の
生
活

を
く
ぐ
ら
な
け
れ
ば
︑
い
か
な
る
方
向
で
あ
れ
民
衆
を
組
織
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
︒
つ
ま
り
思
想
形
成
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
が

最
低
限
の
思
想
の
必
要
条
件
で
あ
る
︒
戦
争
吟
を
︑
戦
争
吟
で
あ
る
た

め
に
否
定
す
る
の
は
︑
民
衆
の
生
活
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
戦
争

吟
を
認
め
︑
そ
の
戦
争
吟
が
過
去
の
戦
争
観
念
に
た
よ
っ
て
現
に
進
行

中
の
戦
争
の
本
質
︵
帝
国
主
義
戦
争
と
い
う
観
念
で
は
な
い
︶
を
見
る

こ
と
か
ら
逃
避
し
て
い
る
態
度
を
せ
め
︑
戦
争
吟
を
総
力
戦
に
ふ
さ
わ

し
い
戦
争
吟
た
ら
し
め
る
こ
と
に
手
を
貸
し
︑
そ
の
こ
と
を
通
し
て
戦

争
の
性
質
そ
の
も
の
を
変
え
て
い
こ
う
と
決
意
す
る
と
こ
ろ
に
抵
抗
の

契
機
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
︒

竹
内
の
所
論
は
︑﹁
民
衆
の
生
活
﹂
と
い
う
基
盤
を
も
た
な
い
と
こ
ろ
に

思
想
な
ど
あ
り
え
な
い
と
い
う
︑
吉
本
隆
明
﹁
転
向
論
﹂
も
共
有
す
る
知
識

人
批
判
＝
近
代
主
義
批
判
の
文
脈
を
踏
襲
し
︑
中
野
が
考
察
す
る
斎
藤
茂
吉

に
﹁
民
衆
の
生
活
﹂
に
根
差
し
た
戦
争
吟
の
理
念
型
を
見
出
し
て
い
る
︒
総

力
戦
と
化
し
た
未
聞
の
戦
争
の
本
質
を
直
視
す
る
﹁
決
意
﹂
を
I
ん
だ
そ
の

戦
争
吟
に
﹁
抵
抗
の
契
機
﹂
を
求
め
る
竹
内
の
所
論
に
対
し
て
︑
井
上
光
晴

は
︑﹁
現
実
に
戦
争
中
︑
そ
う
い
う
抵
抗
を
意
識
的
に
試
み
た
文
学
者
は
ひ

と
り
も
お
ら
ず
︑
む
し
ろ
﹁
戦
争
吟
を
総
力
戦
に
ふ
さ
わ
し
い
戦
争
吟
た
ら

し
め
る
こ
と
に
手
を
貸
し
﹂
た
の
は
︑
天
皇
と
戦
争
そ
の
も
の
を
純
粋
に

﹁
思
想
化
﹂
し
よ
う
と
し
た
︑
私
た
ち
の
世
代
で
は
な
か
っ
た
か
﹂
と
反
論

し
た
︒つ

ま
り
︑
戦
争
中
の
転
向
世
代
に
と
っ
て
は
︑
如
何
な
る
方
法
と
手
段

を
も
っ
て
も
﹁
戦
争
吟
﹂
は
﹁
抵
抗
の
契
機
﹂
と
な
り
え
ず
︑
逆
に
戦

争
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
︑
転
向
を
知
ら
ざ
る
世
代
に
と
っ
て
﹁
意

識
し
な
い
抵
抗
の
契
機
﹂
を
生
み
だ
す
こ
と
が
で
き
︑
そ
し
て
そ
れ
は

混
沌
と
し
た
部
分
の
中
で
︑
体
中
深
く
潜
ん
だ
の
で
あ
る
(

)
︒

15

井
上
は
︑
竹
内
好
の
右
の
議
論
と
︑
そ
れ
に
対
し
て
提
起
し
た
異
論
と
を

自
身
の
作
品
集
の
解
説
に
引
用
し
た
上
で
︑﹁
﹃
近
代
の
超
克
﹄
に
は
﹃
ガ
ダ

ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹄
の
モ
チ
ー
フ
に
関
連
し
た
部
分
が
あ
﹂
る
と
示
唆
し
て

い
る
(

)
︒
本
作
は
こ
う
し
て
︑
作
者
井
上
自
身
に
よ
る
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ

16
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て
︑
六
〇
年
前
後
に
お
け
る
﹁
戦
争
﹂
を
め
ぐ
る
言
説
の
磁
場
に
投
げ
込
ま

れ
た
の
で
あ
る
︒

井
上
は
︑
戦
後
的
な
価
値
観
を
も
と
に
ª
及
的
に
﹁
戦
争
吟
を
戦
争
吟
で

あ
る
が
た
め
に
否
定
す
る
﹂
と
い
う
発
想
を
斥
け
る
竹
内
の
所
論
を
原
理
的

に
は
受
け
入
れ
た
上
で
︑
そ
れ
を
世
代
論
的
な
視
角
か
ら
組
み
直
し
て
い
る
︒

井
上
に
言
わ
せ
れ
ば
︑
竹
内
が
言
う
意
味
で
の
﹁
戦
争
吟
﹂
を
な
し
う
る
世

代
︑
つ
ま
り
戦
争
を
内
在
的
な
思
想
形
成
の
契
機
と
し
う
る
世
代
は
︑
そ
の

時
代
精
神
を
自
己
形
成
の
絶
対
的
な
条
件
と
し
た
戦
中
派
世
代
の
み
で
あ
る
︒

し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
︑
彼
ら
の
世
代
は
︑
戦
時
中
に
は
こ
う
し
た
意
味
で

の
﹁
戦
争
吟
﹂
を
具
現
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
表
現
者
と
し
て
書﹅

く﹅

こ
と
に
目
覚
め
る
に
は
│
│
同
世
代
の
作
家
で
は
三
島
由
紀
夫
ら
を
わ
ず

か
な
例
外
と
し
て
│
│
敗
戦
時
に
二
十
歳
そ
こ
そ
こ
だ
っ
た
彼
ら
は
未
だ
若

す
ぎ
た
か
ら
で
あ
る
︒﹁
そ
し
て
そ
れ
は
混
沌
と
し
た
部
分
の
中
で
︑
体
中

深
く
潜
ん
だ
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
井
上
の
所
論
は
︑
戦
時
の
読
む
と
い
う
体

験
に
よ
っ
て
彼
ら
の
世
代
の
内
部
に
蓄
積
さ
れ
た
言
葉
が
︑
い
わ
ば
戦
争
吟

の
種
子
と
な
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒
そ
の
種
子
は
︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を

出
発
点
と
し
た
鮎
川
信
夫
ら
﹁
荒
地
﹂
派
を
中
心
と
す
る
戦
後
詩
の
実
践
を

経
て
︑
昭
和
三
十
年
代
を
待
っ
て
よ
う
や
く
芽
吹
く
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
ひ

と
つ
の
現
わ
れ
が
︑
三
十
代
作
家
の
作
品
﹁
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹂
に
ほ

か
な
ら
な
い
│
│
井
上
は
そ
う
主
張
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
︒

私
は
本
稿
の
序
論
部
に
お
い
て
︑
井
上
光
晴
の
い
わ
ゆ
る
﹁
原
体
験
﹂
と

は
何
か
と
問
う
た
︒
作
家
の
生
前
︑
論
者
の
多
く
は
彼
の
自
作
年
譜
に
見
ら

れ
る
二
つ
の
劇
的
な
出
来
事
に
注
目
し
︑
こ
れ
を
作
品
の
基
層
を
な
す
﹁
原

体
験
﹂
と
見
做
し
て
き
た
︒
ひ
と
つ
は
幼
年
時
代
︑
旅
順
と
い
う
外
地
で
父

母
と
生
き
別
れ
に
な
っ
た
と
い
う
体
験
で
あ
る
︒
い
ま
ひ
と
つ
は
︑
長
崎
の

崎
戸
に
お
い
て
︑
強
制
徴
用
さ
れ
た
朝
鮮
人
労
働
者
ら
と
と
も
に
十
五
歳
の

若
さ
で
炭
鉱
夫
生
活
を
送
っ
た
と
い
う
体
験
で
あ
る
︒
戦
時
中
の
こ
れ
ら
の

﹁
体
験
﹂
は
井
上
の
創
作
に
強
く
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
︑
作
品
の
リ
ア
リ

テ
ィ
を
背
後
か
ら
支
え
る
要
素
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
(

)
︒
し
か
し
晩
年
︑

17

原
一
男
監
督
に
よ
る
映
画
﹁
全
身
小
説
家
﹂
︵
疾
走
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
︑

・
�
︶
の
撮
影
を
機
に
︑
自
作
年
譜
に
記
述
さ
れ
た
こ
の
二
項
目
が
い
ず

94れ
も
虚
偽
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
(

)
︒
し
た
が
っ
て
︑
作
品
に
そ
れ

18

ら
の
﹁
体
験
﹂
の
投
影
を
見
出
す
の
は
い
ま
や
無
意
味
で
あ
ろ
う
︒

平
野
謙
は
︑﹁
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹂
発
表
直
後
の
時
評
に
お
い
て

﹁
そ
の
真
中
に
す
わ
っ
て
動
か
ぬ
の
は
戦
争
を
め
ぐ
る
作
者
の
原
体
験
と
い

う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
︑
﹁
何
を
原
体
験
な
ど
と
い
う
か
︒
た
と

え
ば
橋
川
文
三
と
保
田
与
重
郎
と
の
出
合
い
み
た
い
な
も
の
で
あ
り
︑
佐
々

木
基
一
と
﹃
文
芸
復
興
期
﹄
の
出
会
い
み
た
い
な
も
の
で
あ
る
﹂
と
指
摘
し

て
い
る
(

)
︒
こ
の
指
摘
は
︑
ほ
と
ん
ど
直
覚
的
に
井
上
の
原
体
験
の
内
質
を
言

19

い
当
て
て
い
る
︒
井
上
の
場
合
︑
保
田
與
重
郎
を
読
ん
だ
橋
川
文
三
の
場
合

と
同
じ
く
︑
そ
の
原
体
験
と
は
端
的
に
言
っ
て
︑
言
葉
を
読﹅

む﹅

と
い
う
文
学

的
経
験
そ
れ
自
体
の
謂
い
で
あ
る
︒
井
上
に
お
い
て
戦
争
体
験
を
主
題
と
す

る
作
品
群
の
序
章
と
し
て
著
さ
れ
た
﹁
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹂
が
︑
そ
の

こ
と
を
証
明
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒

作
品
の
末
尾
︑﹃
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹄
を
手
渡
さ
れ
た
久
保
宏
は
︑

﹁
そ
ん
な
ら
こ
の
詩
集
︑
持
っ
と
い
て
く
れ
︑
皆
に
や
る
よ
︑
読
書
会
で

時
々
読
ん
で
俺
の
こ
と
思
い
だ
し
て
く
れ
﹂
と
︑
こ
の
詩
集
を
倉
地
杉
夫
に

差
し
出
す
︒
こ
の
と
き
詩
集
の
言
葉
は
︑
出
征
す
る
久
保
宏
自
身
の
遺
言
と

な
り
︑
彼
自
身
の
戦
争
吟
と
し
て
の
意
味
を
担
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
作

品
は
こ
う
し
て
︑
読
む
こ
と
に
媒
介
さ
れ
た
死
の
共
同
性
を
提
示
し
て
幕
を
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下
ろ
す
︒
し
か
し
詩
集
を
遺
言
と
し
て
託
さ
れ
た
青
年
た
ち
の
直
後
に
待
っ

て
い
る
の
は
︑
よ
り
徹
底
的
な
破
局
の
時
で
あ
る
︒
や
が
て
来
る
べ
き
一
九

四
五
年
八
月
九
日
︑
彼
ら
の
暮
ら
す
長
崎
に
は
原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
︒

本
作
で
は
未
だ
そ
こ
に
到
ら
な
い
原
爆
投
下
に
よ
る
破
局
の
時
は
︑﹃
虚

構
の
ク
レ
ー
ン
﹄
か
ら
﹁
地
の
群
れ
﹂︵﹃
文
芸
﹄

・
�
︶
へ
と
い
た
る
作

63

品
群
に
お
い
て
召
喚
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
久
保
宏
の
造

型
を
通
し
て
そ
の
端
緒
が
ひ
ら
か
れ
た
︑
天
皇
帰
一
＝
一
君
万
民
と
い
う
皇

国
の
理
念
に
反
す
る
差
別
の
問
題
も
︑
次
作
以
降
に
お
い
て
よ
り
正
面
か
ら

扱
わ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
主
題
の
展
開
の
な
か
で
︑
本
作
が
提
起
し
た
原
体

験
︑
す
な
わ
ち
読
書
と
い
う
経
験
は
次
第
に
後
景
へ
と
退
き
︑
多
く
の
評
者

の
誤
解
を
誘
っ
た
自
作
年
譜
上
の
虚
偽
の
﹁
体
験
﹂
に
ま
つ
わ
る
要
素
が
作

品
の
前
景
に
せ
り
出
し
て
く
る
︒﹁
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹂
は
︑
井
上
光

晴
︑
ひ
い
て
は
戦
中
派
世
代
の
多
く
の
文
学
者
が
︑
戦
争
と
い
う
原
体
験
を

読
書
体
験
と
し
て
通
過
し
た
こ
と
を
︑
小
説
と
し
て
は
破
格
の
引
用
に
よ
っ

て
示
す
︑
希
少
な
試
み
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
言
葉
に
は
︑
戦
時

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
包
囲
を
超
え
︑
そ
れ
を
書
く
者
の
体
験
に
も
ま
し
て
︑

そ
れ
を
読
む
こ
と
で
自
己
を
支
え
た
青
年
読
者
た
ち
固
有
の
世
代
的
体
験
が

刻
み
込
ま
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
同
時
に
︑
そ
れ
ら
の
引
用
さ
れ
た
言
葉
は
︑

そ
れ
を
読
ん
だ
青
年
た
ち
共
感
を
呼
び
込
み
な
が
ら
︑
彼
ら
の
独
占
に
は
収

ま
ら
な
い
よ
う
な
普
遍
的
な
次
元
︑
す
な
わ
ち
歴
史
に
向
か
っ
て
開
か
れ
て

い
る
︒

注
︵
�
︶

奥
野
健
男
﹁
堀
田
善
衛
著
﹃
河
﹄︑
井
上
光
晴
著
﹃
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩

集
﹄﹂
︵﹃
図
書
新
聞
﹄

・
�
・

︶︑
引
用
は
﹃
奥
野
健
男
作
家
論
集
�
﹄

59

15

︵
泰
流
社
︑

・
�
︶
︑
三
二
三
-五
頁
に
よ
る
︒

78

︵
�
︶

引
用
は
吉
本
隆
明
﹃
高
村
光
太
郎
﹄︵
講
談
社
文
芸
文
庫
︑

・
�
︶
︑
一

91

七
〇
-一
七
三
頁
に
よ
る
︒

︵
�
︶

丸
川
哲
史
﹃
冷
戦
文
化
論
﹄︵
双
風
舎
︑

・
�
︶︑
一
四
二
頁
︒

05

︵
�
︶

武
井
昭
夫
﹁
﹁
戦
争
﹂
止
揚
の
文
学
的
実
験
│
│
井
上
光
晴
﹃
虚
構
の
ク

レ
ー
ン
﹄
・﹃
死
者
の
時
﹄
が
示
す
も
の
﹂︵
﹃
日
本
読
書
新
聞
﹄

・

・

︶︑

60

10

24

引
用
は
﹃
武
井
昭
夫
批
評
集
�

創
造
の
党
派
性
﹄︵
未
来
社
︑

・

︶
︑

75

12

三
一
頁
に
よ
る
︒
こ
の
評
論
は
︑﹃
井
上
光
晴
作
品
集

第
三
巻
﹄
︵
勁
草
書

房
︑

・
�
︶
巻
末
の
自
作
解
説
に
一
部
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

65

︵
�
︶

吉
本
隆
明
﹁
井
上
光
晴
﹃
虚
構
の
ク
レ
ー
ン
﹄︵﹃
図
書
新
聞
﹄

・
�
・

60

︶︑
引
用
は
﹃
吉
本
隆
明
全
著
作
集

第
五
巻
﹄︵
勁
草
書
房
︑

・
�
︶︑

30

70

五
九
二
-
三
頁
に
よ
る
︒

︵
�
︶

吉
田
豊
彦
﹁
序
文
﹂︵
山
中
峯
太
郎
﹃
鉄
か
肉
か
﹄
誠
文
堂
新
光
社
︑

・
40

�
︶
︑
ル
ビ
は
原
文
に
よ
る
︒

︵
�
︶

磯
田
光
一
﹁
井
上
光
晴
論
│
│
苦
痛
の
聖
性
に
つ
い
て
﹂︵﹃
群
像
﹄

・
68

�
︶︑
引
用
は
﹃
文
学
・
こ
の
仮
面
的
な
も
の
﹄
︵
勁
草
書
房
︑

・
�
︶
︑
一

69

七
七
頁
に
よ
る
︒

︵
�
︶

丸
山
眞
男
は
︑﹁
小
工
場
主
︑
町
工
場
の
親
方
︑
土
建
請
負
業
者
︑
小
売
商

店
の
店
主
︑
大
工
棟
梁
︑
小
地
主
︑
乃
至
自
作
農
上
層
︑
学
校
教
員
︑
殊
に

小
学
校
・
青
年
学
校
の
教
員
︑
村
役
場
の
吏
員
・
役
員
︑
そ
の
他
一
般
の
下

級
官
吏
︑
僧
侶
︑
神
官
︑
と
い
う
よ
う
な
社
会
層
﹂
を
﹁
亜
イ
ン
テ
リ
﹂
と

呼
び
︑
彼
ら
が
﹁
わ
が
国
の
場
合
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
社
会
的
地
盤
と
な
っ
て
い

る
﹂
と
し
た
上
で
︑
﹁
都
市
に
お
け
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
階
級
︑
い
わ
ゆ
る
文
化

人
乃
至
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
︑
そ
の
他
自
由
知
識
職
業
者
︵
教
授
と
か
弁
護
士

と
か
︶
及
び
学
生
層
﹂
と
い
っ
た
︵
真
正
︶
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
は
﹁
む
し

ろ
気
分
的
に
は
全
体
と
し
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
に
対
し
て
嫌
悪
の
感
情
を
も
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ち
︑
消
極
的
抵
抗
さ
え
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵﹁
日

本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
思
想
と
行
動
﹂﹃
東
洋
文
化
講
座
﹄
第
�
巻
︑
白
日
書
院
︑

・
�
︶
︒

48

︵
�
︶

望
月
茂
﹃
佐
久
良
東
雄
﹄︵
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
︑

・

︶︑
高
橋
梵

42

11

仙
﹃
佐
久
良
東
雄
﹄︵
新
興
亜
社
︑

・

︶︑
住
井
す
ゑ
子
﹃
尊
皇
歌
人

42

12

佐
久
良
東
雄
﹄
︵
精
華
房
︑

・
�
︶︒

43

︵

︶

住
井
す
ゑ
子
﹃
尊
皇
歌
人

佐
久
良
東
雄
﹄︵
精
華
房
︑

・
�
︶︑
四
四

10

43

三
頁
︒

︵

︶

本
多
秋
五
﹁
井
上
光
晴
の
苦
境
│
│
﹃
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹄﹂︵﹃
新
日

11

本
文
学
﹄

・
�
︶

59

︵

︶

鶴
見
俊
輔
﹁
転
向
研
究
の
方
法
﹂︵
武
田
清
子
編
﹃
思
想
史
の
方
法
と
対

12

象
﹄
創
文
社
︑

・

︑
七
五
-
九
四
頁
︶︒
こ
の
評
論
は
︑﹃
井
上
光
晴
作
品

61

11

集

第
二
巻
﹄
︵
勁
草
書
房
︑

・
�
︶
巻
末
の
自
作
解
説
に
一
部
引
用
さ
れ

65

て
い
る
︒

︵

︶

鶴
見
俊
輔
﹃
北
米
体
験
再
考
﹄︵
岩
波
新
書
︑

・
�
︶︑
一
六
七
頁
︒
鶴

13

71

見
は
こ
の
命
題
を
﹁
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
中
心
と
な
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ

ク
・
マ
キ
シ
ム
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒

︵

︶

瀬
尾
育
生
﹃
戦
争
詩
論

1
9
1
0
-
1
9
4
5﹄︵
思
潮
社
︑

・
�
︶︑
九
-
一
四

14

06

三
頁
︒

︵

︶

井
上
光
晴
﹁
三
十
代
作
家
の
﹁
近
代
化
﹂
の
内
面
﹂︵﹃
思
想
﹄

・

︶︑

15

63

11

引
用
は
﹃
幻
影
な
き
虚
構
﹄︵
勁
草
書
房
︑

・
�
︶︑
二
一
-
二
二
頁
に
よ
る
︒

66

竹
内
好
は
こ
の
井
上
の
論
文
に
つ
い
て
︑﹁
批
判
の
鉾
先
が
鈍
い
︒
私
が
中
野

重
治
を
弁
護
し
た
よ
う
に
受
け
と
っ
て
い
る
が
︑
私
の
真
意
は
そ
う
じ
ゃ
な

い
﹂
と
述
べ
︑
﹁
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
の
程
度
で
は
受
け
て
立
つ
わ
け
に
い
か

な
い
﹂
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
︵﹁
日
記
抄
﹂﹃
み
す
ず
﹄

・
�
︑
引
用
は

64

﹃
竹
内
好
全
集

第
一
六
巻
﹄
筑
摩
書
房
︑

・

︑
四
六
六
頁
に
よ
る
︶︒

81

11

︵

︶

井
上
光
晴
﹁
解
説
﹂︵﹃
井
上
光
晴
作
品
集

第
二
巻
﹄
勁
草
書
房
︑

・

16

65

�
︶
︑
三
四
三
-五
八
頁

︵

︶

こ
れ
ら
二
つ
の
年
譜
上
の
出
来
事
に
注
目
す
る
井
上
論
は
︑
枚
挙
に
い
と

17

ま
な
い
︒
た
と
え
ば
白
川
正
芳
は
︑﹁
私
は
年
譜
を
み
な
が
ら
生
い
立
ち
や
環

境
︑
成
長
の
過
程
︑
作
家
・
批
評
家
と
な
る
経
緯
な
ど
を
空
想
す
る
の
が
好

き
で
二
︑
三
の
人
の
年
譜
を
作
成
し
た
り
し
た
が
︑
井
上
光
晴
の
場
合
は

│
│
こ
れ
は
敬
意
を
こ
め
て
い
う
の
だ
が
│
│
何
度
読
み
か
え
し
て
も
あ
き

る
こ
と
が
な
い
︒
こ
と
に
作
家
と
な
る
ま
で
の
年
譜
は
見
事
な
軌
跡
と
い
う

他
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵﹁
井
上
光
晴
論
﹂﹃
現
代
の
文
学

井
上
光
晴
﹄

24

講
談
社
︑

・

︶︒

72

10

︵

︶

井
上
没
後
に
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
に
も
と
づ
く
年
譜
は
︑
井
上
光
晴

18
﹃
十
八
歳
の
詩
集
﹄︵
集
英
社
︑

・
�
︶
に
収
録
さ
れ
た
︑
川
西
政
明
編

98

﹁
井
上
光
晴
年
譜
﹂
を
参
照
︒
同
書
に
は
井
上
に
よ
る
自
作
年
譜
も
収
録
さ
れ

て
お
り
︑
比
較
対
照
が
可
能
で
あ
る
︒

︵

︶

平
野
謙
﹁
文
芸
時
評
﹂︵﹃
毎
日
新
聞
﹄

・
�
・

︶︒
こ
の
評
論
も
ま
た
︑

19

58

25

﹃
井
上
光
晴
作
品
集

第
二
巻
﹄︵
勁
草
書
房
︑

・
�
︶
巻
末
の
自
作
解
説

65

に
一
部
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

＊
本
稿
は
︑
韓
国
日
本
研
究
団
体
第
二
回
国
際
学
術
大
会
に
お
け
る
研
究
発
表

﹁
虚
構
と
し
て
の
戦
争
体
験
│
│
�
�
�
P
年
前
後
に
お
け
る
井
上
光
晴
の
中
�
小

説
﹂︵
於
嘉
泉
大
学
校
︑
二
〇
一
三
年
八
月
︶
を
も
と
に
し
て
い
る
︒
コ
メ
ン
ト
を

い
た
だ
い
た
方
々
に
感
謝
し
た
い
︒﹁
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
詩
集
﹂
本
文
か
ら
の
引
用

は
︑
い
ず
れ
も
﹃
井
上
光
晴
作
品
集

第
二
巻
﹄
︵
前
掲
︶
に
拠
っ
た
︒

︵
か
じ
お

ふ
み
た
け
／
神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
准
教
授
︶
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