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一
、
問
題
の
所
在

本
稿
は
、
一
九
八
四
年
八
月
に
別
冊
『
潮
』
小
説
特
集
三
号
で
刊
行
さ

れ
、
の
ち
に
島
尾
に
よ
る
小
説
集
『
震
洋
発
進
』（
一
九
八
七
年
七
月
、
新
潮

社
）
の
単
行
本
に
所
収
さ
れ
た
小
説
「
震
洋
隊
幻
想
」
に
お
け
る
戦
争
犯

罪
の
叙
述
戦
略
と
、
そ
こ
に
内
在
す
る
〈
歴
史
＝
ヒ
ス
ト
リ
ー
〉
と
〈
物

語
＝
ス
ト
ー
リ
ー
〉
と
の
往
還
作
用
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
連
作
同
系
列
の
前
二
作
と
の
関
連
性
を
模
索
し
、
三
作
の
語
り

方
に
共
通
す
る
回
顧
的
な
視
点
と
、
語
り
手
の
主
観
的
な
介
入
を
点
検
す

る
。
ま
た
、
私
小
説
リ
ア
リ
ズ
ム
の
相
貌
を
帯
び
た
う
え
で
、
伝
聞
の
入

れ
子
構
造
を
内
包
す
る
表
現
機
制
を
考
察
し
、
周
縁
的
な
情
報
に
よ
っ
て

編
成
さ
れ
る
戦
争
犯
罪
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
分
析
す
る
。
そ
の
う
え
で
、

地
の
文
に
挿
入
さ
れ
た
事
件
の
語
り
の
、
単
な
る
客
観
記
録
で
は
な
く
、

〈
歴
史
＝
ヒ
ス
ト
リ
ー
〉
と
〈
物
語
＝
ス
ト
ー
リ
ー
〉
の
あ
い
だ
で
た
ゆ

た
う
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
特
徴
を
読
み
解
き
、
聞
き
手
に
語
り
か
け
る

島
尾
敏
雄｢

震
洋
隊
幻
想
」
に
お

け
る
戦
争
犯
罪
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

―
〈
歴
史
＝
ヒ
ス
ト
リ
ー
〉
と

〈
物
語
＝
ス
ト
ー
リ
ー
〉
の
往
還

―林

欣

彤

R
IN

K
i

n
t

o
u

報
告
的
な
姿
勢
を
問
い
直
す
。
最
後
に
、
戦
争
犯
罪
の
史
実
を
物
語
化
す

る
試
み
が
〈
加
害
／
被
害
〉
の
地
平
を
上
回
る
側
面
を
強
調
し
、
特
攻
モ

チ
ー
フ
に
内
包
さ
れ
る
戦
争
責
任
の
問
題
に
対
す
る
持
続
的
な
追
究
の
必

要
性
を
明
ら
か
に
す
る
。

本
作
で
主
要
な
材
源
と
な
っ
た
石
垣
島
事
件
（
以
下
、
事
件
と
呼
称
す
る
）

は
、
一
九
四
五
年
四
月
一
五
日
に
沖
縄
の
石
垣
島
に
駐
屯
し
た
海
軍
警
備

隊
が
、
石
垣
島
上
空
の
ア
メ
リ
カ
海
軍
艦
載
機
「
グ
ラ
マ
ン
・
ア
ベ
ン
ジ

ャ
ー
」
の
一
機
を
撃
墜
し
、
ア
メ
リ
カ
兵
の
捕
虜
三
名
を
虐
殺
し
た
事
件

で
あ
る
。
事
件
発
生
時
間
は
四
月
一
三
日
の
二
回
目
の
東
京
大
空
襲
が
発

生
し
た
直
後
で
あ
り
、
敗
戦
の
予
想
が
国
民
の
あ
い
だ
で
濃
厚
と
な
り
、

特
攻
隊
員
ら
が
特
攻
死
を
覚
悟
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な
経
緯

は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
一
五
日
の
夜
に
井
上
乙
彦
司
令
官
の
命
令
に
よ

り
処
刑
が
開
始
さ
れ
た
。
震
洋
特
攻
隊
員
で
あ
っ
た
幕
田
稔
大
尉
は
パ
イ

ロ
ッ
ト
の
Ｖ
・
Ｌ
・
デ
ボ
中
尉
を
、
ま
た
田
口
泰
正
少
尉
は
砲
手
の
Ｒ
・

ダ
グ
ル
兵
曹
を
そ
れ
ぞ
れ
斬
首
し
た
。
最
後
の
一
人
で
あ
っ
た
通
信
士
の

Ｗ
・
Ｈ
・
ロ
イ
ド
兵
曹
は
榎
本
宗
応
中
尉
に
柱
に
縛
り
付
け
ら
れ
、
複
数

の
兵
員
た
ち
に
殴
打
さ
れ
刺
殺
さ
れ
た

。
終
戦
後
、
捕
虜
の
遺
体
を
含

(1)

め
た
す
べ
て
の
証
拠
が
処
理
さ
れ
、箝
口
令
が
敷
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
事
件
は
一
時
的
に
隠
蔽
さ
れ
た
が
、
一
九
四
七
年
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
宛
て
の

投
書
に
よ
っ
て
発
覚
さ
れ
て
周
知
の
も
の
と
な
っ
た
。

島
尾
は
「
震
洋
隊
幻
想
」
発
表
後
の
翌
年
八
月
に
別
冊
『
潮
』
文
芸
特

集
四
号
に
お
い
て
、
自
ら
が
こ
の
物
語
を
構
想
す
る
と
き
の
創
作
姿
勢
を

「
「
石
垣
島
事
件
」
補
遺
」
と
い
う
一
文
で
披
瀝
し
た
。
こ
の
作
品
の
生

成
の
段
階
で
、
島
尾
が
こ
の
事
件
の
周
辺
を
精
査
す
る
際
に
大
い
に
参
考
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し
た
の
は
二
十
三
震
の
先
任
将
校
で
、
彼
と
同
じ
海
軍
第
三
期
兵
科
予
備

学
生
中
第
一
期
魚
雷
艇
学
生
と
し
て
訓
練
を
受
け
た
同
期
生
の
一
人
で
あ

っ
た
Ｆ
元
中
尉
の
証
言
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
下
敷
き
に
、
島
尾
は
、
ほ
か

に
二
十
三
震
に
接
触
し
た
基
地
近
辺
の
二
、
三
の
島
の
島
民
と
、
石
垣
島

で
現
地
満
期
除
隊
し
た
と
い
う
何
人
か
の
旧
陸
軍
兵
か
ら
の
現
地
見
聞
も

聴
取
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
仲
程
昌
徳
氏
か
ら
コ
ピ
ー
し
た
文
献
資
料
、

作
田
啓
一
氏
の
「
わ
れ
ら
の
内
な
る
戦
争
犯
罪
者
」
と
当
事
者
で
あ
る
小

浜
正
昌
氏
の
手
記
「
石
垣
島
事
件
の
戦
犯
と
し
て
」（
「
沖
縄
県
史
」
戦
争
体

験
談
二
集
所
収
）
も
参
照
し
た
。
そ
れ
ら
と
Ｆ
の
証
言
な
ど
を
総
合
的
に
比

較
し
た
う
え
で
、
島
尾
は
二
つ
の
相
違
点

を
発
見
し
た
。
だ
が
、
島
尾

(2)

が
同
文
で
「
も
っ
と
も
「
震
洋
隊
幻
想
」
の
中
で
私
が
試
み
た
の
は
、
事

件
の
伝
承
の
側
面
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
証
的
な
追
跡
の
記
録
を
志
向
し
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
事
件
を
素
材
に
し
た
「
震
洋

隊
幻
想
」
の
叙
述
原
点
は
事
実
へ
の
還
元
を
追
求
す
る
「
記
録
」
で
は
な

く
、
後
世
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
べ
く
事
件
を
一
つ
の
啓
示
あ
る
い
は
視
座
と

す
る
「
伝
承
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

同
時
代
評
の
な
か
で
、
川
西
政
明
は
本
作
を
「
震
洋
隊
物
の
連
作
の
一

つ
だ
が
、
こ
れ
自
体
で
一
つ
の
宇
宙
と
な
り
え
た
見
事
な
短
篇
」
だ
と
評

価
し
、
戦
争
の
追
体
験
を
超
え
つ
つ
、
「
歴
史
の
闇
」
を
照
射
す
る
「
光

の
場
」

と
し
て
の
価
値
性
と
意
義
性
を
指
摘
し
た
。
種
村
季
弘
は
、
島

(3)

尾
の
遺
著
と
な
っ
た
『
震
洋
発
進
』
連
作
集
を
「
前
作
『
魚
雷
艇
学
生
』

の
後
編
」
だ
と
位
置
づ
け
、
本
来
四
篇
で
完
結
さ
せ
る
予
定
で
あ
っ
た
も

の
の
、
コ
レ
ヒ
ド
ー
ル
島
の
第
十
二
震
洋
隊
を
テ
ー
マ
に
し
た
第
四
篇
が

完
成
で
き
な
か
っ
た
た
め
、「
完
成
を
先
取
り
し
た
」

未
完
的
で
あ
っ
た

(4)

と
説
明
し
た
。
ま
た
、
「
戦
争
の
悲
惨
の
極
限
に
ふ
れ
な
が
ら
、
偶
然
の

助
け
に
よ
っ
て
生
き
延
び
て
し
ま
っ
た
後
ろ
め
た
さ
、
負
い
目
の
感
情
」

(5)

が
本
作
に
瀰
漫
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
見
ら
れ
た
。
中
野
孝
次
は
「
震

洋
隊
幻
想
」
の
記
録
性
を
否
認
し
、
震
洋
隊
遺
跡
を
再
訪
す
る
行
為
が
島

尾
と
隊
員
た
ち
の
「
生
の
あ
り
よ
う
を
確
認
す
る
こ
と
」

に
対
等
す
る

(6)

と
提
示
し
た
。

以
上
の
先
行
研
究
か
ら
、
本
作
が
作
者
の
島
尾
に
よ
る
個
人
的
体
験
の

「
再
生
」
や
「
記
録
」
を
超
越
し
た
所
産
で
あ
る
こ
と
が
窺
知
で
き
る
。

と
り
わ
け
、
顕
著
な
特
徴
と
し
て
、
語
り
手
の
戦
争
回
想
の
な
か
で
、
事

件
は
Ｆ
に
よ
る
伝
聞
と
し
て
挿
入
さ
れ
、
具
体
的
な
経
緯
を
繰
り
広
げ
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
過
程
に
お
け
る
語
り
手
＝｢

私｣

は
、
歴
史
の
回

顧
者
と
事
件
現
場
の
傍
観
者
と
い
う
二
つ
の
役
割
を
同
時
に
果
た
し
、
全

知
の
視
点
を
持
ち
な
が
ら
事
件
と
の
距
離
を
取
り
つ
つ
伝
達
す
る
う
ち

に
、
事
件
の
当
事
者
ら
に
接
近
し
た
り
す
る
。
い
か
に
も
〈
史
実
＝
ヒ
ス

ト
リ
ー
〉
ど
お
り
に
叙
述
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
は
、
語
り
手
の
介
入
に
よ
っ

て
再
構
築
さ
れ
る
こ
と
で
、
仮
想
性
を
付
与
さ
れ
て
〈
物
語
＝
ス
ト
ー
リ

ー
〉
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
タ
イ
ト
ル
を
と
お
し
て｢

幻
想｣

を

期
待
し
た
読
者
の
先
入
観
を
裏
切
り
、
事
実
的
な
根
拠
を
そ
っ
ち
の
け
に

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
純
粋
な
史
実
と
し
て
記
録
さ
れ

る
史
料
と
い
う
よ
り
、「
震
洋
隊
幻
想
」
の
テ
ク
ス
ト
は
、〈
歴
史
＝
ヒ
ス

ト
リ
ー
〉
が
〈
物
語
＝
ス
ト
ー
リ
ー
〉
の
中
か
ら
生
成
し
て
い
き
、
小
説

家
の
島
尾
（
＝
小
説
の
語
り
手
）
の
視
点
に
よ
っ
て
再
編
成
さ
れ
る
筋
道
を

示
し
て
い
る
。
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二
、「
震
洋
の
横
穴
」
か
ら
「
震
洋
隊
幻
想
」
へ

「
震
洋
隊
幻
想
」
の
叙
述
機
制
と
同
系
列
一
番
目
の
作
品
「
震
洋
の
横

穴
」
お
よ
び
二
番
目
の
作
品
「
震
洋
発
進
」
と
の
関
連
性
に
触
れ
て
み
る
。

物
語
内
容
と
物
語
言
説
の
両
方
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
三
作
は
と
も
に
震
洋

特
攻
隊
を
叙
述
対
象
に
、
実
際
に
起
き
た
戦
争
中
の
出
来
事
を
素
材
に
、

回
顧
的
な
視
点
で
事
件
空
間
を
構
築
し
、
〈
過
去
〉〈
現
在
〉
〈
未
来
〉
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
編
み
直
し
て
い
く
。
読
み
手
を
歴
史
的
事
件
の
発
生
現

場
に
連
れ
込
み
、
史
実
を
単
に
再
現
す
る
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
語
り
手

の
主
観
と
飛
び
交
い
な
が
ら
叙
述
を
立
体
化
さ
せ
る
と
い
う
、
混
線
的
な

図
式
が
見
て
取
れ
る
。

同
系
列
一
番
目
の
作
品
「
震
洋
の
横
穴
」
は
、
一
九
八
〇
年
七
月
五
日

頃
に
、
震
洋
隊
基
地
跡
の
高
知
県
の
海
岸
を
巡
り
歩
い
た
と
き
に
、
震
洋

艇
を
秘
匿
し
た
横
穴
の
発
見
を
端
緒
に
、
一
二
八
震
洋
基
地
の
爆
発
事
故

を
追
及
し
、「
時
の
流
れ
が
ふ
と
と
ど
め
ら
れ
る
如
き
あ
や
し
げ
な
体
験
」(7)

を
取
り
戻
す
体
験
を
記
述
し
て
い
る
。
基
地
の
傷
痕
を
目
撃
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
遺
跡
」
と
「
死
者
」
が
示
唆
し
た
〈
過
去
〉
は
〈
現
在
〉
の

時
点
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
蘇
生
さ
れ
る
。
〈
現
在
〉
の
時
点
で
発
見
さ

れ
た
「
横
穴
」
を
と
お
し
て
、
「
こ
れ
か
ら
の
先
」
と
い
う
「
未
来
」
を

推
定
で
き
る
一
方
で
、
逆
に
「
過
去
」
へ
の
逆
行
を
と
お
し
て
「
未
来
」

を
再
発
見
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
浮
き
上
が
っ
た
時

間
意
識
の
交
錯
は
、
単
に
「
過
去
」
を
掘
り
返
す
よ
り
も
、
「
過
去
」
を

一
つ
の
課
題
に
し
て
現
在
の
視
座
に
お
い
て
再
検
討
し
、「
未
来
」
の
方

向
性
と
結
び
直
す
鎮
魂
の
回
路
を
示
し
て
い
る
。

同
系
列
二
番
目
の
作
品
「
震
洋
発
進
」
も
ほ
ぼ
同
じ
叙
述
の
姿
勢
を
取

り
、沖
縄
の
弧
状
列
島
上
で
震
洋
隊
基
地
跡
で
横
穴
を
確
認
し
た
う
え
で
、

一
九
四
四
年
後
半
の
頃
よ
り
沖
縄
本
島
金
武
湾
岸
に
進
出
し
た
第
二
十
二

震
洋
隊
の
結
成
、
戦
闘
、
解
隊
の
顛
末
を
、〈
現
在
〉
か
ら
遡
行
す
る
こ

と
を
物
語
内
容
と
し
て
い
る
。
「
土
地
の
非
戦
闘
員
を
巻
き
こ
ん
で
多
く

の
死
者
を
生
み
、
自
然
の
環
境
を
崩
壊
し
て
生
活
を
殆
ん
ど
無
に
帰
せ
し

め
た
あ
の
沖
縄
戦
の
悲
惨
な
経
験
」
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
語
る
主
体
外
部

の
出
来
事
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
私
を
圧
倒
し
て
や
ま
な
い
も
の
」
ま
た

は
「
過
去
が
負
い
目
の
よ
う
に
甦
っ
て
く
る
」

も
の
、
つ
ま
り
内
面
の

(8)

反
省
的
情
緒
を
呼
び
起
こ
す
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品

に
お
け
る
「
横
穴
」
の
存
在
も
ま
た
、
〈
過
去
〉
と
〈
現
在
〉
を
溶
接
す

る
時
空
装
置
と
し
て
機
能
し
、
〈
過
去
〉
を
呼
び
寄
せ
て
〈
現
在
〉
へ
と

重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、「
時
の
移
ろ
い
」
と
い
う
変
遷
過
程
を
披
露
し

て
い
る
と
い
え
る
。

上
記
の
よ
う
な
時
間
転
移
を
め
ぐ
る
問
題
系
、
あ
る
い
は
回
顧
的
な
叙

述
視
点
の
遡
及
性
は
『
震
洋
発
進
』
全
系
列
に
一
貫
し
た
特
徴
で
あ
り
、

「
震
洋
隊
幻
想
」
に
お
い
て
も
顕
著
に
見
て
取
れ
る
。

敗
戦
の
直
後
は
心
中
に
微
妙
な
揺
れ
動
き
が
あ
っ
て
、
戦
中
の
事
象

は
す
べ
て
記
憶
か
ら
遠
ざ
け
て
お
き
た
か
っ
た
が
、
同
時
に
又
奇
妙

な
な
つ
か
し
さ
も
押
さ
え
き
れ
ず
、
こ
っ
そ
り
と
そ
の
場
所
を
覗
い

て
み
た
い
気
持
も
強
か
っ
た
。
ま
る
で
犯
罪
を
犯
し
た
現
場
に
つ
い

て
引
き
寄
せ
ら
れ
で
も
す
る
か
の
よ
う
に
。
そ
の
頃
は
基
地
を
撤
退

し
て
ど
れ
程
も
歳
月
が
経
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
に
、
戦
中
の
体
験



18

が
な
ぜ
あ
れ
程
か
け
離
れ
た
古
い
世
の
出
来
事
の
如
く
に
遠
く
遥
か

な
手
の
届
か
ぬ
過
去
に
す
さ
っ
て
し
ま
っ
た
錯
覚
し
て
い
た
も
の

か
。

(9)

同
系
列
前
二
作
と
同
様
に
、
「
震
洋
隊
幻
想
」
の
物
語
も
震
洋
隊
基
地

跡
を
訪
ね
歩
く
と
き
の
回
想
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
。
「
敗
戦
の
直
後
」

と
い
う
時
点
で
「
戦
中
の
事
象
」
が
想
起
さ
れ
る
冒
頭
の
語
り
は
、
「
戦

中
」
の
「
犯
罪
を
犯
し
た
現
場
」
と
い
う
〈
過
去
〉
の
「
記
憶
」
を
戦
後

の
時
空
へ
と
召
喚
し
、
い
っ
た
ん
断
絶
さ
れ
た
二
つ
の
時
空
を
つ
な
ぎ
合

わ
せ
る
。
こ
こ
で
浮
上
し
た
の
は
、｢
か
け
離
れ
た
古
い
世
の
出
来
事｣

と

い
う
時
空
の
懸
隔
と
、
歴
史
と
な
っ
た｢
現
場｣

へ
と
退
行
す
る
語
り
手
の

位
置
で
あ
る
。「
私
」
の
歴
史
認
識
に
底
在
し
て
い
る
の
は
、「
昭
和
二
十

一
年
二
月
に
敗
戦
後
の
日
本
国
領
域
指
定
に
か
か
わ
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
指
令
に
よ

っ
て
、
日
本
の
行
政
か
ら
分
離
さ
れ
る
事
態
に
立
ち
至
っ
た
と
い
う
現
実

も
あ
っ
た
。
そ
の
状
態
は
約
八
年
後
の
二
十
八
年
十
二
月
の
日
本
復
帰
ま

で
つ
づ
い
た
」
と
い
う
奄
美
の
「
歴
史
の
段
階
に
空
白
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
」
実
在
の
〈
過
去
〉
で
あ
る
。

実
際
、
島
尾
は
戦
後
複
数
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
奄
美
の
本
土
復
帰
を

提
起
し
、
「
奄
美
群
島
特
別
復
興
措
置
法
」
が
行
わ
れ
は
じ
め
た
頃
に
、

戦
時
中
で
見
落
と
さ
れ
た
「
奄
美
の
古
い
す
が
た
の
根
っ
こ
」
を
発
覚
し

た
。
二
回
に
わ
た
る
彼
の
奄
美
体
験
は
、
奄
美
本
土
復
帰
後
の
「
ヤ
ポ
ネ

シ
ア
」
論
と
直
結
し
て
お
り
、
反
復
帰
論
を
含
む
多
数
の
日
本
論
を
触
発

に
至
っ
た

。
日
本
の
本
土
が
国
民
国
家
と
し
て
統
合
性
を
持
ち
つ
つ
戦

(10)

後
と
い
う
時
空
を
過
ご
し
て
い
く
間
、
奄
美
は
、
そ
う
い
う
本
土
の
統
合

性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
空
白
」
を
持
っ
て
お
り
、
根
源
的
な
ナ
シ
ョ
ナ

リ
テ
ィ
ー
を
追
究
す
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
歴
史
的
な
因
縁

を
も
つ
奄
美
と
い
う
空
間
は
、
個
人
の
〈
過
去
〉
を
追
及
し
、
国
家
の
「
記

憶
」
を
喚
起
す
る
た
め
の
〈
場
〉
と
な
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
個
人
と
国

家
の
体
験
を
一
体
化
し
て
お
り
、
そ
れ
を
語
る
主
体
に
戦
争
を
遡
及
す
る

特
権
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

石
内
徹
は
、
『
震
洋
発
進
』
全
系
列
の
な
か
で
、
「
「
震
洋
発
進
」
は
、

記
録
性
が
高
い
よ
う
に
思
う
。
作
品
と
し
て
は
、「
震
洋
隊
幻
想
」
が
、

構
成
や
、
そ
の
劇
的
な
内
容
、
表
現
、
す
べ
て
を
含
め
て
最
も
完
成
度
が

高
く
す
ぐ
れ
て
い
る
」

と
評
述
し
た
。「
震
洋
発
進
」
の
記
録
性
が
評
価

(11)

さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
作
中
の
史
料
引
用
か
ら
み
れ
ば
、
当
作
が
事
実
考

察
に
忠
実
に
書
か
れ
た
こ
と
、
「
震
洋
発
進
」
に
お
い
て
作
中
人
物
の
大

多
数
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
表
記
さ
れ
る
の
と
対
照
的
に
、
人
名
も
実
名

と
し
て
登
場
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
史
料
引
用
と

実
名
登
場
が
見
ら
れ
な
い
「
震
洋
の
横
穴
」
と
異
な
っ
て
、
「
震
洋
隊
幻

想
」
の
記
録
性
も
「
震
洋
発
進
」
と
同
様
に
、
あ
る
程
度
は
作
中
に
紹
介

さ
れ
た
資
料

や
一
部
の
作
中
人
物
の
実
名

な
ど
に
担
保
さ
れ
て
い
る
と

(12)

(13)

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
島
尾
は
「
震
洋
隊
幻
想
」

の
執
筆
に
あ
た
り
、
種
々
の
文
献
資
料
を
調
査
し
、
食
い
違
い
を
発
見
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
期
生
Ｆ
の
証
言
に
も
っ
と
も
依
拠
し
た
。
こ
の

点
は
本
作
に
お
け
る
事
実
性
と
物
語
性
が
併
存
す
る
属
性
の
み
な
ら
ず
、

叙
述
構
造
に
も
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
後
述
す
る
。

三
、
私
小
説
リ
ア
リ
ズ
ム
と
伝
聞
の
入
れ
子
構
造
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本
作
の
私
小
説
的
な
特
徴
は
、
前
半
部
に
散
在
さ
れ
る
感
傷
性
が
溢

れ
る
問
い
か
け
、
つ
ま
り
「
私
」
の
内
面
を
露
出
す
る
よ
う
な
表
現
に
よ

っ
て
前
景
化
さ
れ
る
一
方
で
、
作
者
が
確
か
に
基
地
巡
り
の
実
地
訪
問
を

行
っ
た
う
え
で
本
系
列
の
小
説
を
執
筆
し
た
事
情
に
よ
っ
て
も
保
証
さ
れ

る

。
つ
ま
り
本
系
列
の
小
説
は
、「
出
孤
島
記
」「
出
発
は
遂
に
訪
れ
ず
」

(14)
「
そ
の
夏
の
今
は
」
の
い
わ
ゆ
る
〈
戦
争
三
部
作
〉
な
ど
と
同
様
に
、
例

外
な
く
島
尾
自
身
の
実
体
験
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
島
尾
文
学
の
写
実
性

を
露
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
主
人
公
＝
作
家
、
語
る
こ
と
＝
書
く
こ
と
の

等
式
が
顕
著
に
成
立
し
た
本
作
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
自
作
言
及
の
語
り

も
見
ら
れ
る
。

何
か
が
幸
い
し
て
そ
の
一
つ
で
あ
る
沖
縄
金
武
湾
派
遣
の
第
二
十
二

震
洋
隊
の
戦
闘
経
緯
は
、
た
ま
た
ま
指
揮
官
で
あ
っ
た
Ｔ
に
直
接
会

う
こ
と
を
得
て
、
そ
の
あ
ら
ま
し
を
甚
だ
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
こ
と
は
「
震
洋
発
進
」
に
書
き
と
ど
め
た
が
、
舌
足
ら

ず
な
描
き
方
で
し
か
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
書
い
た

こ
と
に
よ
っ
て
私
は
そ
の
後
一
種
の
落
ち
着
き
を
得
て
い
る
自
分
に

気
づ
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

(15)

聞
き
手
に
向
か
っ
て
書
き
手
と
し
て
の
自
己
同
定
を
行
お
う
と
す
る
こ

こ
の
語
り
手
は
、
本
文
テ
ク
ス
ト
の
枠
組
み
か
ら
飛
び
出
し
て
、「
「
震
洋

発
進
」
に
書
き
と
ど
め
た
」「
舌
足
ら
ず
な
描
き
方
」「
書
い
た
こ
と
」
な

ど
、〈
書
く
〉
行
為
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
純
粋
な
叙
述
者
以
前
に

創
作
者
で
あ
る
自
ら
の
位
置
を
披
露
す
る
。
こ
れ
で
読
者
（
読
み
手
）
は

こ
の
小
説
を
読
み
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
お
の
ず
と
作
者
の
島
尾
を
想
起

し
、本
作
を
島
尾
の
震
洋
小
説
群
に
置
き
直
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

指
揮
官
Ｔ
（
豊
広
稔
中
尉
）
の
談
話
と
手
稿
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
「
第
二

十
二
震
洋
隊
の
戦
闘
経
緯
」
を
主
要
内
容
と
し
た
「
震
洋
発
進
」
に
対
す

る
評
価
を
「
震
洋
隊
幻
想
」
で
語
る
試
み
は
、
一
般
小
説
の
虚
構
性
を
い

っ
た
ん
保
留
し
、
紀
行
文
や
エ
ッ
セ
イ
な
ど
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
同
じ
よ
う
に
、
作
者
の
存
在
を
よ
り
強
調
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

安
藤
宏
は
一
人
称
小
説
に
お
け
る
語
り
の
類
型
を
「
告
白
モ
ー
ド
」
と

「
伝
聞
モ
ー
ド
」
と
し
て
分
節
化
す
る
。「
伝
聞
モ
ー
ド
」
は
、「
見
聞
や

聞
き
書
き
の
形
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
事
実
が
存
在
し
、
そ
れ
が

確
か
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
伝
承
性
を
演
出
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
」
。「
告
白
モ
ー
ド
」
が
〈
自
己
〉
の
内
面
を
あ
り
の
ま
ま
に

暴
露
す
る
よ
う
な
小
説
の
虚
構
性
を
帯
び
る
と
相
対
的
に
、
「
伝
聞
モ
ー

ド
」
は
小
説
内
容
に
実
在
感
を
付
与
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

。
本
作
の

(16)

テ
ク
ス
ト
全
体
の
構
造
を
視
野
に
入
れ
て
考
慮
し
て
み
る
と
、
捕
虜
の
米

兵
を
斬
殺
し
た
同
隊
の
Ｍ
指
揮
官
が
戦
後
逮
捕
さ
れ
、
軍
事
裁
判
の
結
果

処
刑
さ
れ
た
事
件
に
関
連
す
る
伝
聞
が
、
基
地
巡
回
道
中
の
戦
争
回
想
の

な
か
に
嵌
め
込
ま
れ
る
枠
構
造
は
、
こ
の
物
語
言
説
で
構
成
さ
れ
た
出
来

事
の
伝
達
の
経
路
を
聞
き
手
（
読
者
）
に
打
ち
明
け
る
仕
組
み
と
な
っ
て

い
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
事
件
を
追
及
す
る
根
本
的
な
目
的
と
し
て
は
「
私
」

の
告
白
ど
お
り
に
、
複
数
の
要
因
が
絡
み
合
っ
て
い
る
。

私
は
な
ぜ
、
し
か
し
部
落
の
誰
か
の
話
を
聞
こ
う
と
思
っ
た
の
だ
っ
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た
か
。
本
心
の
と
こ
ろ
は
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
私
は
避
け
た
が
っ
て

い
た
の
に
。
言
葉
の
上
で
過
去
の
胸
の
中
を
聞
い
て
ど
う
な
る
も
の

か
と
い
う
絶
望
的
な
無
力
感
が
あ
っ
た
。
し
か
し
た
と
え
ば
か
い
な

で
に
す
ぎ
ぬ
ほ
ん
の
噂
話
に
さ
え
、
或
る
真
実
が
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法

で
反
映
し
て
い
る
こ
と
も
ま
ち
が
い
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
噂

が
聞
き
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
の
話
に
は
部
落

の
指
揮
官
へ
向
け
ら
れ
る
言
葉
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い

が
、
そ
れ
は
別
の
側
面
か
ら
私
自
身
が
照
射
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り

か
ね
な
い
恐
怖
が
潜
ん
で
い
る
と
も
感
じ
て
い
た
。

(17)

戦
争
犯
罪
と
い
う
〈
過
去
〉
と
対
決
す
る
こ
と
に
、
か
つ
て
の
特
攻
隊

隊
長
の
「
私
」
は
「
本
心
」
で
「
避
け
た
が
っ
て
い
た
」
と
い
う
抵
抗
感

を
覚
え
て
、
そ
の
こ
と
自
体
の
意
味
性
を
疑
問
視
す
る
も
の
の
、
た
と
え

「
噂
話
」
で
も
「
真
実
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
、
そ
の
「
反
映
」
と
な
る

可
能
性
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
正
統
な
史
料
や
調
査

と
は
異
な
っ
て
、
人
間
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
か
な
り
周
縁
的
な
と

こ
ろ
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
「
噂
話
」
だ
と
し
て
も
、
戦
争
体
験
者
の

語
り
手
は
そ
れ
を
と
お
し
て
当
時
の
歴
史
を
他
者
と
共
有
し
、彼
ら
を
「
真

実
」
へ
と
導
く
計
画
を
、
そ
の
事
件
が
語
り
始
め
ら
れ
る
時
点
で
す
で
に

立
て
た
の
で
あ
る
。
こ
の
語
り
手
の
企
図
に
は
、
過
去
の
戦
争
に
加
担
し

た
「
私
自
身
が
照
射
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
恐
怖
」、
い
わ
ゆ

る
戦
争
加
害
者
と
し
て
の
自
覚
に
も
つ
な
が
る
に
違
い
な
い
。

一
見
正
史
と
か
け
離
れ
た
無
責
任
の
よ
う
な
「
伝
承
」
の
指
向
性
は
、

決
し
て
戦
争
犯
罪
の
歴
史
を
敷
衍
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
史
実
記
録

と
異
な
っ
た
ベ
ク
ト
ル
か
ら
事
件
の
意
味
性
を
再
検
討
し
、
「
度
々
身
の

置
き
場
の
な
い
羞
恥
に
駆
ら
れ
た
」
叙
述
の
原
点
を
照
射
し
て
い
る
。
そ

れ
は
具
体
的
に
は
、
Ｆ
に
よ
る
伝
聞
に
立
ち
戻
り
、
事
件
の
詳
細
を
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
記
録
と
し
て
綿
々
と
書
き
連
ね
て
い
く
形
式
を
と
る

よ
り
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
語
る
主
体
の
若
干
の
介
入
に
よ
っ
て
事
件
に
対

す
る
批
判
よ
り
反
省
と
悲
哀
の
ま
な
ざ
し
が
顕
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

実
は
本
作
に
お
け
る
事
件
の
語
り
方
、
あ
る
い
は
正
史
よ
り
伝
聞
を
活

写
し
た
語
り
方
は
、
小
倉
虫
太
郎
が
指
摘
し
た
島
尾
の
主
著
『
死
の
棘
』

の
実
践
と
類
似
し
て
い
る
。
小
倉
は
「
常
軌
を
逸
し
て
い
る
よ
う
に
表
象

さ
れ
る
「
ミ
ホ
」
の
狂
気
と
い
う
も
の
が
、『
死
の
棘
』
に
よ
っ
て
想
像

さ
れ
る
首

都
の
「
周
縁
」
と
い
う
場
の
イ
メ
ー
ジ

―
「
血
族
」
「
方

キ
ヤ
ピ
ト
ル

言
」
「
神
話
」
「
狂
気
」
「
病
い
」
へ
と
変
換
さ
れ
か
ね
な
い
」
と
し
、
そ

れ
を
「
文
化
人
類
学
的
な
図
式
や
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
「
南
島
」
を
自

由
に
語
り
得
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
へ
の
自
覚
の
無
さ
」
を
島
尾
の

文
学
で
看
取
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
周
縁
的
な
語
り
方
に
は
「
誰
か
が
「
南

島
」
を
眼
差
し
、
そ
し
て
語
る
」
、
ま
た
「
そ
の
眼
差
し
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン

(from
)

は
ど
こ
に
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
語
り
の
ア
ド
レ
ス(to )

は
、
ど
こ

に
向
け
ら
れ
た
も
の
」
、「
そ
の
眼
差
し
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
が
歴
史
的
に

ど
の
よ
う
に
重
層
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
」

か
、
な
ど
の
問
題
系
が
内

(18)

包
さ
れ
る
。

本
作
が
島
尾
の
戦
争
犯
罪
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
な
ら
、
当
該
事
件

の
語
り
方
も
当
然
、
島
尾
の
文
学
体
験
に
即
し
て
い
え
ば
、
「
周
縁
」
的

な
「
図
式
や
フ
ィ
ル
タ
ー
」
に
吻
合
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
を
具
体
的
に
い
え
ば
、
伝
聞
と
い
う
伝
達
操
作
自
体
は
、
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史
料
や
調
査
な
ど
の
〈
中
心
〉
的
な
媒
体
の
逆
方
向
か
ら
出
発
し
て
、
周

縁
的
な
情
報
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、
戦
争
犯
罪
の
史
実
を
語
り
伝
え
る
の

で
あ
る
。
こ
う
い
う
語
り
方
の
背
後
に
は
、
島
尾
の
他
作
品
に
も
見
ら
れ

る
「
眼
差
し
」
と
「
語
る
」
行
為
の
方
向
と
按
配
の
規
準
、
さ
ら
に
そ
れ

ら
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
た
叙
述
の
重
層
性
が
あ
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な

い
。

四
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ

挿
入
さ
れ
た
事
件
の
語
り
は
、
単
な
る
客
観
記
録
と
は
異
な
り
、〈
歴

史
＝
ヒ
ス
ト
リ
ー
〉
の
証
言
や
事
実
な
ど
の
断
片
の
前
後
順
序
と
因
果
関

係
を
整
理
し
た
う
え
で
、
ま
と
ま
っ
た
筋
道
を
も
っ
た
一
つ
の
歴
史
的
事

件
の
〈
物
語
＝
ス
ト
ー
リ
ー
〉
を
編
成
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
戦
争
の
〈
歴

史
＝
ヒ
ス
ト
ー
リ
ー
〉
を
回
顧
す
る
「
私
」
と
い
う
、
全
知
的
な
視
点
人

物
に
よ
っ
て
語
り
出
さ
れ
る
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
事
件
自
体
が
始
ま
り

か
ら
終
わ
り
ま
で
の
物
語
的
構
造
を
も
つ
と
同
時
に
、
こ
の
事
件
を
嵌
め

込
ん
だ
本
作
全
体
も
も
ち
ろ
ん
入
れ
子
構
造
を
も
っ
て
首
尾
一
貫
し
た

〈
物
語
＝
ス
ト
ー
リ
ー
〉
と
し
て
成
立
で
き
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
う

し
た
〈
物
語
＝
ス
ト
ー
リ
ー
〉
も
ま
た
、
実
在
の
出
来
事
や
事
件
に
い
わ

ば
文
脈
の
流
れ
を
付
与
し
、
統
一
性
よ
く
編
集
・
加
工
す
る
こ
と
で
〈
歴

史
＝
ヒ
ス
ト
ー
リ
ー
〉
を
立
ち
上
げ
て
い
く
。
Ｆ
に
よ
る
伝
聞
を
主
要
な

素
材
と
し
た
と
は
い
え
、
本
作
が
取
り
扱
っ
た
事
件
は
完
全
な
創
作
と
異

な
っ
て
、
作
者
が
現
地
考
察
を
行
っ
た
約
三
九
年
前
の
〈
歴
史
＝
ヒ
ス
ト

リ
ー
〉
を
基
軸
と
し
て
い
る
。

武
田
徹
に
よ
る
と
、「
語
り
手
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
は
創
作
小
説
に
通
じ
る
性
格
を
備
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
小
説
に
な

っ
て
し
ま
え
ば
非
（
＝
ノ
ン
）
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
定
義
自
体
を
裏
切

る
こ
と
に
な
る
」

。
そ
う
す
る
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
本
作

(19)

も
ま
た
、
そ
う
い
う
制
約
を
余
儀
な
く
受
け
る
が
、
逆
に
考
え
れ
ば
物
語

的
な
創
作
と
事
実
的
な
記
録
の
双
方
向
か
ら
の
近
接
性
が
読
み
取
れ
る
の

で
あ
る
。

こ
の
事
件
を
「
あ
と
づ
け
る
た
め
に
は
、
地
元
の
聞
き
書
き
の
半
端

な
ノ
ー
ト
や
自
分
の
あ
や
ふ
や
な
記
録
だ
け
に
頼
っ
て
い
た
の
で
は
、
ど

う
に
も
落
ち
着
き
が
悪
か
っ
た
。
ど
う
し
て
も
事
件
を
内
部
か
ら
観
察
し

得
た
者
の
証
言
が
ほ
し
か
っ
た
」
と
い
う
語
り
手
の
告
白
ど
お
り
に
、
全

知
の
視
点
で
事
件
を
外
部
か
ら
統
括
し
な
が
ら
も
事
件
を
「
内
部
」
か
ら

「
観
察
」
す
る
当
事
者
の
「
証
言
」
を
頼
り
に
す
る
。
と
す
る
と
、
こ
の

叙
述
が
施
さ
れ
た
時
点
で
、事
件
の
当
事
者
で
は
な
い
外
部
の
語
り
手
が
、

内
部
の
当
事
者
に
よ
る
伝
聞
を
物
語
外
部
の
読
者
に
報
告
し
、
物
語
と
し

て
提
示
す
る
と
い
う
重
層
的
な
構
造
が
ほ
ぼ
判
明
で
き
る
。
こ
の
伝
聞
自

体
が
構
成
す
る
物
語
の
な
か
で
、
Ｆ
と
幕
田
大
尉
と
思
わ
せ
る
Ｍ
大
尉
が

主
人
公
と
な
る
一
方
で
、
地
の
文
に
お
け
る
主
人
公
「
私
」
が
単
純
な
ナ

レ
ー
タ
ー
（
報
告
者
）
と
し
て
幕
の
後
ろ
へ
と
姿
を
く
ら
ま
し
て
い
く
。

Ｆ
が
斬
る
予
定
だ
っ
た
捕
虜
は
、
三
十
人
程
の
警
備
隊
員
に
刺
突
さ

せ
た
あ
と
で
Ｍ
大
尉
が
首
を
斬
っ
た
。
結
局
Ｍ
大
尉
は
二
人
の
米
兵

を
斬
首
し
た
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
Ｆ
は
こ
の
事
件
の
か
か
わ

り
か
ら
は
ず
れ
た
。
し
か
し
当
座
は
何
や
ら
い
き
ど
お
ろ
し
い
気
分
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が
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
五
、
六
月
の
頃
で
あ
っ
た
が
（
と

い
う
こ
と
は
捕
虜
を
斬
っ
た
の
は
そ
れ
以
前
に
な
る
が
）、
Ｆ
は
斬

殺
し
た
三
人
の
米
兵
の
墓
を
作
る
よ
う
Ｍ
大
尉
に
進
言
し
た
が
、
彼

は
強
く
反
対
し
、
果
て
は
論
議
の
か
た
ち
に
な
っ
た
あ
と
、
貴
様
は

ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
抜
刀
し
た
の
で
逃
げ
る
ほ

か
は
な
か
っ
た
。

(20)

前
述
し
た
よ
う
に
、「
「
石
垣
島
事
件
」
補
遺
」
に
お
い
て
研
究
史
料
と

本
文
と
の
二
つ
の
相
違
点
が
挙
げ
ら
れ
た
。
こ
こ
の
引
用
か
ら
み
る
と
、

島
尾
自
身
が
挙
げ
た
差
異
の
ほ
か
に
、
本
文
に
お
け
る
Ｆ
と
い
う
人
物
が

ど
の
研
究
史
料
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
差
異
と
し
て
数
え
ら
れ

る
。
本
作
の
事
件
記
述
で
書
か
れ
た
、
捕
虜
は
本
来
「
Ｆ
が
斬
る
予
定
」

で
あ
っ
た
が
、
先
に
Ｍ
に
よ
っ
て
斬
首
さ
れ
た
の
が
原
因
で
、
Ｆ
は
事
件

に
参
与
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
Ｆ
が
捕
虜
三
人
の
墓
を
作
る
と
「
Ｍ
大
尉

に
進
言
し
た
」
せ
い
で
Ｆ
が
「
非
国
民
呼
ば
わ
り
を
さ
れ
た
」
こ
と
、
ま

た
最
後
「
警
備
隊
裏
に
は
三
つ
の
十
字
架
が
建
て
ら
れ
て
い
た
」
こ
と
、

Ｆ
が
「
横
浜
軍
事
裁
判
所
に
重
要
証
人
と
し
て
呼
ば
れ
」、
そ
の
後
服
役

中
の
Ｍ
と
「
二
十
数
通
に
及
ぶ
書
簡
を
取
り
交
わ
し
た
」
こ
と
の
い
ず
れ

も
、
島
尾
が
参
考
し
た
史
料
で
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る

。
(21)

そ
れ
ら
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
Ｆ
と
い
う
視
点
の
提
示
お
よ
び
事
件
に
お
け

る
Ｆ
と
い
う
人
物
の
存
在
も
ま
た
、
事
件
の
史
料
研
究
に
も
う
一
つ
の
視

座
を
提
供
し
、
新
た
な
史
実
発
見
に
つ
な
が
る
と
い
う
、
本
作
の
史
的
価

値
を
顕
示
し
て
い
る
。

本
作
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
的
な
性
格
は
、
Ｆ
と
Ｍ
を
機
軸
と
し
て
物
事

が
起
き
る
順
序
に
即
し
て
素
朴
で
写
実
に
記
述
す
る
姿
勢
か
ら
は
直
ち
に

見
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
Ｆ
と
指
揮
官
Ｍ
大
尉
が
い
る
第
二
十

三
震
洋
隊
は
「
昭
和
十
九
年
十
一
月
二
十
三
日
佐
世
保
を
出
港
し
て
石
垣

島
に
」
向
か
い
、「
十
二
月
一
日
か
二
日
に
石
垣
港
に
着
い
た
」
。
Ｆ
は
「
部

隊
編
成
当
初
」
指
揮
官
と
し
て
発
令
さ
れ
、
そ
の
後
「
先
任
将
校
を
つ
と

め
る
」
こ
と
に
な
っ
た
。
次
に
、
「
問
題
の
石
垣
島
事
件
」
で
は
、
処
刑

は
本
来
当
日
の
午
後
四
時
と
定
め
ら
れ
た
が
、
Ｆ
が
到
着
し
た
三
時
十
五

分
に
、「
予
定
よ
り
一
時
間
早
め
た
三
時
に
執
行
を
終
了
し
た
」。
敗
戦
の

翌
日
に
、
Ｆ
は
警
備
隊
の
副
長
に
「
先
に
殺
し
た
三
人
の
米
兵
の
墓
を
作

る
よ
う
に
言
い
渡
さ
れ
た
」
。
九
月
に
な
る
と
き
に
、
米
軍
が
来
島
し
て

捕
虜
に
つ
い
て
調
査
し
た
が
、
墓
標
を
見
て
「
納
得
し
て
引
き
揚
げ
て
行

っ
た
と
い
う
」。
そ
し
て
、「
敗
戦
後
の
九
月
頃
か
ら
状
況
に
応
じ
て
隊
員

を
次
々
に
復
員
さ
せ
て
い
た
が
、
最
後
に
全
員
が
引
き
揚
げ
た
の
は
二
十

一
年
一
月
中
旬
で
あ
っ
た
」。
そ
し
て
、「
昭
和
二
十
二
年
に
な
っ
て
戦
争

犯
罪
事
件
と
な
っ
た
」
。
最
後
に
、
事
件
の
命
名
に
つ
い
て
「
軍
事
裁
判

所
が
わ
で
は
当
初
「
イ
シ
ガ
キ
・
ア
イ
ラ
ン
ド
・
ケ
ー
ス
」
と
称
し
て
い

た
が
、
い
つ
の
ま
に
か
、「
Ｍ
・
ケ
ー
ス
」
と
Ｍ
の
名
前
を
つ
け
て
呼
ぶ

よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
」
一
文
で
挿
入
さ
れ
た
事
件
の
記
述
を
終
わ

ら
せ
、
収
束
す
る
。

こ
れ
ら
の
一
連
の
発
展
は
す
べ
て
特
定
の
時
間
、
場
所
、
人
物
と
直
結

し
て
お
り
、
場
面
ご
と
に
事
実
的
な
要
素
を
強
調
し
な
が
ら
、
ど
こ
ま
で

も
報
告
の
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
報
告
に
お
い
て
貫
か
れ
た
文

学
的
方
法
は
、
方
法
と
い
う
言
い
方
よ
り
む
し
ろ
方
法
の
欠
如
と
い
う
べ

き
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
試
み
で
あ
る
。
こ
の
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過
程
で
は
、
語
り
手
が
全
知
的
な
位
置
か
ら
事
件
の
全
脈
絡
を
把
握
し
な

が
ら
姿
を
隠
し
、
Ｆ
に
よ
る
伝
聞
の
み
で
構
成
さ
れ
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ

ナ
ル
な
〈
歴
史
＝
ヒ
ス
ト
リ
ー
〉
を
聞
き
手
に
語
り
か
け
る
図
式
が
浮
上

し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
複
数
の

事
実
を
接
合
す
る
語
り
手
の
構
想
力
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
で
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
〈
物
語
＝
ス
ト
ー
リ
ー
〉
性
を
獲
得
し
た
。

五
、
非
対
称
的
な
〈
加
害
／
被
害
〉
関
係
と
語
り
継
ぐ
責
任

本
作
の
終
盤
で
、
石
垣
島
事
件
を
語
り
終
え
た
語
り
手
は
、
再
び
戦

争
回
想
に
戻
り
、
第
二
十
六
震
洋
隊
指
揮
官
「
引
野
祐
二
中
尉
の
死
」
に

つ
い
て
語
り
始
め
る
。
敗
戦
を
知
っ
た
引
野
は
Ｆ
に
言
え
な
い
理
由
で
司

令
と
副
長
の
殺
害
を
企
て
た
が
、
や
が
て
拳
銃
が
空
砲
で
実
現
で
き
な
か

っ
た
。
そ
の
後
、
引
野
が
帰
隊
し
な
か
っ
た
こ
と
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

彼
が
「
救
命
胴
衣
を
わ
ざ
わ
ざ
は
ず
す
よ
う
な
こ
と
」
を
し
て
遭
難
し
た

と
判
断
し
た
。「
Ｍ
大
尉
も
心
配
し
て
来
て
く
れ
た
」
と
い
う
叙
述
か
ら
、

引
野
中
尉
の
死
亡
は
Ｍ
の
処
刑
以
前
に
起
き
た
出
来
事
で
あ
る
。
わ
ざ
と

そ
の
死
を
事
件
を
め
ぐ
る
記
述
の
あ
と
で
配
置
す
る
と
い
う
の
は
、
戦
争

犯
罪
の
加
害
者
と
戦
争
事
故
の
被
害
者
を
引
き
合
わ
せ
て
対
照
す
る
た
め

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｆ
に
と
っ
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
私
に
と
っ
て
も
引
野
祐
二
は
実

に
な
つ
か
し
い
感
じ
を
抱
か
せ
て
く
れ
た
仲
間
で
あ
っ
た
。
不
幸
な

死
に
方
で
あ
っ
た
せ
い
か
、
心
残
り
は
ひ
と
し
お
で
あ
る
。
部
隊
内

で
も
下
士
官
兵
用
の
慰
安
所
だ
け
を
作
っ
た
こ
と
で
准
士
官
以
上
と

の
あ
い
だ
が
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
い
た
と
い
う
挿
話
な
ど
を
耳
に
す
る

と
、
一
層
彼
の
立
場
が
不
憫
に
思
わ
れ
て
致
し
方
が
な
い
。
私
は
Ｆ

に
手
記
を
書
い
て
お
け
と
す
す
め
た
が
、
真
剣
に
書
こ
う
と
す
れ
ば

涙
が
あ
ふ
れ
て
き
て
書
け
そ
う
に
な
い
と
彼
は
言
っ
て
い
た
。

(22)

こ
こ
で
も
、
客
観
的
な
記
録
で
は
な
い
語
り
手
の
主
観
的
な
介
入
が
見

ら
れ
る
。
「
仲
間
」
の
引
野
に
「
な
つ
か
し
い
感
じ
」
と
「
心
残
り
」
を

覚
え
た
う
え
で
、「
彼
の
立
場
が
不
憫
に
思
わ
れ
て
致
し
方
が
な
い
」
と
、

他
者
へ
の
同
情
を
隠
せ
な
い
「
私
」
の
感
性
的
な
ま
な
ざ
し
が
こ
の
段
落

に
内
在
し
て
い
る
。
引
野
の
悲
惨
な
結
末
に
つ
い
て
、「
私
」
は
Ｆ
に
「
書

い
て
お
け
」
と
す
す
め
た
の
は
、
特
攻
兵
の
「
死
」
を
〈
書
く
〉
こ
と
、

つ
ま
り
記
録
す
る
こ
と
の
必
要
性
と
意
義
性
を
感
じ
る
か
ら
に
違
い
な

い
。
安
達
原
達
晴
は
島
尾
の
「
死
者
」
へ
の
書
き
方
に
つ
い
て
、
「
書
け

る
は
ず
な
の
に
書
け
な
い
、
書
く
べ
き
だ
と
分
か
っ
て
い
る
の
に
や
は
り

書
け
な
い
」
と
指
摘
し
、「
こ
う
し
た
語
る
こ
と
の
二
重
の
不
可
能
性
は
、

も
ち
ろ
ん
死
者
と
な
っ
た
三
人
と
「
私
」
と
の
距
離
に
も
原
因
が
あ
る
」

(23)

と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
死
者
に
つ
い
て
Ｆ
は
「
真
剣
に
書
こ
う
と

す
れ
ば
涙
が
あ
ふ
れ
て
き
て
書
け
そ
う
に
な
い
」
と
語
り
、
さ
ら
に
い
え

ば
安
達
原
が
指
摘
し
た
「
語
る
こ
と
の
二
重
の
不
可
能
性
」
を
可
視
化
し

て
い
る
。
し
か
し
、
Ｆ
が
表
明
し
た
語
る
こ
と
の
困
難
を
、
「
私
」
は
彼

と
同
様
に
回
避
す
る
の
で
は
な
く
、
史
実
の
記
録
者
と
し
て
立
ち
向
か
っ

て
記
述
し
、
語
る
・
書
く
こ
と
の
不
可
能
性
を
可
能
に
転
ず
る
よ
う
に
努

め
た
。
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石
垣
島
事
件
に
お
け
る
特
攻
兵
の
残
虐
な
行
為
が
〈
加
害
〉
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
引
野
特
攻
兵
の
「
不
幸
な
死
」
は
明
ら

か
に
〈
被
害
〉
と
見
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
震
洋
特
攻
兵
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
着
眼
し
て
本
作
を
見
渡
す
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
は
加
害
者

中
心
か
ら
被
害
者
中
心
へ
の
記
述
焦
点
の
転
換
、
あ
る
い
は
双
方
向
か
ら

行
き
来
す
る
重
層
的
な
視
点
が
浮
遊
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
〈
加

害
／
被
害
〉
の
関
係
は
安
易
に
二
項
対
立
と
し
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
か
ど

う
か
と
い
う
と
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
本
作
の
叙
述
に
お
い

て
、
加
害
者
の
Ｍ
大
尉
が
引
野
の
遭
難
を
「
心
配
」
し
て
い
る
一
面
を
持

っ
て
い
る
よ
う
に
、
被
害
者
の
引
野
も
同
僚
を
「
ぶ
っ
殺
し
て
く
る
」
と

画
策
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
背
後
に
は
、
た
だ
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
単
純

な
加
害
者
と
被
害
者
と
し
て
造
形
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
二
人
の
特
攻
兵

の
一
人
間
と
し
て
の
多
面
性
、
あ
る
い
は
一
概
に
は
言
え
な
い
立
体
的
で

複
雑
な
人
格
を
表
明
す
る
よ
う
に
仕
向
け
た
書
き
手
＝
島
尾
の
意
図
・
史

眼
が
垣
間
見
え
る
。
一
九
八
一
年
八
月
に
中
央
公
論
社
刊
行
の
島
尾
と
吉

田
満
と
の
対
談
集
に
お
い
て
、
島
尾
は
戦
後
三
十
年
も
越
し
た
時
期
に
、

特
攻
隊
体
験
に
対
す
る
「
微
妙
に
変
わ
っ
て
き
た
」
態
度
と
「
特
攻
」
の

「
特
別
」
性
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

自
分
の
特
攻
隊
体
験
な
ど
全
く
口
に
し
な
い
方
が
い
い
、
と
一
人
の

自
分
は
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
も
う
一
人
の
自
分
は
、
求
め
ら

れ
る
ま
ま
に
そ
の
こ
と
を
語
っ
て
き
た
。
語
っ
た
あ
と
は
い
つ
も
甚

だ
し
い
空
し
さ
に
襲
わ
れ
る
の
に
、
事
柄
の
す
さ
ま
じ
い
お
か
し
さ

に
く
ら
べ
て
、
私
の
言
葉
は
ま
る
で
上
調
子
だ
。
核
心
は
衝
く
こ
と

が
で
き
ず
に
、
饒
舌
な
言
葉
の
む
く
ろ
を
口
か
ら
は
き
散
ら
す
。
も

う
語
る
ま
い
と
思
い
つ
つ
、
つ
い
し
ゃ
べ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ

た
。
一
つ
に
は
口
を
つ
ぐ
む
も
開
く
も
所
詮
た
い
し
て
ち
が
い
は
あ

る
ま
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
空
し
さ
の
中
に
自

分
を
投
げ
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
何
か
が
わ
か
っ
て
く
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
は
か
な
い
期
待
が
あ
っ
た
か
ら
と
思
う
。

(24)

特
攻
隊
が
戦
中
の
軍
神
・
英
霊
か
ら
戦
後
の
〈
特
攻
崩
れ
〉
に
逆
転
し

た
背
景
の
な
か
で
、
島
尾
の
震
洋
隊
連
作
は
こ
う
い
う
認
識
の
断
絶
を
描

き
出
し
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
特
攻
精
神
の
連
続
を
追
い
求
め
る
の
で
も

な
く
、
吉
田
満
が
対
談
の
感
想
で
述
べ
た
よ
う
に
、
た
だ
ひ
た
す
ら
「
戦

争
を
体
験
し
た
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
を
守
り
通
し
た
の
で
あ
る
」
。「
自

分
の
特
攻
隊
体
験
を
全
く
口
に
し
な
い
」
か
、
そ
れ
と
も
「
求
め
ら
れ
る

ま
ま
に
そ
の
こ
と
」
を
語
る
の
か
の
二
者
択
一
は
、
一
特
攻
隊
隊
員
と
し

て
の
逡
巡
と
苦
闘
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
震
洋
特
攻
の
「
す
さ
ま
じ
い
お
か

し
さ
」
と
く
ら
べ
た
ら
語
る
「
言
葉
」
自
体
は
、「
核
心
」
に
衝
か
ず
「
饒

舌
」
と
し
か
思
え
な
い
「
上
調
子
」
の
軽
率
さ
し
か
示
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
れ
な
ら
一
層
「
語
る
ま
い
」
と
諦
め
つ
つ
も
、
や
は
り
そ
う
も
い

け
ず
「
つ
い
に
し
ゃ
べ
っ
て
し
ま
う
」
の
は
、
「
口
を
つ
ぐ
む
も
開
く
も

所
詮
た
い
し
て
ち
が
い
は
あ
る
ま
い
」
な
ど
、
語
る
行
為
の
無
力
さ
や
ナ

ン
セ
ン
ス
を
主
張
す
る
遁
辞
よ
り
、
あ
え
て
「
空
し
さ
」
に
「
自
分
を
投

げ
入
れ
る
」
こ
と
で
新
た
な
発
見
が
で
き
る
と
い
う
「
期
待
」
に
寄
り
添

っ
た
作
者
の
願
望
、
さ
ら
に
い
え
ば
責
務
の
ゆ
え
ん
に
違
い
な
い
。

戦
争
責
任
の
問
題
が
歴
史
上
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
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は
戦
後
ま
も
な
く
の
頃
で
あ
っ
て
、
と
く
に
一
九
四
六
年
五
月
に
創
刊
さ

れ
た
『
思
想
の
科
学
』
の
同
人
グ
ル
ー
プ
が
典
型
的
と
さ
れ
て
い
た
。
な

か
で
も
、
一
九
五
六
年
一
月
の
『
中
央
公
論
』
で
刊
行
さ
れ
た
鶴
見
俊
輔

の
「
知
識
人
の
戦
争
責
任
」
が
説
い
た
、
知
識
人
の
「
戦
争
責
任
を
追
及

す
る
論
法
」
や
政
治
家
と
対
照
し
て
「
効
果
の
あ
が
る
抵
抗
を
こ
こ
ろ
み

な
か
っ
た
」
が
責
め
ら
れ
な
い
一
方
、
「
大
衆
が
だ
ま
さ
れ
た
こ
と
」

(25)

に
つ
い
て
責
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
っ
た
、
知
識
人
の
戦
争
責
任
の
あ
り

方
は
代
表
的
な
論
説
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
時
期
の
大
熊
信
行
が
著
作
し

た
『
国
家
悪

―
戦
争
責
任
は
誰
の
も
の
か
』
は
、
文
学
者
の
戦
争
責
任

を
「
道
徳
的
な
能
力
の
問
題
」
と
「
人
間
と
し
て
の
自
主
精
神
」
と
し
、

言
論
界
の
戦
争
責
任
を
問
う
場
合
に
、
単
に
「
戦
犯
」
と
「
戦
争
反
対
者
、

戦
争
被
害
者
」
と
の
あ
い
だ
で
線
引
き
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
論
じ

た

。
(26)し

か
し
、
戦
後
三
十
年
も
過
ぎ
た
時
期
に
戦
争
犯
罪
の
史
実
を
物
語
化

し
た
島
尾
の
文
学
的
営
為
は
、
す
で
に
以
上
の
よ
う
な
責
任
追
及
の
言
説

を
飛
び
越
し
て
、
〈
責
め
ら
れ
る
〉
責
任
よ
り
も
〈
語
り
継
ぐ
〉
＝
「
伝

承
」
の
責
任
を
結
実
さ
せ
、
戦
争
犯
罪
を
〈
加
害
／
被
害
〉
の
地
平
を
上

回
っ
た
視
座
で
捉
え
直
し
た
と
い
え
る
。
一
九
六
七
年
一
〇
月
の
『
世
界
』

で
掲
載
さ
れ
た
島
尾
の
八
・
一
五
記
念
国
民
集
会
で
の
発
言
に
よ
れ
ば
、

彼
は
、
「
特
攻
隊
崩
れ
」
と
と
も
に
「
崩
れ
て
い
た
」
が
、
特
攻
生
活
か

ら
受
け
た
影
響
は
と
も
か
く
、
「
と
に
か
く
私
は
小
説
の
表
現
形
式
を
か

り
て
、
こ
れ
は
こ
の
先
も
ず
っ
と
追
究
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(27)

と
、
特
攻
モ
チ
ー
フ
の
小
説
化
を
と
お
し
て
戦
争
を
持
続
的
に
検
討
す
る

必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。

六
、
結
論

本
稿
で
は
、
ま
ず
「
震
洋
隊
幻
想
」
が
『
震
洋
発
進
』
系
列
に
お
け
る

位
置
づ
け
お
よ
び
語
り
手
の
姿
勢
に
着
目
し
、
当
小
説
の
事
実
性
と
物
語

性
を
提
起
し
た
。
次
に
、
そ
の
地
の
文
に
お
け
る
私
小
説
リ
ア
リ
ズ
ム
の

特
徴
と
そ
こ
に
鏤
め
ら
れ
た
Ｆ
に
よ
る
伝
聞
で
構
成
さ
れ
た
石
垣
島
事
件

の
叙
述
を
分
析
し
、
本
文
全
体
の
入
れ
子
構
造
ま
た
は
書
き
手
の
周
縁
的

な
視
点
か
ら
語
る
試
み
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
本
作
の
〈
物
語
＝
ス
ト

ー
リ
ー
〉
の
な
か
で
〈
歴
史
＝
ヒ
ス
ト
リ
ー
〉
が
形
成
さ
れ
る
と
同
時
に
、

〈
歴
史
＝
ヒ
ス
ト
リ
ー
〉
が
文
学
的
技
法
の
担
保
に
よ
っ
て
〈
物
語
＝
ス

ト
ー
リ
ー
〉
の
属
性
を
帯
び
る
こ
と
、
ま
た
は
こ
の
両
者
の
せ
め
ぎ
合
い

と
混
じ
り
合
い
の
な
か
で
誕
生
し
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
ル
ポ
ル
タ

ー
ジ
ュ
と
し
て
の
事
件
叙
述
か
ら
、
研
究
史
料
と
の
複
数
の
相
違
点
が
見

ら
れ
る
こ
と
を
提
示
し
た
。
最
後
に
、
語
り
手
の
介
入
に
よ
っ
て
示
さ
れ

た
語
る
・
書
く
こ
と
の
不
可
能
性
と
可
能
性
、
単
純
な
〈
加
害
／
被
害
〉

の
二
項
対
立
で
は
解
決
で
き
な
い
島
尾
の
史
眼
と
、
戦
後
初
期
の
戦
争
責

任
追
及
を
超
え
た
〈
語
り
継
ぐ
〉
＝
「
伝
承
」
の
責
任
意
識
を
検
討
し
た
。

西
川
吉
光
は
、
特
攻
戦
死
を
「
過
去
の
失
敗
と
教
訓
を
活
か
し
、
無
謀

悲
惨
な
戦
争
を
繰
り
返
さ
ぬ
平
和
国
家
構
築
の
使
命
を
果
た
す
」
こ
と
と

し
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
戦
後
日
本
の
平
和
主
義
を
維
持
す
る
と
と

も
に
、｢

消
極
受
け
身
の
平
和
か
ら
能
動
的
な
平
和
国
家
へ
と
脱
皮
す
る

努
力
」

が
、
現
代
に
生
き
る
日
本
人
に
要
請
さ
れ
る
べ
き
だ
と
論
じ
た
。

(28)

西
川
に
よ
る
と
、
戦
後
日
本
の
民
主
主
義
が
〈
国
家
〉
よ
り
〈
個
人
〉
を

重
視
す
る
国
民
意
識
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
特
攻
を
め
ぐ
る
問
題
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が
容
易
に
忘
却
曖
昧
化
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

い
わ
ゆ
る
「
犬
死
論
」
と
「
美
化
論
」
と
い
っ
た
両
極
の
評
価
は
戦
死
者

に
か
け
ら
れ
る
と
き
に
、
そ
の
い
ず
れ
も
ま
た
戦
争
責
任
の
問
題
を
軽
率

に
解
決
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
戦
争

史
実
は
、
つ
ね
に
時
代
状
況
の
変
化
と
と
も
に
繰
り
返
し
て
反
芻
さ
れ
、

何
度
も
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
史
実
の
捉
え
方
が
さ
ま
ざ

ま
あ
る
は
ず
だ
が
、
歴
史
学
、
政
治
学
、
倫
理
学
な
ど
の
複
数
の
立
場
か

ら
検
討
す
る
試
み
が
あ
る
一
方
で
、
文
学
作
品
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
と

き
に
新
た
な
史
料
や
視
座
を
提
供
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

歴
史
表
象
と
物
語
言
説
の
連
関
に
つ
い
て
多
く
の
言
説
を
残
し
た
ヘ
イ

ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
二
者
の
結
節
点
は
「
一
般
的
な
プ
ロ
ッ
ト

構
成
の
共
通
点
だ
け
で
な
く
、
そ
の
叙
述
の
語
り
方
の
共
通
点
」
に
お
い

て
も
反
映
さ
れ
る
。
ま
た
、
歴
史
記
録
自
身
が
叙
事
的
な
方
法
で
語
ら
れ

る
の
は
、
「
言
葉
自
身
の
自
然
的
属
性
そ
の
も
の
が
そ
の
可
能
性
を
提
供

し
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
」

。
本
作
に
お
け
る
戦
史
の
叙
述
は
ま
さ
に
、

(29)

〈
歴
史
＝
ヒ
ス
ト
リ
ー
〉
と
〈
物
語
＝
ス
ト
ー
リ
ー
〉
の
交
錯
、
あ
る
い

は
両
者
の
あ
い
だ
で
往
復
し
て
い
る
よ
う
な
語
り
の
欲
望
を
見
せ
て
い

る
。
戦
争
犯
罪
を
含
め
た
物
語
世
界
内
部
の
叙
述
は
虚
構
的
な
〈
物
語
＝

ス
ト
ー
リ
ー
〉
と
し
て
成
立
し
て
い
る
同
時
に
、
物
語
世
界
外
部
の
現
実

に
新
た
な
史
料
と
し
て
〈
歴
史
＝
ヒ
ス
ト
リ
ー
〉
を
補
完
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
物
語
世
界
外
部
の
読
者
は
、
小
説
内
部
で
構
築
さ
れ
た
現
実
と
虚

構
を
堪
能
し
な
が
ら
も
、
〈
歴
史
＝
ヒ
ス
ト
リ
ー
〉
と
〈
物
語
＝
ス
ト
ー

リ
ー
〉
の
境
界
を
横
断
す
る
こ
と
で
、
事
件
へ
の
再
解
釈
と
再
認
識
を
獲

得
し
、
震
洋
特
攻
の
歴
史
的
意
義
を
見
直
せ
る
こ
と
に
な
る
。

＊
「
震
洋
隊
幻
想
」
の
本
文
は
『
震
洋
発
進
』（
潮
出
版
社
、
一
九
八
七
年
七
月
）
に
拠

る
。

【
注
記
】

１

石
垣
島
事
件
の
研
究
に
お
い
て
、
デ
ボ
中
尉
と
ダ
グ
ル
兵
曹
の
処
刑
に
対
す
る
記
録

は
ほ
ぼ
一
致
し
た
も
の
の
、
ロ
イ
ド
兵
曹
に
対
す
る
処
刑
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の

説
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
作
田
啓
一
は
ロ
イ
ド
兵
曹
が
十
数
人
の
兵
員
か
ら
約
五
分

間
の
殴
打
を
受
け
て
か
ら
、
四
十
人
か
ら
五
十
人
の
兵
員
に
二
十
分
か
ら
三
十
分
間

で
刺
突
さ
れ
つ
づ
け
た
と
記
し
た
。
上
坂
冬
子
の
説
に
よ
れ
ば
、
ロ
イ
ド
兵
曹
が
五

十
人
程
の
兵
員
に
約
二
十
分
間
で
殴
り
つ
け
ら
れ
た
あ
と
こ
れ
ら
の
兵
員
に
刺
突
さ

れ
た
。
太
田
静
男
の
説
で
は
、
ロ
イ
ド
兵
曹
は
榎
本
中
尉
に
よ
っ
て
刺
殺
さ
れ
た
あ

と
、
兵
員
の
四
、
五
十
人
に
突
撃
で
突
き
刺
さ
れ
た
。（
作
田
啓
一
『
恥
の
文
化
再
考
』

筑
摩
書
房
、
一
九
八
〇
年
六
月
、
九
二
～
九
三
頁
。
上
坂
冬
子
『
巣
鴨
プ
リ
ズ
ン
13

号
鉄
扉
』
新
潮
社
、
一
九
八
一
年
四
月
、
一
八
七
～
一
八
八
頁
。
太
田
静
男
『
八
重

山
の
戦
争
』
南
山
舎
、
一
九
九
六
年
八
月
、
二
四
一
頁
）

研
究
史
料
と
証
言
と
の
差
異
の
一
つ
目
は
、
Ｆ
元
中
尉
の
証
言
で
は
、
ア
メ
リ
カ
兵

2
の
処
刑
時
刻
が
午
後
三
時
頃
だ
っ
た
と
さ
れ
た
が
、
作
田
啓
一
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

午
後
九
時
半
か
ら
十
時
以
降
に
か
け
て
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
刻
の
点
に
つ
い
て

Ｆ
の
記
憶
が
曖
昧
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
二
つ
目
は
、
作
田
啓
一
は
捕
虜
が
四
月

一
五
日
に
連
続
的
に
処
分
さ
れ
た
と
主
張
し
た
が
、
小
浜
正
昌
の
手
記
と
Ｆ
の
証
言

に
よ
る
と
、
捕
虜
へ
の
逮
捕
と
処
刑
の
あ
い
だ
に
何
日
の
余
裕
は
あ
っ
た
。
こ
の
二

つ
の
相
違
点
の
ほ
か
に
、
島
尾
は
こ
の
文
章
で
、
最
終
的
に
七
名
も
死
刑
が
免
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
経
過
を
補
足
し
た
。（
島
尾
敏
雄
「
「
石
垣
島
事
件
」
補
遺
」『
震
洋
発

進
』
潮
出
版
社
、
一
九
八
七
年
七
月
、
一
五
二
～
一
五
八
頁
。
初
出
：
別
冊
『
潮
』
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文
芸
特
集
四
号
、
一
九
八
五
年
八
月
）

川
西
政
明
「
文
芸
時
評
」
『
す
ば
る
』
六
（
九
）
、
一
九
八
四
年
九
月
、
三
四
五
頁

3

種
村
季
弘
「
文
芸
時
評
（
上
）

完
成
先
取
り
し
た
未
完

無
念
さ
残
さ
ず
三
人
逝

4
く
」『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
七
年
八
月
二
四
日

無
署
名
「
震
洋
発
進

―
特
攻
艇
基
地
、
鎮
魂
の
巡
歴
」
『
読
売
新
聞
』
一
九
八
七

5
年
八
月
二
四
日

中
野
孝
次
「
書
評

帰
り
ゆ
く
べ
き
風
景

島
尾
敏
雄
『
震
洋
発
進
』
」
『
群
像
』
四

6
二
（
一
〇
）、
一
九
八
七
年
一
〇
月
、
三
六
〇
～
三
六
一
頁

島
尾
敏
雄
「
震
洋
の
横
穴
」
『
震
洋
発
進
』
潮
出
版
社
、
一
九
八
七
年
七
月
、
一
三

7
頁
。
初
出
：
別
冊
『
潮
』
小
説
特
集
一
号
、
一
九
八
二
年
八
月

島
尾
敏
雄
「
震
洋
発
進
」『
震
洋
発
進
』
潮
出
版
社
、
一
九
八
七
年
七
月
、
六
二
頁
。

8
初
出
：
別
冊
『
潮
』
小
説
特
集
二
号
、
一
九
八
二
年
八
月

島
尾
敏
雄
「
震
洋
隊
幻
想
」
『
震
洋
発
進
』
潮
出
版
社
、
一
九
八
七
年
七
月
、
八
九

9
頁
。
初
出
：
別
冊
『
潮
』
小
説
特
集
三
号
、
一
九
八
四
年
八
月

島
尾
敏
雄
「
九
年
目
の
島
の
春
」
『
島
尾
敏
雄
全
集
一
六
巻
』
晶
文
社
、
一
九
八
二

10
年
一
一
月
、
二
八
七
頁
。
初
出
『
西
日
本
新
聞
』
一
九
六
四
年
四
月
二
～
四
日

石
内
徹
「
震
洋
発
進
」
、
島
尾
ミ
ホ
・
志
村
有
弘
編
『
島
尾
敏
雄
事
典
』
勉
誠
出
版
、

11
二
〇
〇
〇
年
七
月
、
三
二
四
～
三
二
五
頁

「
震
洋
発
進
」
で
は
、
デ
ニ
ス
・
ウ
ォ
ー
ナ
ー
夫
妻
著
「
神
風
」
の
訳
者
妹
尾
作
太

12
男
に
よ
る
付
録
「
特
別
攻
撃
戦
果
一
覧
表
」
、
マ
ニ
ラ
で
出
版
さ
れ
た
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・

ア
ル
イ
ッ
ト
著
「
コ
レ
ヒ
ド
ー
ル
」
、
豊
広
稔
氏
の
手
稿
「
静
か
な
る
特
攻
」
と
「
第

震
洋
隊
戦
闘
記
録
」
が
言
及
さ
れ
る
。「
震
洋
隊
幻
想
」
で
は
、
樫
村
義
雄
書
簡
「
昭

22和
四
十
八
年
度
・
特
攻
殉
国
の
碑
保
存
会
会
報
」
と
「
オ
ー
ル
ネ
ー
ビ
ー
」（
昭
和
五

十
五
年
一
月
一
日
発
行
第
五
号
に
収
録
）
、
又
荒
井
志
朗
著
「
震
洋
隊
特
別
攻
撃
隊
」

（
一
九
八
〇
年
、
出
版
の
ら
社
）、
鱒
書
房
発
行
の
益
田
善
雄
著
「
還
ら
ざ
る
特
攻
隊
」

が
引
用
さ
れ
る
。

「
震
洋
発
進
」
で
は
、
第
二
艇
隊
長
の
藤
本
光
男
少
尉
、
第
四
十
二
震
洋
隊
指
揮
官

13
井
本
中
尉
、
太
田
実
司
令
官
、
市
川
正
吉
二
等
飛
行
兵
曹
、
鈴
木
音
松
二
等
兵
曹
が

登
場
す
る
。「
震
洋
隊
幻
想
」
で
は
、
四
十
四
震
洋
隊
指
揮
官
の
三
木
十
郎
少
尉
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
の
コ
レ
ヒ
ド
ー
ル
島
に
進
出
し
た
部
隊
の
先
任
将
校
の
部
署
に
い
た
中
島

始
郎
中
尉
、
第
三
艇
隊
長
の
山
蔭
隆
常
中
尉
、
第
二
十
六
震
洋
隊
指
揮
官
の
引
野
祐

二
中
尉
、
佐
藤
保
雄
隊
員
の
実
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。

島
尾
ミ
ホ
に
よ
れ
ば
、
島
尾
は
震
洋
艇
が
配
置
さ
れ
て
い
た
基
地
跡
を
、
国
内
か
ら

14
国
外
ま
で
巡
り
歩
く
予
定
を
立
て
た
が
、
数
箇
所
の
基
地
を
訪
ね
た
あ
と
、
時
が
流

れ
る
に
つ
れ
て
島
尾
は
心
臓
の
異
常
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
基
地
巡
り
の
方
針

は
徐
々
に
縮
小
さ
れ
て
、
最
後
に
た
っ
た
一
箇
所
の
コ
レ
ヒ
ド
ー
ル
島
だ
け
に
し
ぼ

ら
れ
て
し
ま
っ
た
。（
島
尾
ミ
ホ
「
『
震
洋
発
進
』
へ
の
思
い
」『
震
洋
発
進
』
潮
出
版

社
、
一
九
八
七
年
七
月
、
一
六
七
頁
）

同
注

、
一
一
〇
頁

15

9

安
藤
宏
「
一
人
称
の
近
代
」『
近
代
小
説
の
表
現
機
構
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年

16
三
月
、
六
四
頁

同
注

、
一
二
五
頁

17

9

小
倉
虫
太
郎
「
メ
タ
・
「
南
島
」
文
学
論

「
ト
シ
オ
」
と
「
ミ
ホ
」
の
間
か
ら
見

18
え
て
く
る
も
の
」
『
ユ
リ
イ
カ
』
三
〇
（
一
〇
）
、
一
九
九
八
年
八
月
、
一
七
四
～
一

七
五
頁

武
田
徹
『
現
代
日
本
を
読
む

―
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
名
作
・
問
題
作
』
中
公
新

19
書
、
二
〇
二
〇
年
九
月
、

頁
vii

同
注

、
一
三
八
頁

20

9
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作
田
啓
一
と
小
浜
正
昌
の
記
録
で
は
、
処
刑
現
場
に
は
殺
害
後
、
埋
葬
す
べ
く
深
い

21
穴
（
寸
法
の
記
載
に
僅
差
が
あ
る
）
が
準
備
さ
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
た
。
二
人
の

捕
虜
が
被
害
後
穴
に
落
と
さ
れ
た
あ
と
、
三
人
目
の
捕
虜
は
同
じ
処
刑
場
で
刺
突
さ

れ
た
。
仲
程
昌
徳
が
コ
ピ
ー
し
た
「

―
石
垣
島
事
件

―
郷
土
兵
戦
犯
減
刑
運
動

報
告
書
」
で
は
、
捕
虜
に
対
す
る
「
戦
慄
す
べ
き
悪
行
の
責
任
者
を
極
刑
に
処
す
る

こ
と
は
何
人
も
異
論
あ
り
ま
せ
ん
」
と
評
さ
れ
た
。
三
人
と
も
に
、
捕
虜
を
虐
殺
し

た
過
程
に
着
眼
し
、
捕
虜
の
た
め
に
作
ら
れ
た
墓
標
と
十
字
架
の
存
在
を
言
及
し
な

か
っ
た
。
し
か
し
島
尾
が
本
作
に
お
い
て
、
捕
虜
が
処
刑
さ
れ
る
詳
細
な
経
過
を
ほ

ぼ
省
い
て
、
ほ
か
の
史
料
で
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
人
物
と
出
来
事
に
重
点
を
置
い
た

こ
と
か
ら
、
従
来
の
史
料
研
究
と
異
な
っ
た
意
義
性
を
求
め
て
い
る
意
図
が
窺
え
よ

う
。（
作
田
啓
一
『
恥
の
文
化
再
考
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
〇
年
六
月
、
九
〇
～
九
二

頁
。
小
浜
正
昌
「
石
垣
島
事
件
の
戦
犯
と
し
て
」『
沖
縄
県
史
』
一
〇
巻
、
琉
球
政
府
、

一
九
七
五
年
三
月
、
一
八
九
頁
。
無
署
名
「

―
石
垣
島
事
件

―
郷
土
兵
戦
犯
減

刑
運
動
報
告
書
」『
お
き
な
わ
』
復
刻
版
一
巻
〇
三
号
、
不
二
出
版
、
二
〇
一
五
年
一

月
、
七
頁
）

同
注

、
一
四
八
頁
。

22

11

安
達
原
達
晴
「
島
尾
敏
雄
「
接
触
」
の
全
体
像

―
〈
物
語
化
〉
の
回
避
と
「
死

23
者
」

―
」『
日
本
文
学
』
六
五
（
九
）、
二
〇
一
六
年
九
月
、
五
六
頁

島
尾
敏
雄
「
特
攻
隊
体
験
」
、
島
尾
敏
雄
・
吉
田
満
『
特
攻
体
験
と
戦
後
』
中
央
公

24
論
社
、
一
九
八
一
年
九
月
、
一
四
三
頁

鶴
見
俊
輔
「
知
識
人
の
戦
争
責
任
」、
池
田
浩
士
編
『
戦
争
責
任
と
戦
後
責
任
』
社

25
会
評
論
社
、
一
九
九
五
年
六
月
、
九
〇
～
九
六
頁

大
熊
信
行
「
戦
争
体
験
に
お
け
る
国
家
」『
国
家
悪

―
戦
争
責
任
は
誰
の
も
の
か
』

26
自
誠
堂
、
一
九
五
七
年
六
月
、
一
〇
七
～
一
〇
八
頁

島
尾
敏
雄
「
特
攻
隊
員
の
生
活

―
八
・
一
五
記
念
国
民
集
会
で
の
発
言
」『
島
尾

27
敏
雄
全
集
一
四
巻
』。
初
出
：
『
世
界
』
二
六
三
号
、
一
九
六
七
年
一
〇
月

西
川
吉
光
『
特
攻
と
日
本
人
の
戦
争

許
さ
れ
ざ
る
作
戦
の
実
相
と
遺
訓
』
芙
蓉
出

28
版
社
、
二
〇
〇
九
一
〇
月
、
三
四
四
頁

ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
は
、「
現
代
の
文
学
理
論
は
歴
史
叙
述
に
対
し
て
、
多
く
の

29
理
論
論
者
や
歴
史
学
者
な
ど
の
期
待
を
上
回
る
よ
う
な
、
よ
り
理
解
し
や
す
い
解
釈

を
提
供
し
た
」
と
述
べ
、
文
学
理
論
が
歴
史
的
な
探
究
に
も
活
用
で
き
る
の
は
、
「
そ

の
文
化
活
動
と
し
て
の
歴
史
的
特
性
と
重
要
性
を
規
定
し
、
ま
た
研
究
対
象
に
適
合

し
た
批
評
的
実
践
を
発
明
す
る
か
ら
」
で
あ
り
、「
そ
も
そ
も
現
代
文
学
理
論
自
身
も

不
可
避
的
に
歴
史
理
論
、
歴
史
意
識
、
歴
史
方
法
と
歴
史
叙
述
と
し
て
成
立
で
き
る
」

か
ら
で
あ
る
と
説
い
た
。
ホ
ワ
イ
ト
は
歴
史
と
物
語
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
特
徴
に
お
け

る
共
通
性
お
よ
び
両
者
の
あ
い
だ
の
理
論
的
一
致
性
を
見
出
し
た
。H

ayden

W
hite,Figural

Realism
:

Studies
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the
M

im
esis

Effect,2019.Johns
H

opkins

U
niversity

Press,p19,22,24,26.

【
追
記
】
本
稿
は
二
〇
二
一
年
四
月
六
日
に
申
請
し
、
同
年
六
月
五
日
に
参
加
し
た
日
本

近
代
文
学
会
九
州
支
部
春
季
大
会
の
発
表
「
島
尾
敏
雄
「
震
洋
隊
幻
想
」
に
お
け
る
戦
争

犯
罪
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

―
〈
歴
史
＝
ヒ
ス
ト
リ
ー
〉
と
〈
物
語
＝
ス
ト
ー
リ
ー
〉
の
往

還
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
震
洋
に
注
目
し
た
馬
場
明
子
の
『
誰
も
知
ら
な
い
特
攻

島
尾

敏
雄
の
「
震
洋
」
体
験
』(

未
知
谷
、
二
〇
一
九
年)

は
石
垣
島
事
件
の
問
題
に
触
れ
て
い

な
い
た
め
、
本
論
文
に
取
り
入
れ
な
い
こ
と
に
し
た
。

（
九
州
大
学
地
球
社
会
統
合
学
府
博
士
後
期
課
程
二
年
）




