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Ⅰ　

散
文
芸
術
論
争
以
前

　

散
文
芸
術
論
争
の
き
っ
か
け
と
な
る
広
津
和
郎
の
「
散
文
芸
術
の
位
置
」（
大
正

十
三
年
九
月
『
新
潮
』）
は
そ
の
内
容
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
菊
池
寛
の
内
容
的

価
値
論
、
有
島
武
郎
の
「
宣
言
一
つ
」
か
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
散
文
芸
術
論
争
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
準
備
と
し
て
、
ま
ず
有
島
の

「
宣
言
一
つ
」
に
触
れ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
「
宣
言
一
つ
」
は
大
正
十
一
年
一
月
号
の
『
改
造
』
に
発
表
さ
れ
た
。
平
野
謙
に

よ
れ
ば（
１
）、
こ
の
論
文
は
大
正
期
の
後
半
に
盛
ん
に
な
る
小
説
を
め
ぐ
る
議
論
の

発
端
と
な
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
散
文
芸
術
論
争
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
広
津
和

郎
が
「
有
島
武
郎
氏
の
窮
屈
な
考
へ
方
」（
大
正
十
一
年
一
月
一
〜
二
日
『
時
事
新

報
』）
で
論
争
的
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
「
宣
言
一
つ
」
の
特
徴
は
、
主
体
の
階
級
的
位
置
に
注
目
し
て
い
る
点
に
あ

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
第
四
階
級
以
外
の
生
活
と
思
想
と
に
よ
つ
て
育
ち

上
が
つ
た
私
達
は
、
要
す
る
に
第
四
階
級
以
外
の
人
々
に
対
し
て
の
み
交
渉
を
持

つ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。」（
２
）「
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
が
労
働
者
そ
の
も
の
で
な
い
以
上
、

彼
は
労
働
者
を
活
き
、
労
働
者
を
考
え
、
労
働
者
を
働
く
こ
と
が
で
き
」
な
い
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
や
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
と
い
っ
た
第
四
階
級
以
外

の
人
間
に
主
導
さ
れ
た
革
命
は
決
し
て
第
四
階
級
の
た
め
に
は
な
ら
ず
「
却
つ
て
悪

い
」
と
言
う
。
そ
し
て
芸
術
（
文
学
）
に
つ
い
て
も
「
従
つ
て
私
の
仕
事
は
第
四
階

級
者
以
外
の
人
々
に
訴
へ
る
仕
事
と
し
て
始
終
す
る
外
あ
る
ま
い
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

論
の
眼
目
は
個
を
そ
の
社
会
的
な
固
有
の
位
置
に
お
い
て
認
識
す
る
こ
と
、
ま
た

芸
術
（
文
学
）
作
品
も
そ
の
創
作
者
（
書
き
手
）
の
社
会
的
な
位
置
に
拘
束
さ
れ
る

社
会
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
主
張
に
あ
る
。
広
津
和
郎
は
こ
れ
を
「
窮
屈
な
考
へ

方
」
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
広
津
か
ら
は
ず
い
ぶ
ん
時
代
が
下
る
が
、

平
野
謙
は
有
島
の
こ
の
評
論
に
つ
い
て
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
し
て
の
文
学
者

が
、
労
働
者
運
動
を
中
心
と
す
る
社
会
の
動
き
に
全
然
無
関
心
で
あ
り
得
ず
、
し
か

し
、
そ
こ
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
な
い
微
妙
な
立
場
」
の
表
明
で
あ

る
と
い
い（
３
）、
臼
井
吉
見
に
い
た
っ
て
は
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
」
の
「
敗
北

の
宣
言
」（
４
）
だ
と
い
う
。

　

概
ね
否
定
的
な
評
言
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
有
島
の
「
宣
言
一
つ
」
の
一
面
で
し
か
な
い
。
広
津
の
い
う
「
窮

屈
な
考
へ
方
」
を
別
な
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
き
手
主
体
固
有
の
社
会

的
な
位
置
へ
の
自
覚
と
い
う
も
の
が
見
え
て
く
る
。
有
島
は
安
易
な
抽
象
化
・
普
遍

化
に
走
ら
な
い
。
こ
う
し
た
態
度
は
積
極
的
に
見
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
よ

く
言
わ
れ
る
よ
う
に
大
正
期
に
は
と
か
く
〈
生
命
〉
や
〈
宇
宙
〉
と
い
っ
た
単
語
を

並
べ
た
抽
象
的
・
神
秘
的
な
議
論
が
横
行
す
る
。
今
日
見
る
と
有
島
の
議
論
は
そ
の

具
体
性
・
現
実
性
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

有
島
は
ま
た
、
芸
術
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
決
し
て
超
階
級
的
・
普
遍
的
な
も
の

で
な
く
、
具
体
的
な
現
実
の
場
に
お
い
て
社
会
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
広
津
は
「
有
島
武
郎
氏
の
窮
屈
な
考
へ
方
」

で
反
論
す
る（
５
）。
彼
は
「
一
体
文
学
な
ん
て
云
ふ
も
の
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
も
プ
ロ

散
文
芸
術
論
争
の
社
会
性

渡
邊
　
　
拓
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レ
タ
リ
ア
に
も
専
属
す
る
も
の
で
は
な
い
」。「
我
々
の
心
の
感
受
性
は
古
今
東
西
、

貴
族
平
民
の
い
づ
れ
を
問
は
ず
、
種
々
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
の
中
に
、
這
入
つ
て
行
く

事
が
で
き
る
」「
純
粋
な
芸
術
に
つ
い
て
の
人
間
の
感
受
性
は
、
我
々
が
思
つ
て
い

る
よ
り
も
ず
つ
と
広
く
、
ず
つ
と
微
妙
な
も
の
だ
」
と
、
芸
術
の
普
遍
性
、
超
階
級

性
を
唱
え
る
。

　

た
だ
、
こ
の
議
論
は
有
島
の
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
や
は
り
抽
象
的
で
、
有
島
に
は

「
お
座
な
り
の
概
念
論
」（
「
広
津
氏
に
答
ふ
」
大
正
十
一
年
一
月
十
八
〜
二
十
一
日

『
朝
日
新
聞
』）
と
見
え
た
の
も
致
し
方
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

数
年
後
広
津
は
「
散
文
芸
術
の
位
置
」
で
散
文
芸
術
（
小
説
）
の
特
殊
性
を
論
じ
、

そ
れ
に
対
し
て
生
田
長
江
が
、
芸
術
一
般
の
美
的
性
質
を
も
っ
て
反
論
す
る
こ
と
に

な
る
。
有
島
と
の
論
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
い
よ
う
な
議
論
で
あ

る
が
、
広
津
の
立
ち
位
置
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。
宣
言
一
つ
論
争
の
時
点
か
ら
、
散

文
芸
術
論
争
に
至
っ
て
広
津
の
位
置
が
ほ
と
ん
ど
反
対
の
と
こ
ろ
に
き
て
い
る
の
は

注
目
さ
れ
る
。

　

散
文
芸
術
論
争
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
も
う
一
つ
、
菊
池
寛
の
内
容
的
価
値
論
を

簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。

　

菊
池
は
「
文
芸
作
品
の
内
容
的
価
値
」（
６
）（
大
正
十
一
年
七
月
『
新
潮
』）
で
文

芸
作
品
に
は
「
芸
術
的
価
値
」
以
外
の
「
内
容
的
価
値
」
が
あ
る
こ
と
を
言
う
。
彼

は
「
（
略
）
ど
ん
な
芸
術
で
も
芸
術
だ
け
で
は
満
足
し
な
い
の
で
あ
る
」「
芸
術
自

足
に
対
す
る
不
満
を
感
じ
だ
し
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

里
見
弴
と
の
論
争
（
「
菊
池
寛
氏
の
「
文
芸
作
品
の
内
容
的
価
値
」
を
駁
す
」〔
大

正
十
一
年
八
月
『
改
造
』〕）
で
一
層
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
の
「
内

容
的
価
値
」
と
は
文
芸
作
品
の
形
式
と
内
容
と
い
っ
た
よ
う
な
分
類
の
内
容
で
は
な

い
。「
芸
術
の
真
諦
が
一
元
に
帰
す
る
こ
と
や
、
内
容
即
表
現
で
あ
り
、
内
容
は
表

現
さ
れ
て
い
る
限
り
に
於
て
、
芸
術
品
の
内
容
で
あ
り
、
表
現
と
は
内
容
の
形
式
的

存
在
化
で
あ
り
、
従
つ
て
、
一
つ
の
内
容
に
対
し
て
は
、
二
つ
の
形
式
な
く
一
つ
の

形
式
に
対
し
て
は
、
二
つ
の
内
容
な
く
、
あ
る
内
容
は
必
然
的
に
、
そ
れ
の
た
だ
一

つ
の
必
然
的
な
形
式
を
自
発
的
に
醸
成
す
る
。
さ
う
云
つ
た
や
う
な
、
内
容
即
表
現

論
は
、
近
世
美
学
の
常
識
で
あ
る
。
里
見
君
な
ど
に
今
更
ら
し
く
教
へ
ら
れ
る
も
の

で
も
な
い
。」（「
再
論
「
文
芸
作
品
の
内
容
的
価
値
」」〔
大
正
十
一
年
九
月
『
新
潮
』〕）

と
い
う
よ
う
に
菊
池
の
「
内
容
」
は
「
芸
術
的
価
値
＝
内
容
的
価
値
＋
表
現
的
価
値
」

の
二
元
論
に
お
け
る
「
内
容
的
価
値
」
で
は
な
く
、
菊
池
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
芸

術
的
価
値
」
の
外
に
あ
る
「
生
活
的
価
値
」「
道
徳
的
価
値
」「
思
想
的
価
値
」「
功

利
的
価
値
」「
外
在
的
価
値
」
で
あ
る
。

　

彼
は
ま
た
そ
れ
を
言
い
直
し
て
、「
私
の
所
謂
芸
術
的
表
現
が
依
て
以
て
起
つ
て

来
る
、
素
材
に
つ
い
て
云
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
い
い
、「
材
料
や
モ
デ
ル
の
価

値
」「
題
材
的
価
値
」
で
あ
る
と
い
う
。「
私
は
、
芸
術
的
活
動
の
機
縁
と
な
る
題
材
、

思
想
、
題
目
、
事
件
が
既
に
あ
る
生
活
的
価
値
、
道
徳
的
価
値
を
持
つ
て
ゐ
る
と
云

ふ
の
で
あ
る
。」

　

菊
池
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
難
解
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
文
学
作
品
を
内
容
と
表
現
の
一
元
論
で
論
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
外
に

「
道
徳
的
価
値
」
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
措
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
て
し

ま
う
。
と
く
に
菊
池
の
先
の
言
の
よ
う
に
内
容
と
形
式
を
完
全
に
一
致
し
た
全
一
体

と
見
る
場
合
は
そ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
道
徳
的
価
値
」
を
素
材
の
み
の
問
題
と
し
て
も
難
解
さ
は
同
じ
で
あ
る
。

作
品
を
通
じ
て
、
そ
の
元
の
素
材
そ
の
も
の
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
作
品
以
前
の
生
の
素
材
と
い
う
も
の
の
存
在
が
は
な
は
だ
疑
わ
し
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い
。
表
現
し
よ
う
と
す
る
眼
を
通
し
て
の
み
し
か
素
材
は
素
材
た
り
得
な
い
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
素
材
は
そ
う
感
じ
ら
れ
た
と
き
に
す
で
に
表
現
的
な
構
成
の
視
線
の

も
と
に
は
い
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

菊
池
の
言
う
こ
と
を
芸
術
と
は
関
係
の
な
い
「
素
材
」
だ
と
い
え
ば
分
か
ら
な
く

も
な
い
が
、
そ
れ
で
は
も
ち
ろ
ん
文
芸
と
つ
な
が
り
の
あ
る
問
題
に
は
な
ら
な
い
。

　

た
だ
し
か
し
、
広
津
へ
の
反
論
で
生
田
長
江
も
作
品
中
に
芸
術
以
外
の
「
道
徳
」

性
の
要
素
を
見
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
あ
る
い
は
当
時
の
思
想
で
は
、
文
芸

の
内
容
（
観
念
）
的
要
素
と
純
粋
に
美
的
な
要
素
を
分
け
る
よ
う
な
発
想
が
基
本
で

あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
考
察
の
余
地
が
あ
る
。

が
、
と
に
か
く
菊
池
の
言
う
「
内
容
的
価
値
」
は
当
時
の
言
説
の
環
境
を
再
現
し
な

い
と
す
ん
な
り
と
は
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
と
は
言
え
る
。

　

広
津
の
「
散
文
芸
術
の
位
置
」
で
は
こ
う
し
た
問
題
が
文
芸
の
問
題
の
中
で
解
決

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
文
芸
作
品
（
小
説
）
の
社
会
的
要
素
そ
の
も
の
を
そ

の
美
的
性
質
の
要
素
と
見
做
す
論
理
で
あ
る
。
菊
池
が
芸
術
の
外
と
し
て
い
る
文
芸

作
品
の
「
生
活
的
」「
道
徳
的
価
値
」、
そ
う
し
た
観
念
的
要
素
を
散
文
芸
術
作
品
の

美
に
必
須
の
要
素
と
す
る
論
理
で
あ
る
。
文
芸
の
観
念
的
要
素
と
美
的
な
要
素
を
分

け
て
考
え
る
の
が
当
時
の
一
般
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
理
論
は
か
な

り
革
新
的
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
当
時
、
文
芸
の
持
つ
観
念
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
て
き

た
時
代
の
傾
向
を
見
て
お
い
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

Ⅱ　

広
津
和
郎
の
「
散
文
芸
術
の
位
置
」

　

有
島
は
芸
術
家
の
タ
イ
プ
を
二
つ
に
分
け
て
い
た
。「
自
己
の
芸
術
に
没
頭
し
切

つ
て
ゐ
る
芸
術
家
」
と
「
自
己
の
生
活
と
そ
の
周
囲
と
に
関
心
な
く
し
て
生
き
ら
れ

な
い
芸
術
家
」
と
、
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
分
は
後
者
で
し
か
あ
り
え
な
い
こ
と
を

悲
観
的
に
述
べ
て
い
た
。「
散
文
芸
術
の
位
置
」（
大
正
十
三
年
九
月
『
新
潮
』）
で
、

広
津
は
有
島
武
郎
の
芸
術
家
の
分
類
だ
け
を
引
き
継
い
で
次
の
よ
う
に
言
う
。「
近

代
の
散
文
芸
術
と
云
ふ
も
の
は
、
自
己
の
生
活
と
そ
の
周
囲
に
関
心
を
持
た
ず
に
生

き
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
我
々
に
呼
び
か
け
る

と
こ
ろ
の
価
値
を
持
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
」。
広
津
は
散
文
芸
術
（
小
説
）
の
こ

の
性
質
を
他
の
芸
術
「
音
楽
、
美
術
、
詩
」
に
対
す
る
ジ
ャ
ン
ル
的
な
特
色
と
見
做

し
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
「
一
つ
一
つ
が
各
々
の
特
色
を
持
つ
て
ゐ
て
、
そ
の
間
に
価

値
の
高
下
」
は
な
い
と
す
る
。

　

こ
れ
に
は
生
田
長
江
の
批
判
（
「
認
識
不
足
の
美
学
者
二
人
」〔
大
正
十
三
年

十
二
月
『
新
潮
』〕）
と
、
そ
れ
に
対
す
る
広
津
の
再
論
（
「
再
び
散
文
芸
術
の
位
置

に
つ
い
て
」〔
大
正
十
四
年
二
月
『
新
潮
』〕）
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
を
見
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
広
津
の
論
を
よ
り
明
瞭
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

広
津
は
す
べ
て
を
「
芸
術
意
識
」、
一
般
的
芸
術
論
で
片
付
け
て
し
ま
う
生
田
に

対
し
て
散
文
に
特
殊
な
美
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
美
に
つ
い
て
た

と
え
ば
彼
は
「
道
徳
的
（
ほ
ん
た
う
は
人
間
的
と
云
つ
た
方
が
い
い
の
だ
が
）
だ
か

ら
こ
そ
益
々
芸
術
的
な
」
美
、
道
徳
的
要
素
が
「
む
し
ろ
一
層
強
く
作
物
全
体
を
生

か
し
、
そ
の
感
銘
を
一
層
深
く
し
て
ゐ
る
」
状
態
、「
道
徳
的
乃
至
人
間
的
で
あ
れ

ば
あ
る
だ
け
、
或
は
又
広
く
人
生
諸
活
動
と
の
交
渉
が
深
け
れ
ば
深
い
だ
け
、
そ
れ

だ
け
益
々
芸
術
的
感
銘
の
強
い
一
種
の
芸
術
」
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
道
徳
的
・

人
生
的
要
素
を
長
江
の
よ
う
に
「
不
純
」「
非
芸
術
」
と
し
て
芸
術
か
ら
排
除
す
る

の
で
な
く
、
そ
れ
自
体
を
芸
術
的
美
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
散
文
芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル
的

特
色
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
名
な
「
散
文
芸
術
は
、
直
ぐ
人
生
の
隣
に
ゐ
る
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も
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
そ
う
い
う
意
味
合
い
の
も
の
で
あ
る
。

　

散
文
芸
術
（
小
説
）
に
つ
い
て
、
そ
の
観
念
的
要
素
そ
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
美
的

要
素
に
し
よ
う
と
す
る
広
津
の
認
識
は
当
時
に
お
い
て
か
な
り
革
新
的
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　

散
文
芸
術
論
争
以
前
の
広
津
を
見
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
「
怒
れ
る
ト
ル
ス
ト
イ
」

（
大
正
六
年
二
〜
三
月
『
ト
ル
ス
ト
イ
研
究
』）
で
彼
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
が
キ
リ
ス
ト

の
五
誡
の
中
の
「
悪
に
依
つ
て
悪
に
抗
す
る
勿
れ
」
を
最
も
重
要
な
戒
律
と
し
た
の

に
反
対
し
て
「
怒
る
勿
れ
」
を
第
一
に
置
い
て
い
る
。
広
津
に
よ
れ
ば
、
前
者
が
他

者
と
の
関
係
性
を
重
く
見
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
「
自
己
と
自
己
の
内
的
生
活
と

の
関
係
」
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
点
で
の
広
津
は
強
烈
な
自
我

主
義
者
で
あ
り
、
そ
の
内
的
生
活
を
最
も
重
視
し
、
社
会
的
な
他
者
と
の
関
係
性
に

は
あ
ま
り
頓
着
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

有
島
の
「
宣
言
一
つ
」
に
最
初
に
抗
議
し
た
と
き
の
彼
の
芸
術
一
般
に
つ
い
て
の

論
理
的
立
ち
位
置
も
そ
れ
と
関
連
性
の
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
宣
言
一
つ

論
争
を
経
て
、
散
文
芸
術
論
争
の
時
点
に
な
る
と
、
彼
は
散
文
芸
術
（
小
説
）
の
社

会
性
と
い
う
、
一
般
性
・
抽
象
性
よ
り
も
や
や
特
殊
性
・
具
体
性
の
勝
っ
た
問
題
を

提
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
有
島
と
の
関
わ
り
の
中
で
広
津
が
あ
る
変
化
を
示
し
て
い

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
、
こ
れ
は
勿
論
、
有
島
が
明
瞭
に
も
っ
て
い
た
他
者
へ
の
視
点
―
―
そ
れ
は

端
的
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
対
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
形
で
ま
ず
意
識
さ

れ
て
い
る
―
―
を
こ
こ
で
広
津
が
獲
得
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

抽
象
的
な
も
の
が
多
い
大
正
期
の
評
論
の
な
か
で
は
有
島
の
論
は
そ
の
社
会
的
な

個
の
固
有
の
位
置
へ
の
着
目
、
個
の
存
在
す
る
社
会
的
環
境
と
芸
術
作
品
と
の
不
可

分
と
い
う
観
点
で
突
出
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
広
津
に
は
そ
こ

ま
で
の
認
識
は
な
い
。

　

広
津
の
論
で
は
、
有
島
に
あ
っ
た
個
の
社
会
的
位
置
の
固
有
性
に
対
す
る
認
識
は

な
く
な
り
、
有
島
の
芸
術
家
の
分
類
が
、
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
の
分
類
に
シ
フ
ト
さ
れ
て

い
る
。
有
島
と
の
関
係
で
文
芸
の
社
会
的
要
素
、
観
念
的
要
素
の
重
視
と
い
う
姿
勢

は
生
ま
れ
る
が
、
創
作
者
主
体
の
個
の
位
置
の
問
題
は
捨
て
去
ら
れ
、
や
は
り
、
抽

象
的
・
普
遍
的
芸
術
論
と
な
る
。

　

ち
な
み
に
、
こ
れ
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
佐
藤
春
夫
に
は
文
芸
の
社
会

的
、
観
念
的
要
素
と
い
う
観
点
も
な
く
、
こ
の
一
連
の
論
争
の
な
か
で
は
最
も
抽
象

的
で
あ
る
。
あ
る
い
は
彼
は
最
も
大
正
期
的
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

広
津
は
そ
の
社
会
的
観
点
を
有
島
か
ら
触
発
さ
れ
て
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
も
知

れ
な
い
が
、
論
と
し
て
は
彼
の
も
の
は
有
島
よ
り
も
菊
池
の
方
に
は
る
か
に
近
い
。

　

た
と
え
ば
菊
池
は
「
私
が
「
芸
術
の
」
と
云
は
ず
に
「
文
芸
作
品
の
」
と
云
つ
て

ゐ
る
の
が
、
里
見
君
に
は
分
か
ら
な
い
の
か
」（
「
再
論
「
文
芸
作
品
の
内
容
的
価

値
」」〔
大
正
十
一
年
九
月
『
新
潮
』〕）
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
芸
術
一
般
の

問
題
で
は
な
く
、
文
芸
作
品
と
い
う
芸
術
の
一
ジ
ャ
ン
ル
（
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
か

ら
言
う
と
小
説
）
に
特
殊
の
問
題
と
し
て
「
内
容
的
価
値
」（
生
活
的
・
道
徳
的
・

思
想
的
、
等
々
の
価
値
）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
広
津
の

ジ
ャ
ン
ル
論
と
近
い
。
ま
た
菊
池
は
「
私
は
、
芸
術
家
を
二
分
し
た
い
と
思
ふ
。
た

だ
芸
術
的
表
現
を
念
と
す
る
作
家
と
、
そ
れ
丈
で
は
満
足
し
得
な
い
作
家
と
の
二
種

類
で
あ
る
」（
「
文
芸
作
品
の
内
容
的
価
値
」〔
大
正
十
一
年
七
月
『
新
潮
』〕）
と
も

言
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
分
類
は
有
島
も
行
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
価
値
の
高

下
が
有
島
と
菊
池
と
は
逆
で
あ
る
。
有
島
で
は
社
会
的
環
境
に
よ
る
規
定
と
い
う
問
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題
が
悲
観
的
に
語
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
菊
池
で
は
価
値
を
見
い
だ
さ
れ
て
い

る
。
発
想
の
前
後
関
係
は
し
ば
ら
く
問
わ
ず
、
広
津
の
論
は
こ
の
菊
池
の
見
方
と
同

じ
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
単
純
に
言
う
と
広
津
の
論
は
、
菊
池
が
芸
術
外
と
し
た
も
の
を
散
文
の
特

徴
と
し
て
芸
術
の
内
に
取
り
込
む
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

広
津
の
論
は
社
会
的
観
点
を
確
か
に
有
島
の
論
か
ら
受
け
継
い
で
い
る
。
し
か

し
、
有
島
の
論
で
最
も
重
要
で
あ
っ
た
個
の
社
会
的
に
固
有
な
位
置
と
い
う
書
き
手

主
体
の
問
題
を
欠
落
し
て
い
る
点
で
有
島
の
関
心
か
ら
は
非
常
に
遠
い
。
そ
れ
は
抽

象
的
一
般
論
と
、
具
体
的
行
為
者
の
論
と
い
う
形
で
対
立
し
て
さ
え
い
る
。
ま
た
有

島
に
は
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
差
異
と
い
う
視
点
は
な
く
、
こ
の
観
点
は
む
し
ろ
菊
池
に

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
広
津
は
菊
池
の
観
点
に
近
い
も
の
を
よ
り
よ
く
理
論
化
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
広
津
の
論
は
菊
池
の
論
と
の
親
近
性
の
方
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
有

島
と
の
関
係
も
重
要
で
あ
る
が
、
よ
り
多
く
菊
池
の
観
点
と
近
い
と
見
る
べ
き
で
あ

る
。
有
島
は
こ
こ
で
も
孤
立
し
て
い
る
。

　

広
津
の
散
文
芸
術
論
は
昭
和
十
年
代
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
敗
退
後
に
そ
の
立
場

を
守
ろ
う
と
し
た
文
学
者
が
集
ま
っ
た
雑
誌
『
人
民
文
庫
』
に
注
目
さ
れ
、
再
び
広

津
は
「
散
文
精
神
に
つ
い
て
」（
昭
和
十
一
年
十
月
『
東
京
日
日
新
聞
』）、「
散
文
芸

術
諸
問
題
」（
昭
和
十
四
年
十
月
『
中
央
公
論
』）
等
で
発
言
を
す
る
。
そ
し
て
戦
後

に
は
、
伊
藤
整
「
散
文
芸
術
の
性
格
」（
昭
和
二
十
三
年
八
月
『
群
像
』）、
平
野
謙

「
散
文
芸
術
の
一
齣
」（
昭
和
二
十
三
年
十
月
『
知
識
人
の
文
学
』
近
代
文
庫
社
）
等

で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
広
津
の
論
が
社
会
的
な
視
点

を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

広
津
の
散
文
芸
術
論
が
有
島
・
菊
池
と
同
様
、
当
時
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
興

隆
、
あ
る
い
は
大
衆
小
説
、
通
俗
小
説
の
興
隆
と
い
っ
た
大
正
後
期
と
い
う
時
代
の

文
学
的
環
境
、
そ
し
て
そ
れ
と
関
連
す
る
社
会
的
環
境
へ
の
敏
感
な
反
応
と
し
て
出

て
来
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
有
島
が
持
っ
て
い
た
問
題
を

ジ
ャ
ン
ル
論
と
い
う
抽
象
性
で
し
か
受
け
と
め
て
い
な
い
が
、
広
津
に
は
社
会
的
な

視
点
と
い
う
も
の
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
こ
か
ら
、
有
島
の
視
点
、
ま
た
時
代
の
社
会
的
な
動
き

を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
る
広
津
の
変
化
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
時
代
の
文

学
的
・
社
会
的
状
況
と
の
関
係
が
広
津
の
論
を
後
の
時
代
で
も
、
社
会
的
関
心
が
高

ま
る
度
に
復
活
さ
せ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
広
津
の
論
は
戦
後
、
平
野
謙
な
ど
の
言

う
芸
術
の
持
つ
社
会
的
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
重
く
見
る
観
点
と
直
接
に
つ
な
が

り
得
る
要
素
も
確
か
に
持
っ
て
い
る
。

　　

Ⅲ　

佐
藤
春
夫
の
「
散
文
精
神
の
発
生
」

　

し
か
し
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
散
文
芸
術
論
争
の
な
か
で
佐
藤
だ
け
は
相

変
わ
ら
ず
抽
象
的
な
自
我
主
義
（
恐
ら
く
明
治
末
期
に
出
て
来
た
）
の
中
に
あ
る
よ

う
に
見
え
る
。
彼
だ
け
が
議
論
の
中
で
社
会
的
・
時
代
的
関
心
を
持
っ
て
お
ら
ず
、

こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
彼
だ
け
が
断
絶
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
最
も
抽
象
的
な
佐
藤
の
論
は
、
し
た
が
っ
て
そ
の
後
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ

た
こ
と
が
な
い
。

　
「
散
文
精
神
の
発
生
」（
７
）（
大
正
十
三
年
十
一
月
『
新
潮
』）
に
お
い
て
佐
藤
は
、

広
津
が
散
文
ジ
ャ
ン
ル
の
特
殊
性
を
述
べ
る
た
め
に
「
音
楽
、
美
術
、
詩
、
散
文
」

と
共
時
的
に
並
列
し
た
も
の
か
ら
、
詩
と
散
文
の
み
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
通
時
的

に
並
べ
変
え
て
み
せ
て
い
る
。
同
時
に
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
論
を
、
創
作
す
る
「
精
神
」
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の
問
題
に
置
き
換
え
る
。

　

佐
藤
は
「
詩
的
精
神
」
を
「
秩
序
あ
る
均
衡
、
調
和
、
統
一
」
に
よ
っ
て
「
混
沌

の
世
界
」
を
「
支
配
」「
浄
化
」
す
る
も
の
と
し
、「
散
文
精
神
」
を
そ
れ
に
対
立
す

る
「
無
秩
序
、
無
統
一
、
無
調
和
」「
混
沌
の
美
」
と
捉
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を

通
時
的
に
並
べ
か
え
る
。
ま
ず
「
詩
的
精
神
」
を
「
古
典
主
義
」
と
結
び
付
け
、
そ

こ
か
ら
「
散
文
精
神
」
に
向
か
う
中
間
段
階
と
し
て
「
浪
漫
主
義
」
を
置
く
。
こ
れ

は
「
き
ま
り
切
つ
た
調
和
統
一
」
へ
の
「
反
逆
」、「
古
典
的
な
調
和
統
一
に
対
し
て

別
の
新
奇
な
も
の
を
創
造
し
よ
う
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
「
即
ち
主
観
に

即
し
た
統
一
や
調
和
か
ら
解
放
さ
れ
て
」「
観
察
が
混
沌
た
る
実
生
活
を
混
沌
の
ま

ま
で
認
め
た
も
の
が
即
ち
自
然
主
義
精
神
で
あ
り
、
自
然
主
義
の
勃
興
は
や
が
て
散

文
精
神
の
全
盛
に
な
つ
た
」
と
い
う
。
こ
の
「
散
文
精
神
」
は
「
近
代
主
義
の
精
神
」

で
あ
る
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
『
近
代
日
本
文
学
の
展
望
』（
昭
和
二
十
五
年

七
月
）
に
お
い
て
佐
藤
が
展
開
し
た
「
古
典
主
義
」
か
ら
「
ロ
マ
ン
主
義
」「
自
然

主
義
」
へ
の
流
れ
と
考
え
方
と
し
て
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。

　

一
見
し
て
分
か
る
と
お
り
、
こ
こ
で
は
も
と
も
と
の
発
想
と
し
て
、
文
学
の
歴
史

が
そ
れ
を
取
り
囲
む
社
会
的
要
因
と
は
切
り
離
さ
れ
て
お
り
、
尚
且
つ
そ
の
文
学
の

歴
史
は
、
個
々
の
具
体
的
な
作
品
の
歴
史
で
な
く
、
作
品
を
生
み
出
し
た
「
精
神
」

の
歴
史
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
作
品
を
社
会
的
な
存
在
と
す
る
立
場
か
ら
見
る
と
、

二
重
の
抽
象
化
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

佐
藤
は
作
品
を
生
み
出
す
「
精
神
」
を
自
明
の
前
提
、
最
終
的
な
確
固
た
る
存
在

と
し
て
い
る
の
で
、「
精
神
」
が
何
に
よ
っ
て
ど
う
作
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
へ
の
問
題
意
識
は
な
い
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
現
代
の
我
々
か
ら
そ
の
よ
う
に
見
え

る
の
で
は
な
く
、
有
島
の
論
と
対
置
す
れ
ば
、
佐
藤
の
論
の
特
性
は
こ
の
よ
う
に
捉

え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
佐
藤
の
論
は
恐
ら
く
大
正
期
に
通
有
の
自
我
主
義

の
な
か
に
あ
る
。「
精
神
」「
自
己
」
を
自
明
の
前
提
と
し
て
そ
れ
が
い
か
に
作
品
に

表
れ
て
い
る
か
を
作
品
評
価
の
基
準
と
す
る
の
が
佐
藤
の
批
評
の
特
徴
で
あ
る
と
谷

沢
永
一
は
言
う
（
『
大
正
期
の
文
芸
評
論
』
昭
和
三
十
七
年
一
月
）。
佐
藤
の
こ
こ

で
の
ロ
マ
ン
主
義
評
価
も
そ
れ
と
関
わ
っ
て
い
る
。

　

物
質
的
・
社
会
的
要
因
と
人
間
の
観
念
的
・
精
神
的
要
因
と
の
先
後
関
係
を
考
え

て
も
、
容
易
に
結
論
の
出
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
が
、
物
質
的
・
社
会
的
要
因
を
全

く
捨
て
去
っ
て
、
観
念
・
精
神
の
み
に
よ
っ
て
歴
史
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
は
無
理

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
佐
藤
に
お
い
て
は
こ
の
「
精
神
」
が
一
種
の
説
明
原
理

と
な
り
、
疑
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。「
秋
風
一
夕
話
」
な
ど
で
「
精
神
」
の
「
流
露
」

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
も
佐
藤
が
こ
う
し
た
傾
向
を
か
な
り
徹
底
し
た
形

で
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
作
品
の
形
式
に
極
度
な
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
芥
川
龍

之
介
に
対
し
て
、
佐
藤
に
は
「
し
ゃ
べ
る
よ
う
に
書
く
」
と
い
う
有
名
な
提
言
が
あ

る
が
、
こ
の
言
葉
も
彼
の
「
精
神
」
へ
の
信
頼
と
無
縁
で
は
な
い
。

　

佐
藤
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
普
遍
的
・
抽
象
的
な
理
解
で
あ
り
、
彼

の
考
察
の
対
象
は
普
遍
的
現
象
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
有
島
か
ら
広
津
・
菊
池
そ
し
て
佐
藤

へ
と
次
第
に
議
論
が
抽
象
化
し
て
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
佐
藤
で
は
、

広
津
・
菊
池
に
は
あ
っ
た
、
同
時
代
へ
の
社
会
的
な
関
心
さ
え
も
が
抜
け
落
ち
て
し

ま
う
。
彼
は
時
代
の
流
れ
と
は
無
関
係
な
大
正
的
言
説
を
紡
ぎ
続
け
て
い
る
。
お
そ

ら
く
は
そ
の
た
め
に
、
後
の
時
代
に
も
注
目
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

Ⅳ　

そ
の
後
の
評
価

　

伊
藤
整
に
「
散
文
芸
術
の
性
格
」（
昭
和
二
十
三
年
八
月
『
群
像
』）
と
い
う
評
論
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が
あ
る（
８
）。
こ
の
論
は
散
文
芸
術
論
争
以
降
の
広
津
の
「
散
文
精
神
」
に
関
す
る

論
も
視
野
に
入
れ
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
今
は
と
り
あ
え
ず
、「
散
文
芸
術
」
に
関

す
る
と
思
わ
れ
る
記
述
か
ら
そ
の
判
断
を
推
測
し
て
み
た
い
。

　

伊
藤
は
「
散
文
芸
術
は
詩
や
音
楽
と
違
つ
て
芸
術
そ
の
も
の
よ
り
も
現
実
へ
の
縁

が
強
い
、
と
言
つ
た
」
広
津
の
「
散
文
芸
術
」
論
は
、
散
文
の
表
現
手
段
で
あ
る
「
言

葉
の
本
質
」
が
「
功
利
的
な
「
意
味
」」
を
持
つ
こ
と
に
あ
る
と
い
う
点
に
関
わ
る

と
見
る
。
伊
藤
に
よ
れ
ば
「
そ
の
因
子
が
言
葉
だ
と
言
ふ
こ
と
は
、
言
葉
に
よ
つ
て

現
は
さ
れ
る
生
の
功
利
性
が
散
文
芸
術
の
真
の
因
子
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
」
り
、
そ

の
た
め
「
真
面
目
な
生
の
思
考
は
、
現
実
の
場
を
処
理
し
、
判
断
し
、
報
告
し
、
告

白
す
る
こ
と
だ
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
功
利
的
価
値
、

つ
ま
り
道
徳
・
思
想
・
欲
求
を
直
接
表
す
と
い
う
文
学
観
で
あ
り
、「
現
実
生
活
そ

の
も
の
が
芸
術
」
で
あ
る
と
す
る
「
生
活
即
芸
術
」
と
い
う
「
伝
統
」
に
立
つ
論
で

あ
る
と
い
う
。

　

つ
ま
り
伊
藤
は
広
津
の
論
を
「
伝
統
」
的
な
私
小
説
の
精
神
を
表
現
し
た
も
の
と

見
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
伊
藤
は
、
こ
の
「
伝
統
」
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
っ
て
私

小
説
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
批
判
し
、「
功
利
的
価
値
」

を
直
接
表
現
す
る
の
で
な
く
、
そ
れ
そ
の
も
の
を
も
「
手
段
」
と
す
る
、
よ
り
造
型

性
の
高
い
小
説
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
そ
れ
に
対
し
て
平
野
謙
は
こ
の
広
津
の
論
を
ど
う
見
て
い
る
か
。

　

た
と
え
ば
『
現
代
日
本
文
学
論
争
史　

上
』
の
「
解
説
」（
昭
和
三
十
一
年
七
月
）

で
は
広
津
の
論
を
、「
心
境
小
説
」
に
対
し
て
「
本
格
小
説
」
を
称
揚
し
よ
う
と
す

る
中
村
武
羅
夫
の
立
場
（
「
本
格
小
説
と
心
境
小
説
と
」〔
大
正
十
三
年
一
月
『
新

小
説
』〕）
に
近
い
と
し
、
ま
た
、「
有
島
武
郎
の
い
か
に
し
て
階
級
社
会
に
対
処
す

べ
き
か
と
い
う
問
題
提
起
か
ら
出
発
し
て
、
菊
池
・
中
村
・
広
津
ら
の
問
題
提
起

は
、
そ
れ
ぞ
れ
現
実
と
小
説
芸
術
と
の
関
連
の
在
り
か
た
を
さ
ぐ
」
っ
た
が
「
久
米

の
心
境
小
説
論
に
い
た
つ
て
、
は
じ
め
て
論
の
志
向
が
い
わ
ば
う
し
ろ
む
き
に
な
つ

た
」
と
い
う
。

　

つ
ま
り
伊
藤
整
と
は
逆
に
広
津
の
散
文
芸
術
論
を
私
小
説
に
対
立
す
る
も
の
と
見

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

伊
藤
、
平
野
両
者
の
論
は
扱
っ
て
い
る
問
題
の
レ
ベ
ル
が
か
な
り
違
っ
て
お
り
、

単
純
に
並
列
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
の
だ
が
、
部
分
的
に
先
の
よ
う
に
ま
と
め
ら

れ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
私
小
説
、
あ
る
い
は
心
境
小
説
に
対
し
て
広
津
の
散
文
芸
術

論
の
持
つ
意
味
を
、
ほ
ぼ
正
反
対
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
尚
且
つ
ど
ち
ら
に
も
そ

れ
な
り
の
説
得
力
が
あ
り
そ
う
に
見
え
る
。

　

こ
こ
か
ら
次
の
よ
う
に
考
え
て
見
る
こ
と
は
無
駄
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
広
津
の
散
文
芸
術
論
は
私
小
説
に
も
反
私
小
説
に
も
加
担
す
る
も
の
で
な

く
、
い
わ
ば
そ
の
両
者
を
も
含
ん
だ
よ
り
広
い
提
言
で
あ
っ
た
と
し
て
み
る
こ
と
で

あ
る
。

　

平
野
と
伊
藤
の
論
は
、
文
学
の
社
会
的
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
重
く
見
る
と
い

う
戦
後
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
は
私
小
説
は
ま
ず

敵
視
さ
れ
る
。
そ
し
て
戦
後
か
ら
戦
前
の
文
学
史
を
否
定
す
る
と
き
に
大
正
の
後

期
か
ら
続
く
（
日
本
に
伝
統
的
な
も
の
と
も
言
わ
れ
る
）
私
小
説
史
観
が
作
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
私
小
説
が
文
壇
の
中
心
に
置
か
れ
、
非
社
会
的
な
も
の
、
社
会
的
ア

ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
欠
落
し
た
も
の
と
し
て
そ
れ
は
否
定
さ
れ
、
戦
後
の
社
会
的

ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
論
を
補
強
す
る
材
料
と
さ
れ
る
。
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

起
こ
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
大
正
文
壇
に
想
定
さ
れ
て
い
る
私

小
説
対
反
私
小
説
と
い
う
図
式
は
、
戦
後
に
創
造
さ
れ
、
大
正
に
投
影
さ
れ
た
も
の

で
、
大
正
期
に
は
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
た
図
式
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
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あ
る
。
こ
の
転
倒
は
こ
れ
ら
の
戦
後
の
論
が
私
小
説
を
日
本
の
古
代
か
ら
の
文
学
的

伝
統
で
あ
る
と
い
い
だ
す
辺
り
か
ら
も
感
じ
ら
れ
る（
９
）。

　

私
小
説
に
関
す
る
議
論
は
、
中
村
の
も
の
は
早
い
が
、
そ
の
後
は
大
正
十
四
年
頃

に
多
い
よ
う
で
あ
り
、
議
論
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
広
津
の
論
の
頃
に
は
ま
だ

「
私
小
説
」
と
い
う
概
念
が
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
し
て
、
私

小
説
を
文
学
の
中
心
に
置
く
よ
う
な
発
想
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
そ
れ
に
敵
対
も
賛
成
も
し
よ
う
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
実
は
戦
後
の
私
小

説
史
観
、
近
代
的
自
我
史
観
、
そ
れ
に
連
続
す
る
純
文
学
史
観
に
よ
る
ジ
ャ
ン
ル
区

分
に
よ
っ
て
、
散
文
芸
術
論
の
問
題
の
広
さ
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　　

実
は
平
野
謙
の
三
派
鼎
立
論
も
か
な
り
怪
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
平
野
は
当
時

の
文
壇
状
況
を
既
成
文
学
（
私
小
説
が
そ
の
中
心
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
と
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
、
新
感
覚
派
文
学
の
三
派
鼎
立
と
し
て
捉
え
、
広
津
の
散
文
芸
術
論
を
、

既
成
文
壇
内
で
私
小
説
に
反
対
し
つ
つ
小
説
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
等
の
社
会
的
な

方
向
へ
の
シ
フ
ト
と
新
感
覚
派
な
ど
の
芸
術
的
な
方
向
へ
の
シ
フ
ト
か
ら
守
ろ
う
と

し
た
、
と
と
ら
え
る
が
、
し
か
し
大
正
期
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
決
し
て
非
芸
術

と
規
定
で
き
ず
、
ま
た
新
感
覚
派
も
決
し
て
非
社
会
的
で
は
な
い
、
そ
れ
ら
の
間
に

は
論
争
は
あ
り
つ
つ
も
、
人
の
移
動
も
、
作
品
上
の
共
通
性
も
あ
っ
た
。
恐
ら
く
、

昭
和
に
入
っ
て
も
平
野
の
言
う
よ
う
な
三
派
鼎
立
は
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
は
民
衆
芸
術
論
で
大
衆
小
説
と
近
く
、
新
感
覚
派
の
横
光
も
「
純
粋
芸

術
論
」
で
通
俗
的
要
素
を
気
に
し
て
い
た
。
ま
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
、
新
感
覚
派

の
相
互
交
流
も
あ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
私
小
説
的
作
品
も
あ
る
。
雑
誌
に
お

い
て
も
相
互
交
流
的
状
態
で
あ
っ
た
。

　

図
式
自
体
が
問
い
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
広
津
の
散
文
論
も
そ
う
し
た
既
存
の

図
式
の
な
か
で
見
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
）『
近
代
文
学
評
論
大
系
５
』「
総
説
」（
昭
和
四
十
八
年
四
月
）

（
２
） 

以
下
、
有
島
武
郎
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
『
有
島
武
郎
全
集
』（
昭
和
四
十
九
〜

六
十
三
年
）
に
よ
る
。
尚
、
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

（
３
）
平
野
謙
『
現
代
日
本
文
学
論
争
史　

上
』「
解
説
」（
昭
和
三
十
一
年
七
月
）

（
４
）
臼
井
吉
見
『
近
代
文
学
論
争　

上
巻
』（
昭
和
三
十
一
年
十
月
）

（
５
） 

以
下
、
広
津
和
郎
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
『
広
津
和
郎
全
集
』（
昭
和
六
十
三
〜

六
十
四
年
）
に
よ
る
。
尚
、
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

（
６
） 

以
下
、
菊
池
寛
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
『
菊
池
寛
全
集
』（
平
成
五
〜
十
五
年
）
に
よ
る
。

尚
、
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

（
７
） 

以
下
、
佐
藤
春
夫
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
『
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
』（
平
成
十
〜
十
三
年
）

に
よ
る
。
尚
、
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

（
８
） 

以
下
、
伊
藤
整
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
『
伊
藤
整
全
集
』（
昭
和
四
十
七
〜
四
十
九
年
）

に
よ
る
。
尚
、
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

（
９
） 

こ
の
辺
り
の
議
論
は
、
鈴
木
貞
美
『
日
本
の
「
文
学
」
を
考
え
る
』（
平
成
六
年
十
一
月
）

に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
わ
た
な
べ　

た
く
・
本
学
語
学
教
育
セ
ン
タ
ー
助
教
）


