
石
川
淳
作
品
史
試
論
・
一
九
四
五
〜
五
五
年
―
〈
焼
跡
〉
か
ら
〈
革
命
〉
へ
―
（
続
）

―
「
珊
瑚
」「
鳴
神
」「
虹
」

山

口

俊

雄

＊
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｊ
・
タ
イ
ラ
ー
／
鈴
木
貞
美
（
編
著
）『
石
川
淳
と
戦
後
日
本
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
・
三
）
に
寄

稿
し
た
拙
稿
「
石
川
淳
作
品
史
試
論
・
一
九
四
五
〜
五
五
年
―
〈
焼
跡
〉
か
ら
〈
革
命
〉
へ
」
に
は
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
掲

載
で
き
な
か
っ
た
部
分
（
２
�
「
珊
瑚
」、
�
「
鳴
神
」、
�
「
虹
」）
が
あ
っ
た
。
そ
の
部
分
を
こ
こ
に
発
表
す
る
。
前
掲
刊

本
掲
載
部
分
と
併
せ
読
ま
れ
た
い
。
な
お
、
論
の
全
体
像
を
見
や
す
い
も
の
と
す
る
た
め
に
、
ま
え
が
き
、
２
�
、
３
の
本
文

を
再
掲
載
し
、
１
の
章
題
・
節
題
を
掲
げ
て
お
く
。

敗
戦
、
被
占
領
、
物
資
不
足
、
世
情
の
混
乱
、
戦
後
改
革
、
逆
コ
ー
ス
、
朝
鮮
戦
争
、
レ
ッ
ド
パ
ー
ジ
、
講
和
条
約
…
…
敗
戦
後
の
十
年

間
、
混
乱
と
可
能
性
と
が
収
束
し
て
ゆ
く
中
で
、
石
川
淳
作
品
史
が
ど
の
よ
う
な
軌
跡
を
描
い
た
か
。
石
川
の
〈
革
命
小
説
〉
を
従
来
の
よ

う
に
特
権
視
し
て
先
立
つ
作
品
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
わ
ず
、
作
品
史
的
視
野
の
も
と
に
位
置
付
け
を
試
み
た
い
。

１

敗
戦
後
、「
鷹
」
ま
で
の
作
品
史
通
観

�

低
迷
期
の
存
在

一



�

こ
の
時
期
の
傾
向
・
特
色

�

小
説
作
法
上
の
転
換

２

〈
革
命
小
説
〉「
鷹
」「
珊
瑚
」「
鳴
神
」「
虹
」

前
章
で
は
、
敗
戦
後
、「
鷹
」
以
前
ま
で
の
、
特
に
低
迷
期
の
石
川
作
品
を
ざ
っ
と
通
観
し
な
が
ら
、
多
く
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
傾
向

・
特
色
を
抽
出
し
て
み
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
こ
の
章
で
は
、〈
革
命
小
説
〉「
鷹
」「
珊
瑚
」「
鳴
神
」「
虹
」
を
論
じ
よ
う
。

例
え
ば
野
口
武
彦
が
《
こ
れ
ら
の
作
品
世
界
﹇「
鷹
」「
珊
瑚
」「
鳴
神
」「
虹
」﹈
で
追
求
さ
れ
て
い
る
主
題
は
、
ひ
と
く
ち
に
い
え
ば
、

い
か
な
る
革
命
も
そ
の
最
深
部
に
所
有
し
て
い
る
或
る
形
而
上
学
的
原
質
、
あ
る
い
は
神
話
学
的
部
分
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
顕
在
化
さ
せ
る

�

こ
と
で
あ
る
。》
と
述
べ
る
よ
う
に
、「
鷹
」
に
先
立
つ
低
迷
期
の
作
品
へ
の
評
価
と
は
全
く
対
照
的
に
、〈
革
命
小
説
〉
へ
の
評
価
は
概
し

て
非
常
に
高
い
。
確
か
に
、
作
品
の
緊
密
さ
、
完
成
度
、
読
み
応
え
、
と
い
っ
た
印
象
論
的
観
点
か
ら
言
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
評
価
は
大

方
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
そ
の
よ
う
な
評
価
が
、〈
革
命
小
説
〉
を
特
権
視
し
、
そ
れ
以
前
の
作
品
傾
向
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
う
た
め
に
、
見
え
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
多
い
は
ず
だ
。
本
稿
で
は
、
従
来
の
作
品
か
ら
の
技
法
的
展
開
の
面
や
従
来
の
作
品
の
テ
ー
マ
を
踏
ま
え

た
と
い
う
連
続
性
に
留
意
し
て
〈
革
命
小
説
〉
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

�
「
鷹
」

「
鷹
」（
一
九
五
三
）
に
描
か
れ
る
の
は
、
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
で
専
売
公
社
を
馘
首
さ
れ
た
若
者
・
国
助
が
体
制
の
実
態
に
接
し
な
が
ら
変

�

革
の
努
力
へ
参
加
し
て
ゆ
く
過
程
で
あ
る
。
た
ば
こ
「
ピ
ー
ス
」
（
平
和
）
に
「
鷹
」（
武
力
・
暴
力
、
お
そ
ら
く
対
抗
暴
力
的
な
も
の
）

を
配
し
て
、
目
標
・
理
念
と
し
て
の
「
平
和
」
へ
至
る
た
め
の
対
抗
暴
力
の
必
要
を
示
唆
し
て
終
る
。

二



ま
ず
、
作
中
に
設
定
さ
れ
て
い
る
反
体
制
的
非
合
法
組
織
に
つ
い
て
見
よ
う
。
実
は
作
中
に
「
共
産
党
」
と
い
っ
た
言
葉
は
一
切
用
い
ら

れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
に
よ
り
非
合
法
化
・
地
下
運
動
化
し
た
共
産
党
の
活
動
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

国
助
が
受
け
た
勧
誘
は
か
つ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
描
き
込
ま
れ
た
戦
前
の
非
合
法
時
代
の
リ
ク
ル
ー
ト
に
類
似
し
て
い
る
が
、
文
学
的

な
技
法
と
し
て
先
行
テ
ク
ス
ト
と
と
の
〈
重
ね
合
わ
せ
〉
が
活
用
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
同
じ
よ
う
な
状
況
の
再
来
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。「

風
俗
と
し
て
の
共
産
党
」と
で
も
言
う
べ
き
も
の
な
ら
ば
、
戦
後
、
そ
れ
以
前
の
作
品
に
も
時
お
り
書
き
込
ま
れ
て
い
た
。「
窮
菴
売
卜
」

（
一
九
四
六
）
に
は
共
産
党
へ
の
関
心
を
語
る
若
者
が
登
場
、《
わ
た
し
》
は
食
料
問
題
だ
け
で
な
く
天
皇
制
を
ど
う
す
る
の
か
と
《
当
世

流
行
の
政
治
意
識
》（
�
三
九
四
）
に
批
判
的
距
離
を
示
し
、「
か
よ
ひ
小
町
」（
一
九
四
七
）
に
は
、
共
産
党
活
動
に
関
わ
る
よ
っ
ち
ゃ
ん

の
魅
力
を
語
り
な
が
ら
、
売
春
婦
の
染
香
（＝

マ
リ
ア
）
を
選
ぶ
《
わ
た
し
》
が
描
か
れ
て
い
る
。「
華
厳
」（
一
九
四
九
）
に
は
、
戦
中
、

入
獄
し
て
い
た
と
い
う
左
翼
活
動
家
が
二
人
、
主
要
登
場
人
物
と
し
て
登
場
、「
鳳
凰
」（
同
）
に
は
、
お
金
を
貯
め
て
共
産
党
を
買
収
す
る

と
言
う
若
者
が
登
場
、
先
に
触
れ
た
「
野
守
鏡
」
で
は
、
共
産
党
が
新
興
商
人
と
同
列
の
《
ア
プ
レ
景
気
の
お
仲
間
》（
�
五
一
六
）
扱
い

さ
れ
、「
合
縁
奇
縁
」（
一
九
五
一
）
に
は
、
党
の
分
裂
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
一
人
の
女
性
を
取
り
合
う
共
産
党
の
活
動
家
二
人
が
描
か
れ
、

「
蜘
虹厨
」（
一
九
五
二
）
に
は
、《
も
つ
と
も
進
歩
的
な
細
胞
の
キ
ャ
ッ
プ
》（
�
三
四
五
）
た
る
主
人
公
が
、
反
動
化
の
中
で
全
く
な
す
す

べ
も
な
い
姿
が
描
か
れ
る
。

だ
が
、
中
絶
し
た
た
め
判
断
を
保
留
す
べ
き
「
華
厳
」
以
外
の
作
品
で
は
、
共
産
党
あ
る
い
は
共
産
党
関
係
者
が
専
ら
肯
定
的
に
描
か
れ

る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
窮
菴
売
卜
」「
か
よ
ひ
小
町
」
で
は
比
較
的
肯
定
的
と
は
言
え
、
一
種
の
流
行
現
象
と
な
っ
た
共
産
党
・
共

産
党
員
を
語
り
手
が
距
離
を
置
き
つ
つ
好
意
的
に
眺
め
る
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
し
、「
鳳
凰
」
以
降
は
、
愚
劣
な
世
情
の
一
端
と

�

し
て
は
っ
き
り
と
揶
揄
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、「
鷹
」
で
は
大
き
く
一
歩
踏
み
出
し
た
と
言
え
る
。

次
に
、
こ
の
作
品
が
一
篇
の
〈
夢
物
語
〉
と
し
て
読
ま
れ
得
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

主
人
公
・
国
助
が
食
堂
で
一
杯
の
焼
酎
を
の
ん
で
い
る
と
、
小
犬
が
脚
に
か
ら
み
つ
き
、
次
に
Ｋ
に
「
仕
事
が
な
い
の
か
。」
と
尋
ね
ら

三



れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
あ
と
は
す
べ
て
失
業
者
が
酒
に
酔
っ
て
見
た
夢
だ
と
も
受
け
取
れ
る
の
で
あ
る
。《
万
人
の
幸
福
》

（
�
三
六
三
）
を
想
っ
た
た
め
に
専
売
公
社
を
馘
に
な
っ
た
失
業
者
の
夢
が
、
明
日
の
可
能
性
に
繋
が
る
と
い
う
夢
物
語
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。た

だ
し
、
か
つ
て
の
「
曽
呂
利
咄
」（
一
九
三
八
）
の
よ
う
に
、
夢
か
ら
の
覚
醒
の
明
示
、
夢
オ
チ
と
し
て
の
種
明
か
し
は
な
い
。
夢
が

実
現
さ
れ
る
べ
き
夢
で
あ
る
以
上
、
醒
め
て
は
な
ら
な
い
夢
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
あ
れ
、〈
夢
〉の
実
体
化
と
い
う
点
で
、

「
飛
梅
」
の
末
尾
で
用
い
ら
た
よ
う
な
〈
あ
る
登
場
人
物
の
主
観
の
実
体
化
〉
と
切
り
離
せ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
夢
オ
チ
的
な
枠
が
明
示
さ

れ
て
い
な
い
以
上
、
作
品
世
界
全
体
が
夢
（
近
未
来
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
）
と
も
解
釈
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
も
、〈
夢
〉
の
実
体
化
が
働
い
て

い
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
、
ま
た
、〈
分
身
〉
に
満
ち
て
も
い
る
。

作
品
の
初
め
の
方
で
、
国
助
の
《
手
は
い
つ
の
ま
に
か
Ｅ
が
描
い
て
よ
こ
し
た
﹇
密
造
た
ば
こ
の
運
搬
先
を
示
し
た
﹈
地
図
の
紙
き
れ
を

こ
ま
か
く
裂
い
て
、
そ
れ
に
マ
ッ
チ
の
火
を
つ
け
て
、
灰
皿
の
中
に
燃
し
て
ゐ
た
》（
三
六
八
）
こ
と
に
気
付
い
て
驚
く
が
、《
こ
の
操
作
は

昨
夜
食
堂
の
テ
イ
ブ
ル
の
上
で
Ｋ
が
し
て
見
せ
た
の
と
そ
つ
く
り
お
な
じ
で
あ
つ
た
》（
同
）
が
、
お
よ
そ
作
中
で
の
国
助
の
重
要
な
行
動

は
、
自
発
的
な
も
の
で
は
な
く
、
分
身
的
存
在
に
導
か
れ
て
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

《
想
像
を
絶
し
た
上
等
の
た
ば
こ
の
葉
を
し
ら
べ
る
こ
と
は
絶
対
に
い
い
こ
と
に
相
違
な
》（
三
七
五
）
い
と
思
う
国
助
の
考
え
は
、
壁

越
し
に
聞
い
た
Ｅ
が
少
女
へ
性
的
働
き
か
け
を
行
っ
た
際
の
、《
絶
対
に
い
い
こ
と
な
ん
だ
》（
三
七
三
）
と
い
う
言
葉
を
な
ぞ
っ
た
も
の
だ

し
、《
茫
然
と
し
た
目
の
さ
き
に
、
そ
の
窓
硝
子
に
ぼ
ん
や
り
う
つ
り
出
た
顔
の
、
蒼
ざ
め
た
こ
め
か
み
に
血
が
一
筋
な
が
れ
て
、
や
、
Ｋ

の
顔
…
…
い
や
、
そ
れ
は
自
分
の
顔
で
あ
つ
た
》（
四
〇
二
）。
国
助
は
、
小
犬
や
Ｋ
、
Ｅ
と
い
っ
た
分
身
に
導
か
れ
、
工
場
の
仲
間
（
兄
弟

＝

味
方＝

同
志
）
に
同
調
、
協
働
し
、
少
女
に
叱
咤
激
励
さ
れ
、
最
後
は
鷹
と
化
し
て
の
先
導
・
誘
導
を
受
け
る
。

同
時
に
、
国
助
は
、
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
の
言
葉
な
ど
か
ら
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
か
を
教
え
ら
れ
る
。

《「
逃
亡
者
」。
自
分
も
そ
の
一
人
に
ち
が
ひ
な
い
。》（
三
九
九
）
と
い
う
自
己
認
識
は
、
聞
え
て
き
た
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
《
―
―
逃
亡
者

四



追
跡
中
…
…
》（
三
九
八
）
に
よ
る
も
の
だ
し
、《
じ
つ
に
自
分
は
追
跡
さ
れ
な
い
逃
亡
者
で
あ
つ
た
。﹇
略
﹈
見
す
て
ら
れ
た
死
傷
者
。》（
三

九
九
）
と
い
う
認
識
も
、
同
じ
く
ラ
ジ
オ
の
《
現
在
ま
で
に
死
傷
者
約
二
十
三
名
…
…
》（
三
九
八
、
三
九
九
）
と
い
う
言
葉
に
よ
る
。《
そ

の
と
き
、
国
助
は
店
の
扉
に
「
臨
時
休
業
」
と
い
ふ
貼
紙
が
し
て
あ
る
の
を
見
た
。
休
業
と
い
ふ
状
態
は
、
こ
れ
を
「
臨
時
」
の
も
の
だ
と

告
げ
て
ゐ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
現
在
自
分
の
置
か
れ
て
ゐ
る
状
態
も
ま
た
決
定
的
の
も
の
で
は
な
く
て
、
や
つ
ぱ
り
臨
時
の
も
の
だ
と
い
ふ

こ
と
に
な
り
さ
う
で
あ
る
。》（
三
九
九
、
四
〇
〇
）

つ
ま
り
、
国
助
が
自
発
的
に
行
っ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、《
万
人
の
幸
福
》
と
い
う
理
想
以
外
は
外
か
ら
促
さ
れ
、
割
り
付
け
ら
れ

た
も
の
な
の
で
あ
る
。
国
助
は
、
失
業
後
の
仕
事
の
誘
い
に
乗
っ
た
こ
と
を
発
端
と
し
て
、
全
体
が
見
え
な
い
ま
ま
、
自
分
の
役
割
を
与
え

ら
れ
、
出
来
す
る
事
態
に
巻
き
込
ま
れ
、
徐
々
に
敵
味
方
の
関
係
の
中
で
の
自
己
の
位
置
を
把
握
し
、
明
日
の
世
界
を
拓
く
こ
と
の
必
要
に

目
覚
め
て
行
く
。
先
ほ
ど
見
た
夢
の
構
図
と
関
連
づ
け
る
な
ら
ば
、
様
々
な
分
身
を
夢
の
中
に
作
り
出
し
―
―
夢
だ
か
ら
す
べ
て
の
登
場
人

物
が
自
ら
の
分
身
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
か
―
―
、
分
身
が
分
身
を
な
ぞ
り
な
が
ら
、
明
日
の
世
界
を
垣
間
見
る
、
と
い
う
構
図
と
な
っ
て

い
る
。

〈
空
間
構
造
〉
の
工
夫
に
も
留
意
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
た
ば
こ
密
造
の
舞
台
と
な
る
《
運
河
の
ほ
と
り
の
家
》（
三
六
五
）
だ
が
、《
市
街
》
か
ら
離
れ
た
、
埋
め
立
て
地
の
よ
う
な
抽
象

性
を
帯
び
た
場
所
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
歴
史
性
の
欠
如
、「
地
霊
」
不
在
の
抽
象
性
ゆ
え
、
必
ず
し
も
現
実
に
束
縛
さ
れ
な
い
何
か
が
起

こ
り
得
る
場
所
で
あ
る
。

こ
の
た
ば
こ
工
場
の
、
あ
い
だ
に
運
河
一
つ
挟
ん
だ
対
岸
に
は
、
国
助
と
同
志
た
ち
が
収
容
さ
れ
る
留
置
場
が
あ
り
、
両
者
の
空
間
構
造

は
類
似
し
て
い
る
（
四
〇
六
、
四
〇
七
）。
こ
の
類
似
性
は
何
を
物
語
る
の
か
。
未
来
は
す
ぐ
そ
こ
に
あ
る
、
運
河
一
つ
隔
て
た
彼
岸
に
す

ぐ
あ
る
、
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
反
体
制
運
動
に
参
加
す
る
こ
と
と
囚
人
で
あ
る
こ
と
と
の
あ
る
種
の
同
質
性

を
、
両
者
の
あ
り
方
の
転
換
可
能
性
・
反
転
可
能
性
を
暗
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

少
な
く
と
も
、《
鉄
格
子
は
頑
強
に
ひ
ら
か
な
か
つ
た
。
鍵
も
錠
も
い
ふ
こ
と
を
き
か
ず
、
今
そ
れ
は
外
に
む
か
つ
て
閉
ぢ
ら
れ
て
ゐ
た
。》
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（
四
一
三
）
と
い
う
言
葉
か
ら
、
留
置
所
の
鉄
格
子
の
内
外
の
転
換
、
今
日
の
秩
序
と
明
日
の
秩
序
と
の
転
換
可
能
性
は
明
確
に
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
作
品
か
ら
は
、
ま
た
、
前
章
で
見
た
〈
モ
ノ
へ
の
還
元
〉
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
む
し
ろ
〈
モ
ノ
か
ら
の
生
成
〉
と
で
も

言
う
べ
き
技
法
を
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。《
ぽ
つ
ん
と
一
軒
そ
の
家
が
立
つ
て
ゐ
た
。
遠
く
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
枯
れ
た
灌
木
の
や

う
で
あ
つ
た
。》（
�
三
五
九
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
明
日
の
た
ば
こ
、
明
日
の
歴
史
を
作
り
出
す
巨
大
な
工
場
と
化
す
夢
の
舞
台
と
な
る
。

こ
の
作
品
は
、
さ
ら
に
、
巻
き
込
ま
れ
型
の
物
語
展
開
で
あ
り
、
成
長
小
説
で
あ
り
、
謎
解
き
小
説
と
も
な
っ
て
い
る
が
、〈
イ
ノ
セ
ン

ト
な
若
者
を
主
人
公
に
据
え
る
〉
と
い
う
点
で
は
、「
華
厳
」（
浅
間
三
郎
、「
白
描
」
の
鼓
金
吾
タ
イ
プ
）、「
善
財
」、「
南
枝
向
日
」
の
型

を
踏
襲
し
て
い
る
。

〈
革
命
小
説
〉
関
連
作
と
の
関
係
も
見
て
お
こ
う
。「
鷹
」
に
お
い
て
、《
明
日
の
た
ば
こ
》
を
製
造
す
る
工
場
空
間
は
《
月
》
の
光
で
特

徴
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
夢
・
幻
想
や
狂
気
を
象
徴
す
る
《
月
》
は
、
当
然
な
が
ら
、
白
日
下
の
現
実
・
今
日
的
秩
序
を
象
徴
す
る
〈
太
陽
〉

と
対
照
を
含
意
し
て
い
よ
う
。
こ
の
対
比
が
〈
分
身
〉
的
な
二
人
の
女
性
に
付
与
さ
れ
て
い
た
の
が
、
野
口
武
彦
が
《
発
想
は
『
鷹
』
と
同

�

工
異
曲
で
あ
り
、
い
わ
ば
そ
の
デ
ッ
サ
ン
に
あ
た
る
作
品
と
い
え
る
だ
ろ
う
》
と
す
る
先
行
作
「
他
人
の
自
由
」（
一
九
五
二
）
で
あ
っ
た
。

「
他
人
の
自
由
」
の
主
人
公
・
友
吉
は
、
勤
務
す
る
玩
具
会
社
が
軍
需
転
換
し
お
も
ち
ゃ
は
な
く
本
物
の
ピ
ス
ト
ル
を
作
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
か
ら
会
社
を
辞
め
る
決
心
を
し
、
反
体
制
運
動
側
へ
武
器
を
運
ぶ
役
割
を
引
受
け
、
こ
の
武
器
の
横
流
し
に
関
わ
る
体
制
側
ス
パ
イ

の
女
・
康
子
（
太
陽
）
と
も
、
ま
た
こ
の
世
の
不
幸
を
体
現
し
た
よ
う
な
反
体
制
側
の
少
女
（
月
）
と
も
関
わ
る
。
体
制
側
の
闖
入
、
身
を

挺
し
て
「
自
由
万
歳
。」
と
叫
ぶ
友
吉
…
…
実
は
、
す
べ
て
映
画
の
ロ
ケ
だ
っ
た
と
い
う
枠
付
け
が
最
後
に
示
さ
れ
る
。

野
口
が
「
鷹
」
の
《
デ
ッ
サ
ン
》
と
言
う
通
り
主
人
公
の
設
定
は
「
鷹
」
に
近
い
が
、
対
比
的
・
分
身
的
に
体
制
側
に
も
女
性
を
配
置
し

た
点
や
、
す
べ
て
は
映
画
の
ロ
ケ
だ
っ
た
と
い
う
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
相
対
化
が
「
鷹
」
と
の
違
い
に
な
っ
て
い
る
。

野
口
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

と
こ
ろ
で
、
作
者
は
こ
の
小
説
の
結
末
を
ど
う
い
う
わ
け
か
『
他
人
の
自
由
』
な
る
映
画
の
広
告
文
を
持
ち
出
し
て
来
て
し
め
く
く
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っ
て
い
る
。
如
上
の
物
語
は
、「
諸
君
の
自
由
の
た
め
に
絶
対
に
見
の
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
芸
術
名
画
」
を
作
る
た
め
の
ロ
ケ
ー
シ

ョ
ン
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
ど
こ
か
落
語
の
サ
ゲ
め
い
た
技
巧
は
い
っ
た
い
何
の
た
め
に
必
要
だ
っ
た
の
か
。
お
そ
ら
く

そ
れ
は
石
川
淳
氏
自
身
が
自
分
の
作
品
に
、
な
か
ん
ず
く
そ
の
作
品
秩
序
を
つ
く
っ
て
い
る
日
本
語
に
照
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
他
人
。
自
由
。
不
幸
。
血
。
こ
れ
ら
の
こ
の
小
説
の
キ
イ
ワ
ー
ド
は
果
し
て
日
本
語
と
し
て
文
体
中
に
美
し
く
落
ち
着
き
を
得

�

て
い
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
。
友
吉
の
「
自
由
万
歳
」
の
叫
び
な
ど
読
ん
で
い
て
多
少
こ
そ
ば
ゆ
い
気
が
し
な
く
も
な
い
。

こ
こ
で
も
、
一
人
称
語
り
を
手
放
し
た
あ
と
の
作
品
と
し
て
、
枠
が
な
け
れ
ば
作
品
が
批
評
的
距
離
を
伴
い
つ
つ
自
立
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
、
と
い
う
考
え
が
作
用
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。《
他
人
。
自
由
。
不
幸
。
血
》
と
い
っ
た
言
葉
の
日
本
語
と
し
て
の
未
定
着
ぶ
り

に
よ
る
《
照
れ
》
と
い
う
言
葉
・
概
念
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
小
説
を
作
っ
て
ゆ
く
際
の
形
式
・
技
法
の
問
題
で
も
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
そ
の
も
の
か
ら
距
離
を
取
ろ
う
と
す
る
相
対
化
の
姿
勢
を
敢
え
て
「
鷹
」
に
探
す
と
す
れ
ば
、

先
に
見
た
よ
う
に
一
篇
を
〈
夢
物
語
〉
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、
そ
の
枠
構
造
は
朧
化
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
既
に
見
た
「
鷹
」
に
お
け
る
〈
反
転
可
能
な
空
間
構
造
〉
も
一
定
の
距
離
・
相
対
化
の
表
示
と
も
取
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
テ
ー
マ

に
内
在
し
た
反
転
可
能
性
・
相
対
化
で
あ
り
、「
他
人
の
自
由
」
に
見
ら
れ
る
テ
ー
マ
そ
の
も
の
を
外
か
ら
相
対
化
し
て
距
離
を
取
ろ
う
と

す
る
態
度
と
は
異
な
る
。
や
は
り
連
続
性
よ
り
も
断
絶
の
方
が
大
き
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

�
「
珊
瑚
」

「
珊
瑚
」
は
、「
鷹
」「
鳴
神
」
の
よ
う
に
、
主
人
公
が
自
ら
の
置
か
れ
た
状
況
か
ら
制
度
の
問
題
に
目
覚
め
、
体
制
変
革
運
動
に
関
わ
っ

て
ゆ
く
と
い
う
個
人
史
の
物
語
で
は
な
く
、
人
間
の
群
れ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。

作
品
の
終
り
近
く
に
至
っ
て
《
こ
の
市
に
あ
る
か
ぎ
り
の
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
全
体
が
こ
こ
に
一
気
に
、
お
な
じ
方
向
に
、
堰
を
切
つ
て

う
ご
き
出
》（
�
四
七
二
）
す
。《
同
じ
方
向
に
》
と
は
、
王
の
い
る
城
へ
向
か
っ
て
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。《
す
で
に
、
当
麻
の
手
か
ら
は
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な
れ
て
、
な
に
も
の
も
手
を
つ
け
る
す
べ
が
無
い
と
こ
ろ
に
、
仕
事
は
ひ
と
り
で
に
で
き
あ
が
ら
う
と
し
て
ゐ
た
。
こ
の
流
れ
の
底
に
は
、

な
ほ
眼
に
見
え
ぬ
逆
巻
く
渦
が
あ
つ
て
、
そ
こ
に
な
ほ
お
ほ
く
の
人
間
の
死
体
が
沈
ま
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
い
つ
た
い
そ
れ
が
な

に
か
。
い
か
な
る
犠
牲
を
も
忘
れ
さ
せ
る
に
堪
へ
る
こ
の
流
の
速
さ
は
、
ひ
ど
く
当
麻
の
気
に
入
つ
た
や
う
で
あ
つ
た
》（
同
）。
結
局
、
平

群
も
カ
オ
ル
も
少
年
も
、
そ
し
て
当
麻
も
、
主
要
人
物
は
皆
、
こ
の
流
れ
の
中
に
、
個
の
か
け
が
え
の
な
さ
な
ど
ひ
と
た
ま
り
も
な
い
非
情

な
奔
流
の
中
に
死
体
と
な
っ
て
沈
ん
で
し
ま
う
。

一
人
一
人
の
生
と
歴
史
の
必
然
と
の
葛
藤
の
中
、
人
ひ
と
り
を
《
ほ
ん
の
小
石
ほ
ど
の
一
つ
ま
み
の
血
と
灰
と
の
か
た
ま
り
》（
四
七
五
）

と
眺
め
る
水
準
で
考
え
る
当
麻
を
登
場
さ
せ
、
こ
れ
ぐ
ら
い
の
非
情
な
犠
牲
な
し
に
は
王
国
が
転
覆
な
ど
し
な
い
と
い
う
、
日
本
に
起
こ
ろ

う
と
し
な
い
革
命
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
形
で
現
出
さ
せ
よ
う
と
し
た
作
品
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

死
ん
だ
人
間
が
《
血
と
灰
》
に
還
元
さ
れ
、
人
の
群
れ
が
燃
え
上
が
る
炎
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
様
子
が
、
美
し
く
も
非
情
に
《
珊
瑚
》
と

見
立
て
ら
れ
タ
イ
ト
ル
化
さ
れ
て
い
る
点
は
、〈
モ
ノ
へ
の
還
元
〉
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
た
だ
し
、
革
命
運
動
に
ま
つ
わ
る
群
れ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
必
要
性
と
い
う
重
要
な
問
題
に
密
接
に
絡
ん
で
お
り
、
そ
の
水
準
で
人
間
を
、
人
間
の
群
れ
を
見
る
こ
と
が
作
品
の
主
題

と
も
な
っ
て
い
る
。

個
を
重
ん
じ
ず
、
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
量
的
動
員
（
内
乱
か
ら
革
命
へ
）
に
あ
こ
が
れ
る
非
情
さ
と
観
念
性
を
持
ち
合
わ
せ
る
当
麻
と

は
対
照
的
な
人
物
と
し
て
、《
ボ
ロ
と
も
屑
と
も
え
た
い
の
知
れ
ぬ
も
の
を
身
に
ま
と
つ
て
ゐ
》（
四
二
二
）る
不
敵
な
野
生
児
が
登
場
す
る
。

こ
の
少
年
は
個
を
重
視
し
、
当
麻
を
批
判
す
る
。
諸
家
が
言
う
通
り
、「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」（
一
九
四
六
）
の
少
年
そ
の
も
の
（
あ
る
い
は
弟

分
と
い
っ
た
と
こ
ろ
）
だ
ろ
う
が
、
た
だ
、「
珊
瑚
」
は
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
の
後
日
談
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
少
年
を
相
対
化
す
る
と

こ
ろ
に
主
題
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
面
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
作
品
は
、
色
と
欲
に
目
が
眩
ん
だ
俗
物
た
ち
の
ド
タ
バ
タ
劇
系
の
作
品
―
―
特
に
「
藤
衣
」「
野
守
鏡
」「
南
枝
向
日
」「
合
縁
奇
縁
」

あ
た
り
―
―
と
共
通
す
る
味
わ
い
も
持
っ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
作
品
で
は
人
間
の
ド
タ
バ
タ
騒
ぎ
を
突
き
放
し
て
、
同
じ
こ
と
の
繰

り
返
し
と
遠
望
す
る
よ
う
な
冷
た
い
距
離
感
が
あ
っ
た
。
本
作
「
珊
瑚
」
は
、
革
命
運
動
に
ま
つ
わ
る
群
れ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
必
要
性
と
い
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う
問
題
に
集
中
さ
れ
て
い
る
点
で
大
き
く
異
な
る
。

過
去
の
作
品
の
主
題
の
流
れ
込
み
と
い
う
点
で
、
も
う
一
つ
見
落
と
せ
な
い
の
が
、〈
人
間
の
弱
さ
〉
の
主
題
で
あ
る
。

《
思
想
が
発
展
す
る
と
い
ふ
の
は
、
具
体
的
に
は
ま
ち
が
へ
だ
ら
け
の
世
の
中
の
仕
掛
を
乗
り
切
つ
て
よ
わ
い
人
間
の
む
れ
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
理
想
の
方
向
に
運
動
す
る
と
い
ふ
こ
と
ぢ
や
な
い
か
ね
》（
四
三
五
）
と
当
麻
は
言
う
が
、
既
に
「
妖
女
」（
一
九
五
〇
）
に
も
登
場
し

て
い
た
観
点
で
あ
り
、
次
の
「
鳴
神
」
で
も
触
れ
ら
れ
、「
虹
」
で
は
重
要
な
主
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
妖
女
」
で
は
《
駒
吉

は
枕
に
肘
を
立
て
て
、
や
さ
し
く
女
の
顔
の
上
か
ら
の
ぞ
き
こ
ん
だ
。
淵
に
引
き
こ
ま
れ
る
や
う
で
あ
る
。
淵
の
底
に
は
人
間
の
弱
さ
し
か

見
え
な
い
。
弱
さ
が
愛
情
の
ま
じ
は
る
場
な
の
だ
ら
う
。》（
�
七
一
〇
）
と
、
そ
こ
か
ら
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
が
始
ま
る
べ
き
大
切
な
出

発
点
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。

既
に
戦
中
の
評
論
『
森
�
外
』（
一
九
四
一
）
で
、
こ
の
主
題
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
。

よ
わ
い
人
間
の
心
に
は
﹇
�
外
の
「
大
塩
平
八
郎
」
が
﹈
空
虚
な
る
う
そ
ば
な
し
と
し
か
思
は
れ
な
い
。（「
大
塩
平
八
郎
」『
森
�

外
』
�
二
三
〇
）

相
手
﹇＝

歴
史
上
の
自
然
﹈
は
日
月
星
辰
で
も
な
く
、
微
粒
子
で
も
な
く
、
人
間
の
群
運
動
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
は
め

い
め
い
他
に
掛
替
の
な
い
質
を
持
つ
て
ゐ
て
、
太
陽
と
比
較
す
れ
ば
一
瞬
に
し
て
死
ぬ
か
ら
で
あ
る
。（「
自
然
を
尊
重
す
る
念
」『
森

�
外
』
�
二
三
四
）

個
と
し
て
の
人
間
の
本
来
的
な
脆
弱
さ
を
前
提
と
し
つ
つ
、
だ
か
ら
こ
そ
個
が
群
れ
と
な
り
歴
史
を
動
か
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
だ
、
と

い
う
人
間
観
・
世
界
観
・
歴
史
観
が
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
。

�
「
鳴
神
」

�

ハ
イ
ヤ
ー
の
運
転
手
と
い
う
職
業
を
通
じ
て
主
人
公
・
柿
夫
は
世
の
中
の
仕
組
み
に
目
覚
め
て
行
く
。
経
営
側
が
軍
需
転
換
を
目
指
す
自

九



動
車
工
場
に
お
け
る
労
働
組
合
運
動
（
史
実
と
し
て
は
一
九
四
〇
年
代
後
半
に
見
ら
れ
た
生
産
管
理
闘
争
タ
イ
プ
）
に
接
し
た
柿
夫
は
、
最

後
に
は
、
自
動
車
を
捨
て
自
転
車
に
乗
り
換
え
る
。

職
業
を
通
じ
て
体
制
・
制
度
の
実
態
が
被
雇
用
者
に
見
え
て
く
る
と
い
う
設
定
は
、
先
行
の
「
他
人
の
自
由
」「
鷹
」
と
重
な
っ
て
い
る
。

ま
た
〈
分
身
〉
の
活
用
も
目
立
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

教
導
者
的
分
身
Ｋ
に
導
か
れ
る
多
分
に
受
身
的
な
「
鷹
」
の
国
助
に
比
べ
て
、
柿
夫
は
、
周
囲
の
人
物
を
自
己
の
〈
分
身
〉（
他
の
可
能

的
自
己
）
と
捉
え
る
こ
と
で
、
内
面
の
葛
藤
を
促
さ
れ
る
。
内
的
変
革
の
面
が
「
鷹
」
よ
り
強
く
出
て
お
り
、
そ
の
点
で
あ
と
の
「
虹
」
へ

接
続
し
て
ゆ
く
。

柿
夫
に
と
っ
て
、
父
、
オ
ヤ
ジ
、
ゲ
ン
ら
は
否
定
す
べ
き
分
身
で
あ
り
、
組
合
の
指
導
者
・
ヨ
モ
と
一
体
化
し
よ
う
と
い
う
努
力
の
中
で
、

�

社
会
悪
へ
の
認
識
と
反
体
制
的
運
動
へ
の
参
加
へ
と
目
覚
め
て
ゆ
く
。「
鷹
」が
夢
の
位
相
で
自
己
の
他
者
化
を
行
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、「
鳴

神
」
は
現
実
に
直
面
し
て
他
者
の
自
己
化
（
内
面
化
）
を
行
っ
て
い
る
と
も
説
明
で
き
よ
う
。

な
お
、
柿
夫
が
自
己
の
分
身
像
に
接
す
る
の
は〈
鏡
〉を
通
じ
て
で
あ
る
。
車
の
ル
ー
ム
ミ
ラ
ー
に
映
る
自
分
の
顔
が
父
親
の
顔
に
見
え
、

ま
た
オ
ヤ
ジ
の
顔
に
見
え
、
ヨ
モ
の
顔
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
鏡
〉
を
介
し
た
自
己
と
の
対
話
は
、
先
行
作
「
し
の
ぶ
恋
」（
一
九
四

七
、
�
六
四
〇
）
や
「
梟
」（
一
九
五
〇
）
に
既
に
見
ら
れ
た
し
、
後
年
の
「
鏡
の
中
」（
一
九
六
七
）
で
も
活
用
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
技

法
は
、
低
迷
期
の
傾
向
・
特
長
の
一
つ
と
し
て
既
に
触
れ
た
〈
作
品
と
い
う
表
象
と
作
品
内
作
品
と
い
う
表
象
と
、
異
な
る
水
準
の
表
象
の

同
水
準
化
〉
の
一
つ
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

〈
空
間
構
造
に
関
わ
る
仕
掛
け
〉
の
活
用
と
し
て
は
、
賃
金
増
額
を
言
う
グ
ル
ー
プ
（
ゲ
ン
）
の
発
言
を
壁
一
枚
隔
て
て
聞
い
た
柿
夫
が
《
そ

の
声
が
自
分
の
腹
か
ら
出
た
か
の
や
う
に
ど
き
り
と
虚
を
つ
か
れ
》
る
（
�
五
〇
八
）
が
、
ゲ
ン
と
い
う
否
定
す
べ
き
〈
分
身
〉
の
声
が
響

い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

〈
モ
ノ
へ
の
還
元
〉〈
人
間
以
外
の
動
物
へ
の
還
元
〉
の
例
は
、
ヨ
モ
ら
と
対
立
す
る
ゲ
ン
た
ち
の
斃
れ
た
姿
を
《
蛙
》（
五
一
三
〜
五
一

五
）
と
形
容
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
か
ら
体
制
べ
っ
た
り
の
資
本
家
で
あ
る
オ
ヤ
ジ
の
本
性
を
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
飲
み
込
ん
だ
〈
資
本
〉
の

一
〇



象
徴
の
よ
う
な
巨
大
な
胃
袋
が
膨
張
・
反
転
す
る
さ
ま
と
し
て
描
き
出
し
た
、
本
作
の
文
体
的
な
ヤ
マ
場
と
も
言
え
る
箇
所
（
�
五
二
二
〜

五
二
五
）
に
見
ら
れ
る
。

「
珊
瑚
」
に
見
ら
れ
た
〈
弱
い
人
間
〉
と
い
う
主
題
が
、
こ
の
作
品
に
も
登
場
す
る
。
ヨ
モ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

車
を
よ
く
つ
く
る
お
れ
た
ち
の
手
は
車
の
正
し
い
う
ご
か
し
方
に
反
す
る
す
べ
て
の
仕
掛
の
悪
を
た
た
き
直
す
権
利
が
あ
る
。
お
も

へ
ば
、
こ
れ
は
弱
い
人
間
の
も
ち
う
る
か
な
し
い
権
利
だ
。
と
い
ふ
の
は
、
他
人
の
幸
福
を
約
束
す
る
た
め
に
、
自
分
が
乗
る
わ
け
で

も
な
い
車
を
つ
く
る
と
い
ふ
日
日
の
操
作
に
於
て
、
お
れ
た
ち
の
生
活
が
今
日
の
歴
史
に
つ
な
が
る
唯
一
の
道
は
わ
づ
か
に
こ
の
云
分

が
あ
る
だ
け
だ
か
ら
だ
。（
五
〇
六
）

�
「
虹
」

《
も
し
だ
れ
か
が
ぼ
く
の
行
方
を
き
い
た
と
し
た
ら
、
ぼ
く
と
い
ふ
人
間
は
そ
も
そ
も
こ
の
地
上
に
存
在
し
な
か
つ
た
の
だ
と
答
へ
て
下

さ
い
》（
�
六
六
四
）
と
最
後
に
作
品
世
界
か
ら
去
っ
て
ゆ
く
虚
構
的
存
在
（
非
在
）
と
し
て
の
ピ
カ
ロ
朽
木
久
太
が
触
媒
と
な
っ
て
、
実

在
の
人
間
た
ち
（
大
給
小
助
や
組
子
）
に
、
夜
会
を
通
じ
て
、
自
己
の
別
な
る
可
能
性
、
秩
序
・
体
制
の
別
な
る
あ
り
方
を
垣
間
見
さ
せ
る

の
が
「
虹
」
と
い
う
作
品
の
概
要
で
あ
る
。
一
連
の
〈
革
命
小
説
〉
の
仕
上
げ
と
し
て
、
狭
義
の
革
命
、
体
制
転
覆
よ
り
も
、
人
間
の
精
神

の
革
命
、
内
な
る
制
度
の
革
命
を
主
題
化
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

〈
モ
ノ
へ
の
還
元
〉
と
し
て
は
、
言
わ
ば
そ
の
極
致
と
し
て
の
、
主
人
公
・
久
太
の
虹
へ
の
同
化
（
非
在
化
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

久
太
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
る
と
、
石
川
の
〈
モ
ノ
へ
の
還
元
〉
に
は
、
他
の
半
面
と
し
て
、〈
モ
ノ
に
生
命
を
与
え
る
〉〈
賦
活

化
〉
と
い
う
ヴ
ェ
ク
ト
ル
も
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
こ
の
点
を
押
え
れ
ば
、
先
に
引
い
た
福
田
恒
存
に
よ
る
批
判
が
極
め
て
一
面

的
で
あ
っ
た
こ
と
も
分
か
る
。

夜
会
に
押
し
か
け
て
き
た
労
働
組
合
員
た
ち
に
よ
っ
て
焼
か
れ
た
一
円
紙
幣
を
久
太
は
《
朽
葉
》《
く
さ
っ
た
木
の
葉
》
と
形
容
し
（
六

一
一



五
五
）、《
ぼ
く
の
金
庫
は
お
よ
そ
ひ
と
が
錯
覚
し
え
た
か
ぎ
り
の
途
方
も
な
く
莫
大
な
財
宝
を
も
つ
て
い
つ
も
い
つ
ぱ
い
だ
つ
た
。
す
な
は

ち
、
そ
の
中
み
は
い
つ
も
み
ご
と
に
か
ら
つ
ぽ
だ
つ
た
。》（
六
五
六
）
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
は
ど
う
や
ら
、
制
度
の
徹
底
的
相
対
化
を
眼
差

す
久
太
の
視
点
か
ら
、
信
用
制
度
の
虚
構
性
、
た
だ
体
制
に
よ
っ
て
そ
の
虚
構
が
支
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
本
質
的
に
は
狸
が
木
の
葉
を

お
札
に
変
え
る
の
と
何
ら
変
わ
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
別
の
魔
術
を
見
せ
よ
う
と
す
る
久
太
は
、
体
制
の
魔
術

の
か
ら
く
り
を
暴
く
の
だ
。

同
じ
よ
う
な
論
理
が
既
に
《
所
有
は
煙
》（
�
四
五
七
）
と
い
う
世
界
観
を
描
い
た
「
片
し
ぐ
れ
」（
一
九
四
九
）
に
も
示
さ
れ
て
い
た
。

主
人
公
・
春
彦
の
金
庫
は
長
年
か
ら
っ
ぽ
だ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
高
利
貸
し
と
し
て
通
用
し
て
い
た
。
作
品
末
尾
、
春
彦
の
《
死
体
は
さ
な

が
ら
ね
ぢ
れ
た
朽
木
で
あ
つ
た
。》（
四
七
五
）
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
「
虹
」
と
の
連
続
性
が
十
分
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。

そ
う
、
久
太
の
姓
は
朽
木
で
あ
っ
た
。
末
尾
の
森
の
場
面
あ
る
い
は
、
冒
頭
の
コ
ス
モ
ス
越
し
に
久
太
が
見
え
隠
れ
す
る
場
面
な
ど
を
踏

ま
え
る
と
、
姓
に
含
ま
れ
る
「
木
」
と
い
う
字
と
も
相
俟
っ
て
、
久
太
に
は
植
物
性
が
託
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
「
朽

木
」
と
い
う
姓
全
体
の
字
面
に
こ
だ
わ
っ
て
、
木
が
朽
ち
て
、
や
が
て
化
石
燃
料
と
な
り
…
…
と
連
想
を
進
め
て
ゆ
く
と
、
の
ち
の
「
狂
風

記
」（
一
九
七
一
〜
八
〇
）
の
主
人
公
た
ち
が
所
属
す
る
《
リ
グ
ナ
イ
ト
》
社
（lignite

褐
炭
・
亜
炭
・
樹
炭
）（
�
一
五
）
も
思
い
浮
か

べ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
《
な
ん
と
い
ふ
木
か
、
途
方
も
な
く
大
き
い
木
が
一
本
、
も
ろ
に
横
だ
ふ
し
に
、
地
ひ
び
き
打
っ
て
…
…
》（
�
七
）

と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
「
狂
風
記
」
は
言
わ
ば
木
霊
の
夢
想
劇
と
い
う
趣
を
持
つ
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
「
鷹
」
の
た
ば
こ
工
場
も
国

助
の
目
に
最
初
《
枯
れ
た
灌
木
の
や
う
》
に
見
え
た
の
で
あ
る
。〈
枯
木
・
朽
木
・
老
木
の
系
譜
〉
を
石
川
作
品
史
に
辿
り
得
る
か
も
し
れ

な
い
。

久
太
が
最
後
に
帰
す
る
虹
、
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
虹
が
「rainbow

＝
雨
の
弓
」
で
あ
る
こ
と
を
初
め
と
し
て
、
久
太
の
父
親
が

弓
の
師
匠
で
あ
る
な
ど
、
作
中
に
〈
弓
矢
の
イ
メ
ー
ジ
系
列
〉
が
頻
出
す
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
こ
う
。
夜
会
で
、
久
太
の
「
犯
罪
性
」

を
暴
く
べ
く
上
映
さ
れ
た
映
像
に
は
矢
が
映
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
、〈
人
間
の
直
接
的
視
覚
像
で
は
な
い
写
真
・
映
像
（
カ
メ
ラ

一
二



ア
イ
）
が
真
実
や
観
念
を
開
示
す
る
〉
と
い
う
論
理
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
は
、
既
に
「
山
桜
」（
一
九
三
六
）「
白
描
」

（
一
九
三
九
）
に
も
適
用
さ
れ
て
い
た
が
、
戦
後
は
「
影
ふ
た
つ
」「
蜘
虹厨
」
に
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、「
虹
」
よ
り
少
し
あ
と
の
作
品
だ
が
、

〈
革
命
小
説
〉
の
後
産
と
も
見
え
る
「
落
花
」（
一
九
五
五
）
で
も
作
品
を
支
え
る
重
要
な
論
理
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
弓
矢
の
イ
メ
ー
ジ
を
張
り
め
ぐ
ら
せ
た
「
虹
」
か
ら
弓
矢
の
形
而
上
学
を
読
み
取
る
な
ら
ば
、
弓
矢
の
弁

証
法
を
描
い
た
と
も
言
う
べ
き
「
紫
苑
物
語
」（
一
九
五
六
）
へ
の
接
続
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
妖
女
」「
珊
瑚
」（
あ
る
い
は
「
森
�
外
」）
以
来
の
テ
ー
マ
で
あ
る
〈
人
間
の
弱
さ
〉
に
ま
つ
わ
る
認
識
に
つ
い
て
も
、
、
ピ
カ
ロ
久
太

が
実
践
的
に
開
示
し
て
い
る
。

ぼ
く
が
う
ご
い
て
行
く
さ
き
で
は
、
い
つ
も
人
間
の
核
心
に
関
係
し
て
、
そ
れ
に
つ
な
が
る
き
つ
か
け
が
自
然
に
待
機
し
て
ゐ
る
や

う
で
す
。
と
い
ふ
の
は
、
ぼ
く
は
決
し
て
力
あ
る
の
も
の
で
は
な
く
て
弱
い
も
の
だ
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
人
間
の
核
心
に
は
弱
さ
の

ほ
か
に
は
な
に
も
無
い
か
ら
で
す
。
か
う
い
ふ
関
係
は
宇
宙
的
な
性
質
の
も
の
と
い
へ
る
で
せ
う
。
し
た
が
つ
て
、
そ
こ
に
は
必
然
に

太
陽
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
は
た
ら
い
て
来
る
で
せ
う
。（
�
五
八
〇
）

ぼ
く
た
ち
の
結
合
に
は
じ
つ
に
一
点
の
つ
よ
い
と
こ
ろ
も
無
い
。
ぼ
く
た
ち
、
組
子
と
ぼ
く
と
は
人
間
の
弱
さ
に
於
て
し
か
結
合
さ

れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
何
度
い
つ
た
ら
お
判
り
下
さ
る
の
で
す
か
。（
五
九
二
、
五
九
三
）

人
間
が
あ
り
つ
た
け
の
力
か
ぎ
り
に
振
舞
ふ
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
、
諸
君
は
う
ま
れ
て
は
じ
め
て
、
す
べ
て
の
絆
か
ら
脱
け
出
し

て
、
い
は
ば
純
粋
に
体
験
し
た
に
ち
が
ひ
な
い
。﹇
略
﹈
諸
君
は
諸
君
自
身
の
弱
さ
を
発
見
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
。
教

訓
的
に
い
へ
ば
、
生
活
に
目
ざ
め
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。（
六
三
〇
）

こ
の
〈
人
間
の
弱
さ
〉
を
〈
群
れ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
〉
と
接
続
さ
せ
る
と
い
う
、
既
に
「
珊
瑚
」
の
当
麻
が
語
っ
て
い
た
テ
ー
マ
を
、
こ
の

作
品
で
は
労
働
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
矢
井
和
七
が
《
わ
れ
わ
れ
は
無
名
で
あ
る
と
同
様
に
無
数
だ
。
そ
の
う
へ
、
幸
か
不
幸
か
、
無
限
に
う
ま

れ
か
は
り
死
に
か
は
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
。
わ
れ
わ
れ
と
い
ふ
人
間
の
波
は
海
と
と
も
に
尽
き
な
い
。》（
六
五
三
）と
受
け
継
い
で
い
る
。

先
行
作
品
の
主
題
の
継
承
と
い
う
点
で
は
、
敗
戦
後
の
体
制
転
換
の
象
徴
と
も
言
え
る
〈
没
落
貴
族
の
登
場
〉
を
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き

一
三



る
。「
最
後
の
晩
餐
」「
藤
衣
」「
野
守
鏡
」「
夜
は
夜
も
す
が
ら
」「
梟
」
…
…
と
繰
り
返
し
出
て
来
て
い
た
没
落
貴
族
は
、
こ
こ
で
は
久
松

音
彦
と
い
う
名
で
登
場
す
る
。
夜
会
の
会
場（
音
彦
の
旧
宅
）を
敷
き
詰
め
て
い
た
高
級
な
絨
毯
、
旧
体
制
の
象
徴
と
も
言
う
べ
き
絨
毯
も
、

紙
幣
同
様
、
所
詮
、
火
を
付
け
れ
ば
燃
え
て
し
ま
う
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

３

ま
と
め
―
〈
革
命
小
説
〉
の
位
置
付
け

こ
の
通
り
、〈
革
命
小
説
〉
に
は
、「
鷹
」
よ
り
以
前
の
三
人
称
小
説
に
お
い
て
虚
構
の
自
立
性
を
確
保
す
る
た
め
に
様
々
に
試
み
て
き
た

こ
と
の
集
大
成
と
い
う
趣
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
当
然
な
が
ら
、
現
実
の
革
命
運
動
等
を
支
配

す
る
も
の
と
は
ま
た
別
の
、
文
芸
的
技
法
の
適
用
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
村
松
剛
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

な
る
ほ
ど
筋
書
き
は
、
革
命
運
動
に
入
り
こ
ん
だ
男
が
官
憲
に
追
わ
れ
、
鷹
に
乗
つ
て
留
置
所
を
脱
出
す
る
と
い
う
物
語
で
あ
つ
た
。

専
売
公
社
の
独
占
資
本
主
義
的
性
格
と
か
、
警
察
の
弾
圧
と
か
い
つ
た
こ
と
が
ら
が
、
現
実
世
界
と
の
結
び
め
と
し
て
織
り
こ
ま
れ
て

い
る
。
革
命
劇
の
舞
台
装
置
と
し
て
は
や
や
漠
然
と
し
す
ぎ
る
ほ
ど
一
般
的
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
以

外
の
意
味
不
明
な
道
具
立
て
が
多
す
ぎ
る
。
た
と
え
ば
途
中
で
登
場
す
る
少
女
や
煙
草
製
造
機
械
な
ど
、
少
な
く
と
も
事
実
上
そ
れ
ら

は
詩
的
効
果
の
た
め
に
し
か
役
立
つ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

革
命
的
テ
エ
マ
を
う
た
つ
た
作
品
に
、
革
命
と
な
ん
の
つ
な
が
り
も
な
い
、
無
意
味
な
素
材
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
す
で

に
「
鷹
」
の
本
質
を
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
革
命
の
抒
情
が
作
者
の
具
体
的
な
情
熱
に
よ
つ
て
だ
け
で

な
く
、
も
つ
ぱ
ら
文
体
の
上
の
効
果
に
よ
つ
て
あ
み
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。﹇
略
﹈
う
た
い
あ
げ
ら
れ
た
革
命
性
に
対

�

し
て
作
者
が
ど
こ
ま
で
責
任
を
と
つ
て
い
る
の
か
、
読
者
は
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
得
な
い
。

《
意
味
不
明
な
道
具
立
て
》《
無
意
味
な
素
材
》
と
い
う
言
い
方
は
あ
ま
り
に
一
面
的
な
裁
断
に
過
ぎ
る
し
、《
革
命
的
テ
エ
マ
》
に
内
在

し
な
い
文
芸
的
技
法
、《
も
つ
ぱ
ら
文
体
の
上
の
効
果
に
よ
つ
て
》
革
命
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
、
先
に
見
た
よ
う
に
作
品

世
界
が
〈
ハ
イ
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
〉
の
世
界
―
―
科
学
主
義
や
合
理
主
義
と
は
ま
た
別
の
あ
る
一
貫
性
を
持
っ
た
論
理
で
支
え
ら
れ
た
異
世

一
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界
―
―
な
の
だ
と
説
明
し
た
方
が
よ
り
適
切
だ
と
考
え
ら
れ
る
と
は
言
え
、
自
然
主
義
流
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
本
道
と
す
る
小
説
観
を
前
提
に

す
れ
ば
概
ね
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
そ
れ
以
前
に
試
み
ら
れ
た
様
々
な
文
学
的
試
み
・
技
法
の
適
用
と
は
言
っ
て
も
、
作
品
と
し
て
の
緊
密
さ
・
結
晶
度
に
お
い
て
、

先
行
す
る
多
く
の
作
品
と
大
き
く
異
な
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
逆
コ
ー
ス
、
朝
鮮
戦
争
、
レ
ッ
ド
パ
ー
ジ
、
講
和
条
約
…
…
と
い
っ
た
一
九

五
〇
年
代
前
半
の
事
態
を
受
け
止
め
て
、
様
々
な
技
法
を
織
り
込
み
つ
つ
も
、
作
品
の
テ
ー
マ
を
反
体
制
運
動
へ
と
絞
り
込
ん
だ
こ
と
が
、

お
そ
ら
く
、
作
品
の
成
功
へ
と
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
四
作
は
、
い
ず
れ
も
単
行
本
収
録
時
に
表
題
作
と
な
っ
て
お
り
、
作
者
石
川
に

と
っ
て
も
自
信
作
だ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
評
価
の
高
い
〈
革
命
小
説
〉
群
が
生
み
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
一
人
称
語
り
を
放
棄
し
て

こ
の
よ
う
な
方
向
へ
進
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
到
達
点
で
あ
る
〈
革
命
小
説
〉
そ
の
も
の
を
も
含
め
、
同
時
代
的
に
は
戸
惑
い
の
声
も
大

き
か
っ
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

少
々
長
い
引
用
に
な
る
が
、
村
松
剛
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

今
度
の
作
品
集
「
鷹
」﹇
収
録
作
は
「
善
財
」「
片
し
ぐ
れ
」「
野
守
鏡
」「
影
ふ
た
つ
」「
夜
は
夜
も
す
が
ら
」「
妖
女
」「
鷹
」﹈
を
前

に
し
て
、
こ
ゝ
に
は
﹇
略
﹈
巷
間
の
塵
に
ま
み
れ
た
作
者
の
自
嘲
が
か
げ
う
す
い
こ
と
に
読
者
は
気
付
く
こ
と
だ
ら
う
。﹇
略
﹈
具
体

的
な
俗
世
間
の
臭
ひ
も
同
じ
順
序
で
減
少
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
特
殊
に
氏
の
作
品
の
観
念
性
を
明
瞭
に
し
て
を
り
、
精
神
の

運
動
は
そ
の
限
り
で
一
層
颯
爽
と
し
て
ゐ
る
こ
と
に
疑
ひ
は
な
い
。﹇
略
﹈
た
ゞ
眼
の
運
動
は
あ
る
に
し
て
も
、
視
点
設
定
へ
の
努
力

あ
る
ひ
は
氏
の
占
め
る
位
置
と
俗
世
間
と
の
関
連
が
次
第
に
姿
を
見
せ
な
く
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
云
へ
る
の
で
あ
る
。
革
命
的
党
派
を

描
い
た
最
後
の
「
鷹
」
に
於
い
て
、
こ
の
傾
向
は
最
も
極
端
な
も
の
と
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
ゝ
に
於
い
て
、
曾
て
氏
が
あ
れ
ほ
ど
の
努
力

を
示
し
た
視
点
は
、
氏
自
身
の
「
座
標
」
は
、
こ
の
社
会
の
ど
こ
に
ど
う
処
理
さ
れ
た
の
か
、
ぼ
く
ら
に
そ
れ
を
知
る
す
べ
は
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
も
し
、
革
命
運
動
と
い
ふ
最
も
大
き
な
題
材
を
扱
か
ふ
に
は
俗
世
間
に
生
き
る
自
分
と
の
関
連
を
切
断
し
た
眼
を
以

て
せ
ね
ば
こ
れ
を
追
ふ
に
不
都
合
だ
つ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
真
実
そ
の
眼
が
所
有
し
て
ゐ
る
場
所
は
よ
ほ
ど
偏
狭
な
も
の
で
は
な
い
か

一
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と
い
ふ
疑
ひ
も
生
じ
や
う
と
い
ふ
も
の
だ
。

往
々
氏
の
作
品
が
社
会
諷
刺
に
迄
達
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
評
言
も
耳
に
す
る
。
け
れ
ど
視
点
の
所
在
の
不
明
な
俗
世
間
と
の
関
係
が
明

瞭
で
な
い
諷
刺
と
い
ふ
も
の
が
ど
だ
い
あ
り
得
る
だ
ら
う
か
。

戦
争
中
発
禁
に
あ
つ
た
「
マ
ル
ス
の
歌
」
は
、
氏
に
し
て
珍
し
く
単
純
な
、
併
し
は
げ
し
い
怒
り
に
み
ち
た
作
品
だ
つ
た
。
そ
こ
に

見
ら
れ
た
様
な
諷
刺
性
を
氏
の
作
品
が
再
び
も
つ
た
め
に
は
、
右
の
俗
世
間
と
の
関
連
の
設
定
を
是
非
と
も
必
要
と
す
る
。
氏
の
反
俗

精
神
と
俗
人
と
し
て
の
氏
自
身
と
の
対
決
は
い
つ
も
氏
の
作
品
に
必
須
の
前
提
な
の
で
あ
る
。
政
治
問
題
迄
も
題
材
に
と
り
あ
げ
た
氏

の
精
神
の
疾
走
が
、
そ
の
精
神
の
か
ら
く
り
を
、
そ
れ
を
通
し
て
こ
の
社
会
の
か
ら
く
り
を
映
し
出
す
こ
と
は
、
そ
れ
な
し
に
は
不
可

能
な
の
だ
。

�

そ
れ
と
も
ぼ
く
ら
は
今
後
と
も
、
氏
の
水
際
だ
つ
た
飛
翔
ぶ
り
だ
け
を
見
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
ら
う
か
。

ま
た
、
佐
々
木
基
一
ら
も
次
の
よ
う
に
言
う
。

佐
々
木

と
こ
ろ
が
石
川
淳
の
場
合
「
鷹
」
と
か
「
珊
瑚
」
と
か
「
鳴
神
」
と
い
う
も
の
を
書
い
て
る
。
昔
の
作
品
は
や
は
り
作
者

の
分
身
み
た
い
な
主
人
公
が
無
能
者
と
し
て
装
わ
れ
て
、
そ
う
い
う
も
の
が
出
て
く
る
時
は
作
品
に
力
が
あ
つ
た
ん
だ
が
、
最
近
は
作

者
ら
し
い
も
の
が
作
品
の
中
に
出
て
こ
な
い
で
、
客
観
的
な
面
だ
け
が
方
法
的
に
駆
使
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
す
る
と
作
品
が
な
ん
と

な
く
薄
弱
に
な
つ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
つ
て
、
非
常
に
む
ず
か
し
い
問
題
な
ん
だ
け
ど
ね
。

堀
田

方
法
方
法
と
考
え
て
る
と
カ
ラ
ク
リ
ば
か
り
の
小
説
に
な
つ
て
ね
。

平
野

作
品
に
充
填
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
作
者
の
関
係
を
き
れ
い
さ
つ
ぱ
り
ぶ
つ
た
切
つ
て
も
困
る
し
、
あ
ま
り
く
つ
付
い
ち
や

�

つ
て
も
困
る
し
。

こ
れ
ら
の
言
葉
は
い
ず
れ
も
、
作
品
世
界
の
中
に
作
者
の
位
置
取
り
が
示
さ
れ
て
い
た
作
品
に
戻
れ
、
と
言
っ
て
い
る
。
本
稿
で
見
た
よ

う
な
、
あ
る
種
の
低
迷
期
を
経
な
が
ら
、
一
人
称
語
り
を
手
放
し
、
作
者
の
立
脚
点
を
抽
象
化
し
た
三
人
称
語
り
で
小
説
世
界
を
自
立
さ
せ

る
べ
く
試
行
錯
誤
を
試
み
、〈
革
命
小
説
〉
群
の
創
作
へ
と
至
っ
た
石
川
の
足
ど
り
。
そ
れ
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
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る
。こ

の
よ
う
な
同
時
代
に
お
け
る
〈
革
命
小
説
〉
評
価
の
低
さ
を
確
認
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
評
価
が
の
ち
の
ち
転
換
し
て
い
っ
た
経
緯
は

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
評
価
史
を
議
論
す
る
必
要
に
気
付
か
さ
れ
る
と
と
も
に
、
低
迷
期
が
石
川
に
お
け
る
大
き
な
転
機
で
あ
り
、

危
機
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
る
。

�

以
上
、
稿
者
の
提
出
し
た
議
論
は
ご
く
大
雑
把
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
今
後
、
様
々
な
議
論
が
提
出
さ
れ
、
こ
の
転
機＝

危
機
に
つ
い
て

の
解
明
が
進
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

�
「
石
川
淳
文
学
の
革
命
伝
説
」『
江
戸
が
か
ら
に
な
る
日
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
、
四
二
頁
（
↑
『
現
代
日
本
文
学
大
系

第
七
十
六
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九

六
九
）

�

最
初
、
第
一
次
大
戦
後
の
平
和
記
念
の
限
定
商
品
と
し
て
製
造
発
売
。
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
後
は
一
九
四
六
年
一
月
に
発
売
開
始
。
現
行
の
デ
ザ
イ
ン
（
オ
リ

ー
ブ
を
咥
え
る
鳩
の
図
）
は
、「
鷹
」
発
表
の
前
年
、
一
九
五
二
年
四
月
か
ら
。（
日
本
専
売
公
社
専
売
史
編
集
室
編
『
た
ば
こ
専
売
史
』
一
九
六
三
、
六
四
、
他

に
拠
る
。）

�

こ
の
時
期
の
石
川
の
共
産
党
と
の
距
離
の
取
り
方
に
つ
い
て
は
、
杉
浦
晋
「
石
川
淳
、
日
本
共
産
党
、
そ
し
て
安
部
公
房
」（『
国
学
院
雑
誌
』
１０５
‐
１１
、
二
〇

〇
四
・
一
一
）
を
参
照
。

�

前
掲
「
石
川
淳
文
学
の
革
命
伝
説
」、
四
三
頁

�

同
、
四
五
頁

�

作
中
「
三
」
で
、
ギ
ャ
レ
ー
ジ
の
車
の
型
が
古
く
な
っ
た
時
に
一
台
払
い
下
げ
て
も
ら
っ
て
自
分
の
も
の
に
し
た
い
と
柿
夫
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、

当
時
、
戦
時
統
制
以
来
、
個
人
タ
ク
シ
ー
は
禁
止
さ
れ
た
ま
ま
で
、
作
品
発
表
後
の
一
九
五
九
年
ま
で
許
可
さ
れ
な
い
。
石
川
は
禁
止
の
事
実
を
意
識
し
て
柿
夫

に
夢
を
抱
か
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
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�

重
松
恵
美
「
石
川
淳
「
鳴
神
」
論
―
歌
舞
伎
「
鳴
神
」
の
影
響
と
〝
自
己
脱
却
〞
の
主
題
」（『
日
本
文
芸
学
』
３８
、
二
〇
〇
二
・
二
）
を
参
照
。

�
「
石
川
淳
論
」『
近
代
文
学
』
一
九
五
四
・
五
、
七
二
頁
。
の
ち
に
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

石
川
淳
・
坂
口
安
吾
』（
有
精
堂
、
一
九
七
八
）
に
再
録
さ
れ

る
が
、
そ
の
際
大
幅
な
字
句
変
更
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
敢
え
て
初
出
本
文
に
拠
っ
た
。

�
「
石
川
淳
著
『
鷹
』」『
近
代
文
学
』
一
九
五
四
・
一
、
五
六
頁

�

佐
々
木
基
一
、
堀
田
善
衛
、
平
野
謙
、
武
井
昭
夫
「
座
談
会

こ
の
一
年
の
歩
み
―
１
９
５
４
年
度
日
本
文
学
の
回
顧
」『
新
日
本
文
学
』
一
九
五
四
・
一
二
、

一
一
四
頁

�

例
え
ば
、
戦
中
の
神
仙
譚
系
コ
ン
ト
を
引
き
継
い
だ
と
思
し
い
〈
お
と
し
ば
な
し
〉
系
コ
ン
ト
、
童
話
翻
案
作
品
、
あ
る
い
は
〈
夷
斎
も
の
〉
の
連
載
エ
ッ
セ

イ
な
ど
、
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
た
一
種
の
書
き
分
け
、
そ
れ
ら
の
間
の
補
完
性
・
カ
ウ
ン
タ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。〈

革
命
小
説
〉
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
書
か
れ
た
童
話
翻
案
作
品
群
に
つ
い
て
は
、〈
革
命
小
説
〉
に
お
い
て
作
品
を
自
立
さ
せ
る
べ
く
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
手
法
が
採

ら
れ
た
の
と
一
種
パ
ラ
レ
ル
に
、
反
体
制
的
エ
ー
ト
ス
を
虚
構
と
し
て
成
立
さ
せ
る
た
め
に
翻
案
（
パ
ロ
デ
ィ
）
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
拙

稿
「
石
川
淳
・
童
話
翻
案
作
品
論
」（『
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集
（
国
文
学
科
編
）』
５５
、
二
〇
〇
七
・
三
）
を
参
照
。

書
き
分
け
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
連
載
エ
ッ
セ
イ
「
夷
斎
俚
言
」（
一
九
五
一
〜
一
九
五
二
）
で
《
わ
た
し
》
と
い
う
一
人
称
を
表
に
出
し
、
政
治
に
関
わ
る

ナ
マ
な
発
言
を
語
り
続
け
た
挙
げ
句
、《
さ
て
、
わ
た
し
は
こ
の
欄
に
書
き
は
じ
め
て
か
ら
す
で
に
一
年
あ
ま
り
つ
づ
け
て
来
た
が
、
ち
か
ご
ろ
う
つ
か
り
政
治

談
に
ひ
つ
か
か
つ
た
お
か
げ
で
、
わ
た
し
の
ペ
ン
も
だ
い
ぶ
よ
ご
れ
た
。
政
治
談
、
い
や
だ
ね
え
。
う
ん
ざ
り
す
る
よ
。
げ
つ
と
な
る
。
わ
た
し
は
も
う
い
や
に

な
つ
た
。
や
め
た
い
ね
。
い
や
今
回
で
や
め
る
。
し
か
し
、
ま
だ
死
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
あ
た
ら
し
い
ペ
ン
を
と
つ
て
、
今
後
は
政
治
談
ご
と
き
不

潔
な
も
の
は
一
切
抜
き
に
し
て
、
も
つ
ぱ
ら
旧
に
依
つ
て
文
弱
に
流
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
す
な
は
ち
当
世
に
無
用
の
風
流
韻
事
、
衣
紋
つ
く
ろ
ひ
、
無
い
袖
の

裏
を
か
へ
し
て
、
性
懲
り
も
な
く
、
ま
た
来
月
か
ら
こ
こ
に
出
直
す
よ
。》（「
革
命
と
は
何
か
」﹇「
夷
斎
俚
言
」
最
終
回
﹈
一
九
五
二
・
八
、
�
三
三
五
）
と
記

し
、
確
か
に
翌
月
か
ら
連
載
が
始
ま
っ
た
「
夷
斎
清
言
」（
一
九
五
二
〜
一
九
五
三
）
で
は
「
ワ
ビ
」「
花
」「
髪
」
…
…
と
、《
風
流
韻
事
》
を
語
る
。
だ
が
、
一

方
で
、
右
の
よ
う
な
宣
言
の
後
、「
鷹
」
以
下
の
〈
革
命
小
説
〉
が
発
表
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
ど
う
受
け
止
め
れ
ば
良
い
の
か
と
い
う

一
八



こ
と
で
あ
る
。（
な
お
、
同
じ
〈
夷
斎
も
の
〉
で
も
、「
夷
斎
俚
言
」
な
る
総
題
は
初
出
連
載
時
に
は
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
初
収
単
行
本
『
夷
斎
俚
言
』（
一
九
五

二
・
一
〇
、
文
藝
春
秋
新
社
）
刊
行
時
に
初
め
て
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
一
方
、「
夷
斎
筆
談
」「
夷
斎
清
言
」
は
連
載
時
か
ら
総
題
と
し
て
付
さ
れ
て
い
た
。）

＊
引
用
文
の
漢
字
は
現
行
の
字
体
に
従
い
、
仮
名
遣
い
は
原
文
通
り
と
し
た
。
引
用
文
中
の
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
も
の
で
、
引
用
文
中
の
﹇

﹈
内
の
言
葉
は
稿
者

に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

一
九


