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太
宰
治
と
中
村
地
平
は
、
と
も
に
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
年
）
に
東
京
帝
国

大
学
文
学
部
に
入
学
し
て
い
る
が
（
太
宰
が
仏
文
科
・
地
平
は
美
術
史
学
科
）、

生
年
は
地
平
が
一
九
〇
八
年
で
一
年
早
く
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
学
生
時
代

か
ら
共
に
井
伏
鱒
二
の
門
下
生
と
し
て
青
春
の
一
時
期
を
過
ご
し
た
こ
と
、
そ

の
後
、
二
人
が
『
日
本
浪
曼
派
』
に
同
じ
よ
う
に
属
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て

両
者
と
も
津
軽
（
青
森
）
と
日
向
（
宮
崎
）
の
、地
方
の
素
封
家
の
息
子
で
あ
っ

た
こ
と
な
ど
が
共
通
項
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
対
立
項

と
し
て
両
者
を
分
け
る
項
目
は
数
多
く
あ
る
な
か
で
、「
北
方
文
学
」
と
「
南

方
文
学
」
と
い
う
風
土
的
な
対
立
項
は
、
あ
る
意
味
で
は
両
者
の
文
学
の
世
界

を
象
徴
的
に
分
け
る
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
か
。

　

か
つ
て
中
村
地
平
と
旧
制
宮
崎
中
学
校
で
同
窓
だ
っ
た
国
文
学
者
長
嶺
宏

は
、
宮
崎
出
身
の
若
山
牧
水
と
山
形
出
身
の
斎
藤
茂
吉
の
対
比
を
、
例
え
ば
茂

吉
の
、「
み
ち
の
く
の
蔵
王
の
山
の
や
ま
腹
に
け
だ
も
の
と
人
と
生
き
に
け
る

か
も
」
や
「
し
ろ
が
ね
の
雪
ふ
る
山
に
人
か
よ
ふ
細
ほ
そ
と
し
て
路
み
ゆ
る
か

な
」
と
、
牧
水
の
「
な
つ
か
し
き
春
の
山
か
な
山
す
そ
を
わ
れ
は
旅
人
君
お
も

ひ
行
く
」
や
「
地
（
つ
ち
）
ふ
め
ど
草
鞋
声
な
し
山
ざ
く
ら
咲
き
な
ん
と
す
る

山
の
静
け
さ
」
な
ど
、『
赤
光
』
と
『
別
離
』
の
歌
数
十
首
を
取
り
上
げ
て
、「
こ

こ
に
み
ら
れ
る
（
茂
吉
の
）
自
然
と
人
間
の
関
係
は
、
牧
水
に
お
け
る
よ
う
に

調
和
的
親
和
的
で
は
な
く
、
違
和
的
対
抗
的
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な

関
係
の
原
型
は
、
ま
さ
し
く
温
暖
湿
潤
な
南
方
風
土
に
お
け
る
自
由
民
と
、
寒

冷
乾
燥
の
北
方
風
土
に
お
け
る
農
民
と
の
な
か
に
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
」 1       

と
し
て
い
る
。こ
の
比
較
論
が
直
接
に
太
宰
と
地
平
に
通
じ
る
訳
で
は
な
い
が
、

両
者
の
北
方
と
南
方
を
手
が
か
り
と
し
て
対
比
さ
れ
る
作
品
と
し
て
、
小
山
書

店
が
戦
前
に
出
し
た
新
風
土
記
叢
書
の『
津
軽
』（
一
九
四
四
年
）と『
日
向
』（
同

年
）
が
あ
る
。
そ
こ
描
か
れ
た
両
者
の
世
界
に
は
、
単
な
る
自
然
環
境
で
は
な

く
、
人
間
の
「
自
己
了
解
の
仕
方
」
と
し
て
の
「
風
土
」 2
の
違
い
が
あ
っ
て
興

味
深
い
比
較
が
で
き
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
そ

の
他
に
、
童
話
の
ジ
ャ
ン
ル
に
入
る
両
者
の
作
品
も
対
照
的
で
、
個
性
の
違
い

が
顕
著
で
あ
る
。「
何
の
遠
慮
も
な
く
、思
う
存
分
そ
の
お
伽
噺
を
き
り
き
ざ
み
、

奔
放
な
空
想
力
を
は
ば
た
か
せ
」て「
子
供
向
き
の
お
伽
草
子
は
た
ち
ま
ち
し
ゃ

れ
た
近
代
小
説
」 3
と
さ
れ
た
太
宰
の
「
お
伽
草
子
」
と
、
ひ
た
す
ら
民
話
の
世

界
に
没
入
し
よ
う
と
し
、
子
供
た
ち
の
、
情
操
教
育
に
腐
心
し
た
地
平
の
民
話

集
『
河
童
の
遠
征
』（
全
国
書
房
、
一
九
四
四
年
）
と
の
違
い
も
、
長
嶺
の
言

う
「
違
和
的
・
対
抗
的
」
と
「
調
和
的
・
親
和
的
」
な
違
い
に
加
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

　
　
　

―

　

太
宰
治
と
中
村
地
平
を
比
較
し
論
じ
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、
森
永
国
夫
の

『
太
宰
と
地
平
』（
鉱
脈
社
、
一
九
八
五
年
）、
そ
し
て
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
、

松
本
常
彦
の
「
中
村
地
平
と
太
宰
治
」
―
「
活
字
」
の
「
手
紙
」（『
太
宰
治
研

究
１
４
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
が
あ
る
。
前
者
は
二
人
の
交
友
関
係

を
中
心
に
、
地
平
と
も
面
識
の
あ
っ
た
、
宮
崎
市
在
住
の
森
永
国
男
が
、
皆
美

社
の
中
村
地
平
全
集
か
ら
は
も
れ
て
い
る
「
失
踪
」
な
ど
の
作
品
も
頁
数
も
多

く
引
用
し
、と
く
に
太
宰
治
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
的
な
要
素
が
強
い
著
書
で
あ
る
。

後
者
の
、地
平
に
関
す
る
項
は
短
い
も
の
だ
が
、太
宰
の「
喝
采
」と
地
平
の「
失

踪
」
を
軸
に
し
て
、
そ
れ
に
付
随
し
て
両
者
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
書
簡
（
伝
記

的
資
料
と
し
て
は
残
っ
て
い
な
い
が
）
と
、「
君
へ
の
御
返
事
雑
誌
へ
掲
せ
る

こ
と
に
し
た
」
で
始
ま
る
「
太
宰
治
へ
」
と
い
う
『
日
本
浪
蔓
派
』
に
発
表
さ

れ
た
地
平
の
作
品
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
。
一
方
、
松
本
論
文
は
、「
彼
ら
の

文
章
を
「
活
字
」
の
「
手
紙
」
と
し
て
読
み
直
す
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
、
こ

の
時
期
に
集
中
し
て
書
か
れ
た
地
平
の
作
品
（「
悪
夢
」
や
童
話
「
茗
荷
谷
雑
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記
三
」）
の
「
私
秘
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
性
を
読
み
取
る
作
業
の
価
値
を
説
い
た

論
考
で
あ
る
。

　

さ
て
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
「
北
方
文
学
と
南
方
文
学
」
と
い
う
表
題
は
、
両

者
の
比
較
文
学
的
な
論
調
を
期
待
さ
せ
る
が
、
こ
の
講
演
の
趣
旨
は
、
中
村
地

平
が
い
か
に
し
て
南
方
文
学
樹
立
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
か
の
背
景
に
触
れ

る
こ
と
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
の
時
期
に
当
た
る
、

昭
和
十
年
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
の
事
件
―
「
太
宰
治
と
中
村
地
平
の
衝
突
」

―
が
重
要
な
鍵
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
お
話
し
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
二
人
の
出
会
い
は
、
昭
和
五
年
東
京
帝
国
大
学
に
同
時
に
入
学
す

る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
実
際
の
交
友
は
二
年
後
の
昭
和
七
年
頃
で
あ
る
が
、

共
に
井
伏
鱒
二
の
門
下
生
と
な
り
、
熱
く
文
学
を
語
り
、
将
棋
を
差
し
、
飲
み

食
い
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
下
宿
を
訪
問
し
あ
う
こ
と
も
頻
繁
に
あ
っ
た
仲
で
あ
り
、

極
め
て
「
近
接
的
」
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

そ
ん
な
二
人
が
友
情
・
反
発
・
絶
交
・
和
解
・
離
反
と
い
う
熱
い
感
情
で
も

つ
れ
合
う
よ
う
な
っ
た
の
は
、
地
平
が
ま
ず
昭
和
十
年
三
月
の
、
太
宰
の
、
鎌

倉
で
の
縊
死
未
遂
事
件
を
素
材
に
し
て
、「
失
踪
」を
書
い
た
こ
と
に
始
ま
る（
同

年
八
月
一
日
発
行
の
九
月
号
の
『
行
動
』）。
そ
れ
に
対
し
て
太
宰
が
長
い
手
紙

を
書
き
、
地
平
が
そ
の
手
紙
の
返
事
の
代
わ
り
に
「
太
宰
治
へ
」（
同
年
十
月

一
日
発
行
の
『
日
本
浪
蔓
派
』
七
号
）
を
書
い
た
。
そ
し
て
昭
和
十
一
年
十
月

号
の
『
若
草
』
に
、
太
宰
が
「
喝
采
」
を
書
い
て
、
ま
さ
に
「
活
字
」
の
「
手

紙
」
の
応
酬
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
実
際
に
は
二
人
に
は
実
は
次
の
よ
う
な
「
蜜
月
」
の
時
期
も
あ
っ
た
。

　
　
「  

僕
は
北
方
津
軽
の
生
ま
れ
だ
が
、
君
は
南
国
日
向
の
産
だ
。
君
よ
。
君

は
こ
う
い
う
愛
誦
す
べ
き
句
を
し
っ
て
い
る
か
。
君
は
西
枝
の
赤
き
花
、

僕
は
北
枝
の
白
き
花
」

　
　
「  

君
は
シ
ル
レ
ル
に
し
て
、
僕
は
ゲ
ー
テ
。
あ
あ
、
僕
は
ゲ
ー
テ
に
し
て

君
は
シ
ル
レ
ル
」（「
失
踪
」）

　

こ
の
よ
う
に
二
人
は
エ
ー
ル
の
交
換
を
し
、
お
互
い
の
才
能
を
認
め
あ
う
好

敵
手
同
士
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
二
人
が
、
し
か
し
、
寄
る
と
触
る
と
喧
嘩
を
始

め
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
ら
し
く
、「
な
ぜ
そ
ん
な
に
喧
嘩
し
て
い
た
か
今
だ

に
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
二
人
の
喧
嘩
は
、
酒
の
気
が
な
く
て
も
毒
舌
の

応
酬
を
交
わ
す
点
が
珍
し
か
っ
た
」
と
、
二
人
が
師
事
し
た
井
伏
鱒
二
が
回
想

し
て
い
る
。 4 

ま
た
、あ
る
と
き
、二
人
は
創
刊
号
で
終
わ
っ
た
雑
誌
『
青
い
花
』

を
巡
る
意
見
の
対
立
で
激
し
く
や
り
合
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
事
件
は
当
時
の
仲

間
う
ち
で
も
相
当
話
題
に
も
な
っ
た
よ
う
で
、
中
谷
孝
雄
の
回
想 

5

   

で
は
次
の

よ
う
な
太
宰
の
話
を
証
言
し
て
い
る
。

　
　
「  

青
い
花
が
つ
ぶ
れ
た
の
は
僕
と
中
村
が
ケ
ン
カ
し
た
か
ら
な
ん
で
す
。」

　
　
「  

中
村
が
芸
術
家
な
ら
太
宰
は
俗
物
で
す
。
太
宰
が
芸
術
家
な
ら
、
中
村

は
決
定
的
な
俗
物
で
す
。」

　

あ
の
エ
ー
ル
の
交
換
が
嘘
の
よ
う
で
、
両
者
の
個
性
の
併
存
が
あ
り
え
な
い

と
す
る
ほ
ど
の
激
し
い
太
宰
の
剣
幕
で
あ
る
。
地
平
は
地
平
で
「
太
宰
治
は
一

生
僕
の
友
人
で
は
な
い
」
と
ま
で
言
い
合
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
の
喧
嘩
の
後
、太
宰
は
地
平
が
勤
め
て
い
た
都
新
聞
社
ま
で
や
っ
て
来
て
、

そ
の
仲
た
が
い
を
修
復
す
べ
く
飲
み
に
出
よ
う
と
誘
い
だ
そ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
地
平
は
、
ま
だ
わ
だ
か
ま
り
が
と
れ
ず
に
、
一
月
前
の
「
永
久

に
太
宰
と
は
友
人
で
は
な
い
」
と
言
っ
た
言
葉
を
思
い
出
し
な
が
ら
、「
ほ
ん

と
に
今
日
は
君
と
語
り
た
か
っ
た
」
と
懇
願
す
る
太
宰
を
冷
た
く
拒
絶
し
て
し

ま
っ
た
の
だ
。

　

そ
の
直
後
に
太
宰
の
失
踪
騒
ぎ
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
年
（
昭
和
十
年
）
三
月
に
は
太
宰
は
、
地
平
の
勤
め
る
都
新
聞
社
の
入

社
試
験
に
失
敗
し
、
同
月
十
六
日
に
小
善
四
郎
と
遊
ん
だ
あ
と
一
人
鎌
倉
に
行

き
、
郷
土
の
先
輩
作
家
深
田
久
弥
を
訪
問
、
そ
の
夜
八
幡
宮
近
く
の
山
中
に
お
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い
て
縊
死
を
計
る
。
し
か
し
未
遂
に
終
わ
り
、
十
七
日
深
夜
、
井
伏
鱒
二
や
地

平
が
待
つ
自
宅
に
帰
宅
す
る
と
い
う
事
件
で
あ
っ
た
。「
自
殺
す
る
決
意
で
失

踪
を
し
た
の
が
本
当
だ
と
す
れ
ば
、
彼
は
最
後
の
訣
別
に
、
一
杯
の
酒
を
汲
む

た
め
に
、
僕
を
酒
場
に
誘
っ
た
の
に
違
い
な
い
」
と
思
っ
た
地
平
は
、
失
踪
騒

ぎ
で
皆
が
集
ま
っ
て
い
る
太
宰
の
家
に
、「
胸
い
っ
ぱ
い
の
焦
燥
や
悔
恨
」
を

抱
き
な
が
ら
駆
け
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
の
事
件
が
「
失
踪
」
に
描
か
れ
、『
行
動
』
の
九
月
号
に
発
表
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
太
宰
は
こ
の
作
品
を
読
ん
で
地
平
に
相
当
長
い
手
紙
を
出

し
た
（
残
念
な
が
ら
、
地
平
は
後
年
こ
の
手
紙
を
宮
崎
相
互
銀
行
（
現
宮
崎
太

陽
銀
行
）
に
入
る
時
（
一
九
五
七
年
）
焼
い
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
）

の
だ
っ
た
が
、
地
平
は
、
直
接
返
事
を
書
く
か
わ
り
に
、「
太
宰
治
へ
」
と
題

し
た
こ
の
文
章
を
『
日
本
浪
曼
派
』
に
、
参
加
後
初
め
て
の
作
品
と
し
て
発
表

し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
「
僕
の
小
説
読
ん
で
戴
い
た
そ
う
で
有
難
う
。
あ
の
小
説
は
君
と
喧
嘩
す
る

つ
も
り
で
書
い
た
。
悪
意
を
も
っ
て
書
い
た
わ
け
で
は
、
勿
論
な
い
が
、
善
意

を
も
っ
て
書
い
た
わ
け
で
も
な
い
」
と
書
簡
体
で
書
き
出
さ
れ
る
が
、
最
後
に

は
「
君
の
病
気
が
癒
く
な
っ
て
、
そ
の
う
ち
に
東
京
に
出
て
来
た
ら
、
早
速
電

話
く
れ
な
い
か
」
と
、
穏
や
か
な
閉
じ
方
を
す
る
だ
け
で
な
く
、「
君
と
半
歳

以
上
も
会
わ
な
い
間
に
、
僕
に
も
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
ん
だ
よ
」
と
、
友

人
太
宰
に
内
緒
話
で
も
し
た
そ
う
な
雰
囲
気
で
あ
る
。

　

そ
の
当
時
は
太
宰
が
麻
薬
の
効
果
が
あ
る
バ
ビ
ナ
ー
ル
使
用
と
そ
の
中
毒
に

苦
し
ん
で
い
た
り
、八
月
の
第
一
回
芥
川
賞
は
石
川
達
三
の「
蒼
氓
」が
受
賞
し
、

太
宰
の
候
補
作
「
逆
行
」
が
落
選
し
た
こ
と
な
ど
で
、
尋
常
で
は
な
い
心
理
的

背
景
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
太
宰
は
雑
誌
『
行
動
』
の
発
売

直
後
に
「
失
踪
」
を
読
ん
で
、
す
ぐ
に
地
平
に
長
い
手
紙
を
し
た
た
め
、
そ
の

返
事
を
地
平
は
十
月
号
の
『
日
本
浪
曼
派
』
の
原
稿
締
切
に
間
に
合
う
よ
う
に

「
活・

・字
」
の・

「
手・

・紙
」
と
し
て
「
太
宰
治
へ
」
を
書
く
と
い
う
慌
た
だ
し
さ
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
太
宰
は
今
度
は
、
翌
十
一
年
の
『
若
草
』
十
月
号
に
「
喝
采
」
を

発
表
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
「
喝
采
」
及
び
、後
に
触
れ
る
地
平
の
小
説
「
悪
夢
」（『
日
本
浪
曼
派
』

第
二
巻
十
号
（
昭
和
十
一
年
十
二
月
））
こ
そ
、
太
宰
と
地
平
と
の
間
に
あ
っ

た
「
友
情
」
と

し
い
「
反
撥
」
の
証
左
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
契
機

と
な
っ
て
地
平
の
文
学
が
、
男
女
の
悪
性
を
描
い
た
都
会
の
心
理
小
説
か
ら
、

一
転
し
て
、
劇
的
に
南
方
文
学
に
向
か
う
こ
と
と
な
っ
た
。「
悪
夢
」
は
そ
の

方
向
性
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
、
い
わ
く
つ
き
の
作
品
で
あ
り
、
一
連
の
衝

突
は
、
一
つ
の
文
壇
的
「
事
件
」
が
一
つ
の
作
品
を
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
っ

た
と
も
言
え
よ
う
。

　
「
喝
采
」
は
、
地
平
は
常
日
頃
か
ら
太
宰
の
道
化
じ
み
た
言
い
が
か
り
に
馴

れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
読
む
当
事
者
に
は
刺
々
し
い
毒
の
あ
る
文
章
で

あ
る
。
こ
の
時
期
は
太
宰
が
バ
ビ
ナ
ー
ル
中
毒
に
苦
し
ん
で
い
る
最
中
の
時

で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、「
喝
采
」
は
作
品
と
は
言
い
難
く
、
戯
作
者
の

舞
台
口
上
の
ご
と
き
戯
れ
文
で
、「
失
踪
」
が
「
モ
デ
ル
小
説
」
で
あ
る
な
ら
、

こ
れ
は
名
指
し
の
、
戯
文
・
道
化
を
交
え
た
「
暴
露
本
」
の
よ
う
で
あ
る
。
奥

野
健
男
は
、「
自
虐
道
化
の
文
体
と
デ
カ
ダ
ン
ス
の
姿
勢
の
中
に
、
中
村
地
平

と
の
交
友
の
真
情
あ
ふ
れ
た
美
し
さ
が
い
つ
ま
で
も
心
に
残
る
」 6
と
述
べ
て
い

る
が
、「
中
村
地
平
と
い
う
少
し
気
の
き
い
た
男
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
し
て

尋
常
で
は
な
い
。「
真
情
あ
ふ
れ
た
」
二
人
の
関
係
が
ど
こ
か
に
読
み
取
れ
る

に
し
て
も
、
と
て
も
「
美
し
い
」
と
は
取
り
が
た
い
部
分
も
多
い
。
少
し
引
用

し
て
み
る
。

　
　

  
わ
た
し
は
中
村
地
平
と
い
う
少
し
気
の
き
い
た
男
と
、
の
べ
つ
ま
く
な
し

に
議
論
し
て
い
て
半
年
ほ
ど
を
む
だ
に
費
や
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
こ
ろ
、
か
れ
は
、
二
、三
の
創
作
を
発
表
し
、
地
平
さ
ん
、
地
平
さ
ん
、

と
呼
ば
れ
て
、大
い
に
仕
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
そ
の
地
獄
の
日
々

よ
り
三
年
ま
へ
、
顔
あ
わ
せ
る
よ
り
早
く
も
罵
詈
雑
言
…
お
互
い
の
身
な

り
風
俗
、
殺
し
た
き
憎
し
み
も
て
左
右
に
わ
か
れ
て
、
あ
く
る
日
は
又
、
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早
朝
よ
り
、
め
し
を
五
杯
た
べ
て
見
苦
し
い
。
い
や
、
そ
う
い
う
君
の
上

品
ぶ
り
の
固
陋
頑
迷
、
そ
れ
か
ら
各
々
ひ
ら
き
直
っ
て
、
い
っ
た
い
君
の

小
説
―
―
云
々
と
、
お
た
が
い
の
腹
の
底
の
ど
こ
か
し
ら
で
、
ゆ
る
せ
ぬ

反
撥
、
し
の
び
が
た
き
敵
意
、
あ
の
小
説
は
、
な
ん
だ
い
、
と
て
ん
か
ら

認
め
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
う
ま
く
折
り
合
う
道
理
は
な
し
。

　

地
平
の
「
太
宰
治
へ
」
の
文
面
か
ら
想
像
す
る
し
か
な
い
が
、「
失
踪
」
を

読
ん
だ
後
に
出
し
た
と
言
わ
れ
る
、
あ
の
と
き
の
太
宰
の
手
紙
と
は
う
っ
て
か

わ
っ
て
、公
に
晒
し
た
文
章
と
し
て
も
極
め
て
揶
揄
的
で
あ
り
中
傷
的
で
あ
る
。

　

地
平
自
身
が
そ
れ
に
対
し
て
感
想
を
述
べ
た
二
十
年
後
の
「「
喝
采
」
前
後
」

（「『
太
宰
治
全
集
第
二
巻
・
月
報
２
』
昭
和
三
十
年
十
一
月
）
に
よ
れ
ば
、「
そ

の
作
品
を
読
ん
だ
と
き
、
僕
は
自
分
が
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
と

い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
な
く
、
文
章
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
僕
へ
の
好
意
ら
し
き

も
の
も
、
じ
っ
さ
い
は
口
さ
き
だ
け
の
、
お
べ
っ
か
に
す
ぎ
な
い
と
ひ
が
ん
だ
。

読
後
の
印
象
と
し
て
、
ひ
ど
く
不
愉
快
な
も
の
を
う
け
と
っ
た
」
と
述
べ
て
い

る
。
先
に
あ
げ
た
奥
野
健
男
氏
の
他
に
は
、
井
伏
鱒
二
が
「
モ
デ
ル
の
中
村
地

平
に
は
相
す
ま
ぬ
が
、
友
愛
の
情
と
皮
肉
の
目
の
五
分
五
分
で
、
当
時
の
中
村

君
の
動
静
に
活
写
を
試
み
て
い
る
」
と
い
う
感
想
も
あ
る
。 7

　

そ
し
て
、「
喝
采
」
掲
載
（『
若
草
』
十
月
号
は
九
月
十
日
発
売
）
の
直
後
に

当
た
る
『
日
本
浪
曼
派
』
第
二
巻
十
号
（
昭
和
十
一
年
十
二
月
）
に
発
表
さ
れ

た
地
平
の
「
悪
夢
」
も
そ
の
発
表
の
タ
イ
ミ
ン
グ
か
ら
し
て
、
ま
た
松
本
氏
の

指
摘
す
る
「
私
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
性
の
意
味
も
含
め
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
は
「
白
い
雲
と
黒
い

牛
」（『
作
品
』
昭
和
十
年
六
月
）、「
花
子
」（
初
掲
載
誌
不
詳
）、 8「
イ
ル
ゼ
と

そ
の
母
」（『
日
本
浪
曼
派
』
第
二
巻
七
号
（
昭
和
十
一
年
九
月
））
な
ど
の
作

品
の
中
で
こ
の
数
年
地
平
が
取
り
組
ん
で
い
た
、「
生
と
死
」
や
「
男
女
の
悪
性
」

で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
意
趣
返
し
」
と
し
て
書
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
女
性

を
巡
る
関
係
も
、
裏
切
り
行
為
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
友
情
と

反
撥
の
繰
り
返
し
の
末
に
、
修
復
不
可
能
な
「
離
反
」
と
い
う
化
学
作
用
が
お

き
て
し
ま
っ
た
と
言
う
し
か
な
い
事
件
で
あ
り
、
そ
の
渦
中
に
書
か
れ
た
作
品

だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

実
は
地
平
は
こ
の
後
に
大
き
な
転
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
地
平
が
郷
土

を
舞
台
に
し
た
作
品
「
土
龍
ど
ん
も
ぽ
っ
く
り
」（「
日
本
浪
曼
派
』
昭
和
十
二

年
五
月
）、「
南
方
郵
信
」（『
文
学
界
』
昭
和
十
三
年
四
月
）
を
発
表
し
、
さ
ら

に
は
台
湾
を
舞
台
と
し
た
作
品
で
本
格
的
と
な
る
「
南
方
文
学
」
へ
の
第
一
歩

を
踏
み
出
す
の
は
こ
の
直
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
や
が
て
精
神
科
に
強
制
入
院

さ
せ
ら
れ
、
麻
酔
中
毒
下
に
あ
り
、
尋
常
な
精
神
状
態
で
は
な
い
太
宰
か
ら
と

は
い
え
、
蔑
み
の
感
情
を
露
わ
に
し
て
、「
喝
采
」
に
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
書
か

れ
て
、
地
平
も
絶
交
状
を
突
き
つ
け
た
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
創
作
面
で

は
モ
デ
ル
小
説
や
深
刻
め
い
た
都
会
小
説
へ
の
決
別
を
本
気
で
考
え
、
あ
え
て

太
宰
と
は
全
く
違
う
方
向
へ
の
転
換
を
図
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で

あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
、
件
の
「
喝
采
」
や
「
悪
夢
」
が
書
か
れ
た
昭
和
十
一
年
前
後
ま
で

の
中
村
地
平
の
経
歴
を
辿
っ
て
み
る
と
、
明
治
四
十
二
年
に
宮
崎
市
に
生
ま

れ
、
旧
制
宮
崎
中
学
校
を
卒
業
し
た
後
、
創
設
さ
れ
て
間
も
な
い
台
北
高
等
学

校
に
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
年
）
入
学
し
て
い
る
。
台
北
高
等
学
校
を
選
ん

だ
の
は
「
九
州
の
中
学
を
卒
業
す
る
と
、
僕
は
台
湾
に
あ
る
高
等
学
校
を
受
け

た
。
佐
藤
春
夫
氏
の
影
響
な
ど
で
南
方
に
憧
憬
す
る
気
持
ち
が
強
か
っ
た
為
で

あ
る
」 9
と
あ
る
よ
う
に
、
同
じ
よ
う
に
神
経
衰
弱
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
佐
藤
春

夫
に
憧
れ
、
文
字
通
り
そ
の
指
向
線
上
に
「
南
方
文
学
」
が
あ
っ
た
。
そ
の
後

東
京
帝
国
大
学
に
入
学
し
た
二
年
後
に
は
、
学
生
時
代
の
台
北
の
下
宿
を
舞
台

に
「
熱
帯
柳
の
種
子
」（『
作
品
』
昭
和
七
年
一
月
）
を
発
表
し
、
そ
の
佐
藤
春

夫
か
ら
絶
賛
さ
れ
て
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
に
な
る
運
命
的
な
出
会
い
で
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も
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
も
井
伏
門
下
に
あ
っ
て
、　
「
廃
港
淡
水
」（『
四
人
』
二
号
、
昭
和
七

年
）、「
白
雲
は
な
ぜ
窪
地
の
う
え
に
靉
い
て
い
る
か
」（
同
三
号
）、「
南
海
の
紀
」

（
同
五
号
、
昭
和
八
年
）
な
ど
の
台
湾
生
活
の
素
材
を
作
品
化
し
た
。
大
学
院

を
中
退
し
都
新
聞
に
入
社
し
た
後
さ
ら
に
創
作
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、

先
に
挙
げ
た
「
失
踪
」、「
太
宰
治
へ
」、「
イ
ル
ゼ
と
そ
の
母
」、「
悪
夢
」
な
ど

の
作
品
を
手
が
け
る
が
、
い
ず
れ
も
地
平
の
代
表
作
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
自
己
の
文
学
の
進
む
べ
き
道
を
模
索

し
て
い
た
混
迷
の
時
期
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
苦
悩
の
最
底

部
で
書
か
れ
た
の
が
こ
の
「
悪
夢
」
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
「
悪
夢
」
は
、「
カ
リ
エ
ス
の
原
因
で
あ
る
結
核
菌
と
、
そ
れ
以
外
に
遺
伝
性

の
梅
毒
菌
が
巣
く
っ
て
い
る
」
花
子
と
の
関
係
を
、「
男
の
悪
徳
に
よ
っ
て
女

は
永
久
に
救
わ
れ
な
い
、
そ
し
て
、
女
が
救
わ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
男

も
永
久
に
救
わ
れ
な
い
」
と
い
う
男
女
の
関
係
を
、「
宿
業
か
ら
逃
れ
ら
れ
な

い
人
間
存
在
」
と
し
て
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
作
品
が
書
か
れ
た
時
期
は
昭
和

十
一
年
も
後
半
に
な
り
、
真
杉
静
枝
と
の
愛
の
な
い
生
活
を
思
わ
せ
る
私
小
説

の
雰
囲
気
で
あ
る
。
八
歳
年
上
の
真
杉
と
の
同
棲
は
、「
夫
婦
と
し
て
の
お
さ

ま
り
方
に
は
な
れ
な
い
」 10
共
同
生
活
で
あ
り
、「
あ
な
た
は
わ
た
し
を
喰
い
物

に
し
て
、あ
な
た
の
文
学
を
育
て
て
ゆ
け
ば
い
い
ん
だ
わ
」（「
発
端
」） 11
と
い
う
、

愛
よ
り
も
芸
術
を
至
上
と
考
え
る
、
尋
常
で
は
な
い
夫
婦
関
係
で
あ
っ
た
。
こ

の
男
女
の
関
係
は
戦
後
の
作
品
の
主
題
と
し
て
ぶ
り
返
え
さ
れ
、
昭
和
三
十
年

の
作
品
で
は
、
女
は
河
童
に
姿
を
変
え
て
登
場
し
、「
河
童
と
の
に
ご
っ
た
生

活
を
精
算
す
る
こ
と
を
、
僕
は
心
に
誓
っ
た
。
魑
魅
魍
魎
よ
、
去
れ
」（「
山
の

中
の
古
い
池
」（『
群
像
』）
と
ま
で
主
人
公
に
言
わ
せ
、
作
者
の
執
着
の
深
さ

が
窺
わ
れ
る
。

　

作
家
と
し
て
の
経
歴
か
ら
す
る
と
、
地
平
は
こ
の
テ
ー
マ
の
作
品
化
に
は
相

当
難
渋
し
て
い
た
よ
う
で
、こ
の
「
悪
夢
」
は
「
陽
な
た
丘
の
少
女
」（『
新
潮
』

昭
和
十
三
年
）
に
改
作
さ
れ
る
し
、
こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
「
花
子
」
も
「
土

龍
ど
ん
も
ぽ
っ
く
り
」と
し
て
も
改
作
さ
れ
て
い
く
。
自
ら
の
問
題
と
し
て「
男

女
の
悪
性
」
を
手
元
に
引
き
寄
せ
苦
悩
し
続
け
た
結
果
で
あ
り
、
地
平
の
小
説

に
は
お
な
じ
み
の
、主
人
公
の
名
前
「
山
名
」
や
「
三
吉
」（「
失
踪
」
で
は
「
山

名
三
太
」）
が
頻
出
す
る
の
は
、「
私
」
と
置
き
換
え
て
も
い
い
ほ
ど
に
、
都
会

小
説
の
世
界
か
ら
の
脱
却
を
図
る
地
平
自
身
の
苦
悩
が
「
分
身
」
と
し
て
そ
こ

に
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
一
つ
屋
根
の
下
で
「
互
い
に
小
説
を
書
く
た
め
の
神
経
を
練
る

勉
強
を
し
よ
う
」
と
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
一
つ
の
支
度
で
上
が
り
込
ん
で
き
た
真
杉

と
の「
神
経
戦
」の
苦
渋
を
背
景
に
も
つ
だ
け
で
は
な
く
、　

こ
の「
悪
夢
」に
は
、

「
喝
采
」
を
書
い
た
太
宰
へ
の
私
憤
と
と
も
に
、
陰
湿
な
自
作
と
の
「
近
接
性
」

が
あ
っ
た
の
も
確
か
で
あ
る
。 12
夢
の
中
で
花
子
を
足
蹴
に
し
て
暗
い
海
の
中

へ
沈
め
て
し
ま
う
場
面
だ
け
で
な
く
、
心
中
の
相
手
が
死
に
、
男
の
方
が
生
き

残
る
場
面
も
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　

  

海
へ
と
び
こ
む
と
、
女
は
苦
し
ま
ぎ
れ
に
山
名
の
腰
に
か
ら
む
よ
う
に
抱

き
つ
い
て
く
る
。
そ
の
時
ど
う
い
う
わ
け
か
「
女
を
生
か
し
て
置
く
わ
け

に
は
い
か
ぬ
」
そ
う
い
う
考
え
が
、
ま
る
で
天
の
啓
示
の
ご
と
く
、
山
名

の
頭
に
は
ひ
ら
め
い
て
き
た
。
か
ら
み
つ
い
て
く
る
女
を
ふ
り
ほ
ど
き
、

つ
き
と
ば
し
…

誰
も
が
、
太
宰
治
の
、
熱
海
で
の
田
辺
あ
つ
み
と
の
心
中
事
件
を
連
想
す
る
で

あ
ろ
う
し
、た
と
え
、地
平
が
常
用
す
る
「
山
名
」
と
い
う
名
前
で
カ
ム
フ
ラ
ー

ジ
ュ
さ
れ
よ
う
と
も
、
松
本
氏
言
う
と
こ
ろ
の
太
宰
を
相
手
と
す
る
「
私
秘
的

メ
ッ
セ
ー
ジ
」
性
が
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
ま
で
書
い
て
来
た
「
男
女
の
悪
性
」

を
描
い
て
来
た
自
作
と
の
、
自
縄
自
縛
の
「
近
接
性
」
が
こ
こ
に
は
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
後
味
の
悪
い
友
情
の
破
綻
か
ら
も
、
こ
の
自
ら
の
文
学
世
界
の

行
き
詰
ま
り
か
ら
も
脱
却
を
図
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
地
平
は
、
結
果
と
し

て
、　
「
土
龍
ど
ん
も
ぽ
っ
く
り
」
や
「
南
方
郵
信
」
と
い
う
郷
士
の
文
学
を
経

て
、
一
気
に
「
霧
の
蕃
社
」
を
中
心
と
す
る
「
南
方
文
学
」
へ
の
方
向
に
転
じ

て
行
く
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
で
、
こ
の
衝
突
の
後
も
、
太
宰
は
太
宰
で
芥
川
賞
へ
の
執
念
を
燃
や
し
、

戦
後
も
「
斜
陽
」
や
「
人
間
失
格
」
と
い
っ
た
代
表
作
を
書
き
、
や
が
て
山
崎

富
栄
と
の
心
中
事
件
で
没
す
る
こ
と
に
な
る
。上
で
述
べ
た
修
復
不
可
能
な「
離

反
」
と
い
う
化
学
作
用
に
は
、「
悪
夢
」
と
い
う
作
品
が
更
な
る
触
媒
の
働
き

を
な
し
て
「
南
方
文
学
」
の
誕
生
へ
と
導
か
れ
た
と
も
言
え
よ
う
が
、
お
互
い

に
意
識
こ
そ
し
て
は
い
な
く
て
も
、
両
者
に
は
、
互
い
に
弾
き
あ
う
水
油
の
性

格
の
違
い
も
何
処
か
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
改
め
て
両
者
の
北
方
性
と
南

方
性
の
差
異
に
話
題
を
戻
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　

最
初
に
言
及
し
た
太
宰
の
『
津
軽
』
の
入
り
口
に
は
一
つ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
っ

た
。「
都
会
人
と
し
て
の
わ
た
し
に
不
安
を
感
じ
て
、
津
軽
人
と
し
て
の
私
を

つ
か
も
う
と
す
る
念
願
で
あ
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
津
軽
人
と
は
ど
ん
な

も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
を
見
極
め
た
く
て
旅
に
出
た
の
だ
」（「
蟹
田
」）
と

し
て
津
軽
に
帰
っ
た
時
の
こ
と
だ
っ
た
。「
あ
れ
は
春
の
夕
暮
れ
だ
っ
た
と
記

憶
し
て
い
る
（
中
略
）
ひ
と
り
で
弘
前
城
を
訪
れ
、お
城
の
広
場
の
一
隅
に
立
っ

て
、
岩
木
山
を
眺
望
し
た
と
き
、
ふ
と
脚
下
に
、
夢
の
町
を
ひ
っ
そ
り
と
展
開

し
て
い
る
の
に
気
が
つ
き
、
ぞ
っ
と
し
た
こ
と
が
あ
る
」
／
「
万
葉
集
な
ど
に

よ
く
出
て
く
る
「
隠
沼
（
こ
も
り
ぬ
）」
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。
わ
た

し
は
、
な
ぜ
か
、
そ
の
時
、
弘
前
を
、
津
軽
を
、
理
解
し
た
よ
う
な
気
が
し
た
」

と
太
宰
の
「
自
己
了
解
」
の
仕
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
結
局
、
太
宰
の
す
べ

て
の
罪
の
意
識
は
、「
生
ま
れ
て
す
み
ま
せ
ん
」・「
罪
、
誕
生
の
時
刻
に
在
り
」

（「
二
十
世
紀
旗
手
」）
に
集
約
さ
れ
、
貧
し
い
農
民
を
搾
取
し
た
新
興
の
地
主

の
家
に
生
ま
れ
た
負
い
目
、
数
々
の
女
性
と
の
心
中
事
件
や
不
倫
な
ど
の
罪
意

識
の
集
大
成
が
、
太
宰
文
学
の
世
界
だ
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
。

　

一
方
、
地
平
も
ま
た
、「
故
郷
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
自
分
自
身
で
あ
る
」
と
し

て
書
き
出
さ
れ
た
『
日
向
』
の
中
で
は
、「
そ
の
土
地
に
実
際
に
脚
を
一
歩
み

れ
ば
、
人
は
誰
で
も
、
暗
さ
と
は
反
対
の
も
の
、
つ
ま
り
非
情
な
明
る
さ
を
感

じ
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
（
中
略
）
日
向
の
自
然
は
、
訪
問
者
た
ち
が
言

う
よ
う
に
、
も
の
柔
ら
か
で
、
暢
び
り
し
て
い
る
と
い
う
の
が
事
実
の
よ
う
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
二
人
の
対
照
的
な
作
品
を
、
上
に
あ
げ
た
風
土
的
な
側
面
か
ら
あ
げ

て
み
よ
う
。
太
宰
は
「
魚
服
記
」（『
海
豹
』
創
刊
号
、昭
和
八
年
）
に
お
い
て
、

父
親
に
陵
辱
さ
れ
滝
壺
に
身
を
投
げ
た
娘
ス
ワ
の
描
き
方
に
は
、
人
間
の
罪
に

目
を
背
け
ず
「
隠
沼
（
こ
も
り
ぬ
＝
生
い
茂
っ
た
草
な
ど
に
隠
れ
て
水
面
の
見

え
な
い
沼
＝
『
日
本
語
大
辞
典
』（
講
談
社
）」
に
沈
下
し
つ
づ
け
る
、
執
拗
な

罪
の
存
在
へ
の
拘
り
が
あ
っ
た
。

　
　

  

疼
痛
。
か
ら
だ
が
し
び
れ
る
ほ
ど
重
か
っ
た
。
つ
い
で
あ
の
く
さ
い
呼
吸

を
聞
い
た
。

　
　
「
阿
呆
。」

　
　

ス
ワ
は
短
く
叫
ん
だ
。

　
　

も
の
も
わ
か
ら
ず
外
へ
は
し
つ
て
出
た
。

　
　

  

吹
雪
！
そ
れ
が
ど
つ
と
顔
を
ぶ
つ
た
。思
わ
ず
め
た
め
た
座
つ
て
了
つ
た
。

み
る
み
る
髪
も
着
物
も
ま
つ
し
ろ
に
な
っ
た
。

　
　

  
ス
ワ
は
起
き
あ
が
っ
て
肩
で
息
を
し
な
が
ら
、
む
し
む
し
歩
き
出
し
た
。

着
物
が
烈
風
で
揉
み
く
ち
ゃ
に
さ
れ
て
い
た
。ど
こ
ま
で
も
歩
い
た
。（「
魚

服
記
」）

　

一
方
、
地
平
の
「
南
方
郵
信
」
に
お
け
る
最
後
の
場
面
は
、
罪
の
追
及
は
極
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め
て
淡
泊
で
あ
り
、
大
ら
か
さ
を
主
題
と
し
た
地
平
の
南
方
文
学
の
象
徴
的
と

も
い
え
る
取
り
扱
い
で
あ
る
。

　
　

  

早
い
南
国
の
菜
の
花
が
、
部
落
の
畑
い
っ
ぱ
い
に
咲
き
そ
ろ
っ
た
頃
、
小

浜
は
女
の
子
を
産
ん
だ
。
赤
ん
坊
の
父
親
は
死
ん
だ
源
吉
爺
さ
ん
で
あ
っ

た
。
併
し
村
の
百
姓
達
は
一
本
松
の
地
蔵
様
か
も
し
れ
な
い
、
と
日
く
あ

り
げ
な
含
み
笑
い
を
し
な
が
ら
噂
し
あ
っ
た
。

　

共
に
男
の
悪
性
を
と
ら
え
な
が
ら
、
そ
の
違
い
は
、
二
人
の
育
っ
た
北
方
と

南
方
の
風
土
性
と
関
わ
る
も
の
が
あ
る
と
も
言
え
る
が
、
こ
こ
で
は
地
平
の
南

方
文
学
へ
の
方
向
性
か
ら
見
て
み
よ
う
。
地
平
は
こ
の
時
期
の
創
作
の
方
向
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。「
現
在
日
本
に
行
わ
れ
て
い
る
文
学
の
大
部
分
は
、

東
京
的
な
、
植
民
地
的
な
都
会
文
学
か
、
さ
も
な
く
ん
ば
北
方
的
な
、
観
念
的

な
心
理
主
義
文
学
か
で
あ
る
（
中
略
）
日
本
文
学
の
大
部
分
が
す
べ
て
安
手
な

都
会
主
義
か
、
深
刻
癖
の
つ
よ
い
心
理
主
義
ひ
と
い
ろ
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い

る
の
を
眺
め
て
、
憂
鬱
で
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
」。
そ
し
て
、
反

動
と
し
て
、「
楽
天
性
、
行
動
的
描
写
の
卓
越
さ
、
感
覚
的
な
詩
情
、
神
話
的

空
想
力
、
熱
情
的
な
飛
躍
性
」
を
特
徴
と
す
る
「
南
方
文
学
」（『
新
し
さ
の
方

向
』（『
知
性
』
昭
和
十
五
年
九
月
号
））
を
提
唱
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

自
分
を
今
ま
で
苦
し
め
て
き
た
「
男
女
の
悪
性
」
に
関
わ
る
苦
悩
の
主
題
も
、

都
会
生
活
の
中
で
の
「
深
刻
癖
の
強
い
心
理
主
義
」、
あ
る
い
は
「
北
方
的
な
、

観
念
的
な
心
理
主
義
文
学
」
か
ら
解
放
し
て
、
全
て
を
南
国
の
風
土
に
帰
せ
よ

う
と
す
る
文
学
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。
悠
久
の
昔
か
ら
民
族
が
営
ん
で
い
る
生
活

様
式
や
世
界
観
を
包
含
し
た
郷
士
の
「
風
土
」
そ
の
も
の
に
、「
男
女
の
悪
性
」

の
テ
ー
マ
を
埋
没
さ
せ
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
上
に
あ
げ
た
「
南
方
郵
信
」
に
つ
い
て
補
足
す
れ
ば
、「
白
痴
じ

み
た
」
一
人
の
女
性
に
老
人
の
〈
性
〉
が
吹
き
込
ま
れ
、
そ
の
す
べ
て
が
肯
定

さ
れ
る
「
南
方
郵
信
」
の
い
わ
ば
積
極
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」 13
と
い
う
問
題
性
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
家
郷
の
あ
る
宮
崎
か
ら
さ
ら
に
南
下
し
て
「
南
に
向
か
う
」
時

代
思
想
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
軍
部
の
「
南
進
政
策
」
の
背
景
と

重
な
り
、「
こ
う
し
た
異
郷
に
お
い
て
こ
そ
、
人
間
の
欲
望
は
限
り
な
く
官
能

的
に
、
限
り
な
い
不
倫
の
夢
へ
」 14
と
向
か
う
も
の
と
し
て
、
川
村
湊
が
指
摘
す

る
同
一
軸
の
批
判
が
及
ぶ
場
合
も
あ
り
う
る
。

　

明
治
初
年
に
喘
息
の
転
地
療
法
の
た
め
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
渡
っ
た
女
性
も

い
た
が
、 15
神
経
衰
弱
を
患
い
南
の
島
に
癒
し
を
求
め
て
渡
っ
た
佐
藤
春
夫
や
中

村
地
平
の
時
代
は
、
そ
こ
が
植
民
地
で
あ
っ
た
こ
と
と
決
し
て
無
関
係
で
は
あ

り
得
な
か
っ
た
。
太
宰
治
と
の
離
反
を
生
ん
だ
衝
突
事
件
が
地
平
を
南
に
向
か

わ
し
た
と
す
れ
ば
、
一
人
の
作
家
が
時
代
と
は
無
関
係
に
は
在
り
得
な
か
っ
た

事
実
も
物
語
っ
て
い
る
。

　
「
隠
沼
」
の
底
に
潜
む
人
間
の
罪
を
写
し
と
る
北
方
の
太
宰
治
と
、
南
国
の

菜
の
花
畑
に
降
り
注
ぐ
陽
光
の
な
か
で
、
大
ら
か
な
人
間
の
罪
悪
が
解
き
放
た

れ
る
南
方
の
中
村
地
平
と
の
対
比
は
、
和
辻
の
「
自
己
了
解
の
仕
方
」
に
沿
っ

て
風
土
的
な
両
者
の
特
性
の
一
端
を
覗
い
た
結
果
に
過
ぎ
な
い
。
中
村
地
平
の

文
学
の
本
質
は
、
こ
の
風
土
的
な
違
い
以
上
に
、
改
め
て
「
南
に
向
か
う
文
学

者
」
の
視
点
で
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
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１
．
長
嶺
宏
「
牧
水
と
茂
吉
」（『
逍
遥
・
鴎
外
論
考
』
風
間
書
房
、
一
九
八
五
年
）

　

２
．
和
辻
哲
郎
『
風
土
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
）

　

３
．
奥
野
健
夫
『
太
宰
治
論
』〈
決
定
版
〉（
春
秋
社
、
一
九
六
六
年
）

　

４
．
井
伏
鱒
二
「
解
説
」（『
太
宰
治
全
集
・
別
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
）

　

５
．  「
昭
和
文
学
の
青
春
群
像
」（
中
谷
孝
雄
氏
に
聞
く
）（『
太
宰
治
』
８
号
・
井
伏
鱒
二
特

集
、
洋
々
社
、
一
九
九
二
年
）

　

６
．
奥
野
健
夫
『
太
宰
治
論
』〈
決
定
版
〉

　

７
．
井
伏
鱒
二
「
解
説
」（『
太
宰
治
全
集
・
別
巻
』）

　

８
．
単
行
本
『
熱
帯
柳
の
種
子
』（
版
画
荘
、
昭
和
十
三
年
）
に
は
所
収
さ
れ
て
い
る
。

　

９
．「
南
方
へ
の
船
」（『
仕
事
机
』
筑
摩
書
房
、
一
九
四
一
年
）

　

10
．
真
杉
静
枝
「
或
る
女
の
生
立
ち
」（『
新
潮
』
昭
和
二
十
八
年
五
月
）

　

11
．
未
完
の
遺
稿
作
品
と
し
て
『
ポ
リ
タ
イ
ヤ
』（
第
十
号
、一
九
七
一
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
。

　

12
．
井
伏
鱒
二
『
風
貌
・
姿
勢
』（
講
談
社
、
一
九
六
七
年
）

　

13
．  

岡
林
稔
『〈
南
方
文
学
〉
そ
の
光
と
影
』（「
鉱
脈
社
、
二
〇
〇
二
年
」
一
〇
七
―

一
〇
八
頁
参
照
。

　

14
．
川
村
湊
『
南
洋
・
樺
太
の
日
本
文
学
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
）

　

15
．
矢
野
暢
『「
南
進
」
の
系
譜
』（
中
公
新
書
、
一
九
七
五
年
）
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