
<
書
評
>
足
立
悦
男
著
「
嗣
桝
現
代
詩
の
授
業
」
(
文
化
評
論
出
版
)
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私
は
足
立
悦
男
先
生
に
は
一
度
も
逢
っ
た
こ
と
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
声
も
聞

い
た
こ
と
は
な
い
。
こ
の
「
現
代
詩
の
授
業
」
が
初
対
面
な
の
で
為
る
。
そ
れ

な
の
に
十
年
来
の
知
己
の
よ
う
に
思
え
て
仕
方
が
な
い
。
ど
う
し
て
そ
う
な
の

か
不
思
議
で
あ
る
。
詩
の
授
業
に
苦
し
み
を
重
ね
な
が
ら
、
そ
の
到
り
若
-
こ

と
の
で
き
な
い
距
離
を
目
の
前
に
し
て
、
自
己
の
熱
力
と
空
疎
さ
の
中
に
埋
没

し
て
い
る
私
に
と
っ
て
、
こ
の
書
と
の
出
会
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
　
「
な
る
ほ

ど
'
そ
う
だ
'
そ
の
通
り
だ
〕
　
「
や
は
り
、
同
じ
よ
う
な
悩
み
だ
u
　
「
あ
ゝ
、
こ

う
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
っ
た
U
と
い
う
共
感
と
納
得
が
そ
ん
な
親
し
み
を
覚

え
さ
せ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
私
の
み
な
ら
ず
、
特
に
教
科
書
教
材
の
壁
に
つ

き
あ
た
っ
て
い
る
人
'
そ
し
て
現
代
詩
の
宇
宙
に
迷
っ
て
い
る
者
、
生
徒
と
の

ギ
ャ
ッ
プ
に
空
転
を
意
識
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
こ
の
著
宙
は
へ
そ
の
渇
き

を
罷
す
唯
I
の
書
で
あ
る
と
さ
え
思
え
る
の
だ
。
今
ま
で
詩
教
育
の
本
に
出
会

わ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
詩
の
授
業
」
の
理
論
と
実
践
と
を
披

渡
し
た
著
容
に
も
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
教
育
実
践
の
立
場
か
ら
そ

の
方
法
論
の
み
に
集
中
し
た
り
、
詩
人
そ
の
も
の
の
側
か
ら
の
詩
の
指
導
で
あ

っ
た
り
で
'
何
か
足
り
な
い
も
の
'
及
ば
な
い
も
の
を
意
識
の
底
に
感
ず
る
こ
と

を
否
定
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
へ
　
こ
の
著
容
は
現
代
詩
の
本
質
に
対
す
る
詩

教
育
の
理
論
が
あ
り
'
そ
の
理
論
に
も
と
づ
く
詩
教
材
の
発
掘
、
そ
し
て
そ
の

発
掘
さ
れ
た
詩
に
対
す
る
指
導
内
容
と
指
導
方
法
が
明
確
に
う
ち
だ
さ
れ
て
授

業
が
実
践
さ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
実
践
の
結
果
、
新
し
い
詩
教
材
の
可
能
性
を

さ
ぐ
る
と
い
う
骨
格
が
一
つ
の
理
論
体
系
と
し
て
が
っ
し
り
と
鋸
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
o
従
来
の
著
磐
の
い
ず
れ
も
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
領
域

を
埋
め
つ
く
し
て
金
字
塔
を
う
ち
た
て
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
だ
か

・
S
'
こ
の
著
容
を
読
み
出
し
た
ら
、
ち
ょ
う
ど
の
ど
の
渇
い
た
も
の
が
一
気
に

水
を
の
み
は
さ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
、
と
て
も
途
中
で
や
め
る
こ
と
の
で
き

ぬ
魅
力
に
呪
縛
さ
れ
て
し
ま
う
。
読
め
ば
読
み
す
す
む
ほ
ど
、
詩
限
、
詩
的
セ

ン
ス
の
す
ば
ら
し
さ
と
国
語
教
師
ら
し
か
ら
ぬ
非
情
の
論
理
の
確
か
さ
に
驚
く

の
で
あ
る
。
そ
の
魅
惑
ゆ
え
に
'
1
度
な
ら
ず
二
度
、
三
度
読
み
こ
ん
で
し
ま

う
著
宙
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
分
も
、
こ
こ
に
あ
る
教
材
で
'
そ
し
て
同
じ
方

法
で
授
業
を
実
践
し
た
い
と
い
う
衝
動
を
誘
発
す
る
本
で
あ
る
。
こ
う
香
い
て

い
く
う
ち
に
私
の
足
立
先
生
へ
の
親
し
み
が
単
な
る
好
奇
心
か
ら
で
な
-
'
こ

の
著
書
を
手
に
す
る
人
だ
れ
も
が
感
じ
る
で
あ
ろ
う
普
遍
的
な
事
実
で
あ
る
こ

と
を
確
信
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
感
激
に
満
ち
た
初
対
面
を
終
え
て
私
に
は
教
育
現
場
の
実
践
者
と
し

て
'
そ
の
魅
力
の
根
源
を
冷
静
に
つ
き
と
め
る
義
務
が
あ
る
。
及
ば
ず
な
が
ら

以
下
四
つ
の
気
づ
き
を
述
べ
て
み
た
い
。
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H
　
豊
か
さ
の
発
想
つ
き
-
ず
す
詩
の
理
論

く
わ
し
く
い
え
ば
、
「
豊
か
さ
の
発
想
に
根
ざ
す
詩
の
教
室
」
を
つ
き
く
ず

す
詩
教
育
の
理
念
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
反
逆
精
神
と
も
い
う
べ
き
も
の

が
実
に
痛
快
で
あ
る
。
ま
た
'
お
の
れ
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
自
主
単
元

を
組
み
な
が
ら
新
し
い
教
材
を
必
死
で
発
掘
す
る
そ
の
開
拓
精
神
は
誠
に
男
性

的
で
あ
る
。
今
ま
で
教
科
討
教
材
を
信
奉
し
、
む
し
ろ
そ
の
枠
か
ら
は
み
で
て

孤
立
化
す
る
こ
と
を
恐
れ
'
豊
か
な
情
感
を
め
ざ
す
班
上
げ
の
も
と
で
、
た
だ

い
た
ず
ら
に
閑
の
声
を
あ
げ
て
い
た
主
体
性
の
な
い
自
分
が
爽
や
か
に
つ
き
く

ず
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
つ
き
く
ず
す
と
く
ず
さ
れ
る
と
に
は
ず
い
ぶ

ん
大
き
な
差
が
生
じ
る
。
つ
き
く
ず
す
指
導
者
に
は
一
つ
の
信
念
が
残
る
O
　
つ

ま
り
詩
教
育
理
念
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
っ
き
-
ず
す
た
め
に
は
理

路
整
然
と
し
た
理
論
が
い
る
。

簡
単
に
い
え
ば
∧
自
分
(
生
徒
)
　
の
持
っ
て
い
る
言
葉
V
の
届
き
見
な
い
領

域
の
詩
作
晶
を
提
示
し
て
、
生
徒
に
自
分
の
言
葉
の
狭
さ
、
言
葉
の
限
界
性
に

気
づ
か
せ
、
∧
言
葉
に
対
す
る
自
覚
的
な
欠
落
意
識
V
を
思
い
知
ら
せ
る
こ
と

か
ら
は
じ
ま
る
。
日
常
的
な
言
葉
の
し
つ
け
を
取
り
は
ず
さ
れ
、
∧
言
非
の
断

位
V
に
立
た
さ
れ
た
生
徒
は
、
そ
の
詩
作
晶
と
の
距
離
の
遠
さ
を
埋
め
る
た
め

に
必
死
に
な
っ
て
自
分
の
力
で
新
し
い
言
巽
を
発
見
せ
ね
ば
な
ら
な
-
な
る
0

こ
こ
に
主
体
的
な
想
像
力
の
は
ば
た
く
'
未
知
の
頚
城
を
き
り
ひ
ら
-
、
感
受

性
の
世
界
が
拡
充
す
る
詩
教
育
の
理
論
が
成
立
す
る
。
決
し
て
迎
合
し
な
い
'

妥
協
を
許
さ
な
い
こ
の
積
極
さ
の
た
め
に
生
徒
は
慈
戦
苦
闘
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
も
、
そ
の
戦
い
が
撤
し
け
れ
ば
激
し
い
だ
け
そ
の
詩
の
授
業
は
放

し
-
昇
華
す
る
。
私
は
詩
作
晶
の
質
の
高
さ
と
生
徒
の
自
覚
的
な
欠
落
意
識
と

を
両
極
に
準
え
な
が
ら
、
そ
の
対
時
の
中
間
に
生
徒
は
ど
の
よ
う
に
欠
落
意
識

を
自
覚
す
る
か
'
新
し
い
言
葉
と
は
何
で
あ
る
か
と
た
ち
は
だ
か
る
よ
う
な

気
持
で
読
ん
だ
。
だ
が
、
そ
う
い
う
傍
観
的
態
度
は
す
ぐ
忘
れ
て
'
い
つ
の
間

に
か
生
徒
の
こ
と
ば
の
こ
こ
ち
よ
さ
に
酔
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
詩
教
育
が

他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
比
べ
て
全
身
全
霊
を
う
ち
ふ
る
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
覚

醒
さ
せ
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
'
・
と
て
つ
も
な
く
緊
迫
に
満
ち
た
授
業
で
あ
る
こ

と
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
た
の
は
私
の
方
で
あ
っ
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
第
四
節
と
第
五
節
を
興
味
深
-
よ
ん
だ
。
ま
ず
第
四
節

∧
母
を
問
う
∨
-
石
川
逸
子
-
「
彼
ら
笑
う
」
-
の
方
か
ら
先
に
の
べ
る
と
、

母
に
ち
ら
つ
-
甘
い
感
似
と
追
憶
は
日
本
の
歴
史
が
は
ぐ
く
ん
で
き
た
豊
か
さ

で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
豊
か
さ
の
発
想
自
体
を
た
ち
き
る
シ
ョ
ッ
キ
ン

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

グ
な
試
み
が
-
ア
ル
に
実
験
さ
れ
る
。
∧
野
情
の
魔
力
V
を
は
ぎ
と
ら
れ
た
衝

撃
で
、
生
徒
は
不
安
に
さ
ま
よ
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
を
吐
き
出
し
て
い
く
。

こ
の
第
四
節
と
第
八
節
∧
父
V
と
の
対
時
土
日
野
弘
コ
w
a
s
 
b
o
r
n
」
-
と
を

車
の
両
輪
と
し
て
読
ん
だ
。
そ
れ
は
詩
の
内
容
に
よ
り
中
学
生
は
母
、
高
校
生

は
父
と
ふ
り
わ
け
ら
れ
'
方
法
も
授
業
ス
タ
イ
ル
も
異
っ
て
い
る
が
著
者
が
導

き
出
し
た
結
論
が
1
致
し
た
か
ら
で
あ
る
。
詩
の
受
容
に
つ
い
て
'
∧
母
V
の

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

場
合
は
そ
の
哀
し
さ
が
共
体
験
で
き
な
い
こ
と
へ
∧
父
V
の
指
導
の
場
合
も

「
概
念
的
に
し
か
身
を
お
-
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
体
験
的
な
問
題
が
そ

れ
で
あ
る
。

次
に
'
生
徒
の
持
っ
て
い
る
言
葉
の
届
き
え
な
い
爵
作
品
か
ら
く
る
心
理
的
へ

質
的
な
距
離
の
遠
さ
に
生
徒
は
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て

読
ん
だ
の
が
第
四
節
創
作
と
鑑
賞
の
接
点
-
高
野
喜
久
雄
「
鏡
」
で
あ
る
。
こ

れ
は
現
代
詩
の
難
解
性
に
対
す
る
一
つ
の
挑
戦
の
授
業
で
あ
る
。
現
代
詩
の

∧
抽
象
的
属
性
を
逆
バ
ネ
と
し
て
使
え
る
授
業
∨
理
論
∧
日
険
V
が
あ
る
。
授

業
の
展
開
と
し
て
'
ま
ず
生
従
各
自
に
創
作
課
題
∧
鏡
V
を
実
作
さ
せ
る
。
そ
の

主
眼
は
「
自
作
の
詩
に
見
ら
れ
る
∧
鏡
V
へ
の
自
己
認
識
を
た
え
ず
l
方
の
核
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に
す
え
」
さ
せ
、
高
野
喜
久
雄
の
詩
「
鏡
」
の
難
解
性
と
戦
わ
せ
る
こ
と
に
あ

る
。
そ
し
て
質
的
距
離
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
に
目
標
を
寧
見
て
あ
る
。
逆
バ
ネ

の
作
用
と
し
て
、
詩
人
高
野
自
己
認
識
の
厳
し
さ
、
鋭
さ
、
深
さ
に
驚
き
、
生

徒
は
,
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
も
つ
現
実
認
識
の
甘
さ
に
句
つ
く
と
い
う
経
過
を
た

ど
る
eこ

の
よ
う
に
し
て
'
こ
の
詩
教
育
理
論
は
、
生
徒
の
実
生
活
の
体
験
不
足
か

ら
,
や
が
て
は
結
実
す
る
で
あ
ろ
う
予
測
の
も
と
に
一
時
停
止
す
る
場
合
も
あ

り
、
ま
た
、
感
動
の
あ
ま
り
言
葉
を
発
見
で
き
な
い
で
終
わ
る
場
合
も
あ
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
詩
教
育
理
論
が
破
綻
を
き
た
し
た
と
い
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
.
あ
ら
ゆ
る
文
学
教
育
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
が
解
決
し
た
上

か
、
終
わ
っ
た
と
か
い
う
こ
と
ば
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
葉

を
失
っ
た
生
徒
が
必
死
に
な
っ
て
自
己
を
問
い
つ
め
、
自
己
を
認
識
し
現
実
を

把
握
し
て
い
く
主
体
的
な
さ
ま
を
授
業
の
中
に
み
て
'
こ
の
理
論
は
充
分
に
実

証
で
き
た
と
私
は
感
激
を
い
だ
く
の
み
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
理
論
は
こ
こ
で
終
わ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
詩
の
距
離
の
速

さ
と
質
の
高
さ
に
対
し
て
生
徒
の
声
を
ど
う
位
置
づ
け
評
価
す
べ
き
か
が
残
っ

て
い
る
。
著
者
は
「
詩
が
抽
象
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
徒
た
ち
が
そ
の

中
に
自
己
の
具
体
的
な
体
験
か
ら
生
ま
れ
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
を
構
想

し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
'
と
い
う
-
つ
の
仮
説
を
ひ
き
だ
せ

た
よ
う
に
思
う
」
　
(
P
-
o
o
)
と
述
べ
と
ら
れ
て
い
る
。
詩
の
難
解
性
・
抽
象
性

に
対
し
イ
メ
ー
ジ
の
さ
ま
ざ
ま
性
は
正
比
例
の
関
係
で
成
り
立
つ
と
思
わ
れ
る

か
ら
こ
の
仮
説
は
当
然
予
想
さ
れ
た
帰
結
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
生
徒
の
イ
メ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ー
ジ
の
さ
ま
ざ
ま
性
に
対
し
て
、
そ
の
判
断
は
'
「
正
否
性
」
に
お
-
の
で
は

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

な
く
「
解
釈
が
深
い
か
浅
い
か
と
い
う
深
浅
性
に
お
か
る
べ
き
だ
」
と
主
張
さ

れ
る
。
だ
が
静
の
抽
象
性
が
強
け
れ
ば
強
い
は
ど
「
評
価
し
き
れ
な
い
も
の
」

と
な
り
、
教
師
は
生
徒
の
前
に
「
一
人
分
の
感
覚
」
　
「
1
筒
の
ポ
エ
ジ
ー
」
を

提
出
す
る
だ
け
の
存
在
と
し
て
〟
「
詩
を
教
え
る
」
こ
と
で
は
な
く
へ
　
「
詩
を

扱
う
」
と
い
っ
た
軽
い
意
識
″
で
生
徒
と
同
一
線
上
に
並
ぶ
こ
と
を
余
儀
な
く

s
r
a
a

「
評
価
し
き
れ
な
い
」
と
い
う
飾
り
気
の
な
い
告
白
を
聞
い
て
い
る
と
、
何

か
も
ど
か
し
さ
と
混
迷
の
中
に
つ
き
お
と
さ
れ
る
O
だ
が
、
そ
う
い
う
正
直
さ

が
詩
の
授
業
を
成
立
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
'
文
学
教
育
の
む
ず
か
し
さ

を
切
実
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
生
徒
の
感
想
文
の
中
に
「
イ
メ
ー
ジ
を

も
て
は
や
す
こ
と
の
危
険
性
」
を
兄
い
出
し
て
、
「
わ
た
し
の
教
材
観
に
あ
る

種
の
傾
向
的
な
も
の
が
生
ま
れ
て
い
た
」
　
(
P
3
1
5
)
と
「
イ
メ
ー
ジ
本
位
」
へ

の
反
省
が
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
判
断
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
が
、
も
ど
か
し

さ
に
対
す
る
一
種
の
焦
り
と
す
る
な
ら
ば
'
「
詩
の
受
容
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

ス
は
複
雑
で
長
い
」
　
(
P
8
7
)
と
い
う
こ
と
ば
の
長
さ
と
複
雑
さ
に
耐
え
ね
ば

な
ら
な
い
の
は
生
徒
で
は
な
く
む
し
ろ
指
導
者
の
方
で
は
な
い
・
か
と
思
っ
た
。

と
に
か
く
,
こ
の
詩
教
育
理
論
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
は
生
徒
に
大
き
な
街
激

を
確
実
に
与
え
た
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
ゆ
る
ぎ
の
な
い
真
実
と
し
て
か
ぎ
り
な

い
魅
力
を
た
た
え
て
い
る
。
.

I
I
青
春
の
教
育
書
へ
現
代
詩
入
門
書
と
し
て

私
は
こ
の
一
冊
の
教
育
著
省
を
あ
た
か
も
'
小
説
の
世
界
に
い
る
よ
う
な
錯

覚
で
よ
み
す
す
め
て
い
た
。
こ
う
い
う
読
み
方
は
不
遜
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
,
_
施
み
手
に
自
由
を
与
え
る
の
が
著
者
の
持
論
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
開
き

直
っ
て
そ
の
原
因
を
究
明
し
て
み
た
。
た
し
か
に
、
こ
の
著
書
は
第
-
税
代
詩

教
材
論
、
第
里
早
中
学
生
と
現
代
詩
、
第
里
中
高
校
生
と
現
代
詩
t
と
望
卵
の
系

譜
は
こ
こ
で
も
整
然
と
守
ら
れ
て
い
る
O
だ
が
節
の
た
て
方
に
特
異
性
が
あ
る
。

章
の
た
て
方
に
関
係
な
く
十
の
節
が
そ
れ
自
体
独
立
し
て
一
連
の
通
し
番
号
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に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
ん
な
結
果
が
生
ま
れ
る
か
私
な
り
に
分
析

し
た
。
第
一
節
現
代
詩
の
位
相
、
第
二
節
現
代
詩
の
辺
境
で
節
I
章
の
現
代
詩

教
育
論
は
終
わ
る
。
そ
の
教
材
槻
'
詩
観
の
確
か
さ
は
す
で
に
述
べ
た
が
'
そ
の

確
か
さ
に
浄
化
さ
れ
な
が
ら
'
あ
と
八
編
の
授
業
実
践
録
を
た
ど
っ
て
み
る
。

三
'
現
代
詩
へ
の
道
標
-
発
想
と
イ
メ
ー
ジ

こ
こ
は
.
イ
メ
ー
ジ
の
発
想
と
発
展
性
と
相
関
性
が
そ
の
主
な
ね
ら
い
で
あ
る

が
'
生
徒
は
人
間
性
の
喪
失
、
あ
る
い
は
疎
外
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
.

四
へ
創
作
と
鑑
斑
の
接
点
-
高
野
喜
久
雄
「
鏡
」

創
作
活
動
が
鑑
賞
力
に
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
か
の
試
み
で
あ
る
が
'
先
に

論
じ
た
よ
う
に
自
己
認
識
が
収
穫
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
三
節
の
疎
外
感
に
対

し
て
ど
う
主
体
性
を
模
索
し
確
立
す
べ
き
か
と
し
て
読
ん
だ
。

五
、
∧
母
V
を
問
う
-
石
川
逸
子
「
彼
ら
笑
う
」

ヽ

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

前
節
の
自
立
の
試
み
と
し
て
母
の
も
つ
∧
野
情
の
魔
力
V
と
の
実
戦
が
強
い

ら
れ
る
。

六
、
ポ
エ
ジ
I
紀
行
-
「
日
付
」
の
あ
る
出
会
い

谷
川
俊
太
郎
、
み
つ
は
し
ち
か
こ
、
井
上
陽
水
と
の
出
会
い
が
あ
る
。
三
、

四
、
五
節
と
昏
さ
に
向
か
っ
て
い
た
感
性
が
明
か
る
さ
に
清
め
ら
れ
る
。
そ
こ

は
論
理
も
及
ば
な
い
世
界
で
'
そ
こ
で
明
る
い
感
動
を
思
う
存
分
発
揮
さ
せ
'

ヽ
ヽ

生
徒
の
「
内
奥
の
柔
い
か
い
ひ
だ
」
に
潤
い
を
与
え
る
。
こ
こ
ま
で
が
中
学
生

の
記
録
で
暗
さ
と
明
る
さ
の
交
錯
す
る
中
で
渇
い
た
心
が
満
た
さ
れ
る
.
こ
の

あ
と
は
、
高
校
生
の
記
録
に
な
る
が
、
ぐ
っ
と
内
面
化
し
、
内
容
が
人
間
そ
の

も
の
へ
迫
っ
て
-
る
。

七
、
戦
争
体
験
の
陰
影
-
会
田
網
雄
「
伝
説
」

前
節
の
楽
し
さ
と
笑
い
の
雰
囲
気
や
ヱ
転
し
て
絶
唱
の
世
界
で
の
自
己
の

静
か
な
内
面
化
が
志
向
さ
れ
る
。

八
、
八
父
V
と
の
対
時
-
吉
野
弘
コ
w
a
s
 
b
o
r
n
」

そ
う
い
う
静
か
さ
を
う
け
つ
ぎ
な
が
ら
父
と
の
対
時
が
知
的
に
な
さ
れ
、
何

故
生
ま
れ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
問
わ
れ
る
.
<
母
V
を
問
う
と
対
鼓
す

る
。九

へ
青
春
の
心
象
風
景
-
安
水
稔
和
の
世
界

生
の
不
安
、
愛
の
不
毛
へ
死
の
遠
景
に
青
春
の
原
点
を
求
め
、
安
水
の
「
た

だ
青
春
の
悲
し
さ
そ
れ
自
身
の
_
 
'
自
己
の
内
ふ
か
-
存
在
し
て
い
る
情
感
の
純

粋
表
現
と
し
て
の
悲
し
さ
」
(
P
2
6
4
)
を
つ
き
つ
け
て
屈
折
し
た
戦
後
の
行
情

の
世
界
を
く
ぐ
ら
せ
る
.
そ
し
て
'
牢
白
の
ペ
ー
ジ
に
み
ず
か
ら
の
青
春
の
心

象
風
景
を
描
か
せ
る
の
で
あ
る
。

1
0
へ
現
代
詩
の
意
匠
-
島
同
点
か
ら
川
崎
洋
ま
で

「
高
校
生
た
ち
の
日
常
に
あ
っ
て
'
か
れ
ら
の
交
友
関
係
を
み
て
も
'
お
互

い
の
個
性
を
認
容
し
合
う
つ
き
あ
い
が
な
か
な
か
成
立
し
が
た
い
よ
う
で
あ

る
。
が
、
そ
の
状
況
こ
そ
∧
孤
絶
さ
れ
た
場
V
へ
の
逃
避
と
'
そ
の
中
で
み
い

だ
し
た
自
己
の
み
の
論
理
に
も
と
づ
-
表
現
方
法
と
で
他
者
の
介
入
を
峻
拒
す

る
傾
向
」
(
P
3
1
3
)
に
対
し
て
、
同
じ
-
「
孤
絶
さ
れ
た
場
」
に
追
い
や
ら
れ

た
詩
人
た
ち
の
苦
闘
を
ぶ
っ
つ
け
へ
　
「
そ
の
近
似
の
状
況
の
中
」
で
現
代
詩
へ

の
共
感
の
姿
勢
を
形
づ
く
ら
せ
る
。
そ
し
て
新
し
い
生
を
問
い
つ
め
さ
せ
る
0

こ
の
よ
う
に
生
徒
へ
の
指
導
内
容
や
方
法
が
明
暗
・
静
勤
・
乾
池
と
点
滅
す

る
中
で
た
え
ず
、
生
徒
は
問
題
意
識
を
投
げ
か
け
ら
れ
安
住
の
世
界
を
ゆ
す
ぶ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
生
徒
の
発
言
は
生
き
て
い
て
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
さ
え
あ
る
。
そ
し
て

先
生
の
若
さ
と
生
徒
の
爽
や
か
さ
と
が
共
鳴
し
あ
っ
て
実
に
快
よ
い
.
と
に
か

く
個
性
あ
ふ
れ
た
生
徒
と
手
を
と
り
あ
っ
て
創
作
し
た
青
春
の
雷
で
あ
る
。
こ

121



ん
な
み
ず
み
ず
し
さ
は
著
者
に
と
っ
て
も
二
度
と
手
に
人
ら
ぬ
し
ろ
も
の
で
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。
私
が
小
説
の
よ
う
な
気
持
で
t
と
い
っ
た
こ
と
も
納
得
し

て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
三
～
十
ま
で
の
節
を
一
つ
の
緑
で
結
ぶ
と
、

中
学
生
か
ら
高
校
生
へ
い
た
る
精
神
発
達
の
軌
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

ち
ょ
う
ど
一
人
の
少
年
が
一
人
前
の
若
者
へ
と
成
長
し
て
い
-
さ
ま
と
し
て
み

る
時
、
ド
ラ
マ
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
も
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
で
あ
る
。
だ
か
ら
教
職
に
た
ず
さ
わ
る
も
の
は
中
学
生
と
高
校
生
と
の
接

点
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
教
職
に
関
係
な
-
'
や
が
て
父
母
と
な
る
も
の
、

あ
る
い
は
父
や
母
と
し
て
ゆ
る
ぎ
の
な
い
位
置
を
確
保
し
て
い
る
人
の
鑑
賞
に

も
耐
え
う
る
書
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
代
と
は
何
か
、
父
と
は
そ
し
て
母
と

は
何
か
へ
　
そ
の
生
き
方
は
'
子
ど
も
と
し
て
父
や
母
に
ど
う
あ
る
べ
き
か
子
は

ど
う
い
う
状
況
の
中
に
あ
る
か
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
問
い
に
答
え
て
く
れ
る
本
で

あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
こ
そ
真
実
の
教
育
の
書
で
あ
り
う
る
。

勧
点
を
か
え
る
と
'
こ
れ
は
あ
た
か
も
「
現
代
詩
入
門
」
の
苔
で
も
あ
る
O

フ
ォ
ー
ク
や
ロ
ッ
ク
の
世
界
に
遊
ば
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
生
徒
が
作
り
あ
げ
た

実
態
を
知
ら
ず
知
ら
ず
自
分
の
実
感
と
し
て
う
け
と
め
て
読
み
、
気
が
つ
い
た

時
に
は
現
代
詩
の
世
界
に
深
-
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
中
学
か
ら

高
校
へ
と
な
だ
ら
か
に
詩
の
享
受
の
態
度
が
高
め
ら
れ
て
い
-
の
で
「
分
か
っ

た
、
現
代
詩
が
分
っ
た
U
と
い
う
気
分
を
味
わ
あ
わ
せ
て
-
れ
る
。
そ
う
い
う

実
感
と
ス
テ
ッ
プ
は
、
他
の
ど
の
詩
の
入
門
書
も
追
従
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
教
育
相
談
的
に
読
む
人
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
詩
の

教
材
の
発
掘
の
仕
方
へ
詩
の
創
作
、
鑑
箕
の
さ
せ
方
、
そ
れ
に
と
も
な
う
評

価
の
あ
り
方
'
詩
に
お
い
て
い
だ
く
生
徒
の
好
悪
へ
難
易
の
意
味
、
問
題
喚
起

の
助
言
か
ら
イ
メ
ー
ジ
の
運
び
方
な
ど
'
読
み
方
に
よ
っ
て
へ
さ
ま
ざ
ま
な
読

み
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
番
で
あ
る
。
単
な
る
詩
の
授
業
を
革
見
て
い
る
と

こ
ろ
に
も
大
き
な
魅
力
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

日
生
き
る
生
徒
の
声

さ
ら
に
こ
の
宙
物
の
も
つ
魅
力
を
つ
け
足
せ
ば
'
実
践
例
の
中
に
生
徒
の
生

の
声
が
躍
動
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
生
と
生
徒
の
声
が
生
き
生
き
と
伝
わ

っ
て
-
る
。
こ
う
い
う
形
式
(
先
生
と
生
徒
の
対
話
を
そ
の
ま
～
の
せ
る
形
式
)

で
の
実
践
・
例
の
示
し
方
は
他
に
も
あ
る
が
'
途
中
で
あ
き
が
き
て
仕
方
が
な
か

っ
た
。
だ
が
、
今
度
の
場
合
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
。
作
品
と
し
て
全
体
的
に

ま
と
ま
っ
て
い
る
と
か
、
う
ま
-
会
話
へ
鑑
質
文
へ
著
者
の
論
な
ど
が
配
置
さ

れ
て
い
る
と
か
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
生
徒
の
声
が
生
き
生
き
伝
わ
っ
て
-
る

の
で
あ
る
。
臨
場
感
が
あ
る
。
先
生
と
生
徒
の
息
を
、
教
育
実
習
生
の
百
息
や

吐
息
ま
で
を
じ
か
に
感
じ
る
0
こ
の
部
は
確
か
に
生
き
て
い
る
。
筆
致
の
冴
え

に
小
説
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ぶ
が
、
や
は
り
教
育
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
の

が
私
の
義
務
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
生
徒
が
生
き
生
き
と
生
き
た
理
由
を
考
え
て

み
た
。
こ
れ
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
と
こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
と
が
多

少
へ
　
オ
ー
バ
ラ
ッ
プ
す
る
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
く
。

①
適
切
な
詩
が
え
ら
ば
れ
て
い
る
こ
と
。

詩
の
授
業
は
す
ぐ
れ
た
詩
教
材
の
発
掘
か
ら
成
立
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
o

著
者
の
詩
的
セ
ン
ス
の
す
ば
ら
し
さ
'
広
さ
'
深
さ
が
感
じ
ら
れ
し
か
も
へ
　
そ

れ
ら
が
科
学
的
な
体
系
づ
け
が
な
さ
れ
、
理
論
の
確
か
さ
が
た
え
ず
基
底
に
窮

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
。

①
教
え
な
い
「
詩
の
教
室
」
で
あ
っ
た
こ
と
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ヽ

ヽ

〃
教
師
.
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
授
業
で
は
な
く
い
わ
ば
詩
の
教
室
の
た
だ

中
に
あ
っ
て
∧
詩
∨
そ
の
も
の
が
創
出
せ
し
め
ら
れ
て
い
-
そ
の
よ
う
な
方
法

で
の
実
践
を
模
索
し
た
〃
(
P
3
1
3
)
　
〃
わ
た
し
は
教
え
な
い
「
詩
の
教
室
」
を
構

想
し
て
い
た
〃
　
(
P
3
1
8
)
　
と
い
う
の
が
著
者
の
基
本
理
念
を
放
後
ま
で
守
り
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通
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
は
教
え
こ
む
の
に
必
死
に
な
っ
て
'
ど
れ
ほ
ど

新
鮮
な
生
徒
の
声
を
殺
し
っ
づ
け
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
著
番
で
生
徒
の

言
葉
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
引
き
出
さ
れ
て
い
く
さ
ま
を
み
る
と
、
一
皮
に
新
し
い
世

界
が
ひ
ら
け
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。

◎
生
徒
の
現
代
性
と
必
然
性
を
衝
い
た
こ
と
'

生
徒
が
何
を
切
実
な
問
題
と
し
て
求
め
て
い
る
か
'
あ
る
い
は
ど
う
生
き

る
べ
き
か
と
い
う
身
近
な
問
題
を
主
題
に
L
t
生
徒
の
自
覚
を
う
な
が
し
た
り

滞
在
意
識
を
つ
い
た
り
し
た
こ
と
.
た
と
え
ば
愛
・
生
・
死
な
ど
生
徒
の
現
在

の
必
然
性
に
う
ち
た
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

①
ポ
エ
ジ
I
を
支
柱
に
し
た
こ
と
。

ポ
エ
ジ
ー
と
は
「
読
者
で
あ
る
生
徒
た
ち
の
内
か
ら
わ
き
で
る
情
感
と
詩
作

ヽ

ヽ

ヽ

晶
と
の
共
感
に
よ
っ
て
う
ま
れ
る
心
の
ふ
る
え
」
　
C
P
U
)
　
「
詩
の
直
接
性
と

の
強
烈
な
出
会
い
に
よ
る
感
情
体
験
」
　
(
P
1
4
0
)
　
で
あ
る
o
そ
う
い
う
切
実

な
体
験
を
詩
の
授
業
に
求
め
た
こ
と
。
そ
の
た
め
時
に
は
フ
ォ
ー
ク
な
ど
の
よ

う
に
生
徒
の
自
主
教
材
が
用
い
ら
れ
、
学
習
が
主
体
的
に
確
立
し
た
こ
と
で
あ

る
。⑤

想
像
と
創
造
を
結
び
つ
け
た
こ
と
。

生
徒
は
詩
の
世
界
に
ひ
た
り
な
が
ら
、
自
己
が
変
革
し
て
い
く
さ
ま
の
驚
き

を
随
所
で
発
し
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
無
意
識
化
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、

意
識
し
た
時
は
そ
の
喜
び
で
授
業
へ
の
参
加
を
よ
り
楽
し
く
さ
せ
る
。

⑥
指
導
方
法
が
す
ば
ら
し
い
こ
と
。

㊦
イ
メ
ー
ジ
の
運
び
と
発
問
が
あ
る

・
イ
メ
ー
ジ
の
発
想
の
さ
せ
方
あ
る
い
は
相
関
性
と
発
展
性
に
お
け
る
発
問
・

助
言
の
確
か
さ
が
あ
る
。
し
か
も
'
と
り
あ
げ
ら
れ
た
詩
の
こ
と
ば
の
や
さ
し

さ
を
単
な
る
や
さ
し
さ
と
せ
ず
、
詩
的
内
容
の
深
さ
と
し
て
把
担
さ
せ
て
あ

る
。⑦

系
統
よ
み
と
比
較
よ
み
が
あ
る

一
人
の
詩
人
を
通
し
て
読
み
'
そ
の
世
界
を
三
の
か
た
ま
り
と
し
て
と
ら

え
る
方
法
と
同
じ
題
材
の
詩
を
比
較
し
て
よ
読
み
、
そ
の
詩
の
文
体
・
テ
ー
マ

の
特
異
性
を
と
ら
え
る
方
法
と
が
用
い
ら
れ
、
イ
メ
ー
ジ
の
重
層
化
が
行
な

わ
れ
て
い
る
。
前
者
は
八
節
へ
∧
父
V
と
の
対
崎
へ
九
節
へ
青
春
の
心
象
風
景

で
あ
り
'
後
者
は
四
節
へ
創
作
と
鑑
質
の
接
点
、
五
∧
母
V
を
問
う
で
あ
る
。

⑳
個
性
読
み
と
集
団
読
み
が
あ
る
。

必
要
に
応
じ
て
鑑
賞
文
を
書
か
せ
'
自
己
の
立
場
、
個
人
の
読
み
方
を
定
着

さ
せ
る
方
法
t
と
学
習
集
団
の
啓
発
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
確
立
さ
せ
る
方
法
'

あ
る
い
は
そ
の
両
方
を
組
み
合
わ
せ
る
方
接
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
　
っ

て
「
読
む
・
宙
-
・
聞
-
・
話
す
」
の
す
べ
て
が
実
践
さ
れ
て
い
る
。
私
は
こ

ん
な
自
主
単
元
の
授
業
で
は
た
し
て
受
験
に
耐
え
う
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
念

を
は
じ
め
か
ら
い
だ
い
て
い
た
が
、
読
み
終
え
て
、
国
語
の
力
は
こ
の
よ
う
に

し
て
狩
得
し
て
い
-
べ
き
も
の
だ
と
納
得
さ
せ
ら
れ
た
。
孤
独
と
の
戦
い
の
中

に
は
E
K
の
学
力
は
決
し
て
得
ら
れ
な
い
も
の
だ
と
確
信
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
読
み
へ
古
き
、
閃
-
、
話
す
が
び
し
っ
と
撃
を
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
総

合
的
な
力
が
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

以
上
へ
生
徒
が
生
き
た
理
由
を
求
め
て
き
た
が
'
最
終
的
に
は
著
者
の
教
師

と
し
て
の
素
養
の
す
ば
ら
し
さ
に
帰
I
す
る
で
あ
ろ
う
〇

四
　
文
体
の
す
ば
ら
し
さ

魅
力
を
も
う
1
つ
最
後
に
つ
け
加
え
え
る
と
'
文
章
が
柔
か
く
読
む
人
を

拒
否
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
野
地
先
生
が
〃
ま
え
が
き
〃
で
「
叙
述
は

清
新
流
窮
へ
　
1
気
に
読
み
読
み
通
さ
ず
に
は
お
れ
な
い
魅
力
を
も
っ
て
い
る
]

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
肩
を
は
っ
た
表
現
も
な
く
、
ご
て
ご
て
し
て
な
く
、
論

123



が
通
っ
て
い
て
非
常
に
計
算
さ
れ
た
表
現
で
あ
り
な
が
ら
柔
か
-
胸
に
と
び
こ

ん
で
く
る
。
表
記
・
記
号
の
使
い
方
、
文
章
の
区
切
り
方
'
ま
と
め
方
す
べ
て

に
神
経
が
ゆ
き
と
ど
い
て
い
る
。
漢
字
で
書
い
て
よ
い
の
で
さ
え
、
ひ
ら
が
な

で
書
い
て
あ
っ
た
り
す
る
。
口
語
文
と
い
う
の
が
言
わ
れ
て
久
し
い
が
、
現
在

に
お
け
る
口
語
文
と
い
う
い
い
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
こ
れ
は
〃
現

代
の
口
語
文
〃
で
あ
る
。
堅
苦
し
く
厳
し
い
論
文
を
苔
い
て
い
る
も
の
へ
の
一

つ
の
指
針
と
な
る
魅
力
が
あ
る
。

以
上
、
思
い
つ
く
ま
ま
初
対
面
か
ら
の
魅
力
を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
著
古

と
い
う
∧
鏡
V
に
写
し
だ
さ
れ
た
私
の
授
業
は
行
-
川
の
流
れ
に
う
か
ぶ
う
た

か
た
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
日
へ
　
そ
の
瞬
間
に
消
え
ゆ
く
あ
ぶ
く
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
だ
が
.
足
立
先
生
は
へ
そ
の
1
つ
1
つ
を
〃
わ
れ
も
黄
金
の
釘
一
つ

〃
と
滅
び
の
な
い
授
業
を
梢
発
さ
れ
'
そ
の
か
が
や
か
し
い
資
料
を
た
ゆ
み
な

ヽ

　

ヽ

く
確
保
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
O
そ
の
日
恭
し
の
私
は
再
び
街
班
を
う
け

る
。
そ
し
て
へ
先
生
の
教
師
と
し
て
の
豊
か
な
資
質
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
み
が

か
れ
て
い
ノ
＼
生
徒
の
命
と
'
そ
う
い
う
先
生
と
生
徒
を
や
さ
し
-
は
ぐ
く
ん
で

.
〇
た
母
体
の
確
か
さ
に
私
は
麦
望
を
禁
じ
え
な
い
。

私
自
身
の
課
題
と
し
て
は
'
こ
う
い
う
自
主
単
元
を
教
科
課
程
の
中
に
ど
う

位
置
づ
げ
る
か
、
評
価
の
な
い
授
業
に
生
徒
は
ど
う
反
応
す
る
か
、
教
え
な
い

授
業
へ
の
挑
戦
に
は
指
導
内
容
・
方
法
の
理
論
の
明
確
さ
と
授
業
展
開
の
扱
密

さ
が
必
要
で
あ
る
が
へ
　
そ
の
緊
張
感
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
'
で
き
な
-

て
学
力
差
の
大
き
い
教
室
を
い
た
ず
ら
に
混
乱
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
、
ま
た
生
徒
の
詩
の
受
容
慨
心
度
の
禎
雑
さ
と
長
さ
に
い
つ
ま
で
が
ま
ん
で
き

る
か
'
朗
ら
か
な
生
徒
の
拝
借
を
は
い
で
'
-
ら
さ
の
1
両
、
あ
る
意
味
で
は

肩
的
な
側
面
を
つ
き
つ
け
た
結
果
に
ど
う
い
う
責
任
を
持
っ
て
い
-
こ
と
が
で

き
る
か
'
フ
ォ
ー
ク
や
ロ
ッ
ク
で
明
か
る
さ
を
カ
バ
ー
で
き
る
か
'
現
代
詩
に
明

か
る
さ
を
発
見
で
き
る
か
な
ど
が
思
い
浮
か
ん
で
く
る
0
だ
が
、
実
践
へ
の
勇

気
を
与
え
て
く
れ
た
こ
の
著
書
を
基
点
に
自
分
な
り
の
方
法
を
求
め
た
い
。

野
地
潤
家
先
生
は
「
現
代
詩
の
授
業
の
精
華
を
収
め
た
、
わ
が
国
の
詩
教
育

に
新
し
い
地
平
を
き
り
閃
い
た
労
作
で
あ
る
U
(
ま
え
が
き
)
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
著
宙
を
歴
史
の
流
れ
に
位
置
づ
け
、
た
だ
単
に
1
個
人
の
業
績
と
し

な
い
で
'
一
つ
の
教
育
史
の
某
紙
の
上
に
立
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
言
葉
と
思

う
。
先
生
の
「
国
語
故
教
育
通
史
」
に
触
れ
て
'
こ
の
著
宙
「
現
代
詩
の
授

業
」
が
ま
さ
に
過
去
の
教
育
の
苦
し
み
の
中
か
ら
生
ま
れ
へ
そ
し
て
新
し
い
教

育
の
起
点
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
側
さ
れ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
も
、
著
者
自
身
の
最
後
の
1
句
〃
飛
詞
を
期
し
た
い
〃

を
、
私
は
教
育
史
の
新
し
い
可
能
性
へ
の
出
発
の
言
葉
と
し
た
い
。

昭
和
5
4
年
1
月
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