
広島大学学術情報リポジトリ
Hiroshima University Institutional Repository

Title
島尾敏雄『贋学生』と梅崎春生『つむじ風』 : 両作家の近似性と
対照性

Author(s)
高木, 伸幸

Citation
近代文学試論 , 60 : 97 - 107

Issue Date
2022-12-25

DOI

Self DOI
10.15027/54885

URL
https://doi.org/10.15027/54885

Right

Relation

http://dx.doi.org/10.15027/54885
https://doi.org/10.15027/54885


 
 

      

は
じ
め
に 

  

梅
崎
春
生
と
島
尾
敏
雄
。
と
も
に
終
戦
か
ら
間
も
な
い
時
期
に
文
壇
へ
登
場
し
、

前
者
は
「
第
一
次
戦
後
派
」
、
後
者
は
「
第
二
次
戦
後
派
」
と
称
さ
れ
た
。
昭
和
二

十
年
代
後
半
に
入
る
と
、
ど
ち
ら
も
「
第
三
の
新
人
」
に
近
い
作
家
と
も
評
さ
れ

た
（
１
）

。
二
人
は
戦
後
文
学
史
に
お
い
て
近
接
し
た
位
置
に
存
す
る
作
家
同
士
と
言

え
よ
う
。 

し
か
し
、
こ
の
両
作
家
は
、
こ
れ
ま
で
併
せ
て
論
ず
べ
き
対
象
と
は
必
ず
し
も

見
做
さ
れ
て
来
ず
、
互
い
の
影
響
関
係
に
踏
み
込
ん
だ
論
考
は
殆
ど
現
れ
て
い
な

い
（
２
）

。 筆
者
は
こ
の
よ
う
な
研
究
の
現
状
を
鑑
み
、
先
に
「
梅
崎
春
生
『
桜
島
』
と
島

尾
敏
雄
『
出
孤
島
記
』―

水
上
特
攻
隊
の
描
写
を
巡
っ
て―

」（
令
和
三
年
十
二
月

『
国
文
学
攷
』
第
二
五
一
号
）
を
発
表
し
た
。
主
に
梅
崎
春
生
の
「
桜
島
」（
昭
和

二
十
一
年
九
月
『
素
直
』
）
が
島
尾
敏
雄
の
「
出
孤
島
記
」（
昭
和
二
十
四
年
十
一

月
『
文
芸
』
）
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
論
じ
た
。 

 

本
論
は
島
尾
敏
雄
『
贋
学
生
』（
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
書
き
下
ろ
し
、
河
出
書

房
）
と
梅
崎
春
生
『
つ
む
じ
風
』（
昭
和
三
十
二
年
三
月
、
角
川
書
店
〈
初
出
昭
和

三
十
一
年
三
月
二
十
三
日
～
同
年
十
一
月
十
八
日
『
東
京
新
聞
』
〉
）
の
比
較
検
討 

      

を
中
心
に
考
察
を
進
め
る
。
島
尾
か
ら
梅
崎
に
与
え
た
影
響
を
確
認
し
つ
つ
、
両

作
家
の
近
似
し
た
部
分
と
、
逆
に
異
な
っ
た
部
分
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
探
っ
て
み

た
い
。 

  
 

 

一 

 

島
尾
敏
雄
の
『
贋
学
生
』
は
「
私
」（
浜
地
）
を
視
点
人
物
に
据
え
な
が
ら
、「
私
」

の
友
人
・
毛
利
と
、
毛
利
を
介
し
て
知
り
合
っ
た
医
学
生
・
木
乃
伊
之
吉
を
名
乗

る
人
物
が
主
に
登
場
す
る
。
木
乃
伊
之
吉
を
自
称
す
る
男
は
、
タ
イ
ト
ル
に
見
る

ご
と
く
実
在
す
る
医
学
生
に
成
り
す
ま
し
て
い
た
「
贋
物
」
で
あ
っ
た
。「
私
」
と

毛
利
は
、
こ
の
「
偽
木
乃
伊
之
吉
」
と
関
係
を
深
め
つ
つ
も
、
さ
ん
ざ
ん
振
り
回

さ
れ
て
い
く
長
編
小
説
で
あ
る
。 

梅
崎
春
生
の
『
つ
む
じ
風
』
は
陣
内
陣
太
郎
と
名
乗
る
二
十
七
、
八
歳
の
若
者

を
主
人
公
に
据
え
る
。
陣
太
郎
は
松
平
家
の
御
曹
子
で
徳
川
慶
喜
の
曾
孫
、
本
名

は
松
平
陣
太
郎
だ
と
自
称
す
る
が
全
て
嘘
、「
ニ
セ
モ
ノ
」
で
あ
っ
た
。
失
業
者
の

浅
利
圭
介
、
小
説
家
の
加
納
明
治
、
三
吉
湯
の
主
人
・
猿
沢
三
吉
、
泉
湯
の
主
人
・

泉
恵
之
助
ら
年
長
者
が
そ
の
陣
太
郎
と
関
わ
り
、
や
は
り
さ
ん
ざ
ん
振
り
回
さ
れ

て
い
く
長
編
小
説
で
あ
る
。 

島
尾
敏
雄
『
贋
学
生
』
と
梅
崎
春
生
『
つ
む
じ
風
』

― 

両
作
家
の
近
似
性
と
対
照
性 

―

高　

木　

伸　

幸
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つ
ま
り
島
尾
敏
雄
の
『
贋
学
生
』
も
、
梅
崎
春
生
の
『
つ
む
じ
風
』
も
、
と
も

に
他
者
に
成
り
す
ま
し
た
「
に
せ
も
の
」
を
中
心
人
物
に
据
え
、
そ
の
「
に
せ
も

の
」
が
周
囲
の
人
間
へ
迷
惑
、
被
害
な
ど
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
物
語
と

し
て
一
致
し
て
い
る
。 

 

こ
の
『
贋
学
生
』
と
『
つ
む
じ
風
』
の
比
較
検
討
に
あ
た
っ
て
、
両
作
品
以
前

に
島
尾
と
梅
崎
が
表
し
た
「
に
せ
も
の
」
に
つ
い
て
先
に
確
か
め
て
お
き
た
い
。

二
つ
の
小
説
は
、
そ
れ
ら
の
延
長
上
に
位
置
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

梅
崎
春
生
か
ら
記
せ
ば
、
本
格
的
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
以
前
に
「
微
生
」（
昭
和
十
六

年
六
月
『
炎
』
）
を
発
表
し
て
い
る
。
日
中
戦
争
下
の
暗
い
世
相
を
背
景
に
据
え
な

が
ら
、
あ
る
商
事
会
社
の
「
陰
欝
」
な
人
間
関
係
を
描
い
た
短
編
小
説
で
あ
る
。

「
私
」
は
同
僚
た
ち
が
「
卑
屈
な
態
度
」
を
取
っ
た
り
、「
何
か
底
意
を
蔵
し
て
ふ

る
ま
」
う
様
子
を
見
て
、「
自
分
が
惨
め
に
さ
せ
ら
れ
る
思
い
」
や
「
憤
怒
に
近
い

感
情
」
を
抱
く
。「
私
」
は
そ
の
よ
う
な
毎
日
の
勤
め
人
生
活
の
中
で
、
動
物
園
の

動
物
の
姿
を
想
像
し
、
次
の
よ
う
な
感
慨
に
耽
る
。 

 

 
 

 

夜
に
な
っ
て
人
が
い
な
く
な
る
と
、
動
物
達
は
一
せ
い
に
悲
し
い
声
を
立

て
て
鳴
き
立
て
る
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
偽
者
、
、
ば
か
り
が
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る

此
の
世
界
の
中
で
。
あ
の
鳥
や
獣
た
ち
だ
け
が
、
真
実
の
姿
を
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。（
中
略
）
／
毎
日
の
、
憂
欝
な
気
持
を
、
堆
積
し
て
ど
う
に
も

な
ら
な
い
此
の
気
持
を
、
此
の
荒
々
し
い
獣
が
一
挙
に
晴
ら
し
て
は
呉
れ
な

い
か
。
微
塵
の
嘘
も
な
い
、
か
け
引
き
も
な
い
、
あ
り
の
ま
ま
の
生
れ
た
ま

ま
の
烈
し
い
も
の
に
漲
っ
た
獣
た
ち
が
、
私
の
創
痍
を
い
や
し
て
呉
れ
る
か

も
知
れ
な
い
。 

 

 

右
に
見
る
「
偽
者
」
の
一
語
は
、
現
在
確
認
さ
れ
る
限
り
、
梅
崎
春
生
が
最
も

早
く
用
い
た
そ
れ
で
あ
る
。「
あ
り
の
ま
ま
」
の
姿
で
あ
る
動
物
園
の
鳥
獣
に
比
し

て
、
会
社
勤
め
を
す
る
人
間
は
「
嘘
」
や
「
か
け
引
き
」
に
満
ち
、
悲
し
く
と
も

「
悲
し
い
声
を
立
て
て
鳴
き
立
て
る
」
こ
と
を
せ
ず
、
つ
ま
り
自
分
の
本
心
を
隠

し
た
「
偽
者
」
だ
と
主
張
し
て
い
る
。 

梅
崎
春
生
は
「
桜
島
」
に
よ
る
文
壇
登
場
の
後
、「
贋
の
季
節
」（
昭
和
二
十
二

年
十
一
月
『
日
本
小
説
』
）
を
書
い
た
。
終
戦
直
後
の
混
乱
の
中
、
解
散
の
危
機
に

瀕
す
る
曲
馬
団
を
舞
台
に
据
え
、「
贋
」
の
モ
チ
ー
フ
を
正
面
か
ら
追
求
し
た
短
編

小
説
で
あ
る
。「
奇
妙
な
辻
褄
の
あ
わ
な
い
自
尊
心
」
を
持
ち
、「
自
信
を
や
く
ざ

な
も
の
と
掏
り
か
え
て
い
る
」
曲
馬
団
員
た
ち
を
「
偽
者
」
と
称
し
て
い
る
。 

梅
崎
は
他
に
も
同
じ
頃
、
例
え
ば
「
虹
」（
昭
和
二
十
二
年
九
月
、
十
月
合
併
『
新

文
芸
』
）
に
お
い
て
、「
小
市
民
的
な
虚
栄
」
か
ら
闇
屋
に
は
な
ら
ず
、「
飜
訳
の
下

請
け
」
を
「
学
問
に
関
係
が
あ
る
仕
事
」
だ
と
考
え
る
「
私
」
の
内
面
に
つ
い
て

「
贋
の
感
情
」
と
表
現
し
た
。「
蜆
」（
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
『
文
学
会
議
』
）
で

は
、「
人
か
ら
貰
う
側
よ
り
や
る
方
に
な
り
た
い
」
と
考
え
、
喜
び
も
な
く
善
行
に

努
め
る
「
男
」
を
「
偽
者
」
と
称
し
、「
男
」
が
「
今
ま
で
赴
こ
う
と
努
め
て
来
た

善
」
は
「
す
べ
て
偽
物
」
で
「
擬
態
」
だ
っ
た
と
断
じ
て
い
る
。「
生
活
」（
昭
和

二
十
四
年
一
月
『
個
性
』
）
に
お
い
て
は
、
応
召
さ
れ
た
老
兵
た
ち
が
「
息
子
ほ
ど

の
年
頃
の
兵
長
」
か
ら
容
赦
な
く
体
罰
を
受
け
る
中
で
、
「
総
じ
て
無
表
情
に
な

る
」
も
の
の
、
そ
れ
は
「
流
体
が
お
の
ず
と
抵
抗
の
す
く
な
い
流
線
型
を
と
る
」

よ
う
な
軍
隊
で
生
き
抜
く
た
め
の
「
擬
態
」
で
あ
り
、「
自
尊
心
や
好
奇
心
」
を
「
心

の
内
側
」
に
折
り
込
ん
だ
「
贋
の
表
情
」
だ
と
表
す
。 

 

か
く
の
ご
と
く
梅
崎
春
生
は
戦
中
よ
り
、
本
音
で
生
き
よ
う
と
し
な
い
人
間
を

「
偽
者
」
と
捉
え
、
終
戦
を
挟
ん
だ
昭
和
二
十
年
代
前
半
に
は
、
そ
こ
に
自
尊
心
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の
問
題
も
絡
め
つ
つ
、「
偽
（
贋
）
」
の
モ
チ
ー
フ
を
繰
り
返
し
描
い
て
い
た
。
梅

崎
文
学
に
お
け
る
「
偽
者
」
と
「
擬
態
」
は
、
虚
栄
心
の
ご
と
き
つ
ま
ら
ぬ
自
尊

心
を
保
ち
続
け
る
人
間
へ
の
批
判
を
基
本
的
に
は
表
し
て
い
る
。
背
景
に
は
戦
争

に
よ
る
社
会
の
荒
廃
や
貧
困
が
存
し
、
敗
戦
に
よ
っ
て
日
本
人
の
多
く
が
無
意
識

裡
に
抱
い
て
い
た
自
尊
心
の
喪
失
も
そ
こ
に
は
関
わ
っ
て
い
よ
う
。 

一
方
の
島
尾
敏
雄
。
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
当
初
に
発
表
し
た
中
編
小
説
「
単
独
旅
行

者
」（
昭
和
二
十
二
年
十
月
『
Ｖ
Ｉ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
』
）
に
お
い
て
、「
僕
」
に
長
崎
を
一

人
旅
さ
せ
て
い
る
。
「
あ
し
た
お
嫁
さ
ん
に
な
り
に
行
く
」
と
語
る
鵜
倉
イ
ナ
と

「
僕
」
は
同
じ
宿
に
泊
ま
り
、
「
眼
に
見
え
ぬ
程
の
速
度
で
距
離
を
せ
ば
め
て
い

た
」
。
し
か
し
鵜
倉
イ
ナ
は
長
崎
原
爆
投
下
の
翌
日
「
八
月
十
日
」
に
既
に
結
婚
し

て
お
り
、
実
際
は
夫
の
も
と
へ
帰
る
途
中
で
あ
っ
た
。「
僕
」
も
元
特
攻
隊
員
で
あ

っ
た
こ
と
を
別
れ
際
ま
で
伏
せ
、
本
名
は
最
後
ま
で
伝
え
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
二
人
の
関
係
を
「
偽、
も
の
、
、
の
運
命
の
感
じ
」
と
表
し
て
い
る
。 

管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
島
尾
作
品
の
中
で
最
も
早
く
用
い
ら
れ
た
「
に
せ
も

の
」
で
あ
る

（
３
）

。
こ
の
一
語
を
皮
切
り
と
し
て
、
島
尾
敏
雄
は
以
降
数
年
の
間
に
、

以
下
の
ご
と
き
表
現
を
用
い
て
い
る
。 

例
え
ば
短
編
小
説
「
夢
の
中
で
の
日
常
」（
昭
和
二
十
三
年
五
月
『
総
合
文
化
』
）
。

「
私
」
は
レ
プ
ラ
に
罹
っ
た
友
人
と
出
会
い
、
お
世
辞
ま
で
口
に
す
る
が
、
直
後

に
金
盥
で
手
の
消
毒
を
始
め
た
。
レ
プ
ラ
患
者
の
友
人
は
「
私
」
の
そ
の
行
為
に

気
付
き
、「
畜
生
、
み
ん
な
贋
物
、
、
だ
」
と
叫
ぶ
。「
月
下
の
渦
潮
」（
昭
和
二
十
三
年

十
一
月
『
近
代
文
学
』
）
で
は
、
学
生
の
浜
小
根
と
木
島
が
二
人
旅
に
出
る
も
、
一

日
中
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
「
少
し
仲
違
い
」
気
味
と
な
り
、
浜
小
根
は
苛

立
っ
た
木
島
に
対
し
て
「
防
禦
的
な
に
せ
、
、
の
へ
り
く
だ
り
」
の
姿
勢
を
示
す
。「
唐

草
」（
昭
和
二
十
四
年
二
月
『
個
性
』
）
に
お
い
て
は
、「
今
夜
こ
そ
は
勉
強
を
始
め

よ
う
」
と
思
い
な
が
ら
も
、
性
へ
の
恐
れ
を
抱
き
、
結
局
勉
強
に
手
の
つ
か
な
い

中
学
生
の
主
人
公
を
登
場
さ
せ
、「
に
せ
、
、
者、
の
彼
」「
に
せ
も
の

、
、
、
、
の
僕
」
と
称
し
て

い
る
。 

さ
ら
に
「
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
と
蜘
蛛
の
子
ら
」
（
昭
和
二
十
四
年
七
月
『
近
代
文

学
』
）
で
は
、
軍
人
の
「
私
」
が
「
降
伏
停
戦
の
前
の
日
」
に
憲
兵
将
校
の
尋
問
を

受
け
、
「
引
繰
返
っ
て
痴
呆
状
態
に
な
る
」
と
い
う
液
体
を
飲
ま
さ
れ
る
。
「
私
」

は
「
何
の
効
き
目
も
感
じ
ら
れ
な
い
」
と
思
い
つ
つ
も
、「
此
の
場
を
う
ま
く
擬
態
、
、

す
れ
ば
彼
は
引
揚
げ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
狡
猾
さ
で
、
俺
に
薬
品
な

ど
効
く
も
の
か
と
い
う
自
負
心
を
殺
し
て
、
思
い
切
っ
て
、
う
し
ろ
に
で
ん
ぐ
り

返
っ
て
や
っ
た
」
。 

他
に
も
島
尾
は
多
く
の
短
編
で
「
擬
態
」
の
語
を
用
い
て
い

る
（
４
）

。 

こ
の
よ
う
に
島
尾
敏
雄
は
「
に
せ
も
の
」「
擬
態
」
を
戦
後
間
も
な
く
、
梅
崎
春

生
の
「
虹
」
や
「
贋
の
季
節
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
よ
り
描
き
始
め
て
い
る
。
梅
崎
の

そ
れ
と
決
し
て
同
じ
で
な
い
も
の
の
、
主
に
本
心
を
隠
し
た
偽
り
の
行
動
を
、
一

部
に
は
戦
争
と
の
関
わ
り
も
示
し
つ
つ
表
現
し
た
点
で
重
な
っ
て
い
る
。
特
に

「
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
と
蜘
蛛
の
子
ら
」
で
は
「
自
負
心
を
殺
し
」
た
行
動
を
「
擬
態
」

と
称
し
、
自
尊
心
の
喪
失
や
虚
栄
心
と
関
わ
る
梅
崎
の
表
現
と
通
じ
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
そ
れ
ら
の
語
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
る
辞
書
的
な
意
味
や
、
終
戦
か
ら

間
も
な
い
当
時
の
社
会
状
況
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
表
現
の
近
似
性
は

当
然
と
も
言
え
よ
う
。 

直
接
的
な
影
響
関
係
は
さ
て
置
い
て
、
島
尾
敏
雄
と
梅
崎
春
生
は
右
の
通
り
、

と
も
に
「
に
せ
も
の
」「
擬
態
」
に
強
い
関
心
を
抱
き
、
繰
り
返
し
描
い
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。『
贋
学
生
』
と
『
つ
む
じ
風
』
に
は
、
そ
の
よ
う
な
作
家
の
内
な
る
モ

チ
ー
フ
が
表
出
さ
れ
て
い
る
と
見
做
せ
よ
う
。 
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二―

（
１
） 

 
『
贋
学
生
』
と
『
つ
む
じ
風
』
に
描
か
れ
た
「
に
せ
も
の
」
に
つ
い
て
、
少
し

具
体
的
に
比
較
し
て
み
よ
う
。 

『
贋
学
生
』
の
偽
木
乃
伊
之
吉
は
「
医
学
生
」
を
騙
っ
た
上
に
、
自
ら
を
「
高

知
で
も
指
折
り
の
財
産
家
の
後
と
り
」
だ
と
吹
聴
し
、
宝
塚
女
優
の
「
砂
岡
ル
ナ
」

が
自
分
の
妹
だ
と
も
紹
介
し
て
い
る
。「
私
」
と
毛
利
は
戸
惑
い
つ
つ
も
、
偽
木
乃

の
嘘
で
固
め
ら
れ
た
自
己
紹
介
に
関
心
を
寄
せ
る
。
特
に
毛
利
は
砂
岡
ル
ナ
が
自

分
に
好
意
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
作
り
話
を
信
じ
込
ま
さ
れ
、「
私
」
は
「
私
」
の

妹
の
見
合
い
相
手
と
し
て
、
木
乃
家
の
親
戚
で
あ
る
大
学
病
院
医
師
を
紹
介
す
る

と
い
う
、
こ
れ
も
作
り
話
を
信
じ
込
ま
さ
れ
た
。 

『
つ
む
じ
風
』
に
登
場
す
る
陣
太
郎
は
、「
松
平
家
の
御
曹
子
」
を
自
称
し
た
上

に
、
自
ら
の
経
歴
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。
自
分
は
江
田
島
の
海
軍
兵
学

校
に
在
学
し
て
い
た
が
、
教
官
を
殴
っ
て
海
軍
大
津
刑
務
所
に
入
れ
ら
れ
た
。
だ

が
、
松
平
家
か
ら
圧
力
を
か
け
た
こ
と
で
軍
法
会
議
に
は
上
げ
ら
れ
ず
に
済
ん
だ
。

戦
後
は
東
大
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
に
入
り
、
そ
こ
も
中
退
し
た
。―

も
ち
ろ
ん
、

す
べ
て
嘘
の
自
己
紹
介
で
あ
る
が
、
加
納
明
治
や
猿
沢
三
吉
は
、
そ
れ
を
深
く
疑

わ
ず
に
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
た
。 

 

偽
木
乃
伊
之
吉
も
、
陣
太
郎
も
、
世
間
の
信
頼
を
集
め
る
よ
う
な
、
あ
る
種
の

権
威
と
言
い
得
る
肩
書
を
騙
っ
て
い
る
。
彼
ら
と
関
わ
る
人
間
た
ち
は
、
そ
の
〈
権

威
〉
に
深
い
興
味
を
抱
き
、
信
頼
し
た
ば
か
り
に
正
当
な
判
断
力
を
失
い
、「
に
せ

も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
け
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。 

 

す
な
わ
ち
『
贋
学
生
』
と
『
つ
む
じ
風
』
は
、
ど
ち
ら
も
権
威
に
寄
り
か
か
る

こ
と
で
騙
し
、
騙
さ
れ
て
い
く
人
間
関
係
を
主
要
モ
チ
ー
フ
と
し
て
追
求
し
た
小

説
と
捉
え
ら
れ
る
。
偽
木
乃
、
陣
太
郎
は
も
ち
ろ
ん
、
周
囲
の
人
間
た
ち
も
、
と

も
に
権
威
を
笠
に
着
た
「
に
せ
も
の
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者

が
そ
れ
ぞ
れ
描
い
て
き
た
モ
チ
ー
フ
の
反
映
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
特

に
『
つ
む
じ
風
』
の
場
合
は
、
自
分
そ
の
ま
ま
で
な
く
、
権
威
に
自
己
を
重
ね
て

い
く
そ
の
「
に
せ
も
の
」
の
内
面
か
ら
、
そ
れ
ま
で
梅
崎
が
表
し
て
き
た
「
奇
妙

な
自
尊
心
」
の
継
承
を
確
認
で
き
よ
う
。
ま
た
後
述
す
る
ご
と
く
『
贋
学
生
』
と

『
つ
む
じ
風
』
に
は
設
定
等
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
ど
ち
ら
も
「
に
せ

も
の
」
と
併
せ
て
「
戦
争
」
を
表
現
し
た
側
面
が
あ
り
、
島
尾
も
、
梅
崎
も
、
そ

れ
ら
二
つ
を
密
接
に
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
二
人
は

デ
ビ
ュ
ー
か
ら
数
年
で
「
戦
後
派
」
よ
り
「
第
三
の
新
人
」
に
近
し
い
作
家
と
も

見
做
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
つ
む
じ
風
』
は
梅
崎
を
そ
の
よ
う
に
評
さ
せ
た
作

品
の
一
つ
で
あ
り
、『
贋
学
生
』
は
島
尾
を
か
く
な
る
評
価
に
導
い
た
先
駆
的
な
小

説
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
両
作
品
の
「
に
せ
も
の
」
描
写
に
見
る
ご
と
く
、
二

人
の
根
底
に
は
、
や
は
り
「
戦
後
派
」
と
言
い
得
る
モ
チ
ー
フ
が
確
実
に
存
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
日
本
社
会
が
「
戦
争
」
の
惨
禍
か
ら
徐
々
に
立
ち
直
っ
て
い
く

中
で
、
両
作
家
は
戦
争
小
説
か
ら
「
に
せ
も
の
」
へ
、
モ
チ
ー
フ
を
継
承
、
発
展

さ
せ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。 

そ
の
上
で
、
梅
崎
の
『
つ
む
じ
風
』
に
は
、
五
年
半
ほ
ど
早
く
発
表
さ
れ
た
島

尾
の
『
贋
学
生
』
か
ら
影
響
を
受
け
た
形
跡
が
あ
る
。
両
作
品
に
つ
い
て
、
さ
ら

に
細
部
の
表
現
や
設
定
に
つ
い
て
対
比
し
て
み
た
い
。 

例
え
ば
『
贋
学
生
』
で
は
、
偽
木
乃
伊
之
吉
が
資
産
家
で
あ
る
自
分
の
一
族
に

は
「
全
国
的
な
秘
密
の
家
族
会
議
的
な
組
織
」
が
あ
る
と
自
慢
気
に
話
す
。『
つ
む

じ
風
』
で
も
、
陣
太
郎
が
松
平
家
に
は
「
御
譜
代
会
」
な
る
全
国
的
組
織
が
あ
る
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と
や
は
り
誇
ら
し
げ
に
説
明
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
「
に
せ
も
の
」
が
自
分
の
肩

書
を
周
囲
に
信
じ
込
ま
せ
る
為
に
、
一
族
に
よ
る
全
国
的
な
組
織
の
存
在
を
騙
っ

て
い
る
。 

 

ま
た
『
贋
学
生
』
で
は
、
偽
木
乃
伊
之
吉
が
「
私
」
と
毛
利
へ
、
女
性
の
声
色

を
使
い
な
が
ら
「
砂
岡
ル
ナ
」
だ
と
名
乗
っ
て
電
話
を
掛
け
、
本
当
に
自
分
が
「
砂

岡
ル
ナ
」
の
兄
で
あ
る
か
と
思
い
込
ま
せ
る
。「
私
」
の
妹
へ
作
り
話
の
花
婿
候
補

を
紹
介
す
る
際
に
も
、
該
当
の
人
物
を
装
っ
た
電
話
を
「
私
」
や
「
私
」
の
父
に

幾
度
も
か
け
、
架
空
の
縁
談
を
進
め
さ
せ
た
。
一
方
『
つ
む
じ
風
』
で
は
、
陣
太

郎
が
自
分
の
秘
書
役
に
さ
せ
た
若
者
に
「
松
平
家
の
家
令
」
を
名
乗
っ
て
電
話
を

掛
け
さ
せ
、
居
候
先
の
浅
利
夫
妻
に
自
分
が
「
松
平
家
の
御
曹
子
」
だ
と
信
じ
込

ま
せ
る
の
に
成
功
し
て
い
る
。
偽
木
乃
も
、
陣
太
郎
も
、
自
分
の
嘘
の
肩
書
を
周

囲
に
真
実
だ
と
思
い
こ
ま
せ
る
有
効
な
手
段
と
し
て
、
直
接
、
間
接
の
違
い
は
あ

る
も
の
の
、
同
じ
ニ
セ
電
話
と
い
う
方
法
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

も
っ
と
も
偽
木
乃
伊
之
吉
と
陣
太
郎
に
は
、
と
も
に
モ
デ
ル
が
存
し
て
お
り
、

彼
ら
は
二
人
と
も
ニ
セ
電
話
を
用
い
る
人
物
で
あ
っ
た
ら
し

い
（
５
）

。
従
っ
て
こ
れ

ら
の
一
致
が
全
て
『
贋
学
生
』
か
ら
『
つ
む
じ
風
』
に
与
え
た
影
響
と
直
ち
に
断

定
は
で
き
な
い
。 

 

し
か
し
、
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
梅
崎
春
生
の
『
つ
む
じ
風
』
は
、
や
は
り
島

尾
敏
雄
の
『
贋
学
生
』
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

『
贋
学
生
』
で
は
、「
私
」
が
偽
木
乃
伊
之
吉
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
、
そ
れ
が

「
相
当
に
新
鮮
で
あ
っ
た
」
と
考
え
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

 

 
 

 

季
節
を
失
っ
た
よ
う
な
颱
風
の
淀
ん
だ
眼
の
中
で
の
、
小
さ
な
つ
む
じ

、
、
、
風、

が
ひ
ど
く
珍
し
く
思
え
た
の
だ
ろ
う
。 

 

加
え
て
『
贋
学
生
』
で
は
、
最
終
章
の
一
つ
前
で
偽
木
乃
が
「
私
」
や
毛
利
の

前
か
ら
姿
を
晦
ま
し
て
し
ま
う
。
そ
の
二
十
九
章
の
タ
イ
ト
ル
を
「
木
乃
伊
之
吉

の
遁
走
、
、
」
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
最
終
三
十
章
で
は
、「
私
」
が
市
電
の
中
か
ら

偽
木
乃
ら
し
き
人
物
を
見
か
け
た
際
、
「
風
は
広
い
電
車
通
り
を
吹
き
抜
け
て
砂

塵
を
舞
わ
せ
て
い
た
」
と
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。 

一
方
『
つ
む
じ
風
』
で
は
、
浅
利
圭
介
が
陣
太
郎
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。 

 

「
君
が
そ
こ
ら
を
う
ろ
ち
ょ
ろ
す
る
と
、
そ
の
度
に
、
そ
こ
ら
に
波
紋
が
お

こ
っ
て
、
あ
ぶ
な
く
て
仕
様
が
な
い
。
ま
る
で
君
は
春
先
の
つ
む
じ

、
、
、
風、
み
た

い
だ
」 

 

 

小
説
の
タ
イ
ト
ル
は
、
こ
の
浅
利
圭
介
に
よ
る
陣
太
郎
評
か
ら
採
ら
れ
て
お
り
、

物
語
の
末
尾
で
は
、
実
際
に
「
大
風
」
が
「
吹
き
ま
く
」
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
中
を
松
平
家
の
御
曹
子
の
「
ニ
セ
モ
ノ
」
と
気
付
い
た
人
々
が
、
陣
太
郎
の

ア
パ
ー
ト
に
押
し
か
け
る
も
、
陣
太
郎
は
姿
を
消
し
た
後
で
あ
っ
た
。
か
く
な
る

最
終
章
は
「
遁
走
、
、
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
こ
れ
ら
の
一
致
を
偶
然
と
捉
え
る
の
は
、
む
し
ろ
不
自
然
で
あ
ろ
う
。 

梅
崎
春
生
は
『
つ
む
じ
風
』
の
創
作
に
あ
た
っ
て
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
人
物
に

拠
り
な
が
ら
も
、
同
じ
「
に
せ
も
の
」
を
描
い
た
小
説
と
し
て
『
贋
学
生
』
に
注

目
し
た
。
陣
太
郎
の
人
物
像
を
膨
ら
ま
せ
る
手
掛
か
り
と
し
て
偽
木
乃
伊
之
吉
を

参
考
に
し
、
ま
た
「
に
せ
も
の
」
像
に
関
わ
る
細
部
表
現
等
も
『
贋
学
生
』
か
ら

取
り
入
れ
、
『
つ
む
じ
風
』
を
創
作
し
た
の
で
あ
る
。 
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二―

（
２
） 

 
し
か
し
『
贋
学
生
』
と
『
つ
む
じ
風
』
は
、
類
似
し
た
部
分
ば
か
り
で
は
な
い
。

異
な
る
側
面
も
多
く
見
ら
れ
る
。
今
度
は
両
作
品
の
相
違
点
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。 

『
贋
学
生
』
の
偽
木
乃
伊
之
吉
も
、『
つ
む
じ
風
』
の
陣
太
郎
も
、
弁
舌
巧
み
で

口
数
が
多
く
、
初
対
面
で
も
厚
か
ま
し
い
く
ら
い
遠
慮
な
く
接
す
る
な
ど
、
表
面

上
は
と
も
に
明
朗
快
活
に
見
え
る
。 

だ
が
、
偽
木
乃
伊
之
吉
の
場
合
は
、
他
者
に
成
り
す
ま
す
そ
の
「
執
拗
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
」
が
「
ど
す
黒
い
こ
う
も
り
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
真
夜
中
に
「
私
」

の
寝
床
に
忍
び
入
り
、
性
的
関
係
を
求
め
る
同
性
愛
者
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。

表
面
上
の
明
る
さ
と
併
せ
て
、
不
気
味
で
暗
鬱
な
雰
囲
気
も
常
に
漂
わ
せ
て
い
る

の
で
あ
る
。
何
よ
り
偽
木
乃
伊
之
吉
は
、
財
産
家
の
「
坊
ち
ゃ
ん
」
を
装
う
ば
か

り
に
、
物
語
序
盤
の
長
崎
旅
行
で
は
費
用
の
全
額
を
支
給
す
る
な
ど
、「
私
」
や
毛

利
に
多
く
の
金
銭
を
貢
い
で
い
る
。「
私
」
は
偽
木
乃
が
「
遁
走
」
し
た
後
、
偽
木

乃
と
自
分
た
ち
の
交
流
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
思
い
巡
ら
す
。 

 

 
 

 

彼
は
何
か
の
目
的
で
、
私
た
ち
に
近
づ
い
て
来
た
に
違
い
な
い
が
、
然
し
、

そ
の
目
的
が
何
で
あ
っ
た
か
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
む
し
ろ
利
益
を
得
た
の

は
私
た
ち
で
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
は
な
い
か
。 

  

偽
木
乃
は
な
ぜ
「
贋
学
生
」
と
し
て
「
私
」
や
毛
利
と
接
し
た
の
か
、
最
後
ま

で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
結
末
が
偽
木
乃
の
人
物
像
に
対
す
る
謎
を
ま

す
ま
す
深
め
、
不
気
味
な
印
象
を
よ
り
一
層
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

対
し
て
『
つ
む
じ
風
』
の
陣
太
郎
。 

浅
利
圭
介
は
、
陣
太
郎
が
自
動
車
に
は
ね
飛
ば
さ
れ
た
事
件
を
目
撃
し
、
彼
と

知
り
合
っ
た
。
陣
太
郎
と
二
人
で
犯
人
を
探
し
、
金
を
引
き
出
す
計
画
を
立
て
る
。

し
か
し
圭
介
自
身
は
儲
け
を
得
る
ど
こ
ろ
か
、
陣
太
郎
か
ら
さ
ん
ざ
ん
自
分
の
酒

を
呑
ま
れ
る
始
末
で
あ
っ
た
。 

加
納
明
治
は
陣
太
郎
を
自
動
車
で
は
ね
た
張
本
人
。
陣
太
郎
か
ら
そ
の
こ
と
を

突
き
止
め
ら
れ
、
金
銭
を
次
々
と
脅
し
取
ら
れ
て
い
く
。 

猿
沢
三
吉
は
偶
然
加
納
明
治
と
同
じ
ナ
ン
バ
ー
の
自
動
車
を
持
っ
て
い
た
故

に
陣
太
郎
の
訪
問
を
受
け
る
。
女
子
学
生
を
メ
カ
ケ
と
し
て
囲
っ
て
い
た
こ
と
を

陣
太
郎
に
察
知
さ
れ
、
そ
の
弱
み
に
付
け
込
ん
だ
陣
太
郎
か
ら
や
は
り
金
銭
を

次
々
と
巻
き
上
げ
ら
れ
て
い
く
。 

つ
ま
り
陣
太
郎
は
自
分
よ
り
は
る
か
年
長
の
大
人
た
ち
を
恐
喝
し
、
巧
み
な
弁

舌
を
用
い
て
多
く
の
収
入
を
得
て
い
る
。
お
ま
け
に
陣
太
郎
は
猿
沢
三
吉
の
メ
カ

ケ
で
あ
っ
た
女
子
学
生
と
恋
仲
に
も
な
り
、
最
後
は
二
人
で
「
遁
走
」
し
て
い
る
。

大
人
た
ち
か
ら
金
銭
と
女
性
を
い
わ
ば
持
ち
逃
げ
し
た
格
好
で
あ
る
。
陣
太
郎
は

な
ぜ
松
平
家
御
曹
子
を
騙
っ
た
の
か
、
そ
の
目
的
は
自
己
の
利
益
に
あ
る
こ
と
が

明
快
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
陣
太
郎
は
、
偽
木
乃
と
違
っ
て

そ
の
明
朗
さ
を
曇
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
痛
快
な
悪
役
ヒ
ー
ロ
ー
の
ご
と
き
印
象
で

終
わ
っ
て
い
る
。 

さ
ら
に
両
作
品
の
時
代
設
定
に
つ
い
て
記
す
。
ど
ち
ら
も
年
月
は
、
は
っ
き
り

明
か
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、『
贋
学
生
』
は
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
下
の
昭
和
十

七

年
（
６
）

頃
、『
つ
む
じ
風
』
は
小
説
連
載
時
、
つ
ま
り
昭
和
三
十
一

年
（
７
）

当
時
と
判
断

で
き
る
。 
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『
贋
学
生
』
は
戦
時
中
、
そ
れ
も
日
本
の
敗
色
が
表
れ
始
め
た
時
期
故
に
、
様
々

な
場
面
で
戦
時
色
が
色
濃
く
表
れ
て
い
る
。「
私
」
は
大
学
の
授
業
と
し
て
「
軍
事

教
練
」
に
毎
週
出
席
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
毛
利
は
同
じ
大
学
内
の
「
大
東
亜
研
究
会

と
い
う
グ
ル
ー
プ
」
の
「
世
話
役
」
を
務
め
て
い
る
。
さ
ら
に
結
末
近
く
で
は
「
厳

重
な
防
空
演
習
」
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
当
日
に
木
乃
伊
之
吉
が
〈
贋
学
生
〉
だ
と

発
覚
し
て
い
る
。「
私
」
の
語
り
か
ら
戦
争
を
批
判
す
る
姿
勢
は
特
に
見
ら
れ
な
い

も
の
の
、
こ
れ
か
ら
戦
時
色
は
ま
す
ま
す
強
ま
り
、
日
本
の
社
会
全
体
が
暗
い
時

代
へ
向
か
っ
て
い
く
こ
と
を
物
語
の
要
所
要
所
で
暗
示
さ
せ
て
い
る
。 

一
方
『
つ
む
じ
風
』
は
終
戦
か
ら
十
一
年
目
、「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い

」
（
８
）

と

言
わ
れ
始
め
た
世
相
を
背
景
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
時
代
状
況
は
陣
太
郎
の
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
と
相
俟
っ
て
、
物
語
全
体
を
明
る
い
色
調
で
覆
っ
て
い
る
。
た
だ
し

加
納
明
治
、
、
と
い
う
命
名
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
陣
太
郎
と
関
わ
る
大
人
た
ち
は
、

実
は
か
つ
て
戦
争
を
引
き
起
こ
し
た
「
明
治
生
れ
」
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
陣
太

郎
は
た
だ
な
る
詐
欺
師
で
な
く
、
彼
ら
を
手
玉
に
取
る
こ
と
で
、
戦
争
を
引
き
起

こ
し
た
世
代
を
懲
ら
し
め
る
役
割
も
持
つ
。
い
わ
ば
「
に
せ
も
の
」
を
征
す
る
「
に

せ
も
の
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
９
）

。
暗
い
世
相
を
通
し
て
「
戦
争
」
を

直
接
表
現
し
た
『
贋
学
生
』
に
対
し
、『
つ
む
じ
風
』
は
明
る
い
笑
い
に
交
え
て
、

そ
れ
と
な
く
「
戦
争
」
批
判
し
た
趣
が
あ
る
。 

 

か
く
の
ご
と
く
『
贋
学
生
』
と
『
つ
む
じ
風
』
は
、「
に
せ
も
の
」
を
描
く
と
い

う
主
要
モ
チ
ー
フ
を
重
ね
つ
つ
も
、
そ
の
「
に
せ
も
の
」
が
齎
し
た
結
末
や
時
代

設
定
等
に
お
い
て
大
き
く
異
な
り
、
小
説
全
体
か
ら
受
け
る
読
後
感
と
し
て
は
、

「
暗
」
と
「
明
」
の
対
比
の
ご
と
く
、
む
し
ろ
対
照
的
と
さ
え
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。 

  
 

 

三 

 

こ
う
し
た
『
贋
学
生
』
と
『
つ
む
じ
風
』
に
見
る
対
照
性
は
、
一
つ
に
は
発
表

形
態
の
違
い
に
起
因
し
て
い
よ
う
。
『
贋
学
生
』
は
書
き
下
ろ
し
長
編
小
説
で
あ

り
、『
つ
む
じ
風
』
は
新
聞
連
載
の
長
編
で
あ
っ
た
。
前
者
は
い
わ
ゆ
る
純
文
学
を
、

後
者
は
い
わ
ゆ
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
を
そ
れ
ぞ
れ
意
図
し
、
そ
れ
相
応
の
作

風
に
仕
上
が
っ
た
結
果
と
も
言
い
得
る
。 

し
か
し
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。 

梅
崎
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
「
桜
島
」
と
島
尾
の
戦
後
文
学
賞
作
「
出
孤
島
記
」

に
つ
い
て
、
少
し
振
り
返
っ
て
み
た
い
。 

梅
崎
春
生
は
鹿
児
島
県
桜
島
の
海
軍
基
地
で
、
島
尾
敏
雄
は
奄
美
加
計
呂
麻
島

の
海
軍
基
地
で
、
と
も
に
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
を
迎
え
た
。「
桜
島
」
と
「
出

孤
島
記
」
は
、
ど
ち
ら
も
そ
の
終
戦
体
験
を
素
材
に
し
て
い
る
。
敗
色
が
濃
厚
な

中
で
、
決
し
て
避
け
ら
れ
な
い
（
と
思
わ
れ
て
い
た
）「
死
」
と
向
か
い
合
い
、
思

い
が
け
ず
終
戦
を
迎
え
た
（
死
を
免
れ
た
）
軍
人
の
内
面
を
掘
り
下
げ
た
作
品
と

し
て
重
な
っ
て
い
る
。
梅
崎
も
、
島
尾
も
、
戦
争
小
説
の
作
家
と
捉
え
ら
れ
、
前

者
は
「
第
一
次
戦
後
派
」
、
後
者
は
「
第
二
次
戦
後
派
」
と
称
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
。 

し
か
し
梅
崎
と
島
尾
は
類
似
し
た
終
戦
体
験
を
持
ち
な
が
ら
も
、
海
軍
基
地
内

で
の
役
職
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
梅
崎
は
自
分
の
意
志
と
は
無
関
係
に
海
軍

に
応
召
さ
れ
た
の
に
対
し
、
島
尾
は
自
ら
海
軍
予
備
学
生
を
志
願
し
て
い
た
。
終

戦
時
に
は
前
者
が
通
信
科
所
属
の
暗
号
員
を
、
後
者
は
将
校
と
し
て
水
上
特
攻
隊

長
を
そ
れ
ぞ
れ
務
め
て
い
た
。「
桜
島
」
と
「
出
孤
島
記
」
に
は
、
そ
の
よ
う
な
両

作
家
の
軍
人
と
し
て
の
立
場
の
違
い
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。 

す
な
わ
ち
「
出
孤
島
記
」
に
は
、
主
人
公
が
「
番
兵
塔
」
か
ら
「
望
遠
鏡
」
で

百
姓
家
を
見
遣
る
場
面
な
ど
「
桜
島
」
を
彷
彿
さ
せ
る
表
現
が
認
め
ら
れ
る
一
方
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で
、〈
水
上
特
攻
隊
〉
を
や
や
否
定
的
に
語
る
「
桜
島
」
へ
向
け
た
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ

も
示
さ
れ
て
い
る
。
島
尾
敏
雄
は
先
に
発
表
さ
れ
た
「
桜
島
」
に
際
し
て
、
終
戦

体
験
の
近
似
性
か
ら
共
感
を
抱
い
た
と
と
も
に
、
水
上
特
攻
隊
長
の
視
点
か
ら
反

撥
を
も
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
桜
島
」
と
近
い
モ
チ
ー
フ
を
扱
い
な
が
ら
、
同

作
と
は
一
部
に
対
照
的
な
要
素
も
含
ん
だ
小
説
と
し
て
「
出
孤
島
記
」
を
仕
上
げ

た
の
で
あ
っ
た

（
10
）

。 

梅
崎
と
島
尾
の
い
わ
ば
出
世
作
に
あ
た
る
「
桜
島
」
と
「
出
孤
島
記
」
は
、
こ

の
よ
う
な
影
響
関
係
に
あ
っ
た
。
両
作
家
が
互
い
に
近
似
性
を
持
ち
つ
つ
も
、
も

と
も
と
対
照
的
で
相
容
れ
な
い
要
素
を
も
同
時
に
抱
え
て
い
た
こ
と
が
、
こ
れ
ら

二
作
品
に
象
徴
さ
れ
て
い
よ
う
。 

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
『
贋
学
生
』
と
『
つ
む
じ
風
』
に
改
め
て
目
を
向

け
て
み
た
い
。
同
じ
「
に
せ
も
の
」
を
描
い
た
小
説
と
し
て
、
前
者
か
ら
後
者
へ
、

つ
ま
り
「
桜
島
」
と
「
出
孤
島
記
」
の
関
係
と
は
逆
に
、
島
尾
か
ら
梅
崎
へ
影
響

が
及
ん
で
い
る
。
両
作
家
は
や
は
り
類
似
し
た
モ
チ
ー
フ
を
内
に
抱
え
て
お
り
、

だ
か
ら
こ
そ
互
い
に
興
味
・
関
心
を
持
っ
て
影
響
を
与
え
合
っ
て
い
た
の
が
確
認

で
き
る

（
11
）

。 

一
方
、『
贋
学
生
』
と
『
つ
む
じ
風
』
の
読
後
感
の
相
違
に
つ
い
て
は
、「
出
孤

島
記
」
と
「
桜
島
」
に
顔
を
覗
か
せ
て
い
た
両
作
家
の
対
照
性
、
相
容
れ
な
い
要

素
が
、
志
向
す
る
作
風
、
創
作
姿
勢
の
違
い
と
い
う
形
で
具
体
化
し
た
も
の
と
言

え
よ
う
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
昭
和
二
十
年
代
後
半
か
ら
、
島
尾
と
梅
崎
は
と

も
に
「
第
三
の
新
人
」
に
近
い
存
在
と
言
わ
れ
始
め
た
。
両
作
品
も
こ
の
流
れ
の

中
に
含
め
て
差
し
支
え
な
く
、
く
ど
い
よ
う
で
あ
る
が
、
二
人
の
モ
チ
ー
フ
の
近

似
性
を
裏
付
け
て
い
る
。
し
か
し
「
第
三
の
新
人
」
と
称
さ
れ
て
以
降
、
読
者
に

与
え
る
印
象
に
お
い
て
は
、
両
作
家
の
間
に
大
き
な
開
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。 

 

例
え
ば
島
尾
敏
雄
は
一
連
の
「
病
妻
も
の
」
、
後
に
『
死
の
棘
』（
昭
和
五
十
二

年
九
月
、
新
潮
社
）
に
纏
め
ら
れ
る
ミ
ホ
夫
人
の
精
神
の
病
を
取
り
上
げ
た
小
説

を
書
く
。
こ
れ
ら
は
思
索
的
、
内
省
的
な
傾
向
が
強
く
、
読
者
サ
ー
ビ
ス
を
排
除

し
た
、
い
わ
ゆ
る
純
文
学
に
徹
す
る
趣
が
強
い
。 

 

一
方
、
梅
崎
春
生
は
「
ボ
ロ
家
の
春
秋
」（
昭
和
二
十
九
年
八
月
『
新
潮
』
）
を

書
い
た
。
ア
バ
ラ
家
に
同
居
し
た
二
人
の
男
た
ち
を
自
身
の
経
験
も
踏
ま
え
な
が

ら
皮
肉
な
笑
い
の
中
に
描
い
て
い
る

（
12
）

。
純
文
学
誌
に
掲
載
さ
れ
な
が
ら
、
読
者
を

楽
し
ま
せ
る
ユ
ー
モ
ア
も
持
ち
合
わ
せ
た
小
説
で
あ
る
。 

 

右
に
比
較
し
た
島
尾
と
梅
崎
の
小
説
は
、
い
ず
れ
も
日
常
的
、
私
小
説
的
な
モ

チ
ー
フ
に
お
い
て
両
作
家
が
「
第
三
の
新
人
」
と
も
評
さ
れ
る
一
因
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
近
似
性
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
作
風
を
大
き
く
捉
え

れ
ば
「
暗
」
と
「
明
」
、
ま
さ
に
対
照
的
と
言
え
よ
う
。『
贋
学
生
』
と
『
つ
む
じ

風
』
の
関
係
に
そ
の
ま
ま
重
な
る
の
で
あ
る
。 

い
ま
少
し
補
え
ば
、
島
尾
敏
雄
が
「
病
妻
も
の
」
に
取
り
組
ん
だ
ご
と
く
、
梅

崎
春
生
も
「
逆
転
息
子
」（
昭
和
三
十
二
年
五
月
～
三
十
三
年
五
月
『
週
刊
東
京
』
）

「
凡
人
凡
語
」（
昭
和
三
十
七
年
六
月
『
新
潮
』
）
な
ど
で
、
精
神
病
院
や
精
神
の

病
を
描
い
て
い
た

（
13
）

。
そ
し
て
そ
の
精
神
世
界
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
、
梅
崎
は
や

は
り
皮
肉
な
笑
い
を
交
え
て
表
現
し
、
島
尾
の
「
病
妻
も
の
」
と
異
な
る
作
風
に

仕
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
か
く
て
『
贋
学
生
』
と
『
つ
む
じ
風
』
は
、
島
尾
敏
雄
と
梅
崎
春
生
の
内
な
る

モ
チ
ー
フ
の
近
似
性
を
示
す
と
と
も
に
、
特
に
昭
和
二
十
年
代
後
半
よ
り
顕
著
と

な
る
両
作
家
の
相
反
す
る
部
分
、
つ
ま
り
創
作
姿
勢
の
対
照
性
を
表
し
て
い
た
。

島
尾
と
梅
崎
は
近
い
モ
チ
ー
フ
を
扱
い
、
影
響
を
与
え
合
い
な
が
ら
も
、
前
者
は
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笑
い
や
ユ
ー
モ
ア
を
排
除
し
、
後
者
は
逆
に
ユ
ー
モ
ア
や
笑
い
を
多
く
取
り
入
れ

て
い
た
。
ま
さ
に
対
照
的
な
作
風
を
そ
れ
ぞ
れ
志
向
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

  
 

 

お
わ
り
に 

 

島
尾
敏
雄
『
贋
学
生
』
と
梅
崎
春
生
『
つ
む
じ
風
』
に
は
、
両
作
家
の
モ
チ
ー

フ
の
近
似
性
と
創
作
姿
勢
の
対
照
性
が
如
実
に
表
れ
て
い
た
。
と
も
に
「
戦
後
派
」

で
あ
り
、「
第
三
の
新
人
」
に
も
近
し
い
存
在
で
あ
っ
た
両
作
家
は
、
互
い
に
共
感

し
合
い
つ
つ
も
、
同
時
に
相
反
す
る
志
向
性
を
持
ち
、
反
撥
し
合
う
作
家
同
士
で

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
の
後
、
島
尾
と
梅
崎
は
、
先
に
触
れ
た
ご
と
く
、
と
も
に
精
神
世
界
を
扱
っ

た
小
説
を
多
く
発
表
し
て
い
る
。『
贋
学
生
』
と
『
つ
む
じ
風
』
を
そ
れ
ら
へ
連
な

る
作
品
と
位
置
付
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
作
は
「
に
せ
も
の
（
嘘
吐
き
）
」
の
精
神
世

界
を
掘
り
下
げ
た
小
説
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
両
作
家
は
『
贋
学
生
』
と
『
つ

む
じ
風
』
を
そ
れ
ぞ
れ
起
点
と
し
て
、「
に
せ
も
の
」「
擬
態
」
か
ら
精
神
世
界
へ
、

モ
チ
ー
フ
を
発
展
、
変
容
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
、
梅
崎
春
生
は
『
つ

む
じ
風
』
の
創
作
に
あ
た
っ
て
、
精
神
科
医
の
廣
瀬
貞
雄
に
教
え
を
請
い
、
精
神

医
学
者
・
西
丸
四
方
が
著
し
た
『
異
常
性
格
の
世
界
』（
昭
和
二
十
九
年
四
月
、
創

元
社
）
も
参
照
し
、
「
嘘
吐
き
」
の
内
面
世
界
を
考
え
る
参
考
と
し
て
い
た

（
14
）

。 

島
尾
と
梅
崎
は
そ
の
近
し
い
精
神
世
界
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
対

照
的
と
お
ぼ
し
き
方
法
に
よ
り
、
如
何
な
る
形
に
表
現
し
て
い
る
の
か
。
後
日
に

さ
ら
な
る
考
察
を
期
し
た
い
。 

  

注 （
１
）
本
多
秋
五
『
物
語
戦
後
文
学
史
』（
昭
和
四
十
一
年
三
月
、
新
潮
社
）
、
西
尾
宣
明
「
島

尾
敏
雄
文
芸
の
文
芸
史
的
位
置
に
関
す
る
一
考
察
」
（
昭
和
六
十
一
年
一
月
『
人
文

論
究
』
）
参
照
。 

（
２
）
わ
ず
か
に
高
田
欣
一
が
「
島
尾
敏
雄
論
」
（
昭
和
四
十
四
年
四
月
～
七
月
『
文
芸
首

都
』
、
五
十
年
七
月
補
筆
）
で
、
「
島
の
果
て
」
（
昭
和
二
十
三
年
一
月
『
Ｖ
Ｉ
Ｋ
Ｉ

Ｎ
Ｇ
』
）
や
「
ロ
ン
グ
・
ロ
ン
グ
・
ア
ゴ
ウ
」（
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
『
人
間
』
）
な

ど
、
島
尾
の
「
初
期
作
品
群
」
に
「
梅
崎
春
生
の
あ
る
種
の
小
説
と
か
な
り
類
似
し

た
印
象
」
を
指
摘
し
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
梅
崎
春
生
の
小
説
は
対
象

と
し
た
世
界
は
そ
れ
な
り
の
か
な
り
的
確
な
表
現
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
れ
を
見
て
い
る
作
者
の
眼
は
ひ
ど
く
そ
れ
ら
に
対
し
て
冷
淡
で
あ
り
、
決
し
て
そ

の
中
に
は
入
っ
て
行
か
な
い
し
、
そ
れ
と
感
動
を
と
も
に
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
う

し
た
生
命
へ
の
冷
淡
さ
と
無
関
心
が
残
酷
な
人
生
の
断
面
を
さ
り
げ
な
く
提
出
し

て
ゆ
く
の
だ
が
、
島
尾
氏
の
初
期
作
品
に
も
そ
れ
が
あ
る
。
」 

（
３
）
「
偽
」
の
一
字
を
含
む
島
尾
作
品
の
用
例
と
し
て
は
、
以
下
の
二
例
が
見
ら
れ
る
。

ま
ず
神
戸
第
一
商
業
学
校
在
学
中
に
発
表
し
た
習
作
「
育
む
も
の
」
（
昭
和
九
年
二

月
、
五
月
、
七
月
『
峠
』
）
に
お
い
て
、「
日
曜
学
校
の
先
生
」
に
対
し
て
「
変
に
偽

善
者
め
い
た
所
も
な
い
し
、
思
ひ
上
つ
た
所
も
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。
次
い
で
「
肉

体
と
機
関
」（
昭
和
二
十
二
年
一
月
『
午
前
』
）
で
は
、
海
軍
基
地
の
兵
舎
等
を
「
ア

ダ
ン
ゲ
」
や
「
松
の
木
」
で
覆
い
、「
偽
装
」
す
る
と
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。
前
者

は
否
定
表
現
で
あ
り
、
後
者
は
軍
事
施
設
に
対
す
る
描
写
と
し
て
、
と
も
に
後
述
す

る
「
に
せ
も
の
」
「
擬
態
」
に
は
該
当
し
な
い
と
判
断
で
き
る
。 

（
４
）
島
尾
敏
雄
は
「
宿
定
め
」
（
昭
和
二
十
五
年
一
月
『
近
代
文
学
』
）
、
「
兆
」
（
昭
和
二

十
七
年
七
月
『
新
日
本
文
学
』
）
、「
子
之
吉
の
舌
」（
昭
和
二
十
八
年
十
月
『
文
学
界
』
）
、
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「
反
芻
」
（
昭
和
二
十
九
年
五
月
『
群
像
』
）
、
「
む
か
で
」
（
昭
和
二
十
九
年
十
一
月

『
群
像
』
）
な
ど
で
「
擬
態
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。 

（
５
）
梅
崎
春
生
「
ふ
し
ぎ
な
人
物―

根
本
茂
男
君
の
こ
と―

」
（
昭
和
三
十
二
年
七
月
六

日
『
東
京
新
聞
（
夕
刊
）
』
）「
不
思
議
な
男
」（
昭
和
三
十
二
年
十
月
『
オ
ー
ル
読
物
』
）
、

島
尾
敏
雄
「
電
話
恐
怖
症
」（
昭
和
三
十
年
二
月
『
電
信
電
話
』
）「
『
贋
学
生
』
が
書

け
た
こ
ろ―
書
き
下
ろ
し
の
思
い
出―

」
（
『
書
き
下
ろ
し
長
篇
小
説
叢
書 

月
報
』

昭
和
四
十
一
年
四
月
、
河
出
書
房
新
社
）
参
照
。 

（
６
）
島
尾
敏
雄
は
「
『
贋
学
生
』
が
書
け
た
こ
ろ―

書
き
下
ろ
し
の
思
い
出―

」
で
「
昭

和
十
七
年
に
経
験
し
た
あ
と
あ
じ
の
悪
い
一
つ
の
私
的
な
事
件
」
を
小
説
化
し
た
と

記
し
て
い
る
。 

（
７
）『
つ
む
じ
風
』
に
は
、
石
原
慎
太
郎
「
太
陽
の
季
節
」（
昭
和
三
十
年
七
月
『
文
学
界
』
）

に
関
わ
る
台
詞
が
二
カ
所
見
ら
れ
る
。
同
作
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、「
太
陽
族
」

ブ
ー
ム
が
巻
き
起
こ
っ
て
い
た
昭
和
三
十
一
年
当
時
が
小
説
の
舞
台
と
言
え
る
。
拙

論
「
『
つ
む
じ
風
』
に
お
け
る
『
明
治
生
れ
』
批
判―

『
太
陽
族
』
批
判
を
背
景
と
し

て―

」（
拙
著
『
梅
崎
春
生
研
究―

戦
争
・
偽
者
・
戦
後
社
会―
』〈
平
成
三
十
年
一

月
、
和
泉
書
院
〉
収
録
）
参
照
。 

（
８
）
中
野
好
夫
「
も
は
や
『
戦
後
』
で
は
な
い
」（
昭
和
三
十
一
年
二
月
『
文
芸
春
秋
』
）
、

経
済
企
画
庁
『
昭
和
三
十
一
年
度 

年
次
経
済
報
告
（
経
済
白
書
）
』
（
昭
和
三
十
一

年
七
月
）
参
照
。 

（
９
）
『
つ
む
じ
風
』
で
は
、
泉
湯
と
三
吉
湯
が
主
人
同
士
の
確
執
か
ら
湯
銭
の
「
値
下
げ

競
争
」
を
始
め
る
。
そ
の
際
に
、
例
え
ば
泉
恵
之
助
は
「
ゼ
イ
タ
ク
ハ
敵
ダ
」
「
欲

シ
ガ
リ
マ
セ
ン
勝
ツ
マ
デ
ハ
」
と
の
貼
り
紙
を
し
、
猿
沢
三
吉
は
「
隣
組
長
的
弁
論
」

に
よ
っ
て
家
族
か
ら
反
発
さ
れ
、
「
戦
争
末
期
の
日
本
軍
部
の
よ
う
に
、
皆
か
ら
見

離
さ
れ
た
恰
好
」
だ
と
形
容
さ
れ
る
。
両
者
と
も
「
明
治
生
れ
」
に
設
定
さ
れ
、
か

つ
て
戦
争
を
起
こ
し
た
世
代
と
し
て
戯
画
化
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
「
『
つ
む
じ

風
』
に
お
け
る
『
明
治
生
れ
』
批
判―

『
太
陽
族
』
批
判
を
背
景
と
し
て―

」
を
参

照
さ
れ
た
い
。 

（
10
）
詳
し
く
は
拙
論
「
梅
崎
春
生
『
桜
島
』
と
島
尾
敏
雄
『
出
孤
島
記
』―

水
上
特
攻
隊

の
描
写
を
巡
っ
て―

」
（
令
和
三
年
十
二
月
『
国
文
学
攷
』
第
二
五
一
号
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。 

（
11
）
島
尾
敏
雄
の
「
唐
草
」
（
昭
和
二
十
四
年
二
月
『
個
性
』
）
で
は
、
「
に
せ
、
、
者、
の
彼
」

「
に
せ
も
の

、
、
、
、
の
僕
」
の
「
持
病
の
発
作
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
視
界
の
異
常
を
描
い

て
い
る
。「
そ
れ
に
彼
は
眼
華
、
、
と
い
う
名
前
を
つ
け
る
。（
中
略
）
視
界
の
、
と
い
う

よ
り
視
覚
の
斜
の
上
の
あ
た
り
で
盲
点
の
部
分
が
ふ
わ
っ
と
現
わ
れ
る
。
（
中
略
）

そ
れ
が
次
第
に
生
き
も
の
の
く
ら
げ
の
よ
う
な

、
、
、
、
、
、
、
活
動
、
、
を
は
じ
め
る
。
（
中
略
）
や
が

て
く
ら
げ
共
は
消
え
去
っ
て
、
一
つ
の
歯
車
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
。（
中
略
）

そ
れ
が
ち
か
ち
か
視
覚
の
片
隅
で
廻
り
始
め
る
。
次
第
に
そ
の
弧
の
長
さ
が
増
し
て

来
て
完
全
な
円
を
作
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
為
に
彼
は
自
分
の
顔
に
、
火
花
、
、
の
よ
う
に

、
、
、
、

明
滅
す
る
円
光
を
か
ぶ
っ
た
ふ
う
に
な
っ
て
、
花
や
か
な
世
界
の
中
に
立
つ
」
。
こ

の
「
唐
草
」
よ
り
約
一
年
三
カ
月
前
、
梅
崎
春
生
は
「
蜆
」
（
昭
和
二
十
二
年
十
二

月
『
文
学
会
議
』
）
に
お
い
て
、「
俺
」
の
「
瞼
の
裏
に
咲
乱
れ
る
眼
花
、
、
」
を
描
い
て

い
る
。「
偽
者
、
、
」
と
呼
ば
れ
る
「
俺
」
が
「
喜
び
を
伴
わ
ぬ
善
」
は
「
擬
態
」
だ
と
考

え
直
す
際
の
表
現
で
あ
る
。
「
偽
者
（
に
せ
も
の
）
」
と
「
眼
花
（
眼
華
）
」
の
一
致

か
ら
、
島
尾
は
梅
崎
よ
り
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
逆
に
「
唐
草
」
よ

り
約
三
年
後
に
梅
崎
が
連
載
し
た
「
幻
燈
の
街
」（
昭
和
二
十
七
年
四
月
～
九
月
『
中

国
新
聞
』
他
）
で
は
、
主
人
公
久
我
丈
助
が
「
今
で
も
疲
れ
て
く
る
と
、
瞼
の
裡
に
、

チ
カ
チ
カ
し
た
も
の
が
、
火
花
、
、
の
よ
う
に

、
、
、
、
飛
ぶ
ん
で
す
」
と
語
り
、
丈
助
が
「
目
を

閉
じ
」
た
際
に
は
「
く
ら
げ
の
よ
う
な
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
が
瞼
の
う
ち
に
揺
れ
始
め
る
」
と
も
記
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し
て
い
る
。
梅
崎
は
「
唐
草
」
の
「
眼
華
」
を
参
考
に
す
る
こ
と
で
、
先
に
「
蜆
」

に
描
い
た
「
眼
花
」
を
よ
り
詳
し
い
表
現
に
改
め
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
以

上
、
島
尾
と
梅
崎
が
相
互
に
興
味
・
関
心
を
抱
き
、
影
響
を
与
え
合
っ
て
い
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る
三
つ
の
表
現
と
し
て
指
摘
し
て
お
く
。
拙
論
「
梅
崎
春
生
『
桜
島
』
と

島
尾
敏
雄
『
出
孤
島
記
』―

水
上
特
攻
隊
の
描
写
を
巡
っ
て―

」
も
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
12
）
古
林
尚
「
作
家
案
内―

梅
崎
春
生―

」
（
梅
崎
春
生
『
桜
島
・
日
の
果
て
・
幻
化
』

平
成
元
年
六
月
、
講
談
社
文
芸
文
庫
）
参
照
。 

（
13
）
拙
論
「
『
凡
人
凡
語
』
に
お
け
る
二
つ
の
モ
チ
ー
フ―

遺
作
『
幻
化
』
へ
の
導
入
と

し
て―

」
〈
注
（
７
）
の
拙
著
に
収
録
〉
参
照
。 

（
14
）
梅
崎
春
生
「
不
思
議
な
男
」
お
よ
び
廣
瀬
勝
世
『
人
生
幻
化
ニ
似
タ
リ―

梅
崎
春
生

の
こ
と―

』
（
平
成
七
年
十
一
月
、
成
瀬
書
房
）
参
照
。 

 

付
記 

島
尾
敏
雄
作
品
の
本
文
引
用
は
『
島
尾
敏
雄
全
集
』
全
十
七
巻
（
昭
和
五
十
五
年
五

月
～
五
十
八
年
一
月
、
晶
文
社
）
に
拠
っ
た
。
梅
崎
春
生
作
品
の
本
文
引
用
は
『
梅
崎
春
生

全
集
』
全
七
巻
（
昭
和
四
十
一
年
十
月
～
四
十
二
年
十
一
月
、
新
潮
社
）
を
基
本
と
し
、
同

全
集
未
収
録
の
「
幻
燈
の
街
」
の
み
『
幻
燈
の
街
』
（
平
成
二
十
六
年
五
月
、
木
鶏
書
房
）

に
拠
っ
た
。
「
に
せ
も
の
」
「
擬
態
」
の
用
例
確
認
も
同
様
で
あ
る
。
傍
点
は
私
に
付
し
た
。 

 

筆
者
は
注
釈
に
挙
げ
た
「
『
つ
む
じ
風
』
に
お
け
る
『
明
治
生
れ
』
批
判―

『
太
陽
族
』

批
判
を
背
景
と
し
て―

」
に
加
え
、「
『
つ
む
じ
風
』
に
お
け
る
三
組
の
男
女―

〈
戦
後
の
男

女
平
等
〉
そ
し
て
日
米
関
係―

」
〈
注
（
７
）
の
拙
著
に
収
録
〉
も
書
い
て
い
る
。
本
論
は

こ
れ
ら
の
補
い
で
も
あ
る
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

（
た
か
ぎ 

の
ぶ
ゆ
き
、
別
府
大
学
教
授
） 
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