
■
趣
味
の
遺
伝
」
論

漱
石
の
「
戦
争
」
小
説

渥

見
　
　
秀
　
　
夫

　
　
（
国
文
学
研
究
室
）

は
　
じ
　
め
　
に

明
治
三
十
八
年
十
二
月
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

日
・
高
浜
虚
子
宛
の
漱
石
書
簡
一

　
時
間
が
な
い
の
で
已
を
得
ず
今
日
学
校
を
や
す
ん
で
帝
文
の
方
を
か
き
あ
げ

ま
し
た
。
是
は
六
十
四
枚
ぽ
か
り
。
実
は
も
っ
と
か
x
ん
と
い
け
な
い
が
時
が

出
な
い
か
ら
あ
と
を
省
略
し
ま
し
た
。
夫
で
頭
の
か
っ
た
変
物
が
出
来
ま
し
た
。

明
年
御
批
評
を
願
ひ
ま
す
。
猫
は
明
日
か
ら
奮
発
し
て
か
く
ん
で
す
が
、
か
う

な
る
と
苦
し
く
な
り
ま
す
よ
。
だ
れ
か
代
作
を
頼
み
た
い
位
だ
。
然
し
十
七
八

日
迄
に
は
あ
げ
ま
す
。
君
と
活
版
屋
に
口
を
あ
け
さ
し
て
は
済
ま
な
い
。

　
書
き
あ
げ
た
の
は
、
『
帝
国
文
学
』
三
十
九
年
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
趣
味
の

遺
伝
」
。
「
猫
」
は
十
七
日
に
書
き
あ
げ
た
ら
し
く
、
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
（
七
）
（
八
）

と
し
て
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。

　
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
不
首
尾
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
も
「
趣
味
の
遺
伝
御
読
み
被

下
難
有
候
。
結
末
の
↓
気
呵
成
の
所
を
ほ
め
て
下
さ
れ
た
の
は
望
外
の
幸
福
と
存
候
。

実
は
時
間
が
た
り
な
く
て
、
か
け
な
か
っ
た
の
で
す
。
仕
舞
を
も
つ
と
か
x
ん
と
、

　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

前
の
詳
細
な
叙
述
な
比
例
を
失
す
る
様
に
思
ひ
ま
す
。
」
（
三
十
九
年
一
月
十
六
日
・

皆
川
正
禧
宛
）
、
「
あ
れ
は
頗
る
比
例
と
い
ふ
点
か
ら
云
っ
て
は
丸
駄
目
の
作
で
あ

る
。
」
（
二
月
十
三
B
・
森
田
草
平
宛
）
と
繰
り
返
し
て
い
る
。

　
全
体
的
な
「
比
例
」
が
と
れ
て
い
な
い
不
首
尾
の
因
由
は
、
既
に
作
中
で
、
書
き

手
「
余
」
に
よ
っ
て
確
信
犯
的
に
披
涯
さ
れ
て
い
た
。

　
是
か
ら
の
話
は
端
折
っ
て
簡
略
に
述
べ
る
。
余
は
前
に
も
断
は
つ
た
通
り
文

士
で
は
な
い
。
文
士
な
ら
是
か
ら
が
大
い
に
腕
前
を
見
せ
る
所
だ
が
、
余
は
学

問
読
書
を
専
一
に
す
る
身
分
だ
か
ら
、
こ
ん
な
小
説
め
い
た
事
を
長
々
し
く
か

い
て
居
る
ひ
ま
が
な
い
。
新
橋
で
軍
隊
の
歓
迎
を
見
て
、
其
感
慨
か
ら
浩
さ
ん

の
事
を
追
想
し
て
、
夫
か
ら
寂
光
院
の
不
可
思
議
な
現
象
に
逢
っ
て
其
現
象
が

学
問
上
か
ら
考
へ
て
相
当
の
説
明
が
つ
く
と
云
ふ
道
行
き
が
読
老
の
心
に
合
点

出
来
れ
ぽ
此
一
篇
の
主
意
は
済
ん
だ
の
で
あ
る
。
実
は
書
き
出
す
時
は
、
あ
ま

り
の
嬉
し
さ
に
勢
ひ
込
ん
で
出
来
る
丈
精
密
に
叙
述
し
て
来
た
が
、
慣
れ
ぬ
事

1
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渥
　
　
見
　
　
秀
　
　
夫

と
て
、
余
計
な
叙
述
を
し
た
り
、
不
用
な
感
想
を
挿
入
し
た
り
、
読
み
返
し
て

見
る
と
自
分
で
も
可
笑
し
い
と
思
ふ
位
精
し
い
。
其
代
り
こ
x
迄
書
い
て
来
た

ら
も
う
い
や
に
な
っ
た
。
（
略
）
元
来
が
寂
光
院
事
件
の
説
明
が
此
篇
の
骨
子
だ

か
ら
、
漸
く
の
面
こ
鼠
迄
筆
が
運
ん
で
来
て
、
も
う
い
x
と
安
心
し
た
ら
、
急

に
が
っ
か
り
し
て
書
き
続
け
る
元
気
が
な
く
な
っ
た
。

　
コ
篇
の
主
意
L
「
此
篇
の
骨
子
」
は
書
き
お
お
せ
た
と
し
た
後
の

叙
述
は
わ
ず
か
に
三
段
落
。
「
一
篇
の
」
結
び
は
こ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

「
余
恵
」
の

　
余
は
色
の
黒
い
将
軍
を
見
た
。
婆
さ
ん
が
ぶ
ら
下
が
る
軍
曹
を
見
た
。
ワ
ー

と
云
ふ
歓
迎
の
声
を
聞
い
た
。
さ
う
し
て
涙
を
流
し
た
。
浩
さ
ん
は
底
心
へ
飛

び
込
ん
だ
き
り
上
っ
て
来
な
い
。
誰
も
浩
さ
ん
を
迎
に
出
た
も
の
は
な
い
。
天

下
に
浩
さ
ん
の
事
を
思
っ
て
居
る
も
の
は
此
御
母
さ
ん
と
此
御
嬢
さ
ん
許
り
で

あ
ら
う
。
余
は
此
両
人
の
睦
ま
じ
き
様
を
目
撃
す
る
度
に
、
将
軍
を
見
た
時
よ

り
も
、
軍
曹
を
見
た
時
よ
り
も
、
清
き
涼
し
き
涙
を
流
す
。
博
士
は
何
も
知
ら

ぬ
ら
し
い
。

　
「
主
意
」
「
骨
子
」
を
叙
し
終
え
た
後
に
も
、
一
篇
を
一
篇
と
し
て
完
結
さ
せ
る

た
め
に
、
作
者
は
、
「
余
」
に
も
う
一
度
涙
を
流
さ
せ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。

二
つ
の
涙
の
「
対
照
」
が
、
「
長
々
し
」
い
「
小
説
め
い
た
」
こ
の
文
章
の
「
小
説
」

化
を
支
え
て
い
る
。
も
う
一
度
、
と
言
っ
た
が
、
二
度
目
の
涙
は
初
め
の
と
は
違
っ

て
一
回
限
り
の
落
涙
で
は
な
い
。
「
目
撃
す
る
度
」
の
流
涕
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

僅
か
な
相
違
は
何
ゆ
え
の
相
違
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
作
品
の
書
き
手
の
「
余
」
は
、
か
な
り
特
異
な
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　
彼
は
「
学
問
読
書
を
専
一
に
す
る
」
学
者
で
あ
る
以
外
の
何
老
で
も
な
い
自
分
に

固
執
す
る
。

「
黄
巻
青
秩
の
間
に
起
臥
し
て
書
斎
以
外
に
如
何
な
る
出
来
事
が
起
る
か
知
ら
ん
で

も
済
む
天
下
の
逸
民
」
で
あ
る
こ
と
を
公
言
し
、
遺
伝
を
研
究
し
つ
つ
も
コ
兀
来
余

は
医
者
で
も
な
い
、
生
物
学
者
で
も
な
い
」
こ
と
を
表
明
し
、
小
説
化
を
志
向
す
る

文
章
を
、
し
か
も
「
詩
想
」
か
ら
書
き
始
め
て
い
な
が
ら
「
余
は
文
士
で
は
な
い
、

西
片
町
に
住
む
学
者
だ
」
と
弁
明
す
る
。
そ
の
、
「
図
書
館
以
外
の
空
気
を
あ
ま
り

吸
っ
た
事
の
な
い
人
間
」
で
あ
る
「
余
」
が
、
ど
う
し
た
訳
か
「
待
ち
合
す
人
が
あ

　つ
て
停
車
場
迄
行
く
」
べ
く
設
定
さ
れ
る
。
「
約
束
を
し
た
人
」
は
遂
に
現
わ
れ
な

い
（
「
浩
さ
ん
」
の
母
と
の
応
対
を
切
り
あ
げ
る
理
由
に
も
「
あ
る
人
」
と
の
「
面

会
の
約
束
」
が
使
わ
れ
る
）
。
　
（
一
線
は
筆
者
、
以
下
同
様
。
）

　
彼
の
特
異
さ
は
、
し
か
し
、
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
書
き
手
の

「
猫
」
「
お
れ
」
の
そ
れ
と
は
ま
た
異
な
っ
て
い
る
。
彼
に
は
作
者
漱
石
の
実
在
性

の
濃
い
影
が
伴
っ
て
い
る
。
作
者
は
彼
に
、
人
間
を
思
い
設
け
ぬ
も
の
（
い
わ
ぽ
〈
慮

外
の
も
の
〉
）
と
お
そ
れ
る
自
分
の
実
感
の
影
を
分
与
し
て
い
る
。

　
作
品
冒
頭
の
「
余
」
の
「
詩
想
」
か
ら
し
て
、
〈
慮
外
の
も
の
〉
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
陽
気
の
所
為
で
神
も
気
違
に
な
る
。
「
人
を
屠
り
て
餓
え
た
る
犬
を
救
へ
」

と
雲
の
裡
よ
り
叫
ぶ
声
が
、
逆
し
ま
に
日
本
海
を
憾
か
し
て
満
州
の
果
迄
響
き

渡
っ
た
時
、
日
人
と
露
人
は
は
っ
と
応
へ
て
百
里
に
余
る
一
大
屠
場
を
朔
北
の

野
に
開
い
た
。
す
る
と
激
々
た
る
平
原
の
尽
く
る
下
よ
り
、
眼
に
あ
ま
る
契
狗

の
群
が
、
膣
き
風
を
横
に
載
り
縦
に
裂
い
て
、
四
つ
足
の
銃
丸
を
一
度
に
打
ち

出
し
た
様
に
飛
ん
で
来
た
。
狂
へ
る
神
が
小
躍
り
し
て
「
血
を
畷
れ
」
と
云
ふ

1
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を
合
図
に
、
べ
ら
く
と
吐
く
焔
の
舌
は
暗
き
大
地
を
照
ら
し
て
咽
喉
を
越
す

血
潮
の
湧
き
返
る
音
が
聞
え
た
。
今
度
は
黒
雲
の
端
を
踏
み
鳴
ら
し
て
「
肉
を

食
へ
」
と
神
が
号
ぶ
と
「
肉
を
食
へ
！
肉
を
食
へ
！
」
と
鱗
茎
も
一
度
に
庖
え

立
て
る
。
（
略
）
「
肉
の
後
に
は
骨
を
し
ゃ
ぶ
れ
」
と
云
ふ
。
す
は
こ
そ
骨
だ
。

犬
の
歯
は
肉
よ
り
も
骨
を
噛
む
に
適
し
て
居
る
。
狂
ふ
神
の
作
っ
た
犬
に
は
狂

っ
た
道
具
が
具
は
つ
て
居
る
。
今
日
の
振
舞
を
予
期
し
て
工
夫
し
て
呉
れ
た
歯

ぢ
や
。
鳴
ら
せ
鳴
ら
せ
と
牙
を
鳴
ら
し
て
骨
に
か
早
る
。
（
略
）

　
「
怖
い
事
だ
」
と
「
余
」
は
言
う
が
、
こ
こ
で
「
余
」
は
く
戦
争
〉
を
、
人
間
に

よ
る
極
限
的
な
肉
体
冒
漬
の
現
場
で
あ
る
く
戦
場
〉
を
お
そ
れ
る
実
感
で
想
像
し
て

い
る
。

　
日
露
戦
争
の
こ
れ
だ
け
実
感
的
な
「
空
想
に
耽
」
っ
て
い
た
「
余
」
が
、
凱
旋
兵

士
歓
迎
の
新
橋
駅
頭
の
大
群
集
に
慮
外
の
思
い
を
抱
く
。
「
何
だ
ら
う
？
」
　
　
「
余
」

の
、
こ
の
慮
外
性
を
「
読
者
の
心
に
合
点
」
さ
せ
る
べ
く
「
小
説
め
い
た
」
文
章
が

志
向
さ
れ
る
。
作
者
の
叙
述
は
勢
い
（
「
あ
ま
り
の
嬉
し
さ
に
勢
ひ
込
ん
で
」
）
特
異

な
「
精
密
」
さ
を
お
び
て
く
る
。

　
凱
旋
将
軍
歓
迎
の
万
歳
の
声
を
、
こ
れ
ま
た
慮
外
な
こ
と
に
、
「
余
」
は
何
せ
ら

れ
な
い
。
「
生
れ
て
か
ら
今
日
に
至
る
迄
↓
度
も
」
で
き
な
か
っ
た
万
歳
を
「

然
し
今
日
は
出
し
て
や
ら
う
と
先
刻
か
ら
決
心
を
し
て
居
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
出
し
か
け
た
途
端
に
将
軍
が
通
っ
た
。
将
軍
の
日
に
焦
げ
た
色
が
見
え
た
。
将
軍

の
髭
の
胡
麻
塩
な
の
が
見
え
た
。
其
瞬
間
に
出
し
か
け
た
万
歳
が
ぴ
た
り
と
中
止
し

て
仕
舞
つ
た
。
何
故
？
」

　
何
故
か
分
る
も
の
か
。
何
故
と
か
無
畏
と
か
云
ふ
の
は
事
件
が
過
ぎ
て
か
ら

冷
静
な
頭
脳
に
復
し
た
と
き
当
時
を
回
想
し
て
始
め
て
分
解
し
得
た
知
識
に
過

ぎ
ん
。
何
故
が
分
る
位
な
ら
始
め
か
ら
用
心
を
し
て
万
歳
半
逆
戻
り
を
防
い
だ

筈
で
あ
る
。
予
期
出
来
ん
咄
嵯
の
働
き
に
分
別
が
出
る
も
の
な
ら
人
間
の
歴
史

は
無
事
な
も
の
で
あ
る
。
余
の
万
歳
は
余
の
支
配
権
以
外
に
超
然
と
し
て
止
ま

っ
た
と
云
は
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
万
歳
が
止
ま
る
と
共
に
胸
の
中
に
名
状
し
が
た
い

波
動
が
込
み
上
げ
て
来
て
、
両
眼
か
ら
二
世
ぽ
か
り
涙
が
落
ち
た
。

　
狂
言
の
司
ど
る
戦
場
へ
の
狂
お
し
い
「
詩
想
」
を
弄
ん
だ
「
余
」
は
、
今
度
は
一

転
し
て
、
こ
の
「
余
の
支
配
権
以
外
」
の
「
予
期
出
来
ん
咄
嘩
の
働
き
」
「
名
状
し

が
た
い
波
動
」
を
、
「
冷
静
な
頭
脳
」
で
「
分
解
」
し
て
み
せ
る
。

　
「
い
く
ら
戦
争
が
続
い
て
も
戦
争
ら
し
い
感
じ
が
し
な
い
」
と
言
う
「
余
」
が
、

「
不
図
停
車
場
に
紛
れ
込
ん
で
第
一
に
」
凱
旋
将
軍
の
「
日
に
焦
げ
た
顔
と
霜
に
染

つ
た
髭
」
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
。
そ
の
「
戦
争
の
結
果
　
　
　
髄
か
に
結
果
の
一
片
、

然
も
活
動
す
る
結
果
の
一
片
が
眸
底
を
掠
め
て
去
っ
た
時
」
、
「
満
州
の
大
野
を
蔽
ふ

大
戦
争
の
光
景
が
あ
り
く
と
脳
裏
に
描
出
せ
ら
れ
た
」
。
彼
は
戦
場
を
実
感
し
た

の
だ
。
周
囲
は
「
万
歳
と
云
ふ
歓
呼
の
声
」
に
満
ち
て
い
た
。
戦
場
実
感
者
の
「
余
」

は
こ
の
声
を
「
満
州
の
野
に
起
つ
た
咄
戚
の
反
響
」
と
聞
く
。
そ
し
て
、
万
歳
は
文

字
通
り
の
意
味
を
有
し
て
い
る
が
、
「
咄
賊
は
ワ
ー
と
云
ふ
丈
で
万
歳
の
様
に
意
味

も
何
も
な
い
。
然
し
其
意
味
の
な
い
所
に
大
変
な
深
い
情
が
籠
っ
て
居
る
」
と
力
説

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
へ

す
る
。
そ
れ
は
「
よ
く
せ
き
を
煎
じ
詰
め
て
、
煮
詰
め
て
缶
詰
め
に
し
た
声
」
で
あ

り
、
「
死
ぬ
か
、
生
き
る
か
娑
婆
か
地
獄
か
と
云
ふ
際
ど
い
針
線
の
上
に
立
っ
て
身

震
ひ
を
す
る
と
き
自
然
と
横
隔
膜
の
底
か
ら
湧
き
上
が
る
至
誠
の
声
」
で
あ
る
。
コ

心
不
乱
の
至
境
」
で
「
ワ
ー
と
云
ふ
」
そ
れ
に
は
、
「
厭
味
も
な
け
れ
ぽ
思
慮
も
な

霞
。
理
も
な
け
れ
ぽ
非
も
な
い
。
詐
り
も
な
け
れ
ぽ
懸
引
も
な
い
」
。
そ
れ
は
人
間

が
極
限
状
況
で
す
る
〈
慮
外
の
〉
表
現
な
の
で
あ
る
。
「
余
」
は
、
「
此
誠
を
聴
き
得

た
る
時
に
始
め
て
」
「
人
界
崇
高
の
感
」
を
享
受
で
き
る
の
で
あ
り
、
「
耳
を
傾
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

数
十
人
、
数
百
人
、
数
呼
数
万
人
の
誠
を
一
度
に
聴
き
得
た
る
時
に
此
崇
高
の
感
は

始
め
て
無
上
絶
大
の
至
境
に
入
る
」
の
で
あ
っ
て
、
「
余
が
将
軍
を
見
て
流
し
た
涼

1
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し
い
涙
は
此
玄
境
の
反
応
だ
ら
う
」
、
と
ま
で
「
分
解
」
し
て
み
せ
る
。

　
思
い
返
せ
ば
、
作
品
冒
頭
の
あ
の
狂
お
し
い
「
詩
想
」
の
描
出
は
、
こ
の
、
慮
外

の
心
身
反
応
に
下
し
た
「
余
」
の
「
分
解
」
が
「
読
者
の
心
中
に
合
点
出
来
」
て
、

「
余
」
が
「
あ
り
く
と
脳
裏
に
描
出
」
で
き
た
「
大
戦
争
の
光
景
」
が
読
者
の
脳

裏
に
も
実
感
的
に
再
現
す
る
こ
と
を
「
予
期
し
て
工
夫
」
さ
れ
た
用
意
な
の
で
あ
っ

た
。

二

　
「
無
上
絶
大
の
至
境
」
に
入
っ
て
「
涼
し
い
涙
」
を
流
し
た
「
余
」
に
は
、
最
終

段
落
の
記
述
と
は
違
っ
て
、
「
婆
さ
ん
が
ぶ
ら
下
が
る
軍
曹
を
見
」
る
こ
と
に
な
る

ま
で
の
間
に
、
「
ど
う
か
も
う
一
遍
将
軍
の
顔
が
見
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
に
異
常

に
執
着
す
る
時
間
が
あ
っ
た
。

　
見
え
な
い
と
な
る
と
一
層
「
ど
う
に
か
し
て
見
て
や
り
た
」
く
な
っ
た
。
「
も
う

た
ま
ら
な
い
。
ど
う
し
て
も
由
な
け
れ
ぽ
な
ら
ん
」
と
駆
り
た
て
ら
れ
た
「
余
」
は
、

去
年
の
春
、
通
行
中
の
広
い
屋
敷
の
「
邸
内
を
覗
い
て
見
た
く
な
っ
た
」
時
の
こ
と

を
「
不
図
思
ひ
つ
い
た
」
。
「
源
因
は
と
に
か
く
見
た
い
も
の
は
見
た
い
」
「
見
た
い

も
の
は
、
誰
が
何
と
云
っ
て
も
見
た
い
の
だ
」
と
、
飛
び
上
が
っ
て
の
ぞ
き
見
た
の

だ
っ
た
。

（
略
）
到
底
見
る
事
が
叶
は
な
い
と
四
囲
の
状
況
か
ら
宣
告
を
下
さ
れ
る
と
猶

見
て
や
り
度
な
る
。
愚
な
話
だ
が
余
は
一
目
で
も
邸
内
を
見
な
け
れ
ぽ
誓
っ
て

此
町
を
去
ら
ず
と
決
心
し
た
。
然
し
案
内
も
乞
は
ず
に
人
の
屋
敷
内
に
這
入
り

込
む
の
は
盗
賊
の
仕
業
だ
。
と
云
っ
て
案
内
を
乞
ふ
て
這
入
る
の
は
旨
い
や
だ
。

此
邸
内
の
者
共
の
御
世
話
に
な
ら
ず
、
し
か
も
わ
が
人
格
を
傷
け
ず
正
々
堂
々

と
見
な
く
て
は
心
持
ち
が
わ
る
い
。
（
略
）
よ
し
、
そ
の
儀
な
ら
此
方
に
も
覚
悟

が
あ
る
。
高
等
学
校
時
代
で
練
習
し
た
高
飛
の
術
を
応
用
し
て
、

た
時
に
一
寸
見
て
や
ら
う
。
（
略
）

飛
び
上
が
つ

　
「
凡
て
が
一
瞬
間
の
作
用
で
あ
」
つ
た
そ
の
行
為
は
、
「
誰
が
聞
い
て
も
滑
稽
で
」
、

自
ら
も
「
滑
稽
と
心
得
て
居
」
な
が
ら
の
、
「
余
」
に
と
っ
て
「
よ
く
せ
き
の
事
」

な
の
で
あ
っ
た
。

　
将
軍
を
見
て
感
じ
入
っ
た
玄
境
の
反
応
と
し
て
落
涙
し
た
「
余
」
の
や
む
に
や
ま

れ
ぬ
（
慮
外
な
）
好
奇
心
の
発
露
を
、
「
盗
賊
の
仕
業
」
に
堕
す
こ
と
な
く
「
正
々

堂
々
と
」
実
現
さ
せ
る
こ
と
　
　
こ
れ
が
、
「
主
意
」
か
ら
も
「
骨
子
」
か
ら
も
排

除
さ
れ
た
コ
篇
の
」
モ
チ
ー
フ
の
一
端
な
の
で
あ
り
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
に
よ
る
展

開
を
「
端
折
つ
」
た
結
果
が
、
最
終
段
落
に
集
約
的
に
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
第
二
章
は
新
橋
事
件
の
翌
日
の
記
事
で
あ
る
。

　
「
浩
さ
ん
！
」
と
書
き
起
し
て
、
「
鳴
呼
浩
さ
ん
！
一
体
ど
こ
で
何
を
し
て
居
る

の
だ
？
」
「
愈
飛
び
込
ん
だ
！
」
と
、
〈
戦
場
〉
で
の
浩
一
の
最
期
を
「
あ
り
く
と
」

「
描
出
」
す
る
こ
と
で
読
者
の
「
合
点
」
を
実
感
的
に
獲
得
す
べ
く
、
「
！
」
「
？
」

を
含
む
直
接
的
感
情
表
現
を
さ
ら
に
駆
使
す
る
。

　
「
幸
ひ
今
日
は
閑
だ
か
ら
浩
さ
ん
の
う
ち
へ
行
っ
て
久
し
振
り
に
御
母
さ
ん
を
慰

め
て
や
ら
う
？
」
と
思
い
た
ち
な
が
ら
「
ま
つ
今
日
は
見
合
せ
様
」
と
断
念
す
る
ま

で
の
過
程
も
、
浩
一
の
日
記
に
関
連
し
て
「
元
来
日
記
と
云
ふ
も
の
は
某
日
く
の

出
来
事
を
書
き
記
す
の
み
な
ら
ず
、
又
時
々
刻
々
の
心
ゆ
き
を
遠
慮
な
く
吐
き
出
す

も
の
」
と
語
る
通
り
に
、
現
在
進
行
形
の
体
で
叙
し
続
け
る
。
訪
問
に
代
わ
る
弔
意

の
表
わ
し
方
は
　
　
「
何
か
な
い
か
な
？
う
む
あ
る
く
寺
参
り
だ
」
と
、
河
上
家

代
々
之
墓
の
あ
る
寂
光
院
へ
足
を
運
ぶ
。
そ
こ
に
先
客
が
い
た
。
「
は
て
な
。
誰
だ

ら
う
。
」
　
　
「
若
い
女
だ
！
と
余
は
覚
え
ず
口
の
中
で
叫
ん
だ
」
。

（
略
）
ど
う
し
ゃ
う
と
迷
っ
て
居
る
と
女
は
す
つ
く
ら
立
ち
上
が
っ
た
。
（
略
）

1
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顔
と
ハ
ン
ケ
チ
の
清
く
染
め
抜
か
れ
た
外
は
、
あ
っ
と
思
っ
た
瞬
間
に
余
の
眼

に
は
何
物
も
映
ら
な
か
っ
た
。
余
が
此
年
に
な
る
迄
に
見
た
女
の
数
は
魑
し
い

も
の
で
あ
る
。
（
略
）
然
し
此
時
程
驚
ろ
い
た
事
は
な
い
。
此
時
程
美
し
い
と
思

っ
た
事
は
な
い
。
余
は
浩
さ
ん
の
事
も
忘
れ
、
墓
詣
り
に
来
た
事
も
忘
れ
、
極

り
が
悪
る
い
と
云
ふ
事
さ
へ
忘
れ
て
白
い
顔
と
白
い
ハ
ン
ケ
チ
採
り
眺
め
て
居

ミた。
（
略
）

　
…
線
部
分
の
よ
う
な
表
現
は
こ
こ
が
初
め
て
で
は
な
い
。
既
に
浩
一
の
魅
力
を

「
火
桶
を
中
に
浩
さ
ん
と
話
を
す
る
と
き
に
は
浩
さ
ん
は
大
き
な
男
で
あ
る
。
色
の

浅
黒
い
髪
の
濃
い
立
派
な
男
で
あ
る
。
浩
さ
ん
が
口
を
開
い
て
興
に
乗
っ
た
話
を
す

る
と
ぎ
は
相
手
の
頭
の
中
に
は
浩
さ
ん
の
外
貌
も
な
い
。
今
日
の
事
も
忘
れ
明
日
の

事
も
忘
れ
聴
き
惚
れ
て
居
る
自
分
の
事
も
忘
れ
て
浩
さ
ん
丈
に
な
っ
て
仕
舞
ふ
。
浩

さ
ん
は
斯
様
に
偉
大
な
男
で
あ
る
」
と
特
筆
し
て
い
た
。

　
個
別
表
現
の
類
似
だ
け
で
な
く
、
先
に
浩
一
の
魅
力
を
特
筆
し
て
お
い
て
、
そ
の

浩
一
を
上
回
る
魅
了
力
の
発
揮
者
と
し
て
の
「
若
い
女
」
へ
の
感
動
を
強
調
す
る
展

開
形
式
そ
の
も
の
も
、
こ
の
作
者
に
顕
著
な
表
現
手
法
な
の
で
あ
る
。
こ
の
手
法
は
、

す
ぐ
あ
と
の
作
品
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
で
も
採
ら
れ
る
。

　
「
お
れ
」
は
「
う
ら
な
り
」
に
惹
か
れ
て
い
た
（
「
お
れ
と
う
ら
な
り
君
と
は
ど

う
云
ふ
宿
世
の
因
縁
か
し
ら
な
い
が
、
此
人
の
顔
を
見
て
以
来
ど
う
し
て
も
忘
れ
ら

れ
な
い
。
控
所
へ
く
れ
ぽ
、
す
ぐ
、
う
ら
な
り
君
が
眼
に
つ
く
、
途
中
を
あ
る
い
て

居
て
も
、
う
ら
な
り
先
生
の
様
子
が
心
に
浮
ぶ
」
）
。
そ
の
「
う
ら
な
り
」
と
話
し
て

い
る
停
車
場
に
マ
ド
ン
ナ
と
お
ぼ
し
き
「
若
い
女
」
が
初
め
て
姿
を
現
わ
し
た
。

　
所
へ
入
口
で
若
々
し
い
女
の
笑
声
が
聞
え
た
か
ら
、
何
心
な
く
振
り
反
っ
て

見
る
と
え
ら
い
奴
が
来
た
。
（
略
）
お
れ
は
美
人
の
形
容
杯
が
出
来
る
男
で
な
い

か
ら
何
に
も
云
へ
な
い
が
全
く
美
人
に
相
違
な
い
。
何
だ
か
水
晶
の
珠
を
香
水

で
暖
た
め
て
、
掌
へ
握
っ
て
見
た
様
な
心
持
ち
が
し
た
。
（
略
）

来
た
な
と
思
ふ
途
端
に
、
う
ら
な
り
君
の
事
は
全
然
忘
れ
て
、

か
り
見
て
み
た
。
（
略
）

お
れ
は
、
や
、

若
い
女
の
方
ぽ

　
こ
の
叙
法
の
反
復
か
ら
は
、
作
中
人
物
の
特
異
性
・
慮
外
性
を
超
え
て
、
そ
の
向

こ
う
に
作
者
漱
石
の
癌
疾
が
透
視
さ
れ
る
。

　
「
余
」
は
所
謂
「
寂
光
院
の
不
可
思
議
な
現
象
」
「
寂
光
院
事
件
」
に
つ
い
て
、

寂
光
院
の
「
古
い
、
淋
し
い
」
「
淡
く
消
極
的
な
情
緒
」
と
「
美
く
し
い
綺
羅
を
飾

っ
た
女
の
容
姿
」
の
、
「
相
除
の
対
照
で
も
な
け
れ
ぽ
相
乗
の
対
照
で
も
な
い
」
「
不

思
議
な
対
照
」
を
「
学
者
的
に
説
明
」
す
る
こ
と
に
筆
を
費
し
、
「
調
語
」
で
も
っ

て
「
寂
光
院
の
美
人
も
解
け
る
筈
だ
」
と
断
を
下
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
「
識
語
」
そ
の
も
の
の
考
察
は
先
考
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
「
調
語
」

の
基
底
に
働
く
「
惰
性
」
の
作
用
の
方
に
目
を
と
め
て
お
く
。
コ
余
」
曰
わ
く
、
「
吾

人
が
事
物
に
対
す
る
観
察
点
が
従
来
の
経
験
で
支
配
せ
ら
る
エ
の
は
言
を
待
た
ず
し

て
明
瞭
な
事
実
で
あ
る
」
、
「
吾
々
の
観
察
点
と
云
ふ
も
の
は
従
来
の
惰
性
で
解
決
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
」
、
「
過
去
が
既
に
怖
で
あ
る
」
と
き
「
未
来
も
亦
怖
な
る
べ
し
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

の
予
期
は
」
「
当
然
の
事
と
云
は
ね
ぽ
な
ら
ぬ
」
、
と
。

　
「
惰
性
」
に
「
支
配
」
さ
れ
た
「
予
期
」
に
導
か
れ
る
「
時
々
刻
々
の
心
ゆ
き
」

に
「
不
図
」
「
一
瞬
間
の
」
亀
裂
が
走
り
断
絶
が
生
じ
る
。
漱
石
は
、
女
性
の
慮
外

の
魅
了
力
に
よ
る
自
己
同
一
性
の
亀
裂
・
断
絶
を
癒
疾
と
し
て
身
内
に
抱
え
こ
ん
で

い
た
。
唯
一
の
大
亀
裂
・
断
絶
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
痴
疾
化
し
た
と
し
て
漱
石
に
と

っ
て
の
唯
一
の
女
性
を
想
定
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
は
す
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、

反
復
（
再
発
）
し
た
亀
裂
・
断
絶
ゆ
え
に
病
疾
と
し
て
常
態
視
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
定
の
方
に
与
し
て
お
き
た
い
。
反
復
（
再
発
）
の
衝
撃

が
、
そ
れ
へ
の
と
ら
わ
れ
を
お
の
が
心
根
の
常
態
に
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
、
亀
裂
の

奥
処
に
盤
署
す
る
宿
根
と
し
て
の
女
性
存
在
を
の
ぞ
き
こ
む
べ
く
誘
っ
て
や
ま
な
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い
、
の
で
は
な
い
か
。

　
「
全
体
何
物
だ
ら
う
？
」
　
　
「
少
し
変
だ
が
追
懸
け
て
名
前
丈
で
も
聞
い
て
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

様
か
、
夫
も
妙
だ
。
い
っ
そ
の
事
立
っ
て
後
を
付
け
て
行
く
先
を
見
届
け
様
か
、
そ

れ
で
は
丸
で
探
偵
だ
。
そ
ん
な
下
等
な
事
は
し
た
く
な
い
」
。
こ
の
の
ぞ
き
こ
み
方

の
模
索
こ
そ
が
、
本
作
品
の
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
な
の
で
あ
っ
た
。

　
死
人
の
浩
一
に
は
「
女
の
素
性
も
名
前
も
聞
く
必
要
」
が
な
い
。
「
浩
さ
ん
が
聞

く
必
要
も
な
い
も
の
を
余
が
探
究
す
る
必
要
は
猶
更
な
い
。
い
や
是
は
い
か
ぬ
。
か

う
云
ふ
論
理
で
は
あ
の
女
の
身
元
を
調
べ
て
は
な
ら
ん
と
云
ふ
事
に
な
る
。
然
し
其

は
間
違
っ
て
居
る
。
何
故
？
何
故
は
追
っ
て
考
へ
て
か
ら
説
明
す
る
と
し
て
、
只
今

の
場
合
是
非
共
聞
き
糺
さ
な
く
て
は
な
ら
ん
。
何
で
も
蚊
で
も
聞
か
な
い
と
気
が
済

ま
ん
」
。

　
こ
の
慮
外
の
衝
動
が
「
文
士
で
は
な
い
、
西
片
町
に
住
む
学
者
だ
」
つ
た
「
余
」

を
し
て
「
小
説
め
い
た
事
」
に
手
を
染
め
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
作
者
漱
石
に
即
し
て

言
え
ば
、
手
を
染
め
た
文
章
が
不
可
避
的
に
「
小
説
め
い
た
」
形
を
志
向
せ
ざ
る
を

え
な
い
所
以
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
漱
石
は
、
「
小
説
め
い
た
」
文
章
を
「
小

説
」
そ
の
も
の
に
仕
立
て
る
た
め
に
、
根
拠
不
明
の
こ
の
衝
動
を
「
正
々
堂
々
と
」

征
服
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
日
露
の
戦
争
の
間
、
漱
石
は
自
分
に
固
有

の
こ
の
戦
場
に
身
を
置
い
て
い
た
の
だ
っ
た
。

三

　
高
揚
す
る
衝
動
に
屈
し
、
「
余
」
は
河
上
家
を
訪
問
す
る
。
こ
こ
か
ら
が
最
終
第

三
章
。

　
四
つ
目
垣
の
根
元
に
は
寂
光
院
の
花
筒
に
あ
の
女
が
さ
し
た
と
お
ぼ
し
き
菊
と
同

種
同
色
の
豆
菊
が
咲
い
て
い
た
。
浩
一
の
母
は
嫁
で
も
も
ら
っ
て
お
い
た
ら
と
洩
し

な
が
ら
、
「
余
」
が
追
究
し
は
じ
め
る
と
、
「
そ
れ
は
…
…
」
と
言
い
よ
ど
む
。

（
略
）
白
状
し
て
云
ふ
と
、
余
は
桑
時
浩
さ
ん
の
事
も
、
御
母
さ
ん
の
事
も
考

へ
て
居
な
か
っ
た
。
只
あ
の
不
思
議
な
女
の
素
性
と
浩
さ
ん
と
の
関
係
が
知
り

た
い
の
で
頭
の
中
は
一
杯
に
な
っ
て
居
る
。
寧
日
に
於
け
る
余
は
平
生
の
様
な

同
情
的
動
物
で
は
な
い
、
全
く
冷
静
な
好
奇
獣
と
も
称
す
べ
き
代
物
に
化
し
て

居
た
。
（
略
）
探
偵
程
劣
等
な
家
業
は
又
と
あ
る
ま
い
と
自
分
に
も
思
ひ
、
人
に

も
宣
言
し
て
揮
か
ら
な
か
っ
た
自
分
が
、
純
然
た
る
探
偵
的
態
度
を
以
て
事
物

に
対
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
頗
る
あ
き
れ
返
っ
た
現
象
で
あ
る
。
（
略
）

　
例
の
表
現
類
型
。
「
冷
静
な
好
奇
獣
」
は
先
日
そ
の
所
在
を
教
え
ら
れ
た
浩
一
の

日
記
に
く
ら
い
つ
く
。
　
　
「
日
記
に
何
か
書
い
て
あ
り
ま
す
か
？
そ
れ
は
是
非
拝

見
し
ま
せ
う
」
。

　
伝
通
院
の
裏
を
抜
け
て
表
町
の
坂
を
下
り
な
が
ら
取
々
考
へ
た
。
ど
う
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
小
説
だ
。
然
し
小
説
に
近
い
丈
何
だ
か
不
自
然
で
あ
る
。
然
し
是
か
ら
事
件

の
真
相
を
究
め
て
、
全
体
の
成
行
が
明
瞭
に
な
り
さ
へ
す
れ
ば
此
不
自
然
も
自

つ
と
消
滅
す
る
訳
だ
。
兎
に
角
面
白
い
。
是
非
探
索
I
I
．
探
索
と
云
ふ
と
何
だ

か
不
愉
快
だ
　
　
探
究
と
し
て
置
お
う
。
是
非
探
究
し
て
見
な
け
れ
ぽ
な
ら
ん
。

其
に
し
て
も
昨
日
あ
の
女
の
あ
と
を
付
け
な
か
っ
た
の
は
残
念
だ
。
も
し
向
後

あ
の
女
に
逢
ふ
事
が
出
来
な
い
と
す
る
と
此
事
件
は
判
然
と
分
り
さ
う
に
も
な

い
。
入
ら
ぬ
遠
慮
を
し
て
流
星
光
底
ぢ
や
な
い
が
逃
が
し
た
の
は
惜
い
事
だ
。

元
来
品
位
を
重
ん
じ
過
ぎ
た
り
、
あ
ま
り
高
尚
に
す
る
と
、
得
て
こ
ん
な
事
に

な
る
も
の
だ
。
人
間
は
ど
こ
か
に
泥
棒
的
分
子
が
な
い
と
成
功
は
し
な
い
。
紳

士
も
結
構
に
は
相
違
な
い
が
、
紳
士
の
体
面
を
蓬
け
ざ
る
範
囲
内
に
於
て
泥
棒

根
性
を
発
揮
せ
ん
と
折
角
の
紳
士
が
紳
士
と
し
て
通
用
し
な
く
な
る
。
泥
棒
回

の
な
い
純
粋
の
紳
士
は
大
抵
行
き
倒
れ
に
な
る
さ
う
だ
。
よ
し
是
か
ら
は
も
う

1
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少
し
下
品
に
な
っ
て
や
ら
う
。
（
略
）

　
「
小
説
」
に
作
り
為
す
こ
と
へ
の
欲
求
と
そ
れ
へ
の
抵
抗
と
が
、
「
泥
棒
的
分
子
」

「
泥
棒
根
性
」
「
泥
棒
気
」
へ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
（
「
認
語
」
的
な
）
態
度
を

際
立
た
せ
る
。
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
三
十
八
年
七
月
号
に
発
表
し
た
「
吾
輩
は
猫
で
あ

る
」
（
五
）
で
も
、
「
泥
棒
陰
士
」
が
「
背
の
す
ら
り
と
し
た
、
色
の
浅
黒
い
一
の
字

眉
の
意
気
で
立
派
な
泥
捧
で
あ
」
り
、
「
彼
の
眉
目
が
わ
が
親
愛
な
る
好
男
子
水
島

寒
月
君
に
瓜
二
つ
で
あ
る
」
と
描
か
れ
て
い
た
。

　
「
余
」
は
浩
一
の
日
記
に
「
二
三
日
一
睡
も
せ
ん
の
で
勤
務
中
坑
内
で
仮
寝
。
郵

便
局
で
逢
っ
た
女
の
夢
を
見
る
」
、
「
只
二
一
二
分
の
間
、
顔
を
見
た
許
り
の
女
を
、
程

経
て
夢
に
見
る
の
は
不
思
議
で
あ
る
」
、
「
余
程
衰
弱
し
て
居
る
証
拠
で
あ
ら
う
、
然

し
衰
弱
せ
ん
で
も
あ
の
女
の
夢
な
ら
見
る
か
も
知
れ
ん
。
旅
順
へ
来
て
か
ら
是
で
三

度
見
た
」
の
記
述
を
発
見
し
、
「
日
記
を
ぴ
し
ゃ
り
と
敲
い
て
是
だ
！
と
叫
」
ん
だ
。

男
と
女
の
「
一
瞬
間
の
」
感
応
　
　
そ
の
「
小
説
的
」
な
「
不
思
議
」
、
「
芝
居
的
夢

幻
的
現
象
」
は
「
当
人
の
支
配
権
以
外
に
立
つ
問
題
だ
か
ら
」
、
そ
の
「
因
を
極
め

る
の
は
遺
伝
に
よ
る
よ
り
外
に
仕
様
は
な
か
ら
う
」
と
「
余
」
は
思
い
つ
く
。
河
上

家
が
紀
州
藩
士
で
あ
っ
た
事
実
か
ら
仮
定
を
重
ね
て
推
論
す
る
。
　
　
「
か
う
こ
し

ら
へ
て
く
る
と
段
々
面
白
く
な
っ
て
く
る
。
単
に
自
分
の
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
許

で
は
な
い
。
目
下
研
究
の
学
問
に
対
し
て
尤
も
興
味
あ
る
材
料
を
給
与
す
る
貢
献
的

事
業
に
な
る
。
こ
う
態
度
が
変
化
す
る
と
、
精
神
が
急
に
爽
快
に
な
る
。
今
迄
は
犬

だ
か
、
探
偵
だ
か
余
程
下
等
な
も
の
に
零
落
し
た
様
な
感
じ
で
、
夫
が
為
の
脳
中
不

愉
快
の
度
を
大
分
高
め
て
居
た
が
、
此
仮
定
か
ら
出
立
す
れ
ぽ
正
々
堂
々
た
る
者
だ
。

学
問
上
の
研
究
の
領
分
に
属
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
少
し
も
疾
ま
し
い
事
は
な
い
と

思
ひ
返
し
た
」
。

　
「
余
」
が
学
校
の
同
僚
に
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
元
紀
州
藩
家
老
の
老
人
の
話
に
よ

る
と

　
浩
一
の
祖
父
河
上
才
三
は
確
か
に
紀
州
藩
士
で
あ
り
、
向
か
い
の
屋
敷
・
小
野
田

帯
刀
に
一
人
の
娘
が
あ
っ
た
。
娘
は
藩
中
第
一
の
美
人
で
あ
っ
た
。
娘
が
才
三
に
懸

想
し
、
才
三
も
実
は
大
変
貰
い
た
か
っ
た
た
め
、
結
婚
の
日
取
り
を
決
め
る
ま
で
に

事
は
運
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
国
家
老
の
伜
が
娘
に
恋
慕
し
、
そ
の
埣
を
気
に
入
っ
て
い

た
殿
様
の
御
意
が
下
り
て
、
帯
刀
は
河
上
家
を
破
談
に
し
た
。
両
家
が
従
来
通
り
向

か
い
合
わ
せ
で
は
、
と
い
う
こ
と
で
、
帯
刀
は
国
詰
め
に
な
り
、
河
上
は
江
戸
に
残

る
こ
と
に
な
っ
た
（
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
「
う
ら
な
り
」
　
・
マ
ド
ン
ナ
・
赤
シ
ャ
ツ

の
関
係
が
思
い
浮
か
ぶ
）
。
　
　
　
才
三
は
「
至
っ
て
優
し
」
く
、
「
浩
一
に
生
き
写
し
」

で
あ
り
、
娘
は
「
今
の
小
野
田
の
妹
が
よ
く
似
て
居
る
」
。
し
か
も
、
浩
↓
と
小
野

田
令
嬢
が
顔
見
知
り
で
あ
っ
た
可
能
性
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

　
「
鑑
定
」
「
予
想
」
「
見
込
」
「
予
言
」
は
次
々
と
的
中
し
、
「
平
生
主
張
す
る
趣
味

ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
遺
伝
と
云
ふ
理
論
を
証
拠
立
て
る
」
こ
と
が
で
き
た
と
「
余
」
は
自
足
す
る
。
コ

寸
見
て
す
ぐ
惚
れ
る
様
な
男
女
」
は
「
軽
薄
」
で
も
「
小
説
」
で
も
「
馬
鹿
」
で
も

な
く
、
「
父
母
未
生
以
前
に
受
け
た
記
憶
と
情
緒
が
、
長
い
時
間
を
隔
て
x
脳
中
に

再
現
す
る
」
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
　
二
篇
の
主
意
は
済
ん
だ
」
。

　
「
余
瀾
」
と
し
て
書
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
後
の
二
人
の
女
に
つ
い

て
で
あ
る
。

　
浩
】
の
思
い
人
・
小
野
田
博
士
令
妹
は
、
「
余
」
が
改
め
て
面
会
し
た
と
き
「
顔

で
も
赤
ら
め
る
か
と
思
っ
た
ら
存
外
淡
白
で
毫
も
平
生
と
異
な
る
様
子
」
が
な
く
、

「
余
」
は
「
柳
か
妙
な
感
じ
が
し
た
」
。
「
余
」
は
も
は
や
彼
女
に
対
し
て
浩
一
と
の

こ
と
で
「
く
だ
ら
ぬ
詮
議
を
す
る
必
要
は
認
め
て
」
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
女
丈
に

底
の
底
迄
知
り
た
い
」
浩
一
の
母
の
機
転
で
二
人
の
女
は
会
見
を
果
た
し
、
親
交
を

結
ぶ
。
「
余
」
は
浩
一
の
母
に
「
女
は
中
々
智
慧
が
あ
る
」
と
感
心
し
た
。
「
余
」
は

浩
一
の
母
に
倣
っ
て
博
士
の
妹
を
「
御
嬢
さ
ん
」
と
呼
ぶ
。
「
御
嬢
さ
ん
」
は
浩
一

の
日
記
を
見
せ
ら
れ
て
「
そ
れ
だ
か
ら
私
は
御
寺
参
を
し
て
居
り
ま
し
た
」
と
答
え
、

白
菊
を
墓
前
へ
手
向
け
た
の
は
「
白
菊
が
一
番
好
き
だ
か
ら
」
だ
っ
た
と
言
う
。

1
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渥
　
　
見
　
　
秀
　
　
夫

　
「
趣
味
の
遺
伝
と
云
ふ
理
論
を
証
拠
立
て
」
て
自
足
で
き
た
「
余
」
は
、
最
後
に
、

理
論
の
実
証
に
か
か
わ
り
な
く
「
知
り
た
が
る
」
女
と
、
理
論
通
り
に
生
き
て
平
然

と
し
て
い
る
「
淡
白
」
な
女
と
い
う
、
二
人
の
〈
女
〉
の
現
実
に
直
面
さ
せ
ら
れ
た
。

「
天
下
に
浩
さ
ん
の
事
を
思
っ
て
居
る
」
た
っ
た
二
人
の
人
間
で
あ
る
「
此
両
人
の

睦
ま
じ
き
様
」
は
、
「
趣
味
の
遺
伝
と
云
ふ
理
論
」
の
証
明
領
域
を
超
え
て
い
る
。

そ
の
「
睦
ま
じ
き
様
を
目
撃
す
る
度
に
」
「
余
」
が
流
涕
に
誘
わ
れ
た
の
は
、
そ
れ

が
↓
回
性
の
「
四
境
」
体
験
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
っ
た
故
な
の
で
あ
り
、
「
余
」

に
と
っ
て
説
明
可
能
だ
っ
た
「
将
軍
を
見
た
時
」
「
軍
曹
を
見
た
時
」
の
涙
「
よ
り

も
」
「
清
き
涼
し
き
涙
」
だ
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
現
時
で
の
「
余
」
の
「
分
解
」
能

力
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
故
な
の
で
あ
る
。
「
余
」
と
同
じ
く
理
論
に
よ
る
説
明

を
存
在
理
由
と
す
る
「
学
者
」
で
あ
る
小
野
田
博
士
が
「
何
も
知
ら
ぬ
ら
し
い
」
と

さ
れ
る
の
も
ま
た
、
そ
の
故
な
の
で
あ
る
。
読
者
に
は
、
浩
さ
ん
の
悲
劇
性
を
超
え

る
主
題
の
展
開
が
「
予
期
」
さ
れ
る
。

　
「
探
偵
」
を
「
学
問
」
に
よ
っ
て
超
え
た
「
余
」
は
、
今
、
「
学
問
」
を
超
え
た

〈
女
〉
の
現
実
に
向
き
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
「
余
」
の
筆
は
こ
こ
で
頓
挫
を
来
た
す
。

作
曲
漱
石
は
、
慮
外
に
も
直
面
し
て
し
ま
っ
た
〈
女
〉
の
現
実
と
わ
た
り
あ
う
〈
恋

の
戦
場
〉
で
の
実
感
を
ま
だ
「
小
説
」
化
で
き
な
い
。
本
作
品
の
主
題
は
、
分
裂
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
り
　

て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ぽ
、
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
浩
さ
ん
の
悲
劇
性
以

上
の
新
た
な
展
開
が
断
念
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

四

漱
石
は
「
趣
味
の
遺
伝
」
欄
筆
か
ら
旬
日
を
お
か
ず
に
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
（
七
）

（
八
）
を
書
き
上
げ
た
。
そ
の
直
後
の
、
十
二
月
十
八
日
・
虚
子
宛
書
広

量
は
一
返
君
に
よ
ん
で
も
ら
う
積
り
で
電
話
を
か
け
た
の
で
す
が
失
望
し
ま

し
た
。
は
じ
め
の
方
の
か
き
方
が
少
し
気
取
っ
て
る
気
味
が
あ
り
は
せ
ん
か
と

思
ふ
。
夫
か
ら
終
末
の
所
は
も
っ
と
長
く
書
く
筈
で
あ
っ
た
が
ど
う
し
て
も
時

間
が
な
い
の
で
あ
ん
な
風
に
な
っ
た
ん
で
す
。

　
此
二
週
間
隠
文
と
ホ
ト
・
ギ
ス
で
ひ
ま
さ
へ
あ
れ
ぽ
か
き
つ
づ
け
も
う
原
稿

紙
を
見
る
の
も
い
や
に
な
り
ま
し
た
是
で
は
小
説
杯
で
飯
を
食
ふ
事
は
思
も
寄

ら
な
い
。

　
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
轍
を
今
度
も
ま
た
踏
ん
で
し
ま
っ
た
わ
け
だ
。
確
か
に
時
間

の
制
約
は
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
な
り
の
書
き
あ
げ
方
が
あ
っ
て
し

か
る
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

　
（
七
）
で
猫
の
運
動
（
蟷
螂
狩
り
・
蝉
取
り
・
松
滑
り
・
垣
巡
り
）
と
銭
湯
見
物

と
を
「
少
し
気
取
っ
て
」
書
い
た
彼
は
、
（
八
）
で
「
臥
龍
窟
主
人
苦
沙
弥
先
生
と

落
雲
館
裏
八
百
の
健
児
と
の
戦
争
」
に
紙
幅
を
費
し
た
。
そ
し
て
「
吾
輩
は
既
に
小

事
件
を
叙
し
叢
り
、
今
又
大
事
件
を
述
べ
了
つ
た
か
ら
、
是
よ
り
大
事
件
の
後
に
起

る
余
瀾
を
描
き
出
し
て
全
篇
の
結
び
を
付
け
る
積
り
で
あ
る
」
と
、
ま
る
で
「
趣
味

の
遺
伝
」
張
り
の
口
説
で
珍
客
「
哲
学
者
」
を
初
め
て
登
場
さ
せ
て
「
消
極
的
の
修

養
で
安
心
を
得
う
と
説
法
」
さ
せ
る
。

主
人
は
分
つ
た
と
も
、
分
ら
な
い
と
も
言
は
ず
に
聞
い
て
居
た
。
珍
客
が
帰

っ
た
あ
と
で
書
斎
に
這
入
っ
て
書
物
も
読
ま
ず
に
何
か
考
へ
て
居
た
。

　
苦
沙
弥
は
一
週
間
「
書
斎
に
立
て
籠
っ
て
し
き
り
に
何
か
考
へ
て
居
」
た
（
九
）
。

苦
沙
弥
が
考
え
こ
み
は
じ
め
て
七
日
目
に
例
の
「
泥
棒
君
」
が
巡
査
に
連
行
さ
れ
て

現
わ
れ
た
。
漱
石
自
身
が
明
治
三
十
八
年
四
月
上
旬
に
泥
棒
に
入
ら
れ
た
と
き
も
ち

ょ
う
ど
一
週
間
ほ
ど
で
泥
棒
が
連
れ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
。
（
五
）
で
漱
石
が
書
い

た
の
は
泥
棒
行
為
そ
の
も
の
と
そ
の
余
波
だ
け
で
あ
る
。
彼
は
あ
の
と
き
泥
棒
騒
動

2
0



の
顛
末
を
一
件
落
着
の
挿
話
と
し
て
書
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
「
猫
」
の
長
編
化
を
意
識
し
は
じ
め
た
（
三
）
で
、
漱
石
は
寒
月
と
金
田
富
子
と

の
結
婚
話
と
い
う
新
し
い
話
題
を
導
入
し
て
、
猫
に
「
敵
城
へ
乗
り
込
ん
で
其
動
勢

を
偵
察
」
さ
せ
は
じ
め
た
。
（
四
）
の
書
き
出
し
は
「
例
に
よ
っ
て
金
田
邸
へ
忍
び

込
む
」
で
あ
っ
た
。
「
泥
棒
陰
欝
」
を
登
場
さ
せ
る
（
五
）
で
、
し
か
し
猫
は
「
偵

察
」
に
倦
み
は
じ
め
、
「
休
養
は
猫
と
難
も
必
要
で
あ
る
」
「
吾
輩
は
又
暫
時
の
休
養

を
要
す
る
」
「
吾
輩
は
又
少
々
休
養
を
要
す
る
」
「
吾
輩
は
大
戦
の
前
に
一
と
休
養
を

要
す
る
」
「
休
養
は
敵
中
に
在
っ
て
も
必
要
で
あ
る
」
と
、
休
養
宣
言
を
頻
発
す
る

に
至
る
。

　
「
偵
察
」
「
泥
棒
」
「
探
偵
」
へ
の
欲
求
と
抵
抗
（
慮
外
に
も
自
己
の
同
一
性
を
脅

か
す
〈
女
〉
を
の
ぞ
き
こ
み
、
そ
れ
と
の
わ
た
り
あ
い
を
「
小
説
」
の
主
題
と
し
て

展
開
す
る
か
ど
う
か
）
　
　
漱
石
自
身
が
そ
の
〈
戦
争
〉
の
只
中
で
「
考
へ
て
居
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
。
猫
の
目
に
は
映
ら
な
い
そ
の
戦
争
に
見
入
っ
て
い
た
。
彼
は
こ
の
戦
争
の
忌
避

を
自
ら
に
禁
じ
、
日
露
戦
争
の
帰
還
兵
を
「
幕
地
に
進
み
了
し
て
膿
如
と
吾
家
に
帰

り
来
り
た
る
英
霊
漢
」
と
称
し
た
如
く
、
「
天
上
を
行
き
天
下
を
行
き
、
行
き
尽
し

て
や
ま
ざ
る
底
の
気
暁
」
を
も
っ
て
自
己
に
固
有
の
こ
の
戦
争
に
臨
も
う
と
す
る
の

だ
が
、
「
考
へ
て
居
」
る
自
分
の
現
在
を
「
小
説
」
へ
取
り
こ
む
術
は
ま
だ
身
に
帯

し
て
い
な
か
っ
た
。

　
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
「
お
れ
」
も
ま
た
、
「
橡
鼻
で
清
の
手
紙
を
ひ
ら
つ
か
せ
な

が
ら
、
考
へ
込
ん
で
居
」
（
七
）
た
り
す
る
な
ど
、
四
国
辺
の
田
舎
町
で
「
考
へ
る
」

機
会
を
増
し
て
い
っ
た
の
だ
が
、
「
考
へ
込
」
む
内
容
が
主
題
と
し
て
展
開
さ
れ
る

こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
。
手
紙
も
ろ
く
に
書
け
な
か
っ
た
「
お
れ
」
は
、
清
の
死

後
、
「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
で
小
書
の
時
か
ら
損
ば
か
り
し
て
居
る
」
と
雄
弁
を
噴
出

さ
せ
る
。
そ
の
饒
舌
の
口
端
に
は
「
何
に
も
せ
ぬ
」
「
妙
な
お
や
ぢ
」
へ
の
親
近
感

　
　
　
　
　
　
　
ア
　

が
こ
も
っ
て
い
た
。
　
「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
」
の
射
程
は
、
そ
の
特
異
な
（
慮
外
な
）

表
現
行
為
そ
の
も
の
に
ま
で
及
ん
で
い
よ
う
。
「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
」
と
は
、
「
分
解
」

不
可
能
な
、
慮
外
な
表
現
衝
動
を
、
「
当
人
の
支
配
権
」
の
及
ば
な
い
遺
伝
に
よ
る

趣
味
の
範
疇
内
に
格
納
す
る
た
め
の
性
格
規
定
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
「
お
れ
」
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
何
も
せ
ぬ
」
「
妙
な
」
男
の
位
置
で
筆
を
執
っ
て
い
る
。
そ
の
位
置
の
慮
外
性
ゆ

え
に
一
定
の
滑
稽
味
と
悲
哀
感
と
が
特
徴
的
に
融
合
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　
書
く
こ
と
が
誘
発
し
た
「
小
説
」
作
り
へ
の
欲
求
に
基
く
表
現
を
、
漱
石
は
、
「
探

偵
」
に
堕
す
る
こ
と
と
も
「
学
問
」
に
腸
零
す
る
こ
と
と
も
戦
わ
な
け
れ
ぽ
自
分
に

許
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
日
露
の
大
戦
争
の
前
後
、
漱
石
が
自
分
に
課
し
た
も

う
一
つ
の
戦
争
の
所
在
を
、
作
品
「
趣
味
の
遺
伝
」
は
告
げ
て
い
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
「
趣
味
の
遺
伝
」
に
つ
い
て
の
旧
説
は
、
単
行
本
『
漢
虚
集
』
中
の
一
編
と
し
て
、

あ
る
い
は
ま
た
漱
石
の
戦
争
観
を
窺
う
一
資
料
と
し
て
、
扱
う
傾
き
が
強
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
ア
　

　
筆
者
は
旧
稿
で
、
　
「
書
き
手
の
現
在
」
に
蹟
い
て
い
る
こ
の
時
期
の
作
者
を
見
い

出
し
た
。
そ
の
関
心
の
延
長
上
で
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
作
品
と
し
て
の
固
有
性
を
考

え
て
み
よ
う
と
し
た
。

　
竹
盛
天
算
氏
は
「
余
」
を
、
「
特
別
な
性
格
」
「
特
殊
装
置
」
「
特
権
的
な
異
能
性
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

「
異
能
性
・
特
殊
性
」
「
い
わ
ぽ
「
調
語
」
的
存
在
」
と
呼
び
わ
け
る
。
赤
井
恵
子

氏
は
「
一
人
称
の
叙
述
（
語
り
）
で
あ
る
以
上
、
全
て
を
疑
り
始
め
る
と
不
可
知
論

に
陥
り
、
読
み
が
進
め
ら
れ
な
い
。
強
調
し
た
い
の
は
、
「
余
」
の
言
う
こ
と
に
疑

い
を
か
け
る
余
地
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
何
か
苦
渋
に
満
ち
た
二
重
性
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ソ

う
な
も
の
が
、
常
に
そ
こ
に
は
っ
き
ま
と
う
」
と
言
う
。

　
本
稿
は
、
〈
慮
外
性
〉
な
る
い
さ
さ
か
面
妖
な
語
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
歩

を
進
め
、
「
余
」
と
、
「
余
」
の
上
に
影
を
落
と
し
て
い
る
作
者
の
蹟
き
に
つ
い
て
、

い
さ
さ
か
な
り
と
も
具
体
的
に
考
察
し
て
み
た
。

2
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「
趣
味
の
遺
伝
」
論



渥
　
　
見
　
　
秀
　
　
夫

〈
注
〉

（
1
）
漱
石
の
文
章
は
、
す
べ
て
新
版
『
漱
石
全
集
』
（
岩
波
書
店
）
か
ら
引
用
す
る
。

（
2
）
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
（
八
）

（
3
）
た
と
え
ば
竹
盛
天
涯
『
漱
石
　
文
学
の
端
緒
』
（
一
九
九
一
年
六
月
、
筑
摩
書
房
）
所

　
収
の
「
『
趣
味
の
遺
伝
』
」
の
副
題
は
「
「
調
語
」
の
仕
掛
け
」
で
あ
る
。

（
4
）
「
惰
性
」
に
つ
い
て
は
、
『
文
学
論
』
第
四
編
「
文
学
的
内
容
の
相
互
関
係
」
第
六
章
「
対

　
置
法
」
の
「
附
　
仮
対
法
」
の
中
に
「
吾
人
の
現
象
に
対
す
る
解
釈
は
遂
に
吾
入
が
経
験

　
よ
り
得
た
る
惰
性
に
よ
っ
て
支
配
せ
ら
る
エ
と
云
ふ
も
不
可
な
し
」
な
ど
の
論
及
が
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
漱
石
の
創
作
が
『
文
学
論
』
と
不
可
分
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
「
言
を
待

　
た
」
な
い
。
例
え
ば
、
あ
の
冒
頭
の
「
詩
想
」
に
し
て
か
ら
が
既
に
、
第
四
編
第
一
章
「
投

　
出
語
法
」
中
の
、
　
、
．
↓
ぽ
①
O
o
α
o
』
零
母
δ
島
歪
昌
犀
≦
騨
ゲ
包
o
o
鼻
、
”
で
始
ま
る
ブ
レ

　
イ
ク
の
詩
の
一
節
を
引
用
し
て
「
こ
の
詩
句
を
味
ふ
為
に
先
づ
「
戦
」
な
る
特
別
の
観
念

　
を
要
す
べ
き
も
、
こ
玉
に
用
ゆ
る
「
戦
」
の
特
性
は
殆
ど
普
遍
的
の
も
の
の
み
な
れ
ば
、

　
従
っ
て
此
投
出
語
は
其
独
立
性
、
前
諸
例
に
比
し
稽
々
大
な
り
」
と
論
じ
て
い
る
こ
と
と

　
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
主
題
は
、
む
し
ろ
そ
の
「
学
問
」
の
先
に
あ

　
る
。

（
5
）
駒
尺
喜
美
「
漱
石
に
お
け
る
厭
戦
文
学
「
趣
味
の
遺
伝
」
」
（
『
日
本
文
学
』
｝
九
七
二

　
年
六
月
）
に
は
「
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
モ
チ
ー
フ
な
い
し
テ
ー
マ
は
、
二
つ
に
分
裂
し
て

　
い
る
と
思
う
」
と
の
指
摘
が
あ
り
、
江
藤
淳
『
漱
石
と
そ
の
時
代
第
三
部
』
（
平
成
五
年

　
十
月
、
新
潮
社
）
に
は
「
漱
石
は
、
咄
賊
の
「
ワ
ー
」
と
寂
光
院
の
「
父
母
未
生
以
前
」

　
の
沈
黙
と
が
対
偶
を
成
し
て
い
る
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
結
局
『
一
夜
』
や
『
莚
露
行
』

　
で
歌
っ
た
歌
を
繰
返
そ
う
と
し
て
い
た
」
、
「
確
か
に
『
莚
露
行
』
で
は
筋
を
立
て
た
。
だ

　
が
そ
の
筋
立
て
が
、
誰
に
で
も
「
分
か
る
」
も
の
で
あ
っ
て
は
作
者
が
困
る
。
読
者
は
『
一

　
夜
』
の
場
合
と
同
様
に
、
ひ
た
す
ら
「
美
し
い
く
う
つ
鼠
の
や
う
な
夢
」
を
追
っ
て
い

　
れ
ば
よ
い
。
何
故
な
ら
漱
石
は
、
依
然
と
し
て
「
分
ら
な
い
」
こ
と
を
、
明
示
す
る
よ
り

　
は
む
し
ろ
隠
蔽
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
6
）
漱
石
夏
目
金
之
助
は
、
明
治
二
十
五
年
、
徴
兵
忌
避
目
的
で
北
海
道
に
送
籍
し
て
い
た
。

（
7
）
拙
稿
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
論
　
　
閉
じ
な
い
円
環
一
」
（
『
愛
媛
国
文
と
教
育
』
第
二
十
九

　
号
、
平
成
八
年
十
二
月
）

（
8
）
三
十
九
年
三
月
二
十
三
日
・
虚
子
宛
書
簡
に
「
拝
啓
新
作
小
説
存
外
長
い
も
の
に
な
り
、

　
事
件
が
段
々
発
展
只
今
百
〇
九
枚
の
所
で
す
。
も
う
山
を
二
つ
三
つ
か
け
ば
千
秋
楽
に
な

　
り
ま
す
。
趣
味
の
遺
伝
で
時
間
が
な
く
て
急
ぎ
す
ぎ
た
か
ら
今
度
は
ゆ
る
く
や
る
積
で

　
す
。
（
略
）
」
と
あ
る
。
「
ゆ
る
く
や
」
つ
た
と
こ
ろ
で
、
「
書
き
手
の
現
在
」
は
展
開
さ

　
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

（
9
）
「
漱
石
と
戦
争
・
序
説
」
（
『
熊
本
学
園
大
学
　
文
学
・
言
語
学
論
集
』
　
一
九
九
七
年

　
六
月
）

（
一

繼
續
ｪ
年
五
月
八
日
受
理
）

2
2


