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論
⽂
概
要
書 

 
島
崎
藤
村
研
究 

 
 
 ―

―
⼀
九
⼆
〇
年
代
を
中
⼼
に―

―
 

 

栗
原
 

悠 

序
章 

 

﹁
序
章
﹂で
は
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
島
崎
藤
村
研
究
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
︑本
論
の
問
題
設
定
を
⾏
L
た
︒

島
崎
藤
村
は
戦
後
の
⽇
本
近
代
⽂
学
と
い
う
研
究
領
域
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
︒
そ
こ
で

は
﹁
春
﹂
な
ど
藤
村
⾃
⾝
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
さ
れ
る
⼩
説
を
中
⼼
に
議
論
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
︑
作
家

の
個
v﹁
私
﹂の
問
題
を
重
視
す
る
⽅
法
論
が
下
⽕
に
な
る
と
と
も
に
対
象
と
し
て
の
存
在
感
は
失
わ
れ
て

い
L
た
︒
⼀
九
九
〇
年
代
以
降
︑
こ
う
し
た
研
究
史
⾃
体
を
相
対
化
し
つ
つ
﹁
夜
明
け
前
﹂
を
中
⼼
と
す
る

⼀
九
三
〇
年
代
以
降
の
動
向
と
ナ
シ
�
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
注
⽬
し
た
議
論
が
多
く
積
み
重
ね
ら
れ
て
き

た
が
︑本
論
で
は
か
よ
う
な
研
究
状
況
を
踏
ま
え
︑そ
の
な
か
で
注
⽬
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
L
た
⼀
九
⼆

〇
年
代
を
分
析
の
対
象
と
す
る
︒
当
時
の
藤
村
は
⼩
説
の
み
な
ら
ず
感
想
⽂
︑
旅
⾏
記
︑
詩
集
と
い
L
た
諸

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
﹁
私
﹂
を
前
景
化
さ
せ
て
い
た
︒
そ
の
⼀
⽅
︑
同
時
代
に
⽬
を
向
け
れ
ば
︿
社
会
﹀

の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
⾔
論
の
対
象
と
な
L
て
お
り
︑藤
村
⾃
⾝
も
ま
た
強
い
関
⼼
を
持
L
て
い
た
︒本
論

で
は
そ
の
よ
う
な
藤
村
の
テ
ク
ス
ト
と
︿
社
会
﹀
が
い
か
に
関
わ
L
た
の
か
を
検
討
し
︑
そ
の
動
態
的
な
把

握
を
⽬
指
し
た
︒ 

 

 
＊
＊
＊ 

 

第
⼀
部 

模
範
と
し
て
の
⽇
本
詩
⼈
・
松
尾
芭
蕉
の
再
評
価 

 

﹁
第
⼀
部 

模
範
と
し
て
の
⽇
本
詩
⼈
・
松
尾
芭
蕉
の
再
評
価
﹂
で
は
︑
こ
れ
ま
で
も
繰
り
返
し
議
論
さ
れ

て
き
た
藤
村-

芭
蕉
の
関
係
に
つ
い
て
︑
⼀
九
⼆
〇
年
前
後
か
ら
の
藤
村
⾃
⾝
の
感
想
⽂
な
ど
に
お
け
る
芭

蕉
評
価
の
変
節
に
注
⽬
し
︑そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
背
景
に
よ
L
て
も
た
ら
さ
れ
︑ま
た
そ
の
後
の
創
作
に
対

し
て
い
か
な
る
意
味
を
持
L
た
の
か
と
い
う
問
題
を
探
L
た
︒ 

ま
ず
﹁
第
⼀
章 

藤
村
に
お
け
る
⼦
供
の
モ
チ
/
フ ―

―

津
⽥
左
右
吉
の
松
尾
芭
蕉
・
⼩
林
⼀
茶
評

価
と
の
⽐
較
を
視
座
と
し
て―

―

﹂
で
は
︑
⼦
供
と
の
友
好
的
な
関
係
の
重
視
や
そ
れ
と
関
連
す
る
ユ
ì

モ
ア
と
い
L
た
論
理
の
相
同
性
︑
あ
る
い
は
藤
村
⾃
⾝
の
蔵
書
に
お
け
る
津
⽥
左
右
吉
の
著
作
へ
の
関
⼼

の
あ
り
よ
う
と
い
L
た
点
か
ら
当
時
の
藤
村
が
⼀
連
の
﹃
⽂
学
に
現
は
れ
た
る
我
が
国
⺠
思
想
の
研
究
﹄

︵
⼀
九
⼀
六-

⼀
九
⼆
⼀
︶
の
問
題
設
定
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
そ
の
芭
蕉
観
を
構
築
し
た
の
で
は
な
い
か
と

論
じ
た
︒
本
章
は
従
来
ほ
と
ん
ど
⾔
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
L
た
藤
村-

津
⽥
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
︑
⻑
ら
く
個
⼈
的
な
問
題
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
て
き
た
藤
村
の
芭
蕉
評
価
に
︿
公
共
性
﹀
v
国

⺠
国
家
論
的
な
⽂
脈
が
潜
在
し
て
い
た
点
︑
加
え
て
そ
れ
に
よ
L
て
こ
の
後
に
浮
上
し
て
く
る
⼦
供
と
い
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う
創
作
上
の
モ
チ
ì
フ
が
藤
村
の
実
⽣
活
上
の
課
題
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
意
識
的
に
選
択
さ
れ
た
も
の

で
あ
L
た
点
を
指
摘
し
得
た
︒ 

⼀
⽅
︑﹁
第
⼆
章 

⼀
九
⼆
〇
年
代
に
お
け
る
松
尾
芭
蕉
受
容 ―

―

太
⽥
⽔
穂
主
宰
﹃
潮
⾳
﹄
と
の
交
渉
か

ら―
―

﹂
で
は
短
歌
雑
誌
・﹃
潮
⾳
﹄
に
お
け
る
主
宰
者
・
太
⽥
⽔
穂
の
芭
蕉
論
と
彼
が
阿
部
次
郎
や
和
辻

哲
郎
ら
を
招
き
︑誌
⾯
上
で
座
談
会
と
し
て
連
載
さ
れ
て
い
た
芭
蕉
研
究
会
の
存
在
に
注
⽬
し
た
︒藤
村
と

⽔
穂
が
⼩
諸
義
塾
以
来
の
旧
知
の
仲
で
あ
L
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
が
︑
本
章
で
は

近
年
に
更
新
・
再
整
備
さ
れ
て
き
た
書
誌
情
報
に
基
づ
き
︑﹃
潮
⾳
﹄
に
発
表
さ
れ
た
藤
村
の
感
想
⽂
の
ほ

と
ん
ど
が
芭
蕉
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
︑
か
つ
そ
の
内
容
が
同
誌
に
発
表
さ
れ
て
い
た
⽔
穂
の
⽅
法
論

的
な
理
解
を
参
照
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
︒ま
た
︑こ
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
よ
L
て
⽔

穂
⾃
⾝
の
論
理
が
⽴
脚
し
て
い
た
⼈
格
主
義
な
ど
の
同
時
代
の
思
想
・
哲
学
の
議
論
と
藤
村
の
接
点
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
た
︒ 

以
上
の
⼆
章
で
は
⼀
九
⼆
〇
年
前
後
に
あ
L
た
藤
村
の
芭
蕉
論
の
変
節
を
そ
れ
ぞ
れ
モ
チ
ì
フ
の
⾯
と

⽅
法
論
の
⾯
か
ら
検
討
し
︑今
ま
で
芭
蕉
と
の
関
係
で
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
L
た
︑藤
村
の﹁
私
﹂

の
問
題
と
は
別
の
論
点
を
⽰
し
た
︒
ま
た
︑
こ
れ
に
よ
L
て
藤
村-

芭
蕉
の
関
係
を
そ
の
後
の
創
作
上
の
諸

論
点
へ
と
連
接
さ
れ
う
る
問
題
意
識
の
萌
芽
と
し
て
定
位
し
直
し
た
︒ 

 第
⼆
部 

⼩
説
テ
ク
ス
ト
と
社
会
思
想
の
交
差 

 

﹁
第
⼆
部 

⼩
説
テ
ク
ス
ト
と
社
会
思
想
の
交
差
﹂
で
は
︑
⼀
九
⼆
〇
年
か
ら
⼀
九
⼆
七
年
の
間
に
発
表

さ
れ
た﹁
涙
﹂︑﹁
あ
る
⼥
の
⽣
涯
﹂︑﹁
三
⼈
﹂︑﹁
嵐
﹂︑﹁
分
配
﹂の
五
つ
の
⼩
説
テ
ク
ス
ト
を
対
象
に
と
り
︑

こ
の
間
の
︿
社
会
﹀
に
お
け
る
問
題
が
ど
の
よ
う
な
形
で
そ
れ
ら
の
な
か
に
描
出
さ
れ
た
の
か
を
論
証
し

た
︒ ま

ず
﹁
第
三
章 

﹁
涙
﹂
と
そ
の
問
題
系 ―

―

掲
載
誌
﹃
解
放
﹄
の
論
調
と
の
交
差―

―

﹂
で
は
︑
藤
村

⾃
⾝
が
⽣
前
の
⾃
選
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ì
か
ら
除
き
続
け
て
き
た
が
ゆ
え
に
従
来
ほ
と
ん
ど
⾔
及
さ
れ
る
こ
と

の
な
か
L
た
﹁
涙
﹂︵
⼀
九
⼆
〇
︶
に
つ
い
て
掲
載
誌
の
﹃
解
放
﹄
の
当
時
の
論
調
を
補
助
線
に
論
じ

た
︒
⽇
本
に
マ
ル
ク
ス-

エ
ン
ゲ
ル
ス
を
本
格
的
に
紹
介
す
る
さ
き
が
け
と
な
L
た
同
誌
で
は
当
時
⼭
川
菊

栄
ら
に
よ
L
て
私
有
財
産
と
⼀
夫
⼀
妻
制
が
結
託
す
る
こ
と
に
よ
る
⼥
性
の
権
利
問
題
が
盛
ん
に
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
た
が
︑
本
章
で
は
テ
ク
ス
ト
の
分
析
を
通
じ
て
﹁
涙
﹂
が
か
よ
う
な
議
論
を
物
語
の
な
か
に

構
造
的
に
取
り
込
ん
で
い
た
と
し
︑
藤
村
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
の
接
点
と
そ
れ
に
伴
う
近
代
国
家
へ
の
相

対
化
v
︿
社
会
﹀
へ
の
意
識
と
い
う
論
点
を
提
⽰
し
た
︒
⼀
九
⼆
〇
年
代
の
最
初
に
そ
う
し
た
⼩
説
テ
ク

ス
ト
が
書
か
れ
て
い
た
事
実
を
改
め
て
掘
り
起
こ
す
こ
と
に
よ
L
て
そ
の
後
の
創
作
に
お
け
る
問
題
設
定

に
相
続
さ
れ
て
い
く
理
路
を
⽰
し
た
︒ 

次
に
﹁
第
四
章 

﹁
あ
る
⼥
の
⽣
涯
﹂
に
お
け
る
信
仰 ―

―

森
⽥
正
⾺
の
︿
患
者
﹀
認
識
と
の
⽐
較
を
中
⼼

に―
―

﹂
で
は
︑
ま
ず
そ
の
語
り
と
物
語
の
舞
台
と
な
L
た
病
院
の
院
⻑
・
森
⽥
正
⾺
の
︿
患
者
﹀
⾔
説
の

論
理
的
な
相
同
性
を
確
認
し
︑そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
批
判
的
に
捉
え
返
さ
れ
る
過
程
を
論
じ
た
︒ま

た
︑こ
れ
と
並
⾏
し
て
森
⽥
の
天
理
教
や
⼤
本
な
ど
同
時
代
の
新
興
宗
教
に
対
す
る
議
論
を
念
頭
に﹁
御
霊

さ
ま
﹂
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
︑
の
ち
に
顕
在
化
す
る
平
⽥
国
学
へ
の
視
点
を
⾒
出
し
た
︒
こ
の
問
題
の
分
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析
に
よ
L
て
前
近
代
的
な
宗
教-

信
仰
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
の
近
代
的
な
合
理
主
義
の
﹁
合
理
性
﹂
が

天
皇
制
国
家
の
論
理
に
⽀
え
ら
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
成
⽴
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
テ
ク
ス
ト
の
批
判
的

な
姿
勢
を
指
摘
し
得
た
︒﹁
あ
る
⼥
の
⽣
涯
﹂︵
⼀
九
⼆
⼀
︶
は
︑﹁
夜
明
け
前
﹂
の
問
題
意
識
を
既
に
含
ん

で
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
︑
本
章
で
は
そ
れ
を
具
体
的
な
読
解
に
よ
L
て
明
ら
か
に
し
つ
つ
︑﹁
夜
明

け
前
﹂
に
描
か
れ
た
時
代
で
は
な
く
︑
そ
こ
か
ら
相
続
さ
れ
て
き
た
当
時
の
現
代
的
な
問
題
と
し
て
の
﹁
合

理
性
﹂
に
対
す
る
懐
疑
に
つ
い
て
論
じ
た
︒ 

続
く
﹁
第
五
章 

﹁
三
⼈
﹂
に
⾒
る
知
識
階
級
の
⼥
性
へ
の
視
座 ―

―

学
都
・
松
本
と
⼥
⼦
教
育―

―

﹂
で

は
︑の
ち
に
藤
村
と
結
婚
す
る
加
藤
静
⼦
が
モ
デ
ル
の
⼀
⼈
と
し
て
登
場
す
る
⼩
説﹁
三
⼈
﹂︵
⼀
九
⼆
四
︶

を
取
り
上
げ
︑
従
来
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
読
み
に
お
い
て
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
残
る
⼆
⼈
の
松
本
の
⼥
性

教
員
と
い
う
境
に
着
⽬
し
︑
そ
こ
か
ら
同
時
代
の
教
育
観
の
対
⽴
問
題
へ
と
議
論
を
展
開
し
た
︒
⽂
部
官

僚
・
澤
柳
政
太
郎
の
影
響
の
も
と
︑
早
く
か
ら
教
育
に
⼒
を
⼊
れ
て
き
た
都
市
・
松
本
で
は
⼀
九
⼀
〇
年
代

か
ら
⼀
九
⼆
〇
年
代
半
ば
ま
で
⽣
徒
の
個
性
を
重
ん
じ
る
⾃
由
教
育
が
盛
ん
に
⾏
わ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑

こ
の
⾵
潮
に
共
産
主
義
・
社
会
主
義
的
な
問
題
を
看
取
し
た
国
と
県
は
︑川
井
訓
導
事
件
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
国
家
道
徳
v
修
⾝
教
育
の
強
化
に
よ
L
て
そ
れ
ら
を
駆
逐
し
て
い
L
た
︒
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
⼥
性

教
員
を
辞
め
よ
う
と
し
て
い
る
⼆
⼈
の
存
在
を
そ
う
し
た
趨
勢
の
な
か
に
布
置
し
︑
中
央-

東
京
の
男
性
中

⼼
の
⽂
壇
か
ら
は
不
可
視
化
さ
れ
て
い
た
地
⽅-

⼥
性
知
識
階
級
の
問
題
を
描
出
し
て
い
た
⼩
説
と
し
て

﹁
三
⼈
﹂
を
価
値
付
け
た
︒ 

次
い
で
﹁
第
六
章 

﹁
嵐
﹂
に
お
け
る
︿
ユ
ì
モ
ア
﹀
の
志
向
と
そ
の
帰
趨 ―

―

松
尾
芭
蕉
評
価
と
の
⽐

較
を
視
座
と
し
て―

―

﹂
で
は
︑
ほ
か
と
同
様
︑
⾃
⾝
の
⾝
辺
に
取
材
し
な
が
ら
藤
村
に
は
珍
し
く
﹁
私
﹂

を
焦
点
⼈
物
と
す
る
﹁
嵐
﹂︵
⼀
九
⼆
六
︶
を
取
り
上
げ
た
︒
こ
の
⼩
説
テ
ク
ス
ト
は
東
洋-

⽇
本
の
伝
統
的

な
芸
術
の
流
れ
を
汲
む
﹁
⼼
境
⼩
説
﹂
と
し
て
評
価
さ
れ
な
が
ら
︑
そ
れ
に
対
置
さ
れ
た
﹁
本
格
⼩
説
﹂
と

し
て
も
好
意
的
に
読
ま
れ
た
︒
こ
の
⼀
⾒
⽭
盾
し
た
評
価
に
つ
い
て
︑
本
章
は
﹁
私
⼩
説
﹂-
﹁
⼼
境
⼩
説
﹂

の
伝
統
の
象
徴
と
し
て
芭
蕉
が
た
び
た
び
⾔
及
さ
れ
て
い
た
点
に
注
意
し
︑
第
⼀
部
で
検
討
し
て
き
た
感

想
⽂
の
問
題
を
参
照
し
つ
つ
︑﹁
嵐
﹂
に
お
い
て
は
伝
統
の
評
価
を
脱
構
築
的
に
更
新
す
る
︿
ユ
ì
モ
ア
﹀

の
体
現
者
v
芭
蕉
が
﹁
私
﹂
の
造
型
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
論
理
を
指
摘
し
た
︒
ま
た
︑
そ
れ
が
東
⻄

⽂
明
論
的
な
評
価
軸
に
対
し
て
﹁
普
遍
性
﹂
を
ア
ピ
ì
ル
し
得
た
と
把
握
し
た
が
︑
そ
の
﹁
普
遍
性
﹂
か
ら

は
東
洋
と
い
う
枠
組
が
⽋
落
し
て
お
り
︑
そ
こ
に
ナ
シ
�
ナ
リ
ズ
ム
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
危
う
い

結
合
を
看
取
し
た
︒ 

最
後
に
﹁
第
七
章 

﹁
分
配
﹂
に
お
け
る
経
世
済
⺠
の
思
想 ―

―

早
川
三
代
治
と
ヴ
i
ル
フ
レ
ド
・
パ
レ

ì
ト
の
経
済
学
を
視
座
と
し
て―

―

﹂
で
は
︑
こ
れ
ま
た
﹁
私
﹂
を
焦
点
⼈
物
と
し
て
﹁
嵐
﹂
の
続
篇
的
な

位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
た
﹁
分
配
﹂︵
⼀
九
⼆
七
︶
を
取
り
上
げ
る
︒
円
本
ブ
ì
ム
の
印
税
を
公
平
に
分
配

す
る
顛
末
を
描
い
た
だ
け
と
切
L
て
捨
て
ら
れ
た
﹁
分
配
﹂
だ
が
︑
第
七
章
で
は
ま
ず
物
語
に
お
け
る
同
時

代
の
経
済
状
況
の
描
写
に
注
⽬
し
た
︒そ
こ
か
ら
藤
村
が
⼩
説
執
筆
の
直
前
に
出
会
L
た
経
済
学
者
・
早
川

三
代
治
と
彼
が
最
も
影
響
を
受
け
た
ヴ
i
ル
フ
レ
ド
・
パ
レ
ì
ト
の
理
論
を
補
助
線
と
し
︑そ
れ
ら
を
念
頭

に
﹁
私
﹂
の
均
等
分
配
と
い
う
意
思
決
定
が
な
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
︒
そ
れ
に
よ
L
て
﹁
分
配
﹂
に

お
け
る
資
源
分
配
の
⽅
針
を
結
果
の
平
等
で
は
な
く
︑
⾃
由
競
争
が
⼗
全
に
⾏
わ
れ
う
る
ス
タ
ì
ト
の
平

等
の
担
保
を
意
図
す
る
も
の
だ
L
た
と
結
論
付
け
た
︒
さ
ら
に
藤
村
⾃
⾝
の
︿
社
会
﹀
の
不
平
等
・
不
均
衡
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を
問
題
視
し
つ
つ
︑
同
時
に
資
本
主
義
社
会
を
全
⾯
的
に
は
否
定
し
な
い
視
座
を
剔
抉
し
︑
共
産
主
義
・
社

会
主
義
的
な
問
題
意
識
に
理
解
を
⽰
す
⼀
⽅
で
そ
れ
ら
と
は
別
様
な
解
決
策
を
模
索
す
る
新
た
な
姿
勢
を

⾒
出
し
た
︒ 

以
上
の
五
章
で
は
︑
時
代
と
共
に
揺
れ
動
く
藤
村
の
︿
社
会
﹀
へ
の
関
⼼
の
あ
り
よ
う
を
そ
れ
ぞ
れ
の
⼩

説
テ
ク
ス
ト
の
構
造
や
語
り
の
問
題
か
ら
読
み
解
い
て
き
た
︒そ
こ
で
は
共
産
主
義
・
社
会
主
義
的
な
問
題

設
定
に
共
鳴
し
︑時
に
現
⾏
の
天
皇
制
へ
の
批
判
も
覗
か
せ
な
が
ら
︑⼀
⽅
で
⽇
本
と
い
う
国
家
に
は
強
い

帰
属
意
識
を
持
ち
︑
あ
り
う
べ
き
⾃
由
市
場
で
の
公
正
な
競
争
を
肯
定
し
て
い
く
理
路
を
看
て
取
る
こ
と

が
出
来
た
︒ 

 第
三
部 

転
回
と
し
て
の
紀
⾏
︑
詩
集 

 

か
よ
う
な
転
回
を
以
て
⼀
九
⼆
〇
年
代
の
藤
村
に
お
け
る
断
続
的
な
短
・
中
篇
⼩
説
の
試
⾏
は
幕
切
れ

と
な
り
︑
こ
の
後
は
﹁
夜
明
け
前
﹂
の
準
備
に
取
り
組
ん
で
い
く
︒﹁
第
三
部 

転
回
と
し
て
の
紀
⾏
︑詩
集
﹂

で
は
︑こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
発
表
さ
れ
た
別
の
ジ
�
ン
ル
の
⼆
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
焦
点
を
当
て
︑そ
れ
ら
が

従
前
の
テ
ク
ス
ト
を
い
か
に
定
位
し
た
の
か
を
分
析
し
た
︒ 

﹁
第
⼋
章 

﹁
⼭
陰
⼟
産
﹂
に
お
け
る
︿
素
⼈
﹀
の
企
図 ―

―
⽅
法
と
し
て
の
旅
⾏
記―

―

﹂
で
は
︑
⼭
陰

地
⽅
横
断
に
取
材
し
た
旅
⾏
記
﹁
⼭
陰
⼟
産
﹂︵
⼀
九
⼆
七
︶
を
取
り
上
げ
︑
そ
れ
が
⼤
阪
朝
⽇
新
聞
社
の

﹁
名
家
の
旅
﹂
と
い
う
企
画
の
趣
旨
と
は
裏
腹
に
︑
敢
え
て
︿
素
⼈
﹀
性
を
強
調
し
た
叙
述
が
な
さ
れ
て
い

る
点
に
着
⽬
し
た
︒次
い
で
こ
の
選
択
に
よ
L
て
⼟
地
に
対
す
る
無
知
を
装
い
つ
つ
︑そ
れ
と
連
動
す
る
よ

う
に
新
た
な
作
家
主
体
と
し
て
の﹁
私
﹂が
パ
フ
²
ì
マ
テ
i
ヴ
に
⽴
ち
上
げ
ら
れ
て
い
く
動
態
を
指
摘
し

た
︒
ま
た
︑
⼭
陰
と
い
う
地
⽅
へ
の
訪
問
が
第
⼀
章
や
第
四
章
な
ど
で
ふ
れ
た
出
雲-
⼤
国
主
信
仰
と
い
う

モ
チ
ì
フ
へ
の
⾔
及
を
正
当
化
さ
せ
︑
そ
の
評
価
の
あ
り
よ
う
に
は
こ
こ
ま
で
⾒
出
し
て
き
た
天
皇
制
の

も
と
で
の
近
代
国
家
・
⽇
本
へ
の
批
判
的
な
視
線
が
内
包
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
併
せ
て
論
じ
た
︒ 

最
後
の
﹁
第
九
章 

岩
波
⽂
庫
﹃
藤
村
詩
抄
﹄
に
お
け
る
編
集
の
意
味 ―

―

詩
⼈
と
し
て
の
⾃
⼰
イ
メ
ì

ジ
形
成―

―

﹂
で
は
︑
藤
村
が
か
つ
て
発
表
し
た
詩
集
を
⾃
ら
の
⼿
で
編
み
直
し
た
岩
波
⽂
庫
第
⼀
弾
︵
⼀

九
⼆
七
年
七
⽉
︶
の
企
画
﹃
藤
村
詩
抄
﹄
に
注
⽬
し
た
︒
こ
こ
で
は
ま
ず
訂
正
増
補
四
九
版
﹃
藤
村
詩
集
﹄

や
﹃
早
春
﹄
と
い
L
た
前
後
の
版
と
の
⽐
較
か
ら
旧
詩
の
複
雑
な
解
体
・
結
合
あ
る
い
は
配
置
転
換
に
よ
L

て
構
成
さ
れ
た
﹃
藤
村
詩
抄
﹄
の
特
性
を
整
理
し
た
︒
さ
ら
に
そ
の
⽅
針
を
各
詩
の
従
来
の
解
釈
や
前
⼋
章

に
⾒
出
さ
れ
た
諸
論
点
と
の
関
係
を
掛
け
合
わ
せ
つ
つ
検
討
し
︑
そ
こ
か
ら
詩
⼈
の
主
体
が
再
⽣
さ
れ
て

い
く
物
語
が
中
核
に
据
え
ら
れ
て
い
る
点
︑﹁
お
く
の
ほ
そ
道
﹂
の
旅
程
の
強
調
や
北
村
透
⾕
と
の
対
⽐
な

ど
の
モ
チ
ì
フ
が
従
前
の
版
よ
り
も
は
L
き
り
と
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
︒ま
た
︑最
後
に
そ

う
し
た
詩
集
の
特
性
を
再
び
同
時
代
の
⽂
脈
に
置
き
︑﹃
藤
村
詩
抄
﹄
が
そ
の
刊
⾏
と
ほ
ぼ
同
じ
タ
イ
ミ
ン

グ
に
連
載
が
始
め
ら
れ
た﹁
⼭
陰
⼟
産
﹂な
ど
と
⼀
体
の
企
図
に
よ
L
て
編
ま
れ
た
詩
集
で
あ
L
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
︒ 

以
上
の
⼆
章
で
は
こ
れ
ま
で
の
テ
ク
ス
ト
の
実
践
を
参
照
し
な
が
ら
︑
作
家
主
体
を
書
き
換
え
て
い
こ

う
と
す
る
企
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
た
︒ 
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＊
＊
＊ 

 
﹁
終
章
﹂
で
は
︑
以
上
の
三
部
九
章
に
よ
L
て
藤
村
に
お
け
る
﹁
公
﹂-

﹁
私
﹂
の
問
題
︑
複
合
的
な
ジ
�

ン
ル
の
問
題
を
⼀
体
的
に
論
じ
︑
⼀
九
⼆
〇
年
代
の
営
為
を
具
体
的
に
捕
捉
し
得
た
点
を
成
果
と
し
つ
つ
︑

こ
こ
で
⾒
出
さ
れ
た
論
点
が
い
か
な
る
形
で﹁
夜
明
け
前
﹂に
取
り
込
ま
れ
て
い
L
た
の
か
を
検
討
す
る
こ

と
が
次
な
る
課
題
で
あ
る
と
し
た
︒ 

 


