
書

評

d 

j

、

高

岡

熊

堆

手

上
原
轍
三
郎
事

と
ち
こ
め
ら
れ
て
捌
は
を
奥
へ
ら
れ
な
か
っ
た
と
と
に
注
目
す
べ
き
こ
と

を
強
調
し
た
。
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
農
村
人
口
の
需
度
が
高
く
て
は
、
農

村
機
構
を
如
何
に
改
草
し
て
見
て
も
、
生
活
程
度
を
向
上
せ
し
め
る
こ
と

は
魔
束
な
い
。
支
那
の
都
曾
の
工
業
が
農
村
人
口
を
吸
牧
ず
る
程
に
設
蓬

す
る
こ
と
は
念
速
に
は
望
み
難
い
。
叉
、
カ
ナ
ダ
や
濠
洲
の
如
き
大
平
洋

沿
岸
の
人
口
稀
薄
に
し
て
大
面
積
を
有
す
る
園
々
が
支
那
移
民
を
許
さ
な

『
北
支
移
民
の
研
究
』

¥
日
本
事
術
振
興
舎
第
二
及
第
十
四
特

戸
別
委
員
合
報
昔
、
東
亜
経
済
研
究

(E)

阿

部

ノ源
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北
支
か
ら
の
満
洲
移
民
の
問
題
は
、
色
々
の
観
識
か
ら
考
察
す
る
こ
と

の
出
来
る
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
が
、
現
下
の
東
亜
共
楽
園
建
設
と
い
ふ

閤
描
か
ら
す
れ
ば
、
少
く
と
も
弐
の
二
軸
が
最
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る

問
題
で
あ
ら
う
由
印
ち
そ
の
一
つ
は
北
支
農
村
の
渇
剰
人
口
の
一
捌
口
と
し

て
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
満
洲
の
物
的
資
源
開
設
の
た
め
の
人
的
資
源
と

し
て
で
あ
る
。
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
私
は
幾
つ
か
の
論
文
に
於
て

支
那
農
業
の
基
本
的
難
闘
は
農
村
の
人
口
過
剰
に
在
る
こ
と
を
論
じ
、
支

那
農
村
の
惜
級
構
成
を
分
析
す
る
前
に
、
巨
大
な
支
那
の
人
口
が
農
村
に

ぃ
。
そ
し
て
支
那
農
民
を
放
ふ
遣
は
産
児
制
限
よ
り
外
に
な
い
と
い
ふ
結

論
を
出
七
て
ゐ
る
有
様
で
あ
る
。
全
く
支
那
農
民
の
生
〈
ぺ
き
遁
は
前
途

暗
港
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
晴
潜
た
る
前
途
に
一
撲
の
光
明
を
輿
へ

た
の
が
満
洲
へ
の
移
民
と
商
芳
諸
地
域
へ
の
移
民
即
ち
華
僑
で
あ
る
。
然

も
南
方
へ
の
移
民
の
数
よ
り
も
満
洲
へ
の
移
民
の
数
の
方
が
逼
に
多
一
数
な

の
で
あ
る
。
日
本
の
浦
洲
開
設
は
、
北
支
農
村
の
過
剰
人
口
に
折
口
を
奥

へ
た
も
の
で
あ
っ
て
東
亜
共
楽
閏
建
設
に
重
大
な
役
割
を
演
じ
つ
つ
あ
っ

た
謂
で
あ
る
。
北
支
農
村
の
中
で
も
特
に
人
口
密
度
の
高
い
山
束
、
河
北

の
農
村
が
満
洲
へ
の
出
稼
に
よ
っ
て
ど
れ
だ
け
助
か
っ
て
ゐ
た
こ
と
か
。

匪
賊
化
す
る
よ
り
外
に
生
き
る
道
の
な
い
乏
等
の
農
民
に
生
業
に
よ
っ
て

書U

J

e

奇

〆

評
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生
き
る
ぺ
き
遣
を
奥
ヴ
北
支
の
一
治
安
維
持
に
大
な
る
貢
献
を
な
し
て
ゐ

た
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

j

第
二
の
問
題
は
人
的
資
源
と
し
て
の
満
洲
移
民
で
あ
る
が
‘
支
那
農
村

の
過
剰
人
口
は
観
方
テ
盤
へ
れ
ば
‘

E
大
な
る
人
的
資
源
に
悪
ま
れ
て
ゐ

るト」
i
と
に
な
る
。
物
色
人
も
過
剰
と
考
へ
ら
れ
た
不
況
時
代
か
ら
一
輯
し

て
、
物
も
人
も
不
足
を
告
げ
る
に
到
り
た
臨
臨
時
粧
済
に
ス
っ
て
か
ら
は
、

支
那
農
村
人
口
は
E
大
な
る
人
的
資
源
の
貯
水
池
の
役
割
を
演
ず
る
事
に

な
っ
た
。
東
亜
共
祭
圏
建
設
に
嘗
っ
て
資
源
問
題
が
最
も
多
〈
論
ぜ
ら
れ

た
が
‘
そ
の
多
く
は
物
的
資
源
論
で
あ
っ
た
。
埋
蔵
量
が
幾
ら
あ
る
と
か

年
生
産
量
が
幾
ら
で
あ
っ
た
と
か
い
ふ
商
品
田
目
的
数
字
の
羅
列
が
多
か
っ

た
。
併
し
、
翠
な
る
物
的
資
源
は
眠
れ
る
資
顕
で
あ
っ
て
飴
h
ノ
意
味
が
な

い
。
之
を
開
設
し
運
搬
し
製
治
し
て
初
め
て
活
ま
て
来
る
謹
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
限
れ
る
資
源
を
活
か
す
第
一
歩
は
苦
力
の
肉
間
力
で
あ
る
。
と
の

最
も
原
始
的
な
基
本
的
な
肉
健
力
こ
そ
は
、
東
盟
諸
地
域
に
眠
れ
る
資
源

の
開
設
に
と
っ
て
最
も
根
本
的
な
問
題
で
る
る
。
こ
れ
な
く
し
て
は
如
何

に
E
大
な
る
物
的
資
源
も
活
用
し
得
な
い
。
低
い
生
活
程
度
を
意
に
介
せ

ず
‘
困
苦
歓
乏
に
卒
気
で
堪
へ
る
支
那
農
民
こ
そ
は
、
東
亜
開
設
の
た
め

の
豆
大
な
人
的
資
源
で
あ
る
。
満
洲
の
畿
道
、
遺
路
、

F
山
、
護
電
所
、

製
錬
所
、
工
場
、
農
場
等
々
聴
て
苦
力
の
肉
綾
力
h
f
一
慕
底
と
し
て
建
設
さ

‘ 

れ
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
技
術
と
資
本
に
北
支
農
民
の
肉
睦
力
が
結
び

つ
い
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
の
建
設
形
式
は
‘
北
支
に
も
中
支

に
も
南
支
に
も
南
方
諸
地
域
に
も
漸
次
に
康
ま
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

滅
洲
へ
の
移
民
問
題
は
車
な
る
経
済
問
題
で
は
な
く
、
共
他
に
人
種
民

族
の
問
題
、
衛
生
、
風
教
等
の
問
題
が
多
々
潜
ん
で
ゐ
る
が
、
い
ま
単
に

経
済
問
題
に
局
限
L
て
観
察
し
て
も
以
上
の
如
き
重
大
な
意
義
が
存
し
て

ゐ
る
c

こ
の
根
深
い
問
題

h
謝
し
て
日
本
態
術
振
興
舎
は
研
究
の
メ
ス
を

ス
れ
‘
東
亜
臨
済
研
究
第
二
編
北
支
移
民
の
府
究
と
し
て
護
表
さ
れ
る
に

到
っ
た
こ
と
は
慶
賀
に
堪
へ
な
い
。

本
研
究
は
白
木
事
術
振
興
曾
の
第
一
一
(
醤
)
及
第
十
四
特
別
委
員
舎
の

研
究
成
果
で
あ
る
。
委
員
長
は
紳
戸
豆
雄
博
士
で
あ
り
.
本
研
究
ゃ
い
ま
と

め
ら
れ
た
の
は
高
田
、
上
原
雨
委
員
で
あ
る
。

本
研
究
は
大
別
し
て
二
編
に
分
ち
、
第
一
編
は
「
北
支
那
に
於
け
る
北

支
移
民
」
と
題
し
、
移
民
を
出
す
北
支
那
の
側
よ
り
見
た
る
研
変
で
あ
り
、

第
二
編
は
「
満
州
闘
に
於
け
る
北
支
移
民
」
と
題
し
‘
移
民
を
ス
れ
る
瀦

洲
闘
の
側
よ
り
見
た
る
研
究
で
あ
る
。
第
一
編
に
於
て
は
‘
北
支
移
出
民

の
滑
草
に
一
瞥
ぞ
輿
へ
‘
次
い
で
北
支
移
出
民
の
質
態
を
丹
念
に
分
析
し
‘ 、

4 22 
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更
に
北
支
移
出
民
の
原
因
を
自
然
的
、
祉
曾
的
、
経
済
的
、
政
治
的
諸
原

因
に
分
ヴ
て
観
察
し
て
居
る
。
聞
し
て
北
支
移
出
民
が
北
支
の
枇
曾
及
経

済
に
輿
へ
る
影
響
を
分
析
し
て
居
る
。
最
後
に
北
支
移
出
民
の
針
策
を
考

察
し
、
統
一
的
北
支
移
民
機
関
設
立
の
必
要
を
強
調
し
て
居
る
。

第
二
編
に
於
て
は
、
満
洲
固
に
於
け
る
北
支
移
民
の
沿
革
並
に
各
種
民

族
聞
に
於
け
る
地
位
を
分
析
し
、
次
い
で
満
洲
函
に
於
け
る
北
支
移
民
の

賓
態
や
一
詳
細
綿
密
に
分
析
し
、
満
洲
闘
に
於
け
る
北
支
移
民
の
誘
因
を
自

然
的
、
極
済
的
、
吐
曾
的
、
政
治
的
及
び
英
他
の
特
殊
的
誘
因
に
分
っ
て
考

、
察
し
て
居
る
。
更
に
満
洲
園
に
於
け
る
北
支
移
民
の
特
質
を
極
済
上
、
社

曾
上
、
政
治
上
よ
り
究
明
し
、
最
後
に
移
入
民
針
策
に
論
及
し
て
居
る
。

資
耕
は
主
と
し
て
減
銭
其
他
の
日
本
の
調
査
機
闘
の
作
成
せ
る
調
査
資

斜
を
利
用
し
て
居
る
。
外
闘
人
の
書
い
た
も
の
を
陸
直
し
す
る
の
で
は
な

く
、
日
本
人
の
行
へ
る
断
片
的
調
査
を
系
統
的
に
組
織
的
に
活
用
せ
る
賂

105 

は
、
東
亜
鰹
済
研
究
者
に
と
っ
て
如
何
に
し
て
東
亜
粧
済
を
研
究
す
べ
き

か
を
教
へ
る
好
模
範
を
示
し
て
居
る

c

日
浦
支
に
於
て
は
、
減
洲
、
支
那

に
闘
す
る
調
査
資
料
は
相
首
脳
品
古
に
あ
る
が
‘
之
等
ル
一
間
目
向
的
に
構
成
し

て
或
る
立
論
を
な
す
と
い
ふ
研
究
に
飲
け
て
居
っ
た
の
で
あ
る
九
木
書

に
よ
っ
て
そ
の
依
が
補
は
れ
た
。
問
題
の
扱
ひ
方
は
、
理
論
的
で
あ
る
と

同
時
に
飽
く
ま
で
も
著
賞
な
賞
詮
的
研
究
で
あ
る
。
統
計
と
開
表
を
津
山

書

評

司，， 
‘ 
、

に
刺
用
し
て
、
手
に
取
っ
て
見
せ
る
が
如
く
、
或
は
叉
犀
い
所
に
手
の
屈

ぐ
様
な
研
究
で
あ
る
。
従
っ
て
統
計
決
百
四
十
三
、
闘
表
四
十
一
一
一
よ
い
ふ

多
数
に
上
っ
て
居
る
。

こ
の
著
質
な
賓
謹
的
研
究
に
よ
っ
て
、
観
念
的
な
東
亜
共
柴
圏
建
設
論

者
や
東
亜
協
同
位
論
者
は
反
省
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
、
北
支

農
民
は
農
閑
期
に
減
洲
ヘ
出
稼
ぎ
に
出
て
金
を
た
め
て
、
農
繁
期
に
は
北

支
へ
騎
っ
て
農
耕
に
従
事
す
る
と
し
た
な
ら
ば
大
壁
好
都
合
で
あ
i

る
か

ら
、
開
念
論
的
に
は
つ
い
こ
う
い
ふ
希
望
的
観
察
を
し
易
い
の
で
あ
る
。

併
し
調
査
に
よ
る
と
、
多
の
聞
は
満
洲
の
産
業
も
多
眠
状
態
に
入
る
の
で

北
支
移
民
を
そ
れ
ほ
ど
必
要
と
し
な
い
。
一
陽
来
復
し
て
北
支
の
農
業
が

多
忙
に
な
る
頃
に
は
、
満
洲
の
産
業
も
活
動
を
開
始
心
、
勢
働
力
に
刑
判
ず

る
需
要
は
念
徴
に
培
大
す
る
。
満
洲
と
北
支
と
は
自
然
的
環
境
が
類
似
し

て
ゐ
る
の
で
、
産
業
の
活
動
時
期
や
第
働
需
要
の
時
期
等
は
一
致
す
る
こ

と
が
多
い
。
従
っ
て
将
来
、
減
洲
に
も
北
支
に
も
産
業
が
興
り
勢
働
力
を

必
要
と
す
る
こ
と
お
多
〈
な
れ
ば
、
満
洲
と
北
支
と
の
聞
に
は
有
無
相
通

の
悶
係
「
に
は
な
〈
相
到
の
闘
係
が
生
ず
る
民
れ
が
あ
る
。

本
研
究
は
流
石
に
斯
阜
の
者
宿
の
老
鞭
な
る
手
に
成
れ
る
だ
け
あ
っ
て

f 
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際
の
な
い
研
究
で
あ
る
が
、
二
、
三
の
注
文
を
附
け
て
置
を
た
い
。
そ
の

第
一
の
拍
は
木
研
究
は
、
政
策
樹
立
の
た
め
に
役
立
つ
ぺ
そ
現
状
分
析
に

主
力
が
注
が
れ
で
あ
る
が
、
歴
史
的
研
究
が
も
う
少
し
欲
し
か
っ
た
様
に

思
ふ
。
ぞ
れ
も
極
め
て
古
い
時
代
に
湖
る
の
で
は
な
く
、
北
支
か
ら
の
満

洲
移
民
が
年
々
数
十
菖
の
多
数
に
上
り
出
じ
た
日
露
戦
争
以
後
の
過
去
四

十
年
間
の
移
民
史
を
も
う
少
し
詳
し
く
描
い
て
欲
し
か
っ
た
と
思
ふ
。
と

日
同
時
に
、
満
洲
関
内
の
各
種
差
業
に
於
け
る
漢
民
族
と
朝
鮮
人
、
日
本
内

地
人
と
の
競
争
力
の
分
析
と
将
来
の
見
透
し
も
‘
も
う
少
し
詳
細
に
誘
い

て
も
ら
ひ
た
か
っ
た
と
思
ふ
。

第
二
の
姑
は
、
本
研
究
は
北
支
移
民
の
鰹
済
的
側
面
は
徐
殖
な
台
、
ま
で

に
設
か
れ
て
ゐ
る
が
‘
泣
代
の
合
理
主
義
的
経
済
生
活
以
前
の
北
支
農
民

の
移
出
現
象
を
合
理
主
義
的
組
済
観
の
み
か
ら
眺
め
で
は
員
相
に
踊
れ
な

い
姑
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
漏
洲
は
北
支
に

比
し
て
農
作
物
に
劃
す
る
天
災
は
少
い
し
、
又
人
口
稀
薄
な
る
た
め
に
努

賃
は
高
く
、
生
活
費
は
低
廉
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
れ
ば
、
北
支
か
ら
永

住
的
に
入
滅
す
る
者
が
も
っ
と
多
か
る
べ
き
替
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
依
然

と
し
て
渡
り
鳥
の
如
〈
一
本
来
て
多
競
る
者
が
多
い
の
で
る
る
。
あ
の
人
口

過
剰
の
山
東
.
河
北
の
農
村
の
ど
こ
に
魅
力
が
あ
る
の
か
知
ら
な
い
が
、

と
に
か
〈
こ
の
故
郷
に
永
別
す
る
者
が
少
い
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
支
那
長

P
d河1
I

シ

yf 

弘

‘‘
 • 

、守

村
の
濠
族
制
度
の
根
強
さ
等
も
影
響
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
ジ
ャ
パ
も

支
那
の
江
蘇
省
と
同
盟
度
に
農
村
人
口
密
度
が
極
め
て
高
い
が
、
そ
れ
で

も
な
ほ
人
口
重
碍
な
ス
ヤ
ト
ラ
等
の
外
領
へ
移
住
す
る
者
が
少
〈
、
依
然

と
し
て
故
郷
の
農
村
に
ウ
ヨ
ノ
ヘ
し
て
ゐ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
ョ
斯
る
心

理
扶
態
は
合
理
主
義
的
糎
済
観
で
は
割
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
未
聞
伊
枇

曾
を
考
察
す
る
に
は
こ
う
い
ふ
非
合
理
主
義
的
要
素
に
強
〈
注
目
し
つ
つ

分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
恩
ふ
。
ー

併
し
以
上
の
如
き
注
文
は
、
張
い
て
隙
を
見
つ
け
て
書
い
た
も
の
で
あ

っ
て
、
木
研
究
の
本
筋
に
は
宅
も
彰
響
が
な
い
。
要
す
る
に
本
研
究
は
、

精
h
政
策
資
料
的
色
彩

v

は
強
レ
が
、
理
論
と
質
詮
と
が
緊
密
に
結
び
つ
い

た
隙
の
な
い
研
究
で

ιる
。
本
問
題
に
闘
し
で
は
、
世
界
的
水
準
に
達
し

て
ゐ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
ワ
グ
ナ
ー
や
バ
ゥ
グ
や
ト
I
ネ
ィ
や

マ
ジ
ャ

l
ル
等
の
支
那
農
業
経
済
論
に
比
し
て
決
し
て
見
劣
り
す
る
も
の

で
は
な
い
。
こ
の
水
準
の
東
亜
控
済
肝
究
書
が
相
次
い
で
完
成
さ
れ
る
な

ら
ば
、
日
本
の
東
亜
鰹
済
研
究
も
世
界
的
に
潤
歩
し
得
る
諾
で
あ
る
。

(
有
斐
閣
議
打
、
定
債
四
国
ニ
+
盛
)

'
あ
ぜ
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