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八
月
の
稲
妻

　
読
み
た
い
と
思
う
雑
誌
が
手
元
に
な
い
の
で
、
そ
れ
を
買
い
が
て
ら
下
町
へ
出
た
。
町
角
と
云
わ
ず
、

ふ
だ
ん
は
似
顔
描
き
が
佇
ん
で
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
ま
で
女
や
男
の
ひ
と
た
ち
が
、
鬱
金
う
こ
ん
の
布
に
朱
で

マ
ル
を
印
し
た
も
の
と
赤
糸
と
を
も
っ
て
立
っ
て
い
て
女
の
通
行
人
を
見
る
と
千
人
針
を
た
の
ん
で
い
る
。

出
会
い
頭
に
、
あ
あ
す
み
ま
せ
ん
が
と
白
縮
の
シ
ャ
ツ
の
中
僧
さ
ん
に
た
の
ま
れ
た
り
し
て
、
小
一
時
間

歩
く
間
に
私
は
四
五
度
針
を
も
っ
た
。
私
は
何
か
一
口
に
云
い
き
れ
な
い
苦
し
い
心
持
で
光
る
針
に
三
遍

赤
糸
を
か
ら
め
て
は
小
さ
い
コ
ブ
を
こ
し
ら
え
て
、
お
辞
儀
を
し
て
か
え
し
た
。
外
科
的
な
専
門
の
立
場

で
云
う
と
、
千
人
針
を
体
に
つ
け
て
い
て
弾
丸
に
当
る
と
、
弾
丸
の
方
は
比
較
的
た
や
す
く
抜
き
出
す
こ

と
が
出
来
る
が
、
小
さ
い
糸
こ
ぶ
を
も
っ
た
布
切
れ
が
ど
う
し
て
も
傷
の
奥
ふ
か
く
食
い
こ
ん
で
の
こ
っ

て
生
命
の
た
め
に
危
険
な
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
こ
う
や
っ
て
道
行
く
人
々
を
と
ら
え
て
そ
の
千
人
針
を
懸

命
に
こ
し
ら
え
て
い
る
人
々
は
、
そ
う
い
う
事
実
を
恐
ら
く
は
知
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
知
っ
て
い
る

に
し
て
も
、
せ
め
て
は
そ
れ
も
心
や
り
か
ら
で
、
出
征
し
て
ゆ
く
も
の
の
無
事
息
災
を
希
う
家
族
の
気
持

が
じ
か
に
迫
っ
て
来
て
、
縫
う
こ
と
を
冷
た
く
拒
み
得
な
い
も
の
が
あ
る
。
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胸
を
圧
さ
れ
る
心
持
で
バ
ス
に
ゆ
ら
れ
て
か
え
っ
て
来
た
ら
、
私
の
住
ん
で
い
る
駅
の
方
か
ら
バ
ン
ザ

ー
イ
と
い
う
沢
山
の
人
間
の
喉
か
ら
し
ぼ
り
出
さ
れ
る
絶
叫
が
響
い
て
来
た
。

　
昨
今
は
こ
う
い
う
日
常
の
雰
囲
気
で
あ
る
。
『
中
央
公
論
』
と
『
改
造
』
と
が
北
支
の
問
題
を
ト
ピ
ッ

ク
と
し
て
い
る
ほ
か
、
ト
ロ
ツ
キ
ー
の
「
裏
切
ら
れ
た
革
命
」
の
翻
訳
を
別
冊
附
録
と
し
て
い
る
の
は
、

誰
し
も
一
応
の
注
目
を
ひ
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
『
改
造
』
の
附
録
の
方
の
翻
訳
署
名
責
任
者
と
し
て
荒

畑
寒
村
氏
が
、
最
後
に
「
訳
者
の
言
葉
」
を
附
し
、
こ
の
四
六
判
二
百
九
十
余
頁
に
亙
る
ト
ロ
ツ
キ
ー
の

「
絢
爛
た
る
文
彩
、
迫
撃
砲
の
如
き
論
調
、
山
積
せ
る
材
料
、
苛
辣
な
る
皮
肉
」
が
結
局
「
ど
ん
な
に
善

意
に
解
釈
し
て
も
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ッ
ト
の
社
会
主
義
的
進
化
の
実
状
に
対
す
る
ト
ロ
ツ
キ
ー
の
思
想
と
思
索

方
法
と
が
全
く
動
脈
硬
化
的
な
抽
象
論
を
一
歩
も
出
て
い
な
い
」
と
い
う
翻
訳
者
と
し
て
意
見
を
表
明
し

て
お
ら
れ
る
。

『
改
造
』
で
は
、
更
に
猪
俣
津
南
雄
氏
の
「
ト
ロ
ツ
キ
ー
の
『
裏
切
ら
れ
た
革
命
』
」
と
い
う
一
文
を
の

せ
て
い
る
。
猪
俣
氏
の
平
明
な
健
康
な
常
識
は
、
ソ
連
に
お
け
る
政
治
経
済
事
情
の
歴
史
的
推
移
の
過
程

の
要
所
に
ふ
れ
つ
つ
、
ト
ロ
ツ
キ
ィ
ー
が
「
も
し
そ
の
間
の
事
情
を
『
科
学
的
に
評
論
』
す
る
こ
と
が
出

来
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
彼
は
こ
の
『
裏
切
ら
れ
た
革
命
』
を
書
き
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
『
革
命
』

は
彼
自
身
に
よ
っ
て
『
裏
切
ら
れ
た
』
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
云
々
と
、
こ
の
一
本
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が
、
今
日
の
如
何
な
る
国
際
事
情
の
も
と
に
い
か
な
る
役
割
を
負
う
て
登
場
し
て
来
て
い
る
か
と
い
う
客

観
的
意
義
を
解
剖
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ト
ロ
ツ
キ
ー
の
こ
の
著
作
の
翻
訳
が
い
か
な
る
傾
向
の
日

本
の
現
状
に
よ
っ
て
か
く
大
々
的
に
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
歴
史
的
展
望
に
立
っ
て
鋭

く
洞
察
し
な
け
れ
ば
、
新
聞
代
ま
で
高
く
な
っ
た
ほ
ど
紙
の
騰
貴
し
た
折
柄
、
悪
意
を
満
載
し
た
紙
屑
が

し
か
く
普
及
さ
れ
る
こ
と
の
矛
盾
が
私
た
ち
に
は
諒
解
さ
れ
得
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
春
夫
の
狗
肉

　
昨
今
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
反
映
し
て
い
る
面
だ
け
を
見
て
も
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
に
関
す
る
興
味
と
い
う

も
の
は
実
に
異
常
な
た
か
ま
り
を
見
せ
て
い
る
。
八
月
号
の
諸
雑
誌
を
一
と
お
り
見
渡
し
た
だ
け
で
も
そ

こ
に
は
幾
つ
か
の
ソ
同
盟
探
求
の
座
談
会
記
事
が
あ
り
、
出
席
者
の
顔
ぶ
れ
は
軍
事
関
係
者
が
多
い
。
秦

新
聞
班
長
な
ど
の
活
動
は
な
か
な
か
旺
さ
か
んな
の
で
あ
る
。

　
こ
の
間
ソ
同
盟
の
飛
行
機
が
北
極
を
通
過
し
て
一
気
に
一
万
六
百
キ
ロ
翔と
ん
で
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
サ

ン
ジ
ャ
シ
ン
ト
飛
行
場
へ
着
陸
し
、
六
十
二
時
間
九
分
で
、
北
極
経
由
モ
ス
ク
ワ
・
北
米
間
の
「
ス
タ
ー

リ
ン
空
路
」
を
確
立
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
報
道
映
画
の
世
界
的
傑
作
の
一
つ
と
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
博
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士
一
行
の
「
チ
ェ
レ
シ
ュ
キ
ン
号
の
最
後
」
の
新
鮮
な
感
動
や
人
間
的
活
動
の
美
し
さ
を
記
憶
し
て
い
る

夥
し
い
人
々
は
、
こ
こ
に
も
自
然
に
対
し
て
知
慧
ふ
か
く
順
応
し
つ
つ
そ
の
条
件
を
人
間
生
活
の
豊
富
化

の
た
め
に
積
極
的
に
と
ら
え
て
行
く
活
力
の
詩
を
感
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
が
あ
の
新
聞
記
事
を
読
ん
で
、
こ
ん
な
成
功
は
嘘
だ
、
と
云
っ
た
人
の
話
を
き
い
た
。
そ
う
云

っ
た
人
は
ロ
シ
ア
語
で
飯
を
く
っ
て
い
る
男
で
あ
る
。 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

ロ
シ
ア
通
の
一
人
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ

ん
な
の
は
又
例
の
宣
伝
だ
、
と
云
う
の
で
、
傍
の
も
の
が
び
っ
く
り
し
て
、
し
か
し
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
側

の
公
式
発
表
で
す
よ
と
注
意
し
た
ら
、
い
や
、
そ
れ
だ
っ
て
と
に
か
く
嘘
だ
、
と
が
ん
ば
っ
て
肯
が
え
んじ
な
か

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
今
日
ソ
同
盟
の
社
会
的
業
績
に
対
す
る
関
心
の
中
に
は
、
こ
の
極
端
な
一
つ
の
実
例
が
暗
示
し
て
い
る

よ
う
な
感
情
の
方
向
を
も
包
括
し
て
い
る
と
見
る
の
が
妥
当
な
の
だ
ろ
う
。

　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
こ
の
流
行
の
潮
に
の
っ
て
『
文
芸
』
八
月
号
に
勝
野
金
政
な
る
人
物
の
「
モ
ス
ク

ワ
」
と
い
う
一
文
が
の
っ
て
い
る
。
勝
野
金
政
と
い
う
署
名
で
嘗
て
妙
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
書
か
れ
た
事

実
は
世
間
周
知
で
あ
る
。
「
モ
ス
ク
ワ
」
は
小
説
と
し
て
発
表
さ
れ
て
お
り
『
文
芸
』
の
編
輯
者
は
モ
ス

ク
ワ
か
え
り
の
「
作
家
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
作
家
と
い
う
の
は
何
で
も
彼
で
も
文
字

を
書
く
も
の
を
総
て
ひ
っ
く
る
め
て
呼
ぶ
名
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
佐
藤
春
夫
氏
は
『
文
芸
春
秋
』
の
社
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会
時
評
に
「
諸
共
に
禽
獣
よ
り
も
悲
し
」
と
い
い
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
社
会
的
効
果
に
対
し
て
無
責
任

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
も
し
現
在
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
そ
の
よ
う
な
弱
い
と
こ
ろ
が
な
か

っ
た
な
ら
ば
同
氏
に
よ
っ
て
『
文
芸
』
に
推
薦
さ
れ
た
と 

仄  

聞 

そ
く
ぶ
ん

す
る
勝
野
金
政
の
小
説
な
ど
は
、
烏お
滸こ

が
ま
し
く
も
小
説
と
し
て
世
間
に
面
を
さ
ら
す
機
会
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
濹
東
綺
譚
を
読
む
」
と
い
う
『
文
芸
』
の
文
章
の
中
で
、
佐
藤
春
夫
氏
は
冒
頭
先
ず
「
現
代
日
本
に
も

ま
だ
芸
術
が
残
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
あ
り
が
た
い
感
激
を
し
み
じ
み
と
味
わ
せ
る
名
作
で
あ
る
」
と
荷

風
の
「
春
水
流
の
低
徊
趣
味
」
が
「
主
要
な
装
飾
要
素
に
な
っ
て
い
る
」
文
学
精
神
の
前
に
跪
拝
し
て
い

る
。
自
分
の
そ
の
文
章
な
ど
は
「
末
世
の
僧
の
祖
師
を
売
る
者
、
妄
言
当
死
」
と
迄
頭
を
垂
れ
て
い
る
。

も
し
そ
の
よ
う
な
芸
術
至
上
の
帰
依
に
満
ち
た
芸
心
が
あ
る
な
ら
ば
、
佐
藤
氏
も
「
モ
ス
ク
ワ
」
が
芸
術

品
か
そ
う
で
な
い
か
位
は
嗅か
ぎ
わ
け
得
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
或
る
作
家
が
未
熟
で
、
下
手
で
書
き
そ

こ
な
っ
た
小
説
と
い
う
の
と
は
別
の
、
本
来
作
家
で
な
い
他
の
何
も
の
か
で
あ
る
も
の
の
書
き
も
の
を
、

小
説
と
し
て
買
い
、
そ
れ
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
押
し
つ
け
る
佐
藤
氏
の
人
間
的
態
度
は
腑
に
落
ち
難
い

の
で
あ
る
。
時
評
の
中
で
佐
藤
氏
は
、
帝
国
芸
術
院
が
年
金
を
き
め
て
い
な
い
こ
と
を
あ
げ
、
芸
術
家
の

経
済
的
窮
乏
が
芸
術
家
と
政
府
と
を
惧
お
そ
れし
め
る
結
果
に
な
る
こ
と
を
惧
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
一
個
の
芸

術
家
が
生
け
る
屍
と
し
て
現
れ
る
の
は
、
あ
な
が
ち
経
済
的
窮
乏
の
み
に
よ
ら
な
い
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
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の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
戦
争
を
描
く
小
説

『
日
本
評
論
』
八
月
号
は
戦
争
小
説
号
と
し
て
、
三
篇
の
戦
争
を
題
材
と
し
た
作
品
を
の
せ
て
い
る
。

「
明
治
元
年
」
林
房
雄
。
「
戦
場
」
榊
山
潤
。
「
勝
沼
戦
記
」
村
山
知
義
。

　
本
多
顕
彰
氏
は
月
評
の
中
で
「
勝
沼
戦
記
」
は
戦
い
を
暗
い
方
か
ら
描
い
た
も
の
、
「
明
治
元
年
」
は

明
る
い
方
か
ら
書
い
た
も
の
と
い
う
意
味
の
短
評
を
し
て
い
ら
れ
た
。

「
勝
沼
戦
記
」
は
伏
見
鳥
羽
の
戦
い
に
敗
れ
て
落
ち
め
に
な
っ
て
か
ら
の
近
藤
勇
と
土
方
歳
三
と
が
、
新

撰
組
の
残
り
を
中
心
と
す
る
烏
合
の
勢
を
ひ
き
い
て
甲
陽
鎮
撫
隊
を
つ
く
り
、
甲
州
城
に
の
り
込
も
う
と

進
む
と
こ
ろ
を
、
勝
沼
で
官
軍
に
先
手
を
う
た
れ
て
包
囲
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
。
風
雲
児
的
な
近
藤
、
土

方
が
戦
い
を
一
身
の
英
雄
心
・
栄
達
心
と
結
び
つ
け
て
行
動
し
た
こ
と
か
ら
大
局
を
破
局
に
導
い
た
と
こ

ろ
、
ま
た
甲
陽
鎮
撫
隊
の
構
成
の
様
々
な
心
理
的
要
素
な
ど
に
作
者
は
軽
く
筆
を
突
き
す
す
め
て
は
い
る

が
、
読
後
の
印
象
は
一
種
の
読
物
の
域
を
脱
し
な
い
作
品
で
あ
る
。
新
講
談
の
作
者
も
試
み
る
程
度
の
事

象
と
心
理
と
の
分
析
に
止
ま
っ
て
い
る
。
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「
明
治
元
年
」
は
林
房
雄
と
い
う
こ
の
作
者
ら
し
く
「
正
論
に
従
っ
て
、
俗
論
と
た
た
か
い
」
「
楽
し
く

死
の
う
と
す
る
」
三
春
藩
の
官
軍
支
持
の
若
い
兄
弟
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
板
垣
退
助
を
隊
長
と
す
る

官
軍
に
属
す
る
医
者
の
息
子
で
あ
る
一
人
の
青
年
に
「
維
新
の
業
は
我
ら
草
莽
の
臣
の
力
に
よ
っ
て
な
さ

る
べ
き
だ
」
と
い
わ
せ
た
り
「
暗
厄
利
亜

ア
ン
グ
リ
ヤ

国
に
、
把
爾
列
孟
多

バ
ル
レ
メ
ン
ト

と
い
う
も
の
が
あ
る
の
を
御
存
知
で
す
か
。

こ
の
戦
争
後
に
、
そ
れ
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
死
ぬ
気
に
も
な
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
し

ょ
う
」
な
ど
と
云
わ
せ
て
い
る
あ
た
り
「
青
年
」
を
書
い
て
い
る
こ
の
作
者
と
し
て
は
苦
も
な
い
仕
上
げ

の
艶
つ
け
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
者
に
向
っ
て
、
正
論
と
は
何
か
俗
論
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
一
般
の
読
者
の
心
に
湧
く
疑
問
の
答
え
を
求
め
よ
う
と
し
て
も
無
理
で
あ
ろ
う
。
そ
の
作
者
は
、

ナ
ニ
？
　
正
論
は
即
ち
正
論
さ
、
そ
れ
が
ど
う
し
た
、
と
い
い
得
る
人
な
の
で
あ
る
か
ら
。

　
榊
山
潤
氏
の
「
戦
場
」
は
、
以
上
二
つ
の
作
品
が
過
去
に
材
料
を
取
っ
て
い
る
の
と
異
っ
て
い
る
。
東

京
で
失
業
に
苦
し
ん
だ
知
識
人
の
一
人
で
あ
る
「
私
」
と
い
う
人
物
が
、
出
征
し
て
「
敵
は
誰
で
あ
っ
て

も
い
い
。
東
京
に
あ
っ
て
私
の
行
く
手
を
す
べ
て
ふ
さ
い
で
し
ま
っ
た
現
実
が
、
支
那
服
を
着
て
目
前
に

現
れ
た
と
思
え
ば
い
い
の
だ
。
こ
い
つ
が
敵
な
の
だ
」
「
人
間
を
歪
め
る
も
の
は
戦
場
よ
り
も
寧
ろ
歪
ん

だ
平
和
だ
」
「
人
間
性
は
、
す
で
に
今
日
の
巷
に
あ
っ
て
破
壊
し
つ
く
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
こ
の

上
に
何
の
破
壊
が
あ
り
得
る
か
」
そ
し
て
、
戦
い
の
中
に
「
昂
然
と
身
を
捨
て
切
っ
た
精
神
に
洗
わ
れ
」
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「
自
身
の
内
に
英
雄
を
感
じ
」
終
結
は
「
こ
の
戦
場
を
の
り
こ
え
て
」
「
善
良
が
不
徳
で
な
い
と
こ
ろ
ま

で
、
私
を
強
く
す
る
の
だ
」
と
い
う
気
持
を
、
こ
の
作
者
は
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
本
多
氏
の
短
評
で
は
、

「
私
」
を
出
し
て
書
い
て
い
る
の
で
作
品
と
し
て
成
功
し
が
た
か
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
た
と
覚
え
て
い
る

が
「
私
」
を
出
し
た
こ
と
そ
れ
自
身
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
思
う
。
「
私
」
と
作
者
の
腹
の
な
か

と
が
実
は
ち
ぐ
は
ぐ
で
、
「
私
」
の
内
省
と
苦
悩
と
が
真
に
読
者
の
肺
腑
を
つ
く
態
の
真
摯
な
人
間
的
情

熱
を
欠
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の
稀
薄
さ
が
在
る
の
で
あ
る
。

　
人
道
主
義
的
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
蹴
た
お
し
て
、
仮
借
な
く
現
実
を
踏
み
越
え
て
生
き
よ
う
と

す
る
気
組
も
、
作
品
と
し
て
十
分
の
落
付
い
た
肉
づ
け
、
客
観
的
な
描
破
力
を
伴
わ
な
い
と
、
結
果
と
し

て
は
案
外
に
単
純
な
神
経
性
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
や
ス
リ
ル
の
追
求
に
堕
す
危
険
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ン
ジ
ー
の
糸
車

「
文
化
の
再
生
に
お
け
る
信
仰
と
科
学
」
と
い
う
亀
井
勝
一
郎
氏
の
論
文
（
文
芸
）
と
、
『
中
央
公
論
』

に
の
っ
て
い
る
小
林
秀
雄
氏
の
「
文
芸
批
評
の
行
方
」
と
い
う
論
文
と
は
、
昨
今
こ
の
種
の
批
評
家
と
い

わ
れ
て
い
る
人
々
の
辿
っ
て
い
る
内
的
斜
面
の
姿
を
二
人 

連  
弾 

つ
れ
び
き

で
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
読
者
の
注
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意
を
ひ
く
も
の
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
二
つ
の
論
文
は
、
執
筆
に
当
っ
て
あ
ら
か
じ
め
打
合
わ
せ
が
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
も
と
よ
り
知

ら
な
い
が
、
思
惟
の
傾
向
の
本
質
で
は
全
く
一
体
二
面
で
あ
る
し
、
或
る
意
味
の
組
織
的
生
産
の
印
象
を

与
え
て
い
る
。
二
人
の
筆
者
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
経
済
学
批
判
序
説
」
の
終
り
で
云
っ
て
い
る
文
化
に
対

す
る
一
句
を
同
じ
く
引
用
し
、
等
し
く
そ
の
上
に
立
場
を
求
め
て
、
こ
の
数
年
来
世
界
文
芸
批
評
の
分
野

に
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
科
学
的
批
評
の
態
度
を
否
定
し
て
い
る
。
古
典
の
生
れ
た
環
境
の
解
明
だ
け
で

は
新
し
く
文
化
を
再
生
せ
し
め
、
「
自
己
を
変
貌
せ
し
め
る
」
役
に
は
立
た
ず
、
そ
れ
を
憧
れ
、
信
仰
し
、

永
遠
の
青
春
と
し
て
味
到
し
て
は
じ
め
て
血
肉
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
「
日
本
的
な
る
も
の
」

の
解
釈
に
当
っ
て
、
そ
の
問
題
の
発
生
を
社
会
的
な
原
因
の
面
か
ら
だ
け
見
る
よ
う
な
一
部
の
批
評
家
、

戸
坂
潤
、
岡
邦
雄
の
如
き
は
反
動
で
あ
る
と
い
う
意
見
な
の
で
あ
る
。

　
二
つ
の
論
文
が
、
永
遠
の
青
春
と
か
変
貌
と
か
い
う
用
語
や
非
難
し
よ
う
と
す
る
対
象
に
於
て
ま
で
完

全
に
呼
応
し
た
一
致
を
保
っ
て
批
評
の
科
学
性
を
否
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
読
者
に
何
を
暗
示
す
る
で

あ
ろ
う
か
？

　
も
し
、
両
者
の
間
に
些
か
の
相
違
を
見
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
小
林
氏
が
「
ご
く
常
識
的
に
考
え
て

も
世
間
に
は
芸
術
の
仕
事
と
科
学
の
仕
事
と
の
対
立
が
見
ら
れ
る
」
各
自
そ
の
分
野
を
守
っ
て
仕
事
し
て

11



い
る
の
に
、
或
る
批
評
家
は
そ
の
間
を
ど
っ
ち
つ
か
ず
に
い
る
と
批
評
家
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
俗
見
に
立

っ
て
罵
の
の
しっ
て
い
る
に
対
し
て
、
亀
井
氏
は
「
科
学
的
」
と
い
う
文
句
を
、
今
日
或
る
意
味
で
の
世
界
的
チ

ャ
ン
ピ
オ
ン
で
あ
る
ト
ロ
ツ
キ
ー
が
つ
か
っ
て
い
る
よ
う
に
主
観
的
に
使
用
し
「
素
朴
な
実
証
的
な
研
究
」

即
ち
そ
れ
を
通
じ
て
の
み
、
古
典
美
へ
の
信
仰
に
入
る
こ
と
が
出
来
、
「
科
学
的
認
識
は
芸
術
的
享
楽
の

中
枢
に
参
画
す
る
」
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
違
う
と
云
え
ば
云
え
る
。
し
か
し
、
歴
史
の

光
に
照
し
て
見
れ
ば
、
後
退
的
な
「
素
朴
な
実
証
」
主
義
の
合
理
化
、
憧
憬
は
、
小
林
氏
の
心
持
を
も
つ

よ
く
引
い
て
い
て
、
こ
の
批
評
家
も
や
っ
ぱ
り
文
中
に
福
沢
諭
吉
の
少
年
時
代
の
逸
話
を
引
用
し
て
、
近

代
の
科
学
は
「
い
つ
も
人
間
的
才
能
を
機
械
的
才
能
に
代
置
す
る
と
い
う
危
険
な
作
業
」
を
行
っ
て
い
る

と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
具
象
的
な
感
覚
の
も
の
で
あ
る
芸
術
の
味
得
や
評
価
を
す
る
に
当
っ
て
単
に
そ
れ
が
つ
く
ら

れ
た
時
代
の
社
会
的
環
境
の
説
明
や
当
時
の
歴
史
が
し
か
ら
し
め
た
認
識
の
限
界
性
だ
け
を
云
々
す
る
だ

け
で
は
終
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
正
常
な
情
感
を
具
え
た
一
般
人
に
充
分
分
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
人
類
が
今
日
ま
で
夥
し
い
努
力
と
犠
牲
に
よ
っ
て
押
し
す
す
め
て
来
た
文
化
の
蓄
積
を
最
も

豊
富
、
活
溌
に
人
間
性
の
開
花
に
資
す
る
よ
う
に
う
け
と
り
活
用
し
て
、
そ
の
よ
う
な
動
的
形
態
の
中
に

脈
々
と
燃
え
る
人
間
精
神
の
不
撓
な
前
進
の
美
を
感
得
す
る
こ
と
は
、
何
故
こ
れ
ら
の
批
評
家
に
と
っ
て
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こ
れ
程
ま
で
感
情
的
に
承
認
し
に
く
い
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
？
　
こ
れ
ら
の
人
々
の
内
心
が
ど
ん
な
カ
ラ

ク
リ
で
昏
迷
し
て
い
れ
ば
と
て
、
文
化
上
の
ガ
ン
ジ
ー
さ
ん
の
糸
車
に
し
が
み
つ
い
て
、
人
類
の
進
歩
を

う
し
ろ
へ
う
し
ろ
へ
と
繰
り
戻
し
て
行
き
た
い
の
で
あ
ろ
う
か
？

　
亀
井
氏
の
説
に
従
え
ば
レ
ー
ニ
ン
は
未
来
を
担
う
子
供
達
を
愛
称
し
な
が
ら
「
遙
か
な
る
憧
れ
」
と
し

て
そ
れ
を
抱
い
て
い
た
か
ら
「
ス
タ
ー
リ
ン
は
権
力
を
も
っ
て
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
の
芸
術
的
意
志
を

民
衆
に
強
制
す
べ
き
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
の
次
に
来
る
も
の
は
奴
隷
な
き 

希  

臘 

ギ
リ
シ
ャ

主
義
者
ネ

ロ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
「
文
化
の
再
生
に
は
、
必
ず
憑つ
か
れ
た
も
の
、
狂
信
者
、

専
制
者
を
必
要
と
す
る
」
と
断
言
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
人
々
は
一
陣
の
無
気
味
な
風
を
肌
に
感
ぜ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
何
と
解
す
る
か
の
問
題

　
同
じ
「
文
芸
批
評
の
行
方
」
と
い
う
『
中
央
公
論
』
の
論
文
の
中
で
小
林
秀
雄
氏
は
、
こ
の
半
歳
以
来

世
間
が
「
文
学
界
」
的
空
気
と
目
し
て
来
て
い
る
一
種
の
政
論
的
傾
向
に
対
す
る
弁
解
と
し
て
「
文
学
的

思
想
が
、
種
々
な
条
件
か
ら
ど
ん
な
に
政
治
的
思
想
と
歩
を
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
根
本
的
な
点
で
一
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致
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
文
学
的
思
想
の
価
値
は
現
実
的
価
値
で
は
な
い
、
象
徴
的
価
値
だ
」
と
云
っ

て
い
る
。
「
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
か
ら
永
続
的
な
も
の
へ
の
憧
憬
」
で
あ
る
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の

「
経
済
学
批
判
序
説
」
に
あ
る
文
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
読
者
の
全
部
が
「
経
済
学
批
判
」
を
読
ん
で
い
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
私
も
亦
マ
ル
ク
ス
学
者
で
な
い
か

ら
知
ら
な
い
が
、
引
用
し
て
い
る
文
章
　
　

「
困
難
は
、
ギ
リ
シ
ャ
芸
術
及
び
史
詩
が
或
る
社
会
的
発
達
形
態
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
を
理
解
す
る
こ

と
に
在
る
の
で
は
な
い
。
困
難
は
、
そ
れ
ら
が
今
も
尚
わ
れ
ら
に
芸
術
的
享
楽
を
与
え
、
且
つ
或
る
点
で

は
規
範
と
し
て
又
及
び
難
い
模
範
と
し
て
通
る
の
を
何
と
解
す
る
か
に
あ
る
」
（
マ
ル
ク
ス
、
経
済
学
批

判
序
論
）

だ
け
に
つ
い
て
見
て
も
、
こ
こ
で
新
し
き
文
化
の
開
花
の
た
め
の
最
も
重
要
な
鍵
は
、
最
後
の
一
行
、

「
及
び
難
い
模
範
と
し
て
通
る
の
を
何﹅
と﹅
解﹅
す﹅
る﹅
か﹅
に
あ
る
」
と
い
う
箇
処
に
意
味
深
長
に
横
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
亀
井
氏
の
よ
う
に
文
化
再
生
の
た
め
に
ネ
ロ
が
必
要
で
あ
り
、
狂
信
者

・
専
制
者
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
風
に
解﹅
す﹅
る﹅
か﹅
、
小
林
氏
の
よ
う
に
、
「
或
る
古
典
的
作
品
が
示
す
及

び
が
た
い
規
範
的
性
格
と
は
取
り
も
な
お
さ
ず
、
僕
等
が
眺
め
る
当
の
作
品
を
原
因
と
す
る
憧
憬
の
産
物

に
他
な
ら
な
い
」
と
解﹅
す﹅
る﹅
か﹅
。
そ
の
よ
う
な
解﹅
し﹅
か
た
が
、
小
林
秀
雄
氏
の
小
さ
い
一
文
の
中
で
さ
え
、
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他
の
一
方
で
主
張
さ
れ
て
い
る
実
証
的
態
度
の
主
張
と
の
間
に
あ
か
ら
さ
ま
な
自
己
撞
着
を
示
し
て
い
る

よ
う
な
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
自
明
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
序
説
以
下
の
「
経
済
学
批
判
」
の
方
法
が
、
今
日

の
活
け
る
古
典
と
し
て
物
を
云
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
論
文
及
び
批
評
家
伊
藤
整
氏
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
小
説
「
幽
鬼
の
町
」
（
文
芸
）
を
読
ん

で
、
今
日
文
壇
で
批
評
家
と
し
て
通
っ
て
い
る
諸
氏
の
精
神
的
性
格
に
、
芸
術
家
と
し
て
第
一
歩
的
な
自

己
省
察
の
健
康
な
弾
力
が
喪
失
し
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
た
の
は
、
恐
ら
く
私
一
人
で
は
な
か
ろ
う
と
思

う
。

　
伊
藤
整
氏
の
短
い
感
想
を
折
々
読
ん
で
、
氏
は
批
評
家
が
主
観
的
に
物
を
云
う
現
代
の
常
套
的
悪
癖
に

犯
さ
れ
つ
つ
も
、
猶
内
部
に
は
「
な
ん
と
か
云
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
も
の
」
を
も
っ
て
、
散
漫
な
が

ら
立
っ
て
い
る
文
筆
家
で
あ
ろ
う
こ
と
と
思
っ
て
い
た
。
「
幽
鬼
の
町
」
は
、
作
者
と
し
て
は
ダ
ン
テ
の

神
曲
、
地
獄
篇
を
ひ
そ
か
に
脳
裡
に
浮
べ
て
書
か
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
に
地
獄
を
も
見
据
え

て
描
き
得
る
人
間
精
神
の
踏
ん
ま
え
、
批
判
は
な
く
て
、
作
者
そ
の
も
の
が
、
一
箇
の
幽
鬼
で
あ
る
こ
と

を
告
白
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
紙
ば
り
の
思
想
的
凧
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
下
界
に
向
っ
て
舌
を
出
し

な
が
ら
ふ
ら
つ
い
て
い
る
オ
モ
チ
ャ
の
幽
鬼
で
あ
る
。

　
ダ
ン
テ
の
神
曲
が
、
後
代
の
卑
俗
な
研
究
家
に
よ
っ
て
地
獄
、
煉
獄
、
天
国
の
地
図
を
つ
く
ら
れ
て
い
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る
の
に
な
ら
っ
て
、
小
樽
市
の
現
実
的
な
地
図
な
ど
を
小
説
の
間
に
插
入
し
て
い
る
作
者
の
人
を
く
っ
た

態
度
は
、
唾
棄
す
べ
き
で
あ
る
。
或
は
、
小
林
秀
雄
氏
の
所
謂
「
象
徴
的
価
値
」
と
し
て
の
文
学
的
思
想

の
一
箇
の
好
典
型
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
作
者
伊
藤
氏
は
少
く
と
も
こ
の
世
に
二
人
の
支
持
的
批﹅
評﹅
家﹅
を
も

ち
得
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
の
一
人
に
批
評
家
と
し
て
の
自
身
を
考
え
て
。
　
　

　
批
評
と
創
造
と
の
仕
事
が
一
人
の
芸
術
家
の
内
に
小
林
氏
の
い
う
よ
う
に
「
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
」

な
作
用
で
存
在
し
得
る
た
め
に
は
、
少
く
と
も
批
判
の
精
神
と
規
準
と
が
、
或
る
場
合
そ
の
芸
術
家
の
主

観
を
も
超
え
て
鞭
う
ち
、
観
察
自
省
せ
し
め
、
引
き
上
げ
る
だ
け
の
勇
気
あ
る
誠
実
な
客
観
性
を
具そな
え
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
観
に
甘
え
た
批
評
の
態
度
が
創
作
の
芸
術
価
値
を
低
下
さ
せ
る
実
例
を
、
伊

藤
整
氏
は
ま
ざ
ま
ざ
と
我
ら
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
七
年
七
月
　
八
月
〕
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