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本
稿
は
、
安
吾
文
学
の
理
解
す
る
上
で
最
も
重
要
な
テ
ク
ス
ト
と

さ
れ
る
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
（
『
現
代
文
学
』
一
九
四
一
年
七

月
）
で
扱
わ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
が
戦
後
に
な
り
新
た
な
展
開
を
迎
え

て
い
た
こ
と
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
坂
口
安
吾
「
桜
の
森
の
満
開
の

下
」
（
『
肉
体
』
一
九
四
七
年
六
月
）
の
新
た
な
読
解
を
行
っ
た
研

究
で
あ
る
。 

 

「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
は
こ
れ
ま
で
安
吾
の
代
表
作
と
見
な
さ

れ
、
膨
大
な
研
究
論
文
が
書
か
れ
て
き
た
。
安
吾
文
学
を
考
え
る
上

で
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
孤
独
」
が
結
末
で

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
は
「
孤
独
」

が
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
と

深
い
か
か
わ
り
の
あ
る
作
品
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

ど
の
よ
う
に
関
連
が
あ
る
の
か
は
論
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
論
で
扱
わ
れ
て
い
る
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」

は
そ
れ
が
執
筆
さ
れ
た
一
九
四
一
年
の
時
点
の
も
の
を
適
用
す
る
も

の
あ
り
、
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
が
執
筆
さ
れ
た
一
九
四
七
年
ま

で
の
約
六
年
の
間
に
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
の
テ
ー
マ
が
展
開
し
て

い
た
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
で
は
な
い
。 

 

「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
扱
わ
れ
て
い
た
テ
ー
マ
が
ど
の
よ
う
に

展
開
を
し
て
い
っ
た
の
か
を
見
る
際
に
、
着
目
し
た
い
の
が
小
平
事

件
で
あ
る
。
小
平
事
件
と
は
、
事
件
の
犯
人
で
あ
る
小
平
義
雄
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
連
続
強
姦
殺
人
事
件
で
あ
る
。
小
平
は
一
九
四
五
年

五
月
か
ら
逮
捕
さ
れ
た
一
九
四
六
年
八
月
ま
で
に
複
数
の
若
い
女
性

を
強
姦
、
殺
害
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
小
平
事
件
が
始
ま
っ
た
時
期

は
、
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
が
執
筆
さ
れ
た
時
期
と
同
時
期
で
あ

っ
た
。
安
吾
は
報
道
当
初
か
ら
長
期
に
わ
た
っ
て
小
平
事
件
に
繰
り

返
し
言
及
し
て
い
く
。
小
平
事
件
に
つ
い
て
安
吾
が
言
及
す
る
文
章

は
多
数
あ
る
が
、
時
期
的
に
整
理
す
る
と
「
む
ご
た
ら
し
く
、
救
ひ

の
な
い
」
存
在
の
問
題
（
一
九
四
六
年
一
〇
月
～
一
九
四
八
年
一
二

月
）
、
内
在
的
な
問
題
（
一
九
四
七
年
一
二
月
～
一
九
五
一
年
四

月
）
、
戦
争
中
の
倫
理
の
問
題
（
一
九
四
八
年
三
月
～
一
九
五
二
年

一
〇
月
）
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
目
の
「
む
ご
た
ら

し
く
、
救
ひ
の
な
い
」
存
在
の
問
題
は
、
我
々
を
「
突
き
放
す
」
話

で
あ
る
「
赤
頭
巾
」
の
「
狼
」
と
並
列
さ
れ
、
小
平
が
「
救
ひ
」
な

い
現
代
の
話
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
人
を

「
突
き
放
」
し
「
救
ひ
」
の
な
さ
を
も
た
ら
す
存
在
と
い
う
の
は

「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
考
え
ら
れ
て
い
た
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ

り
、
小
平
は
そ
の
関
心
の
延
長
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
二



つ
目
の
内
在
的
な
問
題
は
、
小
平
の
よ
う
な
「
犯
罪
の
要
素
」
は

「
我
々
の
胸
底
」
に
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
安
吾
は
「
文
学
の

ふ
る
さ
と
」
で
扱
っ
た
「
救
ひ
」
の
な
さ
を
も
た
ら
す
存
在
の
こ
と

を
、
小
平
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、
誰
で
も
そ
の
よ
う
な

存
在
に
な
り
得
る
と
い
う
内
在
的
な
問
題
と
し
て
考
え
て
い
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
三
つ
目
の
戦
争
の
倫
理
の
問
題
は
、
小
平
に
人

間
が
本
来
も
っ
て
い
る
は
ず
の
人
間
性
を
見
出
し
て
い
た
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
戦
争
中
、
空
襲
を
受
け
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
人
間
を
見

て
も
何
も
感
じ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
「
無
感
動
」
に
陥
っ
て
い
た
と

い
う
人
間
の
「
麻
痺
」
の
問
題
は
、
時
に
「
焼
鳥
」
と
い
う
言
葉
で

象
徴
さ
れ
な
が
ら
、
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
で
た
び
た
び
描
か
れ
て
き

た
。
小
平
は
こ
う
し
た
「
麻
痺
」
し
て
い
た
人
々
の
中
で
、
「
良
心

も
タ
シ
ナ
ミ
も
失
わ
ず
」
に
生
き
て
い
た
特
異
な
人
物
と
し
て
安
吾

に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

こ
れ
ら
の
問
題
は
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
主
人
公
は
鈴
鹿
峠
に
住
み
着
い
た

山
賊
の
「
男
」
で
あ
る
。
こ
の
「
男
」
は
「
む
ご
た
ら
し
く
」
自
身

が
生
き
て
い
く
た
め
な
ら
ば
平
気
で
人
を
殺
す
よ
う
な
人
物
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
一
つ
目
の
「
む
ご
た
ら
し
く
、
救
ひ
の
な
い
」
存
在
の

問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
小
平
を
彷
彿
さ
せ
る
。
そ
ん
な
「
男
」

は
「
女
」
と
の
出
会
い
を
境
に
感
覚
が
お
か
し
く
な
っ
て
い
く
。
な

ぜ
感
覚
が
お
か
し
く
な
る
の
か
と
い
え
ば
、
「
男
」
は
「
女
」
の
不

思
議
な
「
美
」
に
魅
入
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
感
覚
の
異

変
は
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
全
体
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
問
題

で
あ
る
こ
と
が
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、

「
男
」
は
「
美
」
に
い
つ
で
も
魅
入
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

「
桜
」
を
契
機
と
し
て
我
に
返
る
こ
と
が
度
々
あ
り
、
我
に
返
っ
た

際
に
感
覚
が
お
か
し
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
「
悪
夢
」
と
し
て
理
解

す
る
。
こ
の
感
覚
が
お
か
し
く
な
り
、
元
に
戻
る
と
い
う
状
態
を

「
男
」
は
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
「
美
」
に
魅
入
ら

れ
、
そ
の
状
態
を
「
悪
夢
」
と
感
じ
る
と
い
う
体
験
は
、
安
吾
の
戦

争
中
の
光
景
に
言
及
す
る
多
数
の
文
章
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
で
き
る
。
安
吾
は
、
戦
争
中
の
人
々
が
空
襲
で
亡
く
な
っ
た

人
間
の
死
体
を
見
て
も
何
も
感
じ
ず
「
無
感
動
」
な
状
態
に
な
っ
て

い
た
こ
と
や
戦
争
を
「
無
感
動
で
あ
つ
た
悪
夢
の
時
間
」
と
語
っ
て

い
る
。
ま
た
、
戦
争
中
に
何
も
「
考
へ
」
る
こ
と
の
な
い
「
運
命
に

従
順
な
人
間
」
や
戦
争
そ
の
も
の
に
安
吾
は
「
美
し
さ
」
を
見
出
し

て
い
た
。
ま
た
、
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
「
男
」
は
「
悪
夢
」

の
状
態
に
次
第
に
「
退
屈
」
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
「
退
屈
」
は
、

「
無
感
動
」
な
状
態
に
陥
り
「
希
望
」
も
「
目
的
」
も
な
く
「
考



へ
」
る
こ
と
も
「
忘
れ
」
、
「
退
屈
」
し
て
い
た
他
で
も
な
い
戦
争

中
の
安
吾
の
姿
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
戦
争
中
の
安

吾
を
含
め
た
人
々
の
問
題
は
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
「
男
」
の

感
覚
が
「
麻
痺
」
し
、
元
に
戻
る
と
い
う
描
写
に
見
て
取
れ
る
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、
一
九
四
一
年
の
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
か

ら
一
九
四
七
年
の
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
が
書
か
れ
る
ま
で
に
、

「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
の
テ
ー
マ
は
新
た
な
展
開
を
迎
え
て
い
た
こ

と
わ
か
る
。
そ
れ
は
安
吾
自
身
が
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
の
テ
ー
マ

で
さ
え
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
無
感
動
」
な
状
態
に
陥
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
、
そ
う
し
た
中
で
「
無
感
動
」
に
陥
る
こ
と
な
く
人

間
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
を
保
っ
て
い
た
存
在
を
「
文
学
の
ふ
る
さ

と
」
で
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
む
ご
た
ら
し
く
、
救
ひ
の
な
い
」

存
在
に
見
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
存
在

の
現
代
の
例
と
し
て
安
吾
が
注
目
し
た
の
が
小
平
義
雄
で
あ
っ
た
。 

小
平
は
当
時
の
言
説
で
は
残
忍
さ
に
加
え
て
性
的
な
面
が
強
調
さ

れ
報
道
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
肯
定
的
に
扱
わ
れ
る
存
在
で
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
安
吾
に
と
っ
て
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
存
在
で

あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
戦
争
中
の
倫
理
の
問
題
を
小
平
に
見
だ
け

で
は
な
く
、
人
間
の
本
質
を
そ
こ
に
見
出
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
安
吾
は
長
期
的
に
繰
り
返
し
小
平
に
つ
い
て
言
及

し
、
自
身
に
引
き
付
け
て
考
え
る
べ
き
内
在
的
な
問
題
と
し
て
小
平

を
扱
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
が
執
筆
さ
れ
た
時
期
は
遅
く
と
も
一
九

四
六
年
九
月
と
先
行
研
究
で
は
推
定
さ
れ
て
お
り
、
同
年
八
月
に
報

道
が
始
ま
っ
た
小
平
事
件
と
同
時
期
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
安
吾
が
戦

争
中
の
自
身
を
回
想
し
、
戦
争
中
の
「
美
し
さ
」
や
「
退
屈
」
を
語

っ
て
い
る
「
魔
の
退
屈
」
（
『
太
平
』
）
も
同
年
一
〇
月
と
同
時
期

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戦
後
に
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
の
展
開
と
し
て

小
平
に
沿
っ
て
見
ら
れ
る
問
題
は
、
一
九
四
六
年
の
時
点
で
す
で
に

考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
「
桜
の
森
の
満

開
の
下
」
と
い
う
実
作
に
、
安
吾
が
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
た
戦
争

の
問
題
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
そ
う
し
た
問
題
を
安
吾
は
戦
後
に
小
平
に
沿
っ
て
考
え
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。 

 


