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◇

書
評川

口
隆
行
『
広
島

抗
い
の
詩
学
』、
あ
る
い
は

ヒ
ロ
シ
マ

「
歴
史
と
文
学
」
を
め
ぐ
る
ひ
と
つ
の
系
を
め
ぐ
っ
て

成

田

龍

一

川
口
隆
行
『
広
島

抗
い
の
詩
学
』（
琥
珀
書
房
、
二
〇
二
二
年
）
は
、
美

し
い
書
物
で
あ
る
。
機
会
に
恵
ま
れ
、
そ
の
内
容
を
原
爆
研
究
会
の
例
会
で

語
っ
た
（
二
〇
二
二
年
六
月
二
五
日
）
。
当
日
の
報
告
内
容
は
『
Ｕ
Ｐ
』
に
掲

載
さ
れ
た
が
（
「
川
口
隆
行
『
広
島

抗
い
の
詩
学
』、
あ
る
い
は

世
紀
の
「
政

21

治
と
文
学
」
に
つ
い
て
」『
Ｕ
Ｐ
』
二
〇
二
二
年
八
月
）
、「
政
治
と
文
学
」
と
い

う
視
点
か
ら
『
広
島

抗
い
の
詩
学
』
に
接
近
し
た
。

だ
が
、
い
ま
ひ
と
つ
の
問
題
系
と
し
て
、『
広
島

抗
い
の
詩
学
』
に
は
「
歴

史
と
文
学
」
と
い
う
系
も
み
ら
れ
る
。
一
九
五
〇
年
代
の
表
現
と
一
九
五
〇

年
代
の
運
動
―
時
代
の
関
係
の
究
明
で
あ
る
。
冒
頭
の
一
文
は
そ
の
こ
と
を

明
示
し
て
い
る
。

「
本
書
は
、
一
九
五
〇
年
代
広
島
に
お
け
る
原
爆
文
学
と
戦
後
文
化
運

動
と
い
う
二
つ
の
領
域
の
重
な
り
に
向
き
合
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
見
出

さ
れ
る
表
現
と
運
動
の
歴
史
的
経
験
を
明
ら
か
に
し
、
今
日
的
な
意
義

を
問
う
も
の
で
あ
る
」

（『
広
島

抗
い
の
詩
学
』）

こ
と
は
、
歴
史
と
文
学
の
領
域
的
な
重
な
り
に
と
ど
ま
ら
な
い
。「
そ
も

そ
も
サ
ー
ク
ル
詩
と
は
、
集
団
創
作
の
実
践
で
あ
る
」
と
い
う
川
口
の
認
識

か
ら
す
れ
ば
、
サ
ー
ク
ル
運
動
の
な
か
で
の
表
現
は
、
〈
集
団
（
意
志
）
と

個
（
表
現
）〉
と
と
も
に
、
集
団
の
心
性
と
作
法
、
行
動
と
の
合
作
で
あ
る
。

「
表
現
者
と
し
て
の
主
体
形
成
」
が
、「
作
品
」
と
し
て
の
内
的
緊
張
が
、

一
九
五
〇
年
代
の
位
相
の
な
か
で
の
営
み
と
し
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
あ
る
い
は
、
小
田
切
秀
雄
の
「
人
類
史
の
新
し
い
段
階
は
文
学
史
の
新

し
い
段
階
に
な
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」（
一
九
五
四
年
）
と
い
う
発
言
を
、

（
三
・
一
一
を
経
た
あ
と
で
は
）
「
牧
歌
的
な
印
象
は
ぬ
ぐ
い
難
い
」
と
す
る

と
き
、
表
現
と
そ
の
歴
史
的
評
価
を
め
ぐ
っ
て
、
評
価
軸
そ
の
も
の
の
歴
史

性
に
目
を
向
け
る
営
み
が
な
さ
れ
る
。
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こ
の
こ
と
は
、

「
語
る
べ
き
言
葉
を
発
し
え
な
い
人
々
に
言
葉
を
与
え
、
主
体
化
を
促

す
行
為
は
、
た
と
え
社
会
的
、
政
治
的
に
ど
れ
だ
け
正
し
い
行
為
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
暴
力
性
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
」

（『
広
島

抗
い
の
詩
学
』）

と
の
考
察
を
、
一
九
五
〇
年
代
の
歴
史
的
状
況
の
な
か
で
分
析
す
る
営
み

と
な
る
。『
原
爆
に
生
き
て
』
の
手
記
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
の
考
察
は
、

他
の
サ
ー
ク
ル
詩
の
表
現
分
析
を
め
ぐ
る
「
リ
ー
ダ
ー
格
の
男
性
た
ち
に
よ

る
指
導
、
助
言
、
介
入
の
痕
跡
」
の
指
摘
と
し
て
、
表
現
が
内
包
す
る
力
学

の
歴
史
的
形
態
を
導
き
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
固
有
名
を
も
っ
た
個

人
の
創
作
で
あ
り
つ
つ
、
そ
こ
に
は
他
者
と
の
交
流
の
諸
相
が
幾
重
に
も
畳

み
込
ま
れ
て
い
る
」
と
の
指
摘
は
、
川
口
に
よ
る
作
品
分
析
の
美
し
さ
と
と

も
に
、「
歴
史
と
文
学
」
の
問
題
系
を
あ
ら
た
な
視
点
で
誘
う
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
サ
ー
ク
ル
運
動
の
研
究
そ
の
も

の
も
、
そ
う
し
た
志
向
と
傾
向
を
も
つ
が
、
例
会
当
日
、
著
者
を
交
え
て
の

討
論
の
な
か
で
も
、
歴
史
と
文
学
の
関
連
へ
の
関
心
が
背
後
に
み
ら
れ
た
。

そ
の
と
き
、
討
論
の
な
か
で
「
ゴ
ミ
」
と
い
う
語
を
用
い
て
「
へ
た
く
そ

詩
」
が
話
題
と
な
っ
た
こ
と
は
、
作
品
を
め
ぐ
っ
て
の
集
団
性
、
評
価
軸
の

歴
史
的
位
相
の
文
脈
に
お
い
て
、「
歴
史
と
文
学
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
い
ま

ひ
と
つ
の
系
を
出
現
さ
せ
た
と
思
う
。
本
稿
で
は
、
そ
の
こ
と
を
記
し
て
み

た
い
。

＊

＊

サ
ー
ク
ル
誌
に
お
け
る
「
へ
た
く
そ
詩
」
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
か
ら
問

題
と
な
り
、
近
年
の
研
究
で
も
議
論
さ
れ
て
き
て
い
る
。
サ
ー
ク
ル
研
究
を

領
導
し
た
ひ
と
り
で
あ
る
道
場
親
信
は
、（
サ
ー
ク
ル
同
人
た
ち
は
）「「
文
学
」

の
意
味
の
転
調
」
と
し
て
把
握
し
、
批
評
家
た
ち
が
言
う
「
へ
た
く
そ
」
と

は
「
別
の
価
値
の
あ
る
も
の
」
＝
「
Ｘ
」」
と
し
よ
う
と
し
て
い
た
、
と
論

じ
て
い
た
（「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

サ
ー
ク
ル
誌
を
ど
う
読
む
か
」
に
お
け
る
発
言
。

道
場
・
川
口
・
宇
野
田
ほ
か
編
『「
サ
ー
ク
ル
の
時
代
」
を
読
む
』
影
書
房
、
二
〇

一
六
年
）
。
こ
れ
を
う
け
て
、
宇
野
田
尚
哉
も
、「
サ
ー
ク
ル
詩
と
い
う
ガ
ラ

ク
タ
の
山
」
を
、「
当
時
の
」
人
び
と
、
お
よ
び
「
わ
れ
わ
れ
自
身
」
の
問

題
と
の
「
二
重
の
問
題
」
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
応
じ
た
。
さ
ら

に
、
坪
井
秀
人
も
議
論
に
参
入
し
て
い
る

―
そ
の
こ
と
が
、
再
度
、
例
会

当
日
も
話
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

文
学
の
領
域
に
お
け
る
「
ゴ
ミ
」
―
「
へ
た
く
そ
」
と
い
う
評
価
を
与
え

ら
れ
る
作
品
、
そ
れ
に
先
行
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
「
へ
た
く
そ
」
と
い
う

評
価
軸
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
は
、
歴
史
学
を
学
ぶ
私
に
と
っ
て
、
一
九
七
〇

年
代
後
半
の
あ
る
未
発
の
論
争
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
色
川
大
吉
と
西
川
長

夫
と
い
う
ふ
た
り
の
歴
史
家
と
文
学
者
に
よ
る
、
歴
史
学
と
文
学
を
め
ぐ
っ

て
の
議
論
で
あ
る
。
色
川
―
西
川
の
あ
い
だ
で
も
（
こ
と
ば
の
意
味
内
容
は

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
が
）
「
ゴ
ミ
」
と
い
う
語
を
用
い
て
議
論
が
な
さ
れ
、

こ
こ
で
は
歴
史
学
と
文
学
と
の
認
識
の
相
違
が
焦
点
と
さ
れ
た
。
歴
史
学
と

文
学
と
の
差
異
が
、「
ゴ
ミ
」
と
い
う
認
識
を
軸
に
衝
突
し
、
双
方
の
差
異

が
あ
き
ら
か
に
な
る
瞬
間
で
あ
っ
た
。
サ
ー
ク
ル
誌
の
時
代
（
一
九
五
〇
年

代
）
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
い
ま
だ
文
学
批
評
や
歴
史
学
界
に
お
い
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
が
強
か
っ
た
時
期
で
の
議
論
で
あ
る
。
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色
川
大
吉
は
「
民
衆
史
研
究
」
を
唱
え
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
歴
史
学
の

領
域
を
超
え
て
、
大
車
輪
の
活
躍
を
し
て
い
た
歴
史
家
で
あ
る
。
色
川
は
い

う

―「
歴
史
に
埋
も
れ
た
人
民
の
思
想
の
地
下
水
を
さ
ぐ
ろ
う
。
そ
こ
に
未

来
を
拓
く
変
革
の
契
機

―
〝
未
発
の
契
機
〟
を
さ
ぐ
ろ
う
。
そ
の
歴

史
の
底
の
水
脈
に
自
分
の
視
座
を
据
え
な
い
か
ぎ
り
、
真
の
思
想
の
自

立
も
あ
り
え
な
い
。
そ
の
底
辺
か
ら
全
歴
史
を
と
ら
え
返
す
方
法
を
あ

み
だ
さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」

（『
明
治
精
神
史
』
一
九
六
四
年
）

こ
の
色
川
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
・
思
想
を
考
ず
る
西
川
長
夫
が
、『
歴

史
学
研
究
』
に
二
本
の
批
判
論
文
を
掲
げ
、
真
正
面
か
ら
批
判
を
行
っ
た
（
Ｒ

「
歴
史
研
究
の
方
法
と
文
学
」、
Ｓ
「
歴
史
叙
述
と
文
学
叙
述
」（『
歴
史
学
研
究
』

第
四
五
七
号
、
第
四
六
三
号
、
一
九
七
八
年
六
月
、
一
二
月
））。

批
判
の
焦
点
と
し
た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
読
み
で
あ
る
。
色
川
が
引
用
す

る
、
マ
ル
ク
ス
『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル

日
』（
一
八
五

18

二
年
）
の
箇
所
を
引
い
て
、
西
川
は
自
ら
の
読
み
を
批
判
的
に
対
置
す
る
。

ま
ず
は
、
色
川
が
引
用
し
た
箇
所
で
あ
る
。

「
ル
ン
ペ
ン
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
か
し
ら
に
な
る
ボ
ナ
パ
ル
ト
、

自
分
の
個
人
で
も
と
め
る
利
益
を
、
こ
の
場
合
大
衆
的
な
形
式
で
し
か

み
い
だ
せ
ぬ
ボ
ナ
パ
ル
ト
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
こ
う
し
た
く
ず
、
ご
み
、

か
す
こ
そ
自
分
が
無
条
件
に
た
よ
れ
る
た
だ
一
つ
の
階
級
だ
と
さ
と
っ

て
い
る
ボ
ナ
パ
ル
ト
、こ
れ
こ
そ
が
ほ
ん
と
う
の
ボ
ナ
パ
ル
ト
で
あ
り
、

お
世
辞
ぬ
き
の
ボ
ナ
パ
ル
ト
で
あ
る
」

（『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル

日
』）

18

西
川
は
、『
明
治
精
神
史
』
の
な
か
に
『
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル

日
』
の
こ
の

18

部
分
が
、
ほ
と
ん
ど
何
の
疑
い
も
な
く
「
歴
史
叙
述
の
模
範
」
と
し
て
引
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
大
き
な
驚
き
」
で
あ
っ
た
、
と
問
題
を
投
げ
か
け
る
。

『
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル

日
』
を
魅
力
的
で
す
ぐ
れ
た
歴
史
叙
述
の
一
つ
で
あ
る

18

と
認
め
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
「
（
と
り
わ
け
こ
こ
で
引
用
さ
れ
た
部
分
に
）

マ
ル
ク
ス
の
弱
点
が
最
も
鋭
く
露
呈
し
て
い
る
」
と
西
川
は
言
う

―
色
川

の
引
用
個
所
は
、「
マ
ル
ク
ス
の
同
時
代
の
文
学
に
た
い
す
る
反
撥
と
無
関

心
、
さ
ら
に
は
当
時
の
底
辺
の
民
衆
に
た
い
す
る
あ
る
種
の
蔑
視
が
あ
ら
わ

れ
て
い
る
」
と
し
た
。

そ
し
て
西
川
は
こ
の
論
点
を
敷
衍
し

「
文
学
の
主
題
に
か
ん
し
て
言
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
列
挙
し
て
い
る
あ

ら
ゆ
る
階
級
の
く
ず
や
ご
み
や
か
す
を
と
り
あ
げ
そ
こ
に
自
己
を
仮
託

、
、

、
、

、
、

し
て
形
象
化
し
た
の
が
そ
の
時
代
の
文
学
で
は
な
か
っ
た
か
」「
バ
ル

ザ
ッ
ク
が
こ
れ
ら
の
社
会
の
く
ず
や
ご
み
に
そ
そ
ぐ
視
線
は
マ
ル
ク
ス

、
、

、
、

の
そ
れ
と
何
と
い
う
ち
が
い
で
あ
ろ
う
」

（
Ｒ
「
歴
史
研
究
の
方
法
と
文
学
」）

と
述
べ
る
。「
歴
史
の
価
値
体
系
の
な
か
で
こ
れ
ら
の
く
ず
や
ご
み
は
ま

、
、

、
、

さ
し
く
く
ず
や
ご
み
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
」
と
喝
破
す
る
。
こ
れ
に
た
い

、
、

、
、

し
、
文
学
に
お
い
て
は
「
く
ず
や
ご
み
が
作
中
の
主
要
人
物
と
な
り
う

、
、

、
、

る
」

―
「
文
学
の
価
値
体
系
の
な
か
で
は
く
ず
や
ご
み
に
も
重
要
な
位
置

、
、

、
、
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を
し
め
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、「
社
会
的
な
く
ず
や
ご
み
」

、
、

、
、

に
価
値
を
認
め
る
価
値
観
と
し
て
、「
個
の
絶
対
性
の
主
張
」
を
い
う
。

い
さ
さ
か
性
急
な
展
開
で
あ
る
が
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
の
議
論
と
し
て

は
、
歴
史
学
と
文
学
と
の
差
異
に
か
な
り
肉
薄
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
西
川

に
よ
る
色
川
批
判
は
、「
歴
史
研
究
の
方
法
と
文
学
」

―
「
歴
史
と
文
学

の
本
質
的
な
ち
が
い
」
に
お
よ
び
、「
よ
り
根
本
的
に
は
描
く
べ
き
人
物
の

選
び
方
、
つ
ま
り
は
そ
の
選
択
の
基
準
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

「
「
底
辺
」
と
い
い
「
地
下
水
」
と
い
っ
て
も
、
歴
史
に
お
い
て
は
、

そ
れ
は
し
ょ
せ
ん
頂
点
的
思
想
を
位
置
づ
け
る
の
と
同
じ
価
値
体
系
の

な
か
で
は
た
す
べ
き
役
割
（
史
観
）
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
は
文
学
か
ら
見
れ
ば
、「
底
辺
」
は
や
が
て
は
「
頂

点
」
に
な
る
べ
き
も
の
、
つ
ま
り
は
「
頂
点
」
の
裏
返
し
に
す
ぎ
な
い

も
の
と
映
る
」

「
「
未
来
を
拓
く
変
革
の
契
機
」
と
い
う
発
想
自
体
が
、
一
定
の
未
来

と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
過
去
と
現
在
を
判
断
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
未
来
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
（
し
た
が
っ
て
特
定
の
史
観
と
歴
史
的

価
値
体
系
に
よ
っ
て
）
民
衆
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
に
照
明
が
あ
て
ら

れ
る
の
で
あ
る
」

（
Ｒ
「
歴
史
研
究
の
方
法
と
文
学
」）

と
述
べ
ら
れ
る
。
Ｓ
に
よ
る
色
川
批
判
は
さ
ら
に
厳
し
く
、「
歴
史
叙
述

と
文
学
叙
述
」
に
ま
で
踏
み
込
む
。
色
川
の
歴
史
叙
述
は
、「
ほ
と
ん
ど
限

界
に
近
い
ま
で
に
文
学
に
接
近
」
し
つ
つ
、
し
か
も
「
歴
史
叙
述
と
し
て
の

節
度
」
を
保
っ
て
い
る
。
し
か
し
文
学
と
は
明
ら
か
に
一
線
を
画
し
て
お
り
、

こ
の
歴
史
叙
述
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
が
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
「
雄
大
な

俯
瞰
図
」
と
「
底
辺
の
視
点
」
と
は
か
な
ら
ず
し
も
一
致
せ
ず
、（
色
川
に

お
い
て
）
「
底
辺
民
衆
の
歴
史
的
時
間
の
リ
ズ
ム
は
暗
示
さ
れ
て
い
な
い
」

と
い
う
。
こ
と
ば
を
換
え
れ
ば
、
色
川
は
「
反
体
制
的
」
な
文
体
を
も
つ
が
、

「
民
衆
」
に
対
し
て
「
権
威
と
し
て
立
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
問
う
。

色
川
に
示
さ
れ
る
歴
史
の
「
語
り
」
の
位
置
は
、
国
民
国
家
に
同
一
化
し
て

い
る
と
い
う
西
川
の
批
判
で
あ
る
。

西
川
は
「
言
葉
は
ひ
と
つ
の
権
力
で
あ
る
と
い
う
観
点
」
か
ら
、
①
「
叙

述
」
は
「
全
国
民
の
言
語
活
動
お
よ
び
そ
れ
を
支
配
し
て
い
る
権
力
と
密
接

な
関
係
」
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
ゆ
え
に
②
「
叙
述
」
は
「
報
告
の
た
め
の

単
な
る
手
段
で
は
な
く
歴
史
研
究
者
の
歴
史
認
識
に
か
え
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な

ら
な
い
」
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
③
「
叙
述
」
は
、「
え
ら
ん
だ
文
体
と

形
式
に
よ
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
あ
る
」
と
議
論
を
展
開
す
る
。「
叙
述

は
歴
史
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
実
践
の
場
」
と
の
認
識
か
ら
、
西
川
の
議
論

は
「
視
点
」「
対
象
」
か
ら
「
叙
述
」「
文
体
」
へ
と
お
よ
び
、
大
き
な
広
が

り
の
な
か
で
色
川
―
歴
史
叙
述
を
問
題
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
か
か
る
批
判
に
対
し
、
色
川
は
の
っ
け
か
ら
反
発
し
、
自
ら
の

問
題
意
識
を
語
る
こ
と
で
終
始
し
、「
対
話
」
を
拒
絶
し
た
（
「
〝
歴
史
叙
述

の
理
論
〟
を
め
ぐ
っ
て
」『
歴
史
学
研
究
』
第
四
七
二
号
、
一
九
七
九
年
九
月
）
。

ち
な
み
に
、
十
数
年
後
、
色
川
は
遅
れ
ば
せ
の
全
面
降
伏
を
す
る
（
「
同
時

代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
へ
の
あ
と
が
き
」
一
九
九
二
年
）

―
「
今
度
、
自
分
の

反
論
と
あ
わ
せ
再
読
し
て
、
全
く
マ
ト
の
は
ず
れ
た
異
論
を
唱
え
た
こ
と
に

研
究
者
と
し
て
恥
じ
入
る
ば
か
り
で
あ
る
」。
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不
発
の
論
争
と
な
り
終
え
た
西
川
―
色
川
の
議
論
だ
が
、
か
か
る
未
発
の

論
争
が
、「
ゴ
ミ
」
と
い
う
語
を
入
口
と
し
て
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の

で
あ
る
。「
叙
述
」
―
「
語
り
」
の
作
法
が
、「
ゴ
ミ
」
と
い
う
こ
と
ば
―
認

識
に
凝
縮
さ
れ
、
歴
史
学
と
文
学
と
い
う
地
平
で
問
題
化
さ
れ
、
一
九
五
〇

年
代
の
「
へ
た
く
そ
詩
」、
さ
ら
に
そ
の
こ
と
を
再
度
問
題
化
す
る
二
〇
〇

〇
年
前
後
の
議
論
と
響
き
合
っ
て
く
る
。

＊

＊

例
会
当
日
の
討
論
の
な
か
で
使
用
さ
れ
た
「
ゴ
ミ
」
と
い
う
語
を
め
ぐ
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
が
、
折
も
折
、
高
橋
源
一
郎
『
ぼ
く

ら
の
戦
争
な
ん
だ
ぜ
』（
朝
日
新
書
、
二
〇
二
二
年
）
の
戦
争
体
験
の
文
章
に

接
し
た
。
高
橋
の
「
母
」
が
記
し
た
、
二
二
〇
枚
に
も
お
よ
ぶ
「
自
伝
」
を

め
ぐ
っ
て
の
記
述
で
あ
る
。

「
母
の
自
伝
の
大
半
は
、
い
わ
ゆ
る
「
自
分
史
」
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
、
ひ
ど
く
退
屈
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
彼
女
の
人
生
が
「
退
屈
」

で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
母
は
、「
退
屈
」
に
な
ら
な
い
語

り
方
を
知
ら
な
い
だ
け
な
の
だ
」

（『
ぼ
く
ら
の
戦
争
な
ん
だ
ぜ
』）

「
語
り
方
」
に
言
及
す
る
一
方
、
高
橋
は
「「
あ
の
戦
争
」
に
つ
い
て
「
語

る
」
側
」
で
は
な
く
、「「
聞
く
」
側
の
方
に
も
、
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
、「
聞
く
」
こ
と
も
併
せ
て
俎
上
に
載
せ
る
。

「
ゴ
ミ
」
か
ら
「
退
屈
」
へ
。
一
九
五
〇
年
代
の
サ
ー
ク
ル
誌
の
な
か
で

「
へ
た
く
そ
」
と
さ
れ
た
論
点
は
、
か
よ
う
に
奥
行
き
を
有
し
、
し
か
も
間

欠
泉
の
よ
う
に
十
数
年
ご
と
に
問
題
化
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
西
川
―
色
川

が
文
学
―
歴
史
学
へ
の
方
向
性
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
、
二
〇
〇
〇
年
代

に
入
っ
て
か
ら
の
議
論
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
認
識
枠
組
み
と
、
二
〇
〇
〇

年
代
の
認
識
枠
組
み
と
の
対
比
と
し
て
、
時
代
相
に
む
か
う
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
受
容
が
あ
ら
た
め
て
焦
点
化
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

こ
う
し
た
と
き
、
歴
史
家
の
藤
原
辰
史
の
新
著
が
『
歴
史
の
屑
拾
い
』（
講

談
社
、
二
〇
二
二
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
は
着
目
し
た
い
。
藤
原

は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
参
照
し
な
が
ら
、「
屑
拾
い
の
「
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
歩

き
方
」」

―
下
を
向
い
て
立
ち
止
ま
り
な
が
ら
歩
き
、「
捨
て
ら
れ
た
も
の
」

を
じ
っ
と
観
察
す
る
こ
と
に
目
を
向
け
、
そ
の
身
振
り
に
よ
る
歴
史
の
再
考

を
遂
行
し
て
い
く
。「
地
べ
た
に
捨
て
ら
れ
た
も
の
の
知
か
ら
ぎ
く
し
ゃ
く

し
た
身
振
り
で
歴
史
を
組
み
立
て
な
お
す
こ
と
」
を
い
い
、
そ
の
実
践
へ
と

む
か
う
。「
屑
拾
い
の
「
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
歩
き
方
」」
か
ら
、
こ
う
し
た
歴

史
を
め
ぐ
る
議
論
を
紡
ぎ
出
す
藤
原
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
学
の
作
法
―
方

法
―
問
題
意
識
、
そ
し
て
倫
理
か
ら
は
こ
ぼ
れ
落
ち
る
事
象
に
目
を
む
け
、

捨
て
去
ら
れ
た
事
象
を
拾
い
集
め
、
そ
れ
ら
を
再
生
し
組
合
せ
叙
述
し
、
あ

ら
た
な
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
し
て
蘇
ら
せ
る
。『
歴
史
の
屑
拾
い
』
に
は
「
歴
史

と
文
学
」
と
い
う
章
も
含
ん
で
お
り
、「
ゴ
ミ
」
か
ら
は
じ
ま
る
あ
ら
た
な

展
開
も
始
ま
っ
て
い
る
。


