
〔書
評
〕

あ
れ
は
安
成
貞
雄
の
没
後
人
〇
年
を
記
念
し
て
彼
の
足
跡
と
業
績
を
ま
と

め
た

『安
成
貞
雄
そ
の
人
と
仕
事
』

（不
二
出
版
）
が
刊
行
さ
れ
た
年
の
二

〇
〇
四
年
、
命
Ｈ
に
あ
た
る
七
月
二
三
日
、
戦
後
初
め
て
と
い
わ
れ
る

「
ト

マ
ト
忌
」
（赤
ら
丸
顔
に
由
来
す
る
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
）
の
集
会

（東
京
　
本

郷
）
に
参
加
し
た
と
き
で
あ

っ
た
．
安
成
を
研
究
さ
れ
て
い
る
立
命
館
大
大

学
院
上
の
村
田
さ
ん
を
紹
介
さ
れ
て
、
同
時
代
の
文
学
研
究
を
多
少
や
つ
て

い
る
私
は

「
こ
れ
は
お
珍
し
い
」
と
思
い
つ
つ
、
安
成
に
つ
い
て
は
通
り

一

遍
の
知
識
し
か
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
残
念
な
が
ら
二
言
三

言
こ
と
ば
を
交
わ
し
た
だ
け
で
あ

つ
た
か
と
記
憶
し
て
い
る
´ヽ

そ
れ
か
ら
七
年
後
、
昨
年
の
東
日
本
大
震
災
発
生
の
直
後

（あ
る
い
は
ほ

ぼ
同
時
に

，
）
に
本
書
が
刊
行
さ
れ
、
再
び
村
田
氏
の
名
と
そ
の
広
範
囲
に

わ
た
る
お
仕
事
振
り
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る

書
名
の
よ
う
に
扱

っ
て
い
る
時
代
は
、
雑
誌

一近
代
思
想
』
の
時
代
と
そ

の
前
後

（主
に

一
九

一
〇
年
代
）
で
あ
り
、
大
杉
栄
た
ち
近
代
思
想
社
の

人
々
と
、
そ
れ
に
対
峙
し
た

「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
流
れ
に
組
す
る
と
さ

Ｔ
人
○

大
和
田

茂

れ
る
人
々
に
ま

つ
わ
る
文
学
　
文
化
状
況
が
主
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ

て
い
い
だ
ろ
う

，^
そ
し
て
、
そ
の
両
者
の
キ
ー
マ
ン
の
ひ
と
り
が
か
の
安
成

貞
雄
な
の
で
あ
る
．

書
名
に

「近
代
思
想
社
」
と
し
た
意
図
は
、
「
ま
え
が
き
」
に
も
あ
る
よ

う
に
、
雑
誌

『近
代
思
想
』
そ
の
も
の
を
扱
う
の
で
も
、
大
杉
ひ
と
り
を
中

心
化
す
る
の
で
も
な
く
、
同
誌
に
登
場
し
た
り
す
れ
ち
が

っ
た
り
し
た
様
々

な
人
々
の
仕
事
を
通
し
て

「
同
時
代
の

「文
学
」
を
眺
め
て
み
た
い
」
と
い

う
こ
と
に
あ
る
．
ま
た

「大
正
期
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
は
、
帝
者
も
言
う

よ
う
に

一
見
認
知
し
に
く
い
命
名
で
あ
る
が
、
明
治
　
昭
和
と
は
異
な
る
民

族
主
義
　
日
本
主
義
の
流
れ
、
こ
と
に

「文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
し
て

と
ら
え
て
、
近
代
思
想
社
側
と
の

「論
争
」
や
大
杉
　
安
成
　
荒
畑
寒
村
た

ち
の
そ
れ
ら
へ
の

「介
人
」
を
通
じ
て
、
文
化
　
文
学
的
に
あ
ぶ
り
だ
し
て

い
こ
う
と

い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
私
は
、
と
く
に
ス
リ
リ

ン
グ
に
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
人
い
に
あ

っ
た
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い

村
田
裕
和
著

『近
代
思
想
社
と
大
正
期
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時
代
』



雑
誌

『近
代
思
想
』
は
周
知
の
よ
う
に
、
大
逆
事
件
後
の

「
冬
の
時
代
」

の
逼
塞
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
、
大
杉
と
荒
畑
が
ほ
か
の
社
会
主
義
者
に

先
駆
け
て
、
第

一
歩
を
踏
み
出
し
た
雑
誌
で
あ
る
）^
と
い
っ
て
も
社
会
主
義

的
言
説
が
そ
の
ま
ま
に
許
さ
れ
る
状
況
で
も
な
く
、
検
閲
が
オ
ピ

ニ
オ
ン
誌

よ
り
は
ゆ
る
く
保
証
金
も
不
要
な
た
め
、
学
術

・
文
芸
に
限
ら
れ
た
雑
誌
を

彼
ら
は
出
さ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
３
こ
れ
を
著
者
は

「
文
学
的
」
な

「
偏

向
」
を
強
い
ら
れ
た
ゆ
え
の
、　
一
種
の

「
文
学
的
」
な

「
現
象
」
と
見
て
、

大
杉
た
ち
の
側
か
ら
で
は
な
く
文
化
　
文
学
の
状
況
的
視
点
に
立

っ
て
相
対

的
に
考
察
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
　^
つ
ま
り
、
大
杉
た
ち
は
限
定
的
に
文

学
の
場
に
立
ち
行
動
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

「
行
動
」
と
は
文
学
と

い
う

磁
場
を
主
戦
場
に
、
「革
命
」
を
前
提
に
し
た

「論
争
」
「介
入
」
で
あ

っ
た

と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う

）^

冒
頭
の
論
文

「
序
説
　
近
代
思
想
社
の

〈
思
想
圏
〉
―
民
衆
芸
術
の
方

へ
」
（書
き
下
ろ
し
）
は
、
総
論
的
な
位
置
に
あ
り
、　
二
囲

「
大
正
社
会
主

義
文
学

（あ
る
い
は
大
正
社
会
文
学
）
論
」
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
大
ま

か
に
言
え
ば
、
大
杉
ら
は
そ
の
時
々
の
芸
術
テ
ー
マ
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
す

な
わ
ち
自
然
主
義
論
、
「
郷
土
ロ
マ
ン
主
義
」
（地
方
主
義
）
、
遊
蕩
文
学
論
、

民
衆
芸
術
論
、
伝
統
主
義
な
ど
を
俎
上
に
あ
げ
、
主
に

『早
稲
田
文
学
』
の

自
然
主
義
文
学
者
た
ち

（島
村
抱
月

・
土
岐
京
果
　
相
馬
御
風
　
本
間
久
雄

た
ち
）
に
お
け
る

「
実
行
と
芸
術
」
の
問
題
を
顕
在
化
さ
せ
て

「
芸
術
か
戦

闘
か
」
の
二
者
択

一
を
迫

っ
た
り
、
階
級
的
意
味
を
問
う
た
り
し
て
、
深
く

「倫
理
」
の
問
題
に
ま
で
迫

っ
た
．
著
者
は

「
近
代
思
想
社
の
存
在
は
、
大

逆
事
件
以
後
の
反
動
の
十
年
間
に
、
「
文
学
」
と

「
芸
術
」
の
領
域
を
揺
さ

村
田
裕
和
著

『近
代
思
想
社
と
大
正
期
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時
代
』

ぶ
り
、
言
説
空
間
に
複
数
の
亀
裂
を
走
ら
せ
た
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
こ

と
を
通
し
て
、
人
々
の

「
人
間
的
要
求
」
に
と

っ
て
の
根
源
的
な
足
場
の
名

が
、
「文
学
」
で
あ
り
、
「
一ム
術
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
証
明
し
た

の
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
る
。

こ
の
総
論
の
あ
と
に
各
論
と
い
う
べ
き
諸
論
文
が
配
さ
れ
る
。
そ
の
タ
イ

ト
ル
を
示
せ
ば
、
「文
化
的
空
間
と
し
て
の

〈自
然
と

（島
村
抱
月
論
）
「
ロ

ー
カ
ル

・
カ
ラ
ー
、
生
命
、
公
衆
」
暑
生
の
芸
術
論
争
」
論
）
「
大
杉
栄
の

批
評
の
実
践
性
に
つ
い
て
」
「
ほ
泊
す
る
知
識
人
の
自
画
像
」
（安
成
貞
雄

メリ

「
他
郷
の
戦
争
、
不
可
視
の
戦
場
」
（第

一
次
世
界
大
戦
と
文
学
論
）

「
仏
蘭
西
学
会

の
設
立
と
伝
統
主
義
論
争
」
〓
］
白
と
故
国
の
言
説
空
間
」

（島
崎
藤
村
論
）
「逆
徒
の

『名
Ｌ

（管
野
須
賀
子
論
）
と
並
ぶ
ｃ

た
だ
、
総
論
に
お
け
る
近
代
思
想
社
の

「介
入
」
や

「論
争
」
と
直
接
リ

ン
ク
し
た
論
文
は
、
「大
杉
栄
の
批
評
の
実
践
性
に
つ
い
て
」
「
ほ
泊
す
る
知

識
人
の
自
画
像
」
「
仏
蘭
西
学
会
の
設
立
と
伝
統
主
義
論
争
」
の
三
本
で
あ

り
、
ほ
か
の
五
本
は
必
ず
し
も
総
論
に
対
応
し
た
各
論
に
は
な

っ
て
い
な

い
〓
む
ろ
ん
大
杉
や
安
成
が
対
峙
し
た
同
時
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
保
守

主
義
の
問
題
を
扱

っ
た
前
提
と
な
る
論
文
群
で
は
あ
る
ｃ
「気
の
向

い
た
ペ

ー
ジ
か
い
開
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
あ
る
」
年
ま
え
が
き
し

と
あ
る

よ
う
に
、
本
書
は

一
方
で
は
広
い
意
味
で
の

「
大
正
文
化
論
」
集
的
性
格
も

も

っ
て
い
る
。

「文
化
的
空
間
と
し
て
の

〈自
然
〉
―
島
村
抱
月
の
自
然
主
義
論
を
中
心

に
」
は
、
抱
月
の

「
囚
は
れ
た
る
文
芸
」
に
は
じ
ま
る
早
稲
田
派
の
自
然
主

義
論
に
関
し
て
、
国
民
国
家
と
し
て
の

「文
明
の
確
立
」
烏
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ

一　
人
一



ィ
」
）
の
た
め
に
課
せ
ら
れ
た
文
芸
の
使
命
を
論
じ
て
い
る
ｃ
そ
し
て
そ
の

目
的
と
は

「物
我
融
会
」
（自
然

へ
の
主
観
投
入
）
に
よ
る

「自
然
、
物
質
、

現
実
を

「大
胆
に
暴
露
」
す
る
こ
と
」
だ
と

い
う
。
こ
れ
が
、
安
成
を
含
む

抱
月
の
弟
子
た
ち
に
影
響
し
、
郷
土
　
地
方
を
主
体
の
存
立
空
間
と
位
置
づ

け
た
相
馬
御
風
な
ど
に
通
じ
る

「
郷
上
ロ
マ
ン
主
義
」
の
前
提
と
し
て
論
じ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
御
風
に
つ
い
て
の
独
立
論
文
は
本
書
に
は
見
出

さ
れ
な
い
ｃ

あ
と
に
つ
づ
く
の
が

「
ロ
ー
カ
ル
　
カ
ラ
ー
、
生
命
、
公
衆
」
で
、
石
井

柏
亭
と
高
村
光
太
郎
ら
と
の

「生
の
論
争
」
を
取
り
上
げ
、
絵
画
に
お
け
る

地
方
主
義
の
問
題
が
提
出
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
御
風
の
近
代
科
学
文
明
批
判

を
含
ん
だ
自
然
主
義
論
の
簡
単
な
紹
介
を
見
る
も
の
の
、
総
論
の
中
に
あ
る

自
然
主
義
的
観
照
論
を
乗
り
越
え
、
大
杉
と
の

「
実
行
」
を
め
ぐ
る
論
争

後
、
地
方
に
お
け
る
民
衆
の
生
活
世
界
に
依
拠
し
な
が
ら
反
近
代
的
な

「
郷

上
ロ
マ
ン
」
主
義
者
に
変
容
す
る
御
風
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
論
述
が
ほ
し

か

っ
た
，

そ
う
は
言

っ
て
も
、
「近
代
思
想
』
と
自
然
主
義
派
と
の
せ
め
ぎ
あ

い
は

本
書
の
随
所
に
散
見
さ
れ
る
の
だ
が
、
「大
杉
栄
の
批
評
の
実
践
性
に
つ
い

て
」
で
は
、
「
近
代
思
想
社
小
集
」
を
焦
点
化
し
、
第
二
回
小
集
に
島
村
抱

月
と
相
馬
御
風
を
招

い
た
こ
と
の
意
味
を
問
う
て
い
る
．
抱
月
は

「文
芸
の

第

一
義
と
し
て
、
所
謂
静
か
な
る
観
照
と
美
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
を
重
ん
じ
」
、

そ
れ
に
対
抗
し
て
大
杉
が
す
ば
や
く

「
憎
悪
美
と
反
逆
美
の
創
造
的
文
芸
」

を
主
張
、
抱
月
も

「観
照
」
と

「
実
行
」
の
二
元
論
か
ら

「実
行
に
伴
う
観

照
が
あ
る
」
と
い
う

一
元
論
に
転
向
し
た
と
い
う
指
摘
は
、
Ｈ
を
開
か
さ
れ

Ｔ
人
一
一

る
思
い
が
す
る
ｃ
さ
ら
に
大
杉
の
筆
鋒
は
、
早
稲
田
派
の
領
袖
坪
内
逍
遥
に

ま
で
向
か
い
、
逍
通
の
イ
プ
セ
ン
理
解
の
道
徳
性
を
鋭
く
批
判
し
た
点
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
逍
過
は
別
に
し
て
、
大
杉
ら
と
早
稲
田
派
の
文
学
者
と
の

橋
渡
し
を
し
た
の
が
、
早
稲
田
出
身
の
安
成
や
向
柳
秀
湖
で
あ

っ
た
と
い
う

こ
と
も
、
今
回
改
め
て
再
認
識
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
漂
泊
す
る
知
識
人
の
自
画
像
―
安
成
貞
雄
と
実
業
の
時
代
」
は
、
安
成

の
生
涯
の
素
描
で
あ
り
、
同
時
に
彼
の
本
質
に
鋭
く
迫
る
内
容
で
も
あ
る
。

鉱
山
労
働
者
を
父
に
持
ち

「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
の
空
気
」
に
つ
つ
ま
れ
た
労

働
者
の
共
同
体
を
転
々
と
し
た

「
漂
泊
児
」
に
己
を
重
ね
る
安
成
に
著
者
は

若
Ｈ
し
、
「
伝
統
的
な
農
村
共
同
体
を

「故
郷
」
と
す
る
心
情
の
上
に
成
り

立
つ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
は
対
極
に
あ
る
彼
の
漂
泊
の
身
体
性
を
指
標
と

し
て
い
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
自
ず
か
ら

「
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
は
遠

い
と
こ
ろ
に
位
置
し
、
安
成
が
ま
ず
批
判
の
矢
を
放

っ
た
の
が
新
渡
戸
稲
造

に
代
表
さ
れ
る
、
国
民
性
論
流
行
の
中
に
現
れ
た

「武
士
道
」
で
あ

っ
た
。

同
時
代
、
志
賀
直
哉
の
小
説

「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
二

九

一
三
年
）
に
も

武
士
道
を
鼓
吹
す
る
小
学
校
教
師
が
登
場
し
自
由
な
創
造
に
い
そ
し
む
清
兵

衛
を
圧
迫
す
る
と
い
う
問
題
が
扱
わ
れ
、
ま
た
今
日
で
も

「作
法
」
を
日
本

人
が
見
失

っ
た
と
い
う
言
説
の
下
に
、
新
渡
戸
の

『武
士
道
』
が
も
て
は
や

さ
れ
る

一
面
が
あ
る
。
安
成
は

「
武
士
道
は

一
般
的
徳
Ｈ
を
編
集
し
た
も
の

に
過
ぎ
ず
」
も
の
め
ず
ら
し
さ
が
日
立
つ
だ
け
だ
と
い
う

．　
一
方
で
は
実
は

一実
業
の
世
界
』
の
記
者

（主
筆
）
安
成
が
ラ
イ
バ
ル
誌
攻
撃
の

「
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
　
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
の

一
環
と
し
て
行

つ
た
新
渡
戸
批
判
は
こ
こ
に
と

ど
ま
ら
ず
、
著
者
に
よ
れ
ば

「
近
代
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
ま
な
ざ
し
が
交



叉
す
る
中
で
合
成
さ
れ
た
商
業
道
徳

＝
武
士
道
」
が
、
「
時
代
と
呼
応
し
な

が
ら
、
変
貌
を
遂
げ
、
「
産
業
資
本
確
立
期
」
以
後
、
国
体

へ
の

「
至
誠
至

忠
」
と

い
う
国
民
支
配
の
中
心
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
も

必
然
的
な
な
り
ゆ
き
」
と
し
て
接
続
し
、
そ
の
後
の
日
本
に
も
そ
の
有
効
性

を
発
揮
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
連
続
性

へ
の
指
摘
は
、
「大
正
期
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

の
諸
表
象
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
や
が
て
は

一
九
三
〇
年
代
初
め
か
ら
は
じ

ま
る
戦
時
体
制
構
築

へ
の
文
化
的
役
割
を
呆
た
す
こ
と
を
示
し
て
お
り
、　
一

般
に

「大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
主
流
に
隠
れ
、
こ
れ
ま
で
注
視
さ
れ
な
か

っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
小
流
群
で
は
あ

っ
た
が
、
本
書
は
新
た
に
そ
の
こ

と
に
強
く
思
い
を
至
ら
せ
て
く
れ
る
。

安
成
の

「介
入
」
は
む
ろ
ん
こ
れ
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
時
期
の
文
芸

誌
に
頻
繁
に
登
場
す
る
岩
野
泡
鳴
と
三
井
甲
之
と

い
う
日
本
主
義

（国
家
主

義
）
者
や
、
第

一
次
世
界
大
戦
期
の
愛
国
的
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
に
影
響
さ
れ

た
太
宰
施
門
ら
仏
蘭
西
学
会
と
の

「伝
統
主
義
論
争
」
や
民
衆
芸
術
に
よ
る

労
働
者
教
化
を
説
い
た
本
間
久
雄

へ
の
批
判
な
ど
、
安
成
の
文
芸
上
の
行
動

は
実
に
果
敢
で
あ

っ
た
こ
と
が
あ
と
づ
け
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
彼
の

「科
学
的
精
神
」
の
発
露
に
よ
る

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
潜
在
的
な
声
を

代
弁
し
、
階
級
的
自
覚
と
知
識
人
の
倫
理
的
使
命
に
も
と
づ
い
て

「
階
級
闘

争
」
に
し
た
が
」
う
こ
と
を
強
く
求
め
た
結
果
だ
と
い
う
指
摘
も
首
肯
で
き

る
。
古
く
は
土
田
杏
村
が
も

っ
と
も
尊
敬
す
る

「
最
初
の
無
産
者
評
論
家
」

だ
と
追
悼
し
て
い
る

（
一
九
二
四
年
）
が
、
著
者
は
そ
れ
を
敷
行
し
て

「
明

治
期
初
期
社
会
主
義
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
架
橋
し
た
」
人
物
と
い
う
新

村
田
裕
和
著

『近
代
思
想
社
と
大
正
期
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時
代
』

た
な
位
置
づ
け
を
し
て
い
る
ｃ

『近
代
思
想
』
の
人
々
と
文
学
者
各
人
と
の
個
別
論
争
や
批
評
活
動
は
、

こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
あ

っ
た
が
、
「
近
代
思
想
社
」
と
い
う
フ
ィ

ル
タ
ー
を
通
し
て
」
名
ま
え
が
き
し

当
時
の
文
壇

・
文
化
状
況
を
遠
近
画

法
的

（パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
）
に
見
据
え
る
検
証
方
法
は
、
実
に
新
鮮
で
あ

っ
た
。

（双
文
社
出
版
　
二
〇

一
一
年
三
月

一
四
日
　
Ａ
５
判
二
五
四
頁
　
本
体
価

格
三
八
〇
〇
円
）

（お
お
わ
だ

。
し
げ
る
　
法
政
大
学
非
常
勤
講
師
）

一
八

〓
一


