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は
じ
め
に

昭
和
期
の
日
本
に
お
い
て

｢

日
本
浪
曼
派｣

の
運
動
を
唱
道
し
た
文
芸
批
評
家
で
あ
る
保
田
與
重
郎

(

一
九
一
〇
・
四
・
一
五
―
一
九

八
一
・
一
〇
・
四)

の
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
四
〇
年
代
に
か
け
て
の
批
評
営
為
に
は
、
一
つ
の
顕
著
な
特
徴
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
れ

は
、
こ
の
時
期
の
保
田
の
批
評
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
、〈
民
族
〉
の
〈
文
化
〉
的
〈
伝
統
〉
の
構
築
に
関
す
る
諸
言
説
と
、〈
女
性
〉
あ

る
い
は
〈
女
性
〉
性
を
め
ぐ
る
言
説
と
の
間
に
、
密
接
な
連
関
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
保
田
は
、
そ
の
一
九
三
〇
年
代
の
初
期
評
論

か
ら
日
本
の
〈
女
性
〉
の
問
題
に
関
し
て
反
復
し
て
言
及
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
一
連
の
古
典
評
論
に
お
い
て
は
、〈
女
性
〉
に
関
す
る

言
説
を
選
択
的
に
動
員
し
つ
つ
、〈
民
族
〉
を
め
ぐ
っ
て
の
〈
文
化
〉
的
〈
伝
統
〉
の
表
象
の
構
築
を
試
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
保
田

の
批
評
に
お
い
て
は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
(������)
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

(������)
と
い
う
二
つ
の
変
数
の
間
に
看
過
で
き
な
い
関
係
性
が
見

出
さ
れ
る
と
言
え
る
。

周
知
の
通
り
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
女
性
史
研
究
は
、
近
代
の
歴
史
的
産
物
と
し
て
の
国
民
国
家

(�����������)

が
、
そ
の
国
民

化
の
進
行
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
国
家
的
な
諸
制
度
や
思
想
言
説
、
ま
た
運
動
実
践
や
生
活
風
俗
と
い
っ
た
複
数
の
水
準
を
通
し
て
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
変
数
と
深
く
関
与
し
て
き
た
歴
史
的
経
緯
を
検
証
し
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
知
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
既
に

日
本
の
近
現
代
文
学
研
究
に
お
い
て
も
基
本
的
な
分
析
の
前
提
で
あ
る
。｢

日
本
浪
曼
派｣

の
運
動
を
構
想
し
た
批
評
家
と
し
て
の
保
田

の
批
評
活
動
に
関
し
て
も
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
二
つ
の
変
数
の
交
錯
と
い
う
観
点
か
ら
の
再
検
討
が
重
要
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
こ
と
は
再
言
を
要
し
ま
い
。
既
に
保
田
の
批
評
に
関
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
導
入
し
た
先
行
論
は
散
発
的
な
形
で
存
在
し
て

い
る
が
、
保
田
に
お
け
る
〈
文
化
〉
的
〈
伝
統
〉
に
関
す
る
思
考
と
〈
女
性
〉
に
関
す
る
諸
言
説
の
関
係
性
に
関
し
て
は
、
そ
の
統
一
的

な
分
析
は
ま
だ
不
十
分
な
ま
ま
に
留
ま
っ
て
お
り
、
未
検
討
の
ま
ま
に
残
さ
れ
た
論
点
が
少
な
く
な
い
と
論
者
は
考
え
る
。

(

注
一)

保
田
の
古
典
評
論
の
中
で
、〈
文
化
〉
的
〈
伝
統
〉
の
理
念
と
〈
女
性
〉
の
表
象
の
両
者
の
通
路
を
最
も
象
徴
的
に
示
す
テ
キ
ス
ト
が
、
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一
九
四
二
年
四
月
に
育
英
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
た
評
論
集

『

和
泉
式
部
私
抄』

に
収
録
さ
れ
た
平
安
朝
歌
人
の
和
泉
式
部
に
関
す
る
一
連

の
評
論
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
評
論
は
一
九
三
七
年
初
頭
に
お
い
て
当
時
の
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
保
田
の
和
泉
式
部
に
関
す
る
複
数
の
文
章

を
そ
の
原
型
と
し
て
い
る
が
、
こ
の

『

和
泉
式
部
私
抄』

が
興
味
深
い
の
は
、
同
時
代
の
日
本
の
時
局
の
推
移
に
従
っ
て
、
内
容
上
の
変

更
が
生
じ
、
ま
た
著
者
自
身
が
そ
の
変
更
の
意
味
を
改
め
て
意
味
付
け
て
い
る
点
に
あ
る
。
以
下
の
本
論
に
お
い
て
は
、
こ
の

『

和
泉
式

部
私
抄』
を
含
む
一
連
の
批
評
テ
キ
ス
ト
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
保
田
の
古
典
批
評
に
お
け
る
〈
女
性
〉
の
表
象
の
問
題
に
関
し
て
検
討

す
る
。
保
田
の
言
説
構
造
に
お
い
て
表
象
と
し
て
の
〈
女
性
〉
が
い
か
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
の
考
察
は
、
い
わ
ゆ
る

｢

日

本
浪
曼
派｣

運
動
を
め
ぐ
る
問
題
機
制
の
全
体
を
検
討
す
る
際
に
お
い
て
も
、
有
効
な
示
唆
を
与
え
る
筈
で
あ
る
。

一
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
四
〇
年
代
に
か
け
て
の
保
田
の
批
評
的
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
一
連
の
〈
女
性
文
化
〉
論
と
で
も
呼

ぶ
べ
き
考
察
が
多
く
散
見
さ
れ
る
。
保
田
は
、
そ
の
批
評
活
動
の
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
、
同
時
代
日
本
の
文
化
の
考
察
の
一
環
と
し
て
、

同
時
代
の
女
性
と
そ
の
性
格
を
め
ぐ
る
問
題
系
に
対
し
て
積
極
的
な
言
及
を
行
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
雑
誌

『

新
日
本』

一
九
三
八
年
三
月
号
に
掲
載
さ
れ
た

｢

日
本
の
女
性｣

と
題
す
る
小
文
に
お
い
て
、
保
田
は
同
時
代
の
女

性
歌
人
へ
の
批
判
を
行
う
一
方
で
、
〈
和
泉
式
部
〉
や
〈
建
礼
門
院
右
京
太
夫
〉
と
い
っ
た
王
朝
期
の
人
物
を
肯
定
的
な
女
性
像
と
し
て

評
価
す
る
。
保
田
は
古
典
期
の
〈
女
性
文
化
〉
を
め
ぐ
っ
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

(

注
二)

〈
和
泉
式
部
と
近
代
文
芸
、
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
僕
は
ま
へ
に
考
へ
た
が
、
一
般
に
小
野
小
町

も
つ
と
古
い
家
持
の
女
性
サ

ロ
ン
か
ら
始
ま
る
王
朝
中
期
後
宮
の
女
性
文
化
、
そ
れ
は
後
鳥
羽
院
の
美
し
い
才
あ
る
侍
女
た
ち
や
建
礼
門
院
右
京
太
夫
と
か
式
子

内
親
王
や
う
た
ゝ
ね
や
さ
ら
し
な
の
作
者
ま
で
で
終
る
も
の
だ
が
、
こ
の
時
代
の
女
性
教
育
は
、
代
々
の
詩
人
や
芸
術
家
が
再
び
し
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得
な
い
文
化
と
僕
に
は
思
へ
る
の
で
あ
る
。(

中
略)

王
朝
の
歌
を
作
つ
た
女
達
よ
り
今
の
世
の
歌
を
つ
く
る
女
性
は
一
般
に
少
し

も
進
歩
発
展
し
て
ゐ
な
い
。
も
し
和
泉
式
部
よ
り
え
ら
い
女
が
出
、
建
礼
門
院
よ
り
可
憐
な
少
女
詩
人
が
何
人
も
出
た
ら
、
私
は
進

歩
を
そ
の
と
き
信
用
す
る
。
一
般
に
女
性
は
進
歩
主
義
者
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
王
朝
の
女
性
は
さ
う
で
な
か
つ
た
。〉

こ
の
テ
キ
ス
ト
中
の
保
田
に
よ
る
同
時
代
女
性
に
対
す
る
考
察
に
お
い
て
は
、
当
時
の
男
性
知
識
人
の
多
く
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
通
俗
的
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
満
ち
た
セ
ク
シ
ズ
ム
の
言
説
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
上
に
特
徴
を
示
す
の
は
、
そ
れ
ら

の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
保
田
の
女
性
歌
人
に
関
す
る
批
評
が
〈
進
歩
〉
的
思
考
に
対
す
る
批
判
の
た
め
に
援
用
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の

王
朝
期
の
〈
女
性
文
化
〉
が
〈
近
代
〉
批
判
の
一
環
と
し
て
動
員
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の

｢

日
本
の
女
性｣

よ
り
早
く
発
表
さ
れ

た

｢

童
女
征
欧
の
賦｣

(『

コ
ギ
ト』

一
九
三
六
・
三)

と
題
す
る
同
時
代
女
性
論
と
文
学
論
が
一
体
と
な
っ
た
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
も
、

同
時
代
女
性
文
化
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
が
次
々
に
提
出
さ
れ
つ
つ
、
例
え
ば
同
時
代
の
〈
女
流
文
芸
家
の
貧
窮
日
記
〉
を
〈
僕
は
そ
の
現

物
の
方
に
涙
ぐ
ま
し
く
な
る
〉
と
批
判
す
る
一
方
で
、
源
氏
物
語
の
桐
壺
巻
に
関
し
て
〈
王
朝
の
女
性
教
育
の
一
つ
の
現
れ
、
自
然
に
さ

な
が
ら
に
語
ら
れ
て
い
る
文
章
が
、
形
定
つ
て
生
き
残
つ
た
〉
も
の
で
あ
る
と
し
て
紫
式
部
を
評
価
す
る
。

(

注
三)

こ
の
よ
う
に
〈
近
代
〉
的
な

女
性
文
化
が
〈
伝
統
〉
的
な
〈
女
性
文
化
〉
と
否
定
的
に
対
比
さ
れ
る
と
い
う
構
造
が
反
復
的
に
示
さ
れ
て
い
く
。

(

注
四)

〈
女
性
文
化
〉
に
関
す
る
考
察
を
〈
近
代
〉
批
判
の
観
点
か
ら
展
開
す
る
保
田
の
批
評
の
方
法
を
よ
り
明
確
に
示
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト

が
、
雑
誌

『

新
日
本』

に
一
九
三
九
年
二
月
号
か
ら
三
月
号
に
か
け
て
連
載
さ
れ
た

｢

川
原
操
子｣

と
題
す
る
評
論
で
あ
る
。
周
知
の
通

り
、『

新
日
本』

は
一
九
三
七
年
七
月
に
設
立
さ
れ
た

｢

新
日
本
文
化
の
会｣

の
発
行
に
か
か
る
雑
誌
で
あ
り
、
国
策
的
文
化
運
動
が
活

発
化
し
た
こ
の
時
期
の
文
壇
状
況
を
反
映
す
る
雑
誌
の
一
つ
で
あ
る
。
保
田
は
こ
の

｢

新
日
本
文
化
の
会｣

の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
こ
の

評
論
は

｢『

日
本
の
自
覚』

先
覚
者
研
究｣

と
い
う

『

新
日
本』

に
よ
る
共
通
テ
ー
マ
の
下
で
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

｢

川
原

操
子｣

と
題
す
る
評
論
に
お
い
て
、
保
田
は
日
露
戦
争
期
に
お
い
て
内
蒙
古
の
カ
ラ
チ
ン
王
府
に
教
師
と
し
て
入
り
日
本
側
の
情
報
収
集

活
動
に
協
力
し
た
こ
と
で
著
名
な
川
原
操
子
の
人
物
像
に
つ
い
て
、
日
本
の
〈
先
覚
者
〉
と
し
て
定
位
し
つ
つ
以
下
の
よ
う
に
評
価
し
て
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い
る
。

(

注
五)〈

私
が
こ
こ
に
、
明
治
先
覚
者
の
一
人
と
し
て
殊
さ
ら
女
性
の
中
よ
り
選
び
だ
し
て
女
史
を
語
る
こ
と
は
、
女
史
の
も
っ
て
ゐ
た
行

為
へ
の
勇
気
と
決
意
の
実
践
が
、
つ
ね
に
わ
が
日
本
の
女
性
の
美
し
い
心
ば
え
の
伴
奏
で
あ
つ
た
と
い
ふ
事
実
を
知
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
愛
情
が
、
そ
の
ま
ま
に
ヒ
ュ
マ
ニ
ズ
ム
と
し
て
、
ま
た
国
家
の
理
想
と
合
致
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
己
の
思
い
を
か
く
し

て
行
動
し
た
女
丈
夫
で
な
く
、
己
の
思
い
に
自
然
に
泣
き
悲
し
み
、
し
か
も
そ
の
ま
ま
に
崇
高
な
心
情
で
行
為
し
た
女
性
で
あ
つ
た
。

そ
の
文
章
に
も
、
や
さ
し
い
日
本
の
女
性
の
心
が
、
ど
ん
な
行
為
に
付
随
し
た
身
振
り
も
宣
伝
も
伴
わ
ず
に
自
然
に
描
か
れ
て
ゐ
る
。〉

〈
女
史
の
愛
情
は
、
日
本
の
女
性
の
天
性
の
美
徳
に
他
な
ら
な
い
あ
の
し
と
や
か
な
や
さ
し
さ
で
あ
つ
た
。
女
史
の
折
に
ふ
れ
て
告

白
し
た
の
も
、
最
後
に
は
一
切
の
命
目
と
議
論
が
空
白
と
な
つ
た
と
き
に
な
ほ
残
る
日
本
の
女
性
の
血
の
記
憶
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ

る
。〉

保
田
は
川
原
操
子
に
対
す
る
評
価
を
、〈
日
本
の
女
性
の
天
性
の
美
徳
〉
あ
る
い
は
〈
日
本
の
女
性
の
血
の
記
憶
〉
と
い
っ
た
観
点
か

ら
構
成
す
る
。
こ
こ
で
は
川
原
操
子
を
日
露
戦
争
下
の
危
険
な
情
報
収
集
活
動
に
挺
身
し
た
勇
気
あ
る
近
代
的
な
〈
女
丈
夫
〉
と
し
て
捉

え
る
同
時
代
の
一
般
的
な
評
価
が
否
定
さ
れ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
保
田
は
、
川
原
操
子
を
一
種
の
近
代
的
な
主
体
性
を
持
っ
た
女
性
と
し

て
で
は
な
く
、〈
そ
の
女
性
の
偉
大
な
事
業
は
、
古
来
の
ま
ゝ
の
女
ら
し
い
愛
情
が
、
そ
の
ま
ゝ
新
し
い
日
の
祖
国
に
結
び
つ
い
た
一
例
〉

で
あ
る
と
す
る
評
価
が
示
す
よ
う
に
、
王
朝
期
の
日
本
女
性
に
通
じ
る
よ
う
な
類
型
的
な
日
本
女
性
と
し
て
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、〈
こ
の
女
性
が
一
人
の
日
本
女
性
の
典
型
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
さ
し
い
日
本
女
性
の
一
表
象
で
あ
っ
た
と
い
ふ
側
の
み
が
は
っ
き
り

と
人
々
の
脳
底
に
印
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
女
性
に
集
っ
た
、
又
現
れ
た
日
本
女
性
の
俤
を
描
く
た
め
に
、
小
生
は
さ
う
い
ふ
代
表

の
や
う
な
女
史
を
選
び
出
す
の
で
あ
る
。〉
と
い
っ
た
続
く
テ
キ
ス
ト
中
の
評
価
に
明
白
に
現
れ
る
。

(

注
六)

こ
の
評
論
中
で
は
、
川
原
操
子
の

行
動
が
日
本
の
〈
古
来
〉
の
〈
女
性
文
化
〉
と
接
続
さ
れ
る
こ
と
で
、
同
評
論
中
で
そ
れ
ら
を
否
定
し
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
明
治
期
以
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降
の
日
本
の
社
会
文
化
状
態
が
批
判
さ
れ
て
お
り
、
同
時
代
の
〈
女
性
文
化
〉
論
を
近
代
日
本
の
批
判
へ
と
結
び
付
け
て
い
く
保
田
の
思

考
の
一
端
が
顕
在
化
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
の
一
連
の
〈
女
性
文
化
〉
論
と
並
行
す
る
時
期
に
お
い
て
、
保
田
は
近
代
の
男
女
を
め
ぐ
る
制
度
批

判
と
で
も
呼
称
す
る
べ
き
複
数
の
テ
キ
ス
ト
を
発
表
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
一
連
の
〈
女
性
文
化
〉
論
と
も
一
面
で
は
連
関
し
て
い
る
。

先
の

｢

川
原
操
子｣

発
表
と
同
年
の
一
九
三
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
保
田
の
代
表
的
な
評
論
集
に

『

ヱ
ル
テ
ル
は
何
故
死
ん
だ
か』

(

一
九

三
九
・
一
〇

ぐ
ろ
り
あ
・
そ
さ
え
て)

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
単
な
る
ゲ
ー
テ
の
小
説
論
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
保
田
に
よ
る
近
代
の
男

女
間
の
制
度
論
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

(

注
七)

こ
の
評
論
集
で
は
、〈
近
代
式
結
婚
〉
や
同
時
代
日
本
の
〈
愛
情
〉
の
制
度
に
対
す
る
保

田
に
よ
る
批
評
が
集
中
的
に
展
開
さ
れ
る
。
そ
こ
で
の
保
田
の
思
考
は
、
独
創
と
い
う
よ
り
も
そ
の
議
論
の
源
泉
と
し
て
の
バ
ッ
ハ
オ
ー

フ
ェ
ン
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
さ
ら
に
ニ
ー
チ
ェ
の
考
察
に
負
う
部
分
が
大
き
い
が
、
そ
れ
ら
保
田
の
主
張
が
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
近
代
の
社

会
文
化
批
判
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
く
。

(

注
八)

一
連
の
保
田
の
近
代
批
判
の
思
考
は
、
そ
の
古
典
文
学
を
素

材
と
し
た
評
論
に
お
い
て
よ
り
明
瞭
な
形
で
現
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
次
節
で
検
討
す
る
。

二
保
田
に
よ
る
古
典
文
学
に
関
す
る
批
評
の
中
で
古
典
女
性
の
表
象
を
中
心
に
論
じ
た
評
論
は
、｢

更
級
日
記｣

(

一
九
三
五
・
八

『

國
語

國
文』)

を
初
め
と
し
て
早
く
か
ら
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
保
田
の
評
論

｢

更
級
日
記｣

は
、
堀
辰
雄
の
平
安
期
女
性
日
記
へ
の
関
心
を
媒

介
し
、
そ
の
後
の
堀
の

｢

か
げ
ろ
ふ
の
日
記｣

(

一
九
三
七
・
一
二

『
改
造』)

等
の
構
想
へ
至
る
一
契
機
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と

で
も
知
ら
れ
る
。

(

注
九)

そ
の
よ
う
な
同
時
代
文
壇
へ
も
一
定
の
影
響
を
持
っ
た
保
田
の
古
典
評
論
中
で
、
古
典
女
性
の
表
象
と
日
本
の
〈
民
族
〉

の
〈
文
化
〉
的
〈
伝
統
〉
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
保
田
の
論
理
が
最
も
顕
在
化
し
た
象
徴
的
な
テ
キ
ス
ト
が
、
和
泉
式
部
に
関
す
る
一
連
の

評
論
で
あ
る
。
保
田
に
よ
る
和
泉
式
部
に
関
す
る
批
評
は
、
一
九
三
七
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
雑
誌

『

コ
ギ
ト』

に
掲
載
さ
れ
た

坂元昌樹 92



｢

和
泉
式
部
家
集
私
鈔｣

と
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
雑
誌

『

文
學
界』

の
一
九
三
七
年
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た

｢

和
泉
式
部｣

の
両
者
に
代
表

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
和
泉
式
部
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
は
、
後
の
評
論
集

『

和
泉
式
部
私
抄』

(

一
九
四
二
・
四

育
英
書
院)

に
改
稿
収

録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(

注
一
〇)

こ
の
単
行
本

『

和
泉
式
部
私
抄』

所
収
の

｢

は
し
が
き｣

に
お
い
て
、
保
田
は
、
以
下
の
よ
う
に
自
身
の
和
泉

式
部
評
価
の
方
向
性
を
論
じ
て
い
る
。

(

注
一
一)

〈
私
が
和
泉
式
部
を
論
じ
た
の
は
、
彼
女
の
文
芸
と
詩
人
を
以
て
、
将
来
の
日
本
の
、
民
族
文
化
に
よ
る
偉
大
な
世
界
構
想
の
源
泉

自
覚
の
一
助
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
我
国
が
汎
世
界
に
対
し
て
新
し
い
秩
序
を
た
て
、
国
の
文
明
を
世
界
の
規
模
で
行

ふ
自
信
の
根
底
と
な
る
も
の
は
、
か
か
る
歴
史
中
期
の
可
憐
の
女
性
に
さ
へ
形
成
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
当
時
も
く
り
か
へ

し
口
に
し
た
の
で
あ
る
。
我
々
の
民
族
が
和
泉
式
部
の
如
き
詩
人
を
も
つ
こ
と
は
、
我
々
の
も
つ
独
自
な
文
化
的
優
秀
性
の
確
証
で

あ
り
我
々
が
将
来
文
化
上
の
世
界
政
策
を
自
国
の
理
想
と
精
神
に
依
て
堂
々
と
行
為
し
う
る
と
の
、
思
想
の
自
信
と
な
り
源
泉
と
な

る
の
で
あ
る
。〉

保
田
は
、
和
泉
式
部
と
い
う
〈
歴
史
中
期
の
可
憐
の
女
性
〉
の
〈
文
芸
と
詩
人
〉
の
理
解
こ
そ
が
、〈
将
来
の
日
本
の
、
民
族
文
化
に

よ
る
偉
大
な
世
界
構
想
の
源
泉
自
覚
〉
の
た
め
に
有
効
で
あ
り
、
ま
た
日
本
の
〈
独
自
な
文
化
的
優
秀
性
の
確
証
〉
と
な
り
得
る
と
言
明

す
る
。
同
様
の
主
張
は
こ
の
評
論
集
に
お
い
て
、〈
近
代
の
終
焉
の
後
に
始
ま
る
日
本
文
化
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
無
数
の
関
心

を
も
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
の
日
に
、
和
泉
式
部
の
如
き
文
芸
を
示
し
う
る
こ
と
に
、
私
は
確
信
の
根
底
を
も
つ
。(

中
略)

国
の
同
胞

が
文
化
上
の
自
覚
と
自
信
を
つ
よ
く
し
、
四
海
の
異
民
族
が
仰
望
す
る
如
き
文
化
を
与
え
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
と
二
つ
の
み
ち
な
る
如

く
し
て
、
創
造
の
原
理
と
し
て
の
大
本
は
一
つ
で
あ
る
。
わ
が
正
し
く
美
し
い
文
化
を
、
や
さ
し
く
お
ご
そ
か
に
示
す
と
い
ふ
方
法
以
外

に
、
今
日
の
文
化
建
設
の
任
務
の
根
本
原
理
は
な
い
の
で
あ
る
。〉
と
い
っ
た
形
式
に
お
い
て
反
復
さ
れ
て
い
く
。

(

注
一
二)

保
田
は
、
和
泉
式
部

の
再
評
価
を
通
し
て
、
世
界
に
示
し
う
る
〈
日
本
文
化
〉
の
〈
自
覚
と
自
信
〉
が
形
成
可
能
と
な
る
と
唱
え
る
。
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こ
こ
で
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
保
田
の
和
泉
式
部
評
価
は
、
一
九
三
七
年
の

｢

和
泉
式
部
家
集
私
鈔｣

｢

和
泉
式
部｣

の
雑
誌
初
出
段
階
に
お
い
て
は
ま
だ
十
分
に
成
立
し
て
お
ら
ず
、
改
稿
過
程
を
経
て
一
九
四
二
年
の

『

和
泉
式
部
私
抄』

の
単
行
本
の
段

階
に
お
い
て
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
初
出
の

｢

和
泉
式
部
家
集
私
鈔｣

｢

和
泉
式
部｣

と

『

和
泉
式
部
私
抄』

収
録
の
文

章
の
間
に
は
、
少
な
く
な
い
内
容
上
の
異
同
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
一
九
三
七
年
の

『

文
學
界』

掲
載
の

｢

和
泉
式
部｣

に
お
け
る
保

田
の
和
泉
式
部
評
価
の
基
本
的
な
方
向
性
は
、
〈
歴
史
以
来
第
一
等
の
恋
愛
歌
人
だ
つ
た
王
朝
の
女
性
和
泉
式
部
の
詩
歌
は
つ
ね
に

｢

哀

歌｣

〉
で
あ
る
と
い
っ
た
論
評
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
和
泉
式
部
の
歌
を
〈
孤
独
と
哀
愁
を
う
た
つ
た
女
性
の
歌
〉
と
見
な
す
評
価
の
視

点
に
留
ま
っ
て
お
り
、
一
九
四
二
年
段
階
で
の
日
本
の
〈
民
族
文
化
〉
を
〈
世
界
〉
に
対
し
て
示
す
存
在
と
し
て
の
評
価
は
形
成
さ
れ
て

い
な
い
。『

和
泉
式
部
私
抄』
の
本
論
の
記
述
も

｢

は
し
が
き｣

で
の
主
張
に
対
応
し
た
形
で
随
所
に
わ
た
っ
て
改
稿
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
は
五
年
間
の
時
間
的
な
間
隔
か
ら
生
じ
た
思
考
の
変
化
だ
け
で
な
く
、
言
う
ま
で
も
な
く
一
九
四
一
年
一
二
月
の
太
平
洋
戦
争
の

開
始
を
含
む
国
内
外
の
状
況
の
激
変
が
介
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
保
田
の
和
泉
式
部
評
価
の
大
幅
な
改
変
を
招
来
し
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
日
本
の
古
典
女
性
の
表
象
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
そ
の
女
性
表
現
の
〈
伝
統
〉
の
内
部
に
お
い
て
、
保
田
は
な
ぜ
和
泉
式
部

に
注
目
し
特
権
化
す
る
の
か
。
例
え
ば
同
じ
王
朝
期
を
代
表
す
る
女
性
表
現
者
と
し
て
の
紫
式
部
あ
る
い
は
清
少
納
言
と
い
っ
た
人
物
で

は
な
く
、
保
田
は
な
ぜ
和
泉
式
部
を
そ
の
高
い
評
価
の
対
象
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
保
田
の
評
価
の
背
景
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
補
助
線
と
し
て
一
九
三
〇
年
代
前
後
の
日
本
に
お
け
る
和
泉
式
部
を
め
ぐ
る
国
文

学
研
究
の
評
価
の
動
向
を
概
観
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
保
田
は
、
初
出

｢

和
泉
式
部
家
集
私
鈔｣

の

｢

附
記｣

に
お
い
て
、
以
下
の
よ

う
に
述
べ
な
が
ら
、
同
時
代
の
和
泉
式
部
に
関
す
る
国
文
学
研
究
の
状
況
を
批
評
す
る
。

〈
私
は
国
文
学
の
専
攻
者
で
な
い
、
し
か
し
私
は
国
文
学
や
古
美
術
を
年
少
の
日
か
ら
愛
惜
し
た
。(

中
略)

和
泉
式
部
年
齢
考
証

を
疏
そ
か
に
し
た
な
ど
の
非
難
は
肯
ん
じ
な
い
。
何
と
な
れ
ば
私
は
さ
う
い
ふ
意
味
で
の
仕
事
、
日
本
の
国
文
学
者
の
唯
一
の
仕
事

坂元昌樹 94



を
軽
蔑
し
な
い
が
、
自
分
に
は
出
来
な
い
。(

中
略)

な
ほ
年
齢
考
は
す
べ
て
、
与
謝
野
晶
子
女
史
の
説
を
漠
然
と
信
じ
た
。
そ
の

上
式
部
の
年
齢
を
考
証
し
た
学
者
は
何
人
あ
る
か
知
ら
な
い
が
、
近
代
の
国
文
学
者
の
百
倍
位
与
謝
野
女
史
を
私
は
尊
敬
し
て
ゐ
る

か
ら
で
あ
る
。
私
は
今
日
の
国
文
学
の
専
門
研
究
者
で
な
い
、
真
淵
宣
長
の
亜
流
で
な
い
、
専
ら
精
神
の
継
承
者
で
あ
り
た
い
。〉

与
謝
野
晶
子
の
和
泉
式
部
論
へ
の
共
感
を
隠
さ
な
い
保
田
は
、
一
連
の
和
泉
式
部
論
に
お
い
て
、
同
時
代
の
国
文
学
に
よ
る
和
泉
式
部

研
究
の
動
向
を
常
に
意
識
し
、
そ
れ
へ
の
反
措
定
と
し
て
自
己
の
論
を
構
築
し
て
い
く
。
例
え
ば
、
保
田
は
、〈
式
部
の
日
記
を
文
学
価

値
希
薄
と
断
じ
た
の
は

｢
平
安
朝
文
学
史｣

で
あ
る
〉(｢

和
泉
式
部
論｣)

と
い
っ
た
言
及
を
通
し
て
、
国
文
学
者
で
あ
る
藤
岡
作
太
郎

の
著
名
な

『

国
文
学
全
史

平
安
朝
篇』

(

一
九
二
三
・
一

岩
波
書
店)

に
お
け
る

｢

和
泉
式
部
日
記｣

に
関
す
る
評
価
の
〈
文
学
上

さ
ま
で
価
値
あ
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
式
部
に
見
る
べ
き
は
、
も
と
よ
り
そ
の
和
歌
に
あ
り
〉
に
触
れ
、
そ
の
見
解
を
批
判
的
に
捉
え
た
上

で
反
駁
す
る
。
ま
た
、
同
時
代
の
〈
国
文
学
者
〉
に
よ
る
和
泉
式
部
評
価
を
批
判
し
て
、〈
今
日
の
国
文
学
者
が
、｢

愛
欲
の
奴
隷｣

な
ど

い
ふ
露
骨
な
自
然
主
義
語
彙
で
式
部
を
批
評
し
て
ゐ
る
こ
と
が
私
に
は
な
さ
け
な
く
思
は
れ
た
〉
と
し
、〈
我
々
の
時
代
に
お
い
て
一
つ

の
系
譜
と
し
よ
う
と
し
た
王
朝
文
化
の
中
の
式
部
は
、
凡
そ
そ
の
や
う
な
野
蛮
露
骨
な
言
葉
と
思
想
を
抹
殺
す
る
側
の
立
場
の
も
の
で
あ

つ
た
〉(｢

和
泉
式
部
論｣)

と
し
て
反
論
す
る
。
こ
こ
で
の
〈｢

愛
欲
の
奴
隷｣

な
ど
い
ふ
露
骨
な
自
然
主
義
語
彙
〉
へ
の
批
判
は
、
例
え

ば
、
保
田
の

｢

和
泉
式
部
家
集
私
鈔｣

｢

和
泉
式
部｣
論
と
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
小
室
由
三
・
田
中
栄
三
郎
に
よ
る

『

和
泉
式
部
日
記
詳

解』
(

一
九
三
七
・
七

白
帝
社)

に
お
け
る
評
価
を
想
起
さ
せ
る
。
小
室
ら
は
〈
逡
巡
し
つ
ゝ
も
ひ
た
む
き
な
情
炎
の
囚
と
な
つ
て
ゆ

く
主
人
公
の
娼
婦
的
傾
向
は
、
透
徹
し
た
観
照
に
浸
る
紫
式
部
日
記
や
縹
渺
と
し
た
幻
影
を
描
く
更
級
日
記
に
比
し
て
、
殊
に
凄
惨
な
苦

悩
に
喘
ぐ
蜻
蛉
日
記
の
母
婦
的
傾
向
と
は
興
味
深
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。〉
と
し
て
い
る
。
保
田
の
批
判
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
情
炎
の

囚
と
な
つ
て
ゆ
く
主
人
公
の
娼
婦
的
傾
向
〉
と
い
っ
た
類
型
的
評
価
に
対
す
る
明
確
な
反
措
定
と
し
て
読
め
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
同

時
代
の
国
文
学
研
究
へ
の
批
評
意
識
は
、
保
田
の

『

和
泉
式
部
私
抄』

の
全
篇
を
通
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
一
九
三
〇
年
代
前
後
の
国
文
学
研
究
に
お
け
る
歌
人
和
泉
式
部
に
関
す
る
総
体
的
な
評
価
の
傾
向
を
確
認
す
る
。
国
文
学
研
究

保田與重郎とその古典批評95



の
領
域
に
お
け
る
和
泉
式
部
を
め
ぐ
る
表
象
形
成
の
位
相
を
把
握
す
る
意
味
で
、
同
時
代
の
和
泉
式
部
に
関
す
る
評
価
像
を
概
観
し
た
い
。

例
え
ば
、
国
文
学
者
の
西
下
経
一
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る

(『

岩
波
講
座
日
本
文
学

平
安
朝
の
日
記
紀
行』

一
九
三
二
・
一

岩
波
書
店)

。

〈
此
の
日
記
の
特
色
は
貫
く
や
う
な
精
神
が
乏
し
く
、
消
極
的
な
気
分
に
止
つ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
者
の
性
格
が
弱
く
て
、

や
む
を
得
な
い
や
う
な
気
持
に
陶
酔
し
て
了
ふ
為
め
で
あ
ら
う
。〉
〈
作
者
は
感
情
の
奥
に
ど
う
に
も
な
ら
な
い
あ
き
ら
め
を
も
つ

て
ゐ
て
、
時
の
感
情
に
溺
れ
て
ゐ
る
や
う
に
も
見
え
る
。〉

西
下
は
、｢

和
泉
式
部
日
記｣
中
に
現
れ
た
一
種
の
惑
溺
ぶ
り
を
〈
作
者
の
性
格
〉
の
問
題
に
帰
属
さ
せ
る
形
で
否
定
的
に
評
価
す
る
。

ま
た
、
同
じ
く
国
文
学
者
岡
一
男
は
、〈
そ
の
心
理
描
写
は
分
析
的
で
な
く
、
抒
情
的
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
作
者
は
自
己
を
三
人
称
に

書
き
な
が
ら
、
い
つ
し
か
客
観
的
態
度
を
忘
れ
、
主
観
的
表
白
を
し
て
ゐ
る
、
こ
れ
は

｢

日
記｣

の
小
説
的
手
法
の
欠
陥
と
言
へ
る
〉
と

論
難
す
る

(｢

和
泉
式
部
日
記
の
研
究｣

『

日
本
文
学
講
座

５
随
筆
日
記
篇』

一
九
三
四
・
一
一

改
造
社)

。
岡
も
ま
た
、｢

和
泉
式
部

日
記｣

中
の
〈
作
者
〉
に
お
け
る
〈
分
析
〉
性
や
〈
客
観
〉
性
の
欠
如
す
る
あ
り
方
を
一
種
の
〈
欠
陥
〉
と
捉
え
、〈
作
者
〉
の
属
性
の

問
題
と
し
て
批
評
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
西
下
や
岡
の
見
解
は
、
当
時
の

｢

和
泉
式
部
日
記｣

を
通
じ
て
の
和
泉
式
部
の
像
に
関
す
る
最

大
公
約
数
的
な
評
価
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
同
時
代
の
評
価
軸
に
対
し
て
、
保
田
は
そ
れ
ら
と
は
対
照
的
な
評
価
の
観
点

を
導
入
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
次
節
で
論
じ
る
。

三
一
九
三
〇
年
代
の
国
文
学
研
究
に
よ
る
和
泉
式
部
を
め
ぐ
る
評
価
の
定
式
化
に
対
し
て
、
保
田
が
肯
定
的
に
注
目
す
る
の
は
、
ま
さ
に
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｢

和
泉
式
部
日
記｣

の
持
つ
〈
分
析
〉
的
知
性
か
ら
離
脱
し
た
か
の
よ
う
な
表
現
性
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
構
想
さ
れ
る
和
泉
式
部
自
身
の

反
〈
分
析
〉
的
で
叙
情
的
な
表
象
で
あ
る
。
保
田
は
、
同
時
代
の
和
泉
式
部
に
関
す
る
否
定
的
評
価
を
反
転
さ
せ
て
、
そ
の
否
定
的
な
側

面
を
そ
の
ま
ま
肯
定
的
な
属
性
と
し
て
評
価
軸
を
組
み
換
え
よ
う
と
す
る
。

例
え
ば
、
保
田
は

『

和
泉
式
部
私
抄』

の
一
節
に
お
い
て
、｢

和
泉
式
部
集｣

第
三
の
著
名
な
歌

｢

お
ほ
か
た
の
あ
は
れ
を
し
る
に
お

つ
れ
ど
も
涙
は
君
に
か
け
て
こ
そ
お
も
へ｣

の
歌
に
関
し
て
、〈
こ
の
か
け
て
と
云
ふ
こ
と
ば
〉
が
〈
複
雑
な
使
ひ
方
〉
で
あ
る
と
し
た

上
で
、〈
和
泉
式
部
の
歌
に
は
か
う
い
ふ
状
態
を
あ
ら
は
に
示
し
て
歌
は
れ
た
も
の
が
多
い
が
、
む
か
し
か
ら
国
風
の
学
問
で
は
そ
れ
を

難
じ
な
か
つ
た
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
弁
護
し
て
ゐ
る
。
わ
が
古
典
の
歌
が
、
多
く
さ
う
い
ふ
愛
情
の
極
致
の
状
態
で
生
れ
た
か
ら
で
あ
る
。〉

と
す
る
。

(

注
一
三)

同
様
の
語
彙
を
用
い
た
記
述
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
こ
で
保
田
は
、〈
和
泉
式
部
の
歌
〉
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
〈
か
う
い
ふ
状

態
〉
＝
〈
分
析
〉
的
な
知
性
や
〈
客
観
〉
的
な
理
性
か
ら
は
懸
隔
し
た
特
定
の
感
情
へ
の
没
入
状
態
の
中
に
、
近
代
的
な
知
性
が
指
し
示

す
も
の
と
は
対
照
的
な
没
我
的
な
心
性
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
同
時
代
の
国
文
学
研
究
に
お
け
る
和
泉
式
部
評
価

と
同
様
の
評
価
軸
に
立
脚
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
保
田
に
お
い
て
は
〈
和
泉
式
部
の
歌
〉
に
看
取
さ
れ
る
こ
の
状
態
は
没
知
性
的
で

非
合
理
的
な
状
態
と
し
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
自
体
が
近
代
的
な
知
性
や
理
性
に
対
す
る
代
替
的
価
値
を
持

つ
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『

和
泉
式
部
私
抄』

に
お
い
て
保
田
は
、
和
泉
式
部
に
象
徴
さ
れ
る
王
朝
期
の
女
性
歌
人
が
、
〈
人
間
的
解
放
と
か
恋
愛
至
上
主
義
と

い
つ
た
弁
解
と
束
縛
の
も
の
の
考
へ
方
で
恋
愛
を
思
ひ
歌
つ
た
の
で
な
い
。
た
ゞ
の
自
然
の
生
き
方
か
ら
、
恋
の
歌
を
歌
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
ゝ
に
歌
と
し
て
示
さ
れ
た
わ
が
国
の
古
の
み
ち
の
尊
く
お
ご
そ
か
な
本
体
が
あ
る
。〉
と
し
て
、
そ
の
〈
た
ゞ
の
自
然
の
生
き
方
〉
と

い
う
理
念
を
強
調
す
る
。
保
田
の
評
価
す
る
〈
和
泉
式
部
〉
と
い
う
女
性
の
表
象
は
、
そ
の
よ
う
な
〈
自
然
〉
や
〈
わ
が
国
の
古
の
み
ち
〉

へ
と
直
接
的
に
連
続
す
る
も
の
と
し
て
、
近
代
の
進
歩
的
・
合
理
的
な
世
界
観
へ
の
反
措
定
と
い
う
側
面
に
お
い
て
、
集
中
的
に
構
築
さ

れ
て
い
く
。

(

注
一
四)

保
田
が
和
泉
式
部
と
い
う
存
在
を
〈
将
来
の
日
本
の
、
民
族
文
化
に
よ
る
偉
大
な
世
界
構
想
の
源
泉
自
覚
〉
に
貢
献
す
る
も

の
と
し
て
高
く
評
価
し
た
背
景
は
、
和
泉
式
部
の
表
現
に
お
け
る
〈
分
析
〉
性
や
〈
客
観
〉
性
の
欠
如
と
し
て
否
定
的
に
評
価
さ
れ
る
先
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の
没
我
的
側
面
こ
そ
が
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
論
理
に
支
え
ら
れ
て
構
築
さ
れ
た
近
代
世
界
の
あ
り
方
に
対
す
る
先
鋭
な
反
措
定
を
構
成
す

る
か
ら
で
あ
る
。
和
泉
式
部
と
比
較
し
た
際
に
同
時
代
評
価
に
お
い
て
は
一
般
に
相
対
的
に
知
的
で
あ
り
分
析
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る

傾
向
の
あ
る
紫
式
部
や
清
少
納
言
に
対
し
て
、
保
田
が
和
泉
式
部
に
注
目
す
る
理
由
の
一
端
で
も
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
通
り
、
一
連
の
和
泉
式
部
論
に
お
い
て
、
表
現
者
と
し
て
の
和
泉
式
部
像
は
、
保
田
に
よ
っ
て
近
代
の
合
理

性
へ
の
反
措
定
を
象
徴
す
る
表
象
と
し
て
構
築
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
和
泉
式
部
と
い
う
女
性
の
表
象
を
選
択
的
に
動
員
す
る
こ
と
で
、

日
本
の
〈
民
族
文
化
の
偉
大
な
血
統
〉
を
よ
り
強
化
し
よ
う
と
試
み
る
保
田
の
戦
略
は
、
評
論
集

『

和
泉
式
部
私
抄』

の
各
部
分
に
顕
在

化
し
て
い
る
。
保
田
は
和
泉
式
部
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

(

注
一
五)

〈
彼
女
の
文
学
の
意
味
は
そ
れ
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
生
き
た
の
で
な
く
、
愛
情
の
自
然
の
真
実
で
生
き
た
。
こ
の
生
き
方
を
も
つ
と

偉
大
な
精
神
と
運
命
で
了
解
さ
れ
た
も
の
が
、
後
鳥
羽
院
の
詩
と
美
学
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
後
鳥
羽
院
の
都
の
文
芸
と
島
の
風
雅

の
関
係
は
、
わ
が
文
学
の
古
典
時
代
と
そ
の
後
の
時
代
の
二
つ
を
か
ね
て
、
歴
史
的
に
は
そ
の
中
間
の
最
高
峰
で
あ
つ
た
。
和
泉
式

部
が
、
国
の
文
化
の
最
も
偉
大
な
こ
と
を
考
へ
た
精
神
に
回
想
さ
れ
、
又
国
の
文
学
を
最
も
深
く
思
ふ
者
に
回
想
さ
れ
た
理
由
は
、

こ
の
文
学
の
精
神
の
歴
史
上
の
立
場
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
彼
女
が
人
間
の
文
芸
と
し
て
、
あ
る
切
な
い
説
話
に
描
か
れ
、
あ
る
種

の
信
仰
の
対
象
と
な
つ
た
理
由
も
、
さ
う
い
ふ
心
の
歴
史
を
表
現
し
た
点
に
あ
つ
た
。〉

こ
こ
で
、
保
田
の
女
性
歌
人
と
し
て
の
和
泉
式
部
の
評
価
は
、
和
泉
式
部
よ
り
も
〈
も
つ
と
偉
大
な
精
神
と
運
命
〉
に
お
い
て
生
き
た

〈
後
鳥
羽
院
の
詩
と
美
学
〉
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
、
そ
の
価
値
を
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
周
知
の
通
り
、
保
田

の
日
本
の
〈
文
学
史
〉
に
関
す
る
構
想
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
〈
後
鳥
羽
院
以
後
隠
遁
詩
人
〉
論
が
あ
る
。
こ
の
〈
後
鳥
羽
院
以
後
隠
遁
詩

人
〉
と
い
う
保
田
の
〈
文
学
史
〉
構
想
は
、
そ
の
評
論
集

『

後
鳥
羽
院』

(
一
九
三
九
・
一
〇

思
潮
社)

に
お
い
て
集
中
的
に
展
開
さ

れ
て
い
る
。
保
田
は
後
鳥
羽
院
を
日
本
文
学
の
歴
史
に
お
け
る
結
節
点
と
し
て
評
価
し
た
上
で
、
先
行
す
る
〈
西
行
〉
と
後
世
の
〈
芭
蕉
〉
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を
共
に
〈
隠
遁
詩
人
〉
と
い
う
観
点
か
ら
系
統
化
し
、
こ
の
三
者
を
主
軸
と
す
る
〈
隠
遁
詩
人
の
系
譜
〉
を
樹
立
す
る
。
保
田
に
よ
れ
ば
、

後
鳥
羽
院
は
〈
綜
合
者
で
あ
る
と
共
に
正
風
の
止
揚
者
〉
で
あ
り
、
〈
自
ら
に
し
て
英
風
を
も
つ
た
指
導
者
〉
と
し
て
評
価
が
可
能
な
存

在
な
の
で
あ
る
。

(

注
一
六)

〈
も
の
の
あ
は
れ
を
中
心
に
し
て
考
察
さ
れ
る
日
本
文
芸
の
歴
史
を
思
ふ
と
き
、
そ
の
と
き
こ
そ
院
が
一
つ
の
時
代
の
集
約
者
と
し

て
あ
ら
は
れ
、
そ
れ
は
従
つ
て
次
に
く
る
も
の
の
萌
芽
で
あ
る
。
正
し
く
近
世
の
萌
芽
で
あ
つ
た
。
芭
蕉
が
彼
の
変
革
の
決
意
に
方

法
を
与
へ
た
と
き
、
後
鳥
羽
院
を
回
顧
し
た
こ
と
は
、
こ
の
と
き
に
意
味
深
く
、
し
か
も
そ
れ
と
こ
れ
と
は
別
の
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
る
。
院
が
古
代
の
復
興
者
と
し
て
、
決
意
の
行
為
者
と
し
て
、
伝
統
の
醇
美
の
防
衛
者
と
し
て
、
ま
た
や
が
て
来
る
も
の
の

源
流
と
し
て
の
意
味
は
、
釈
阿
西
行
を
へ
て
、
こ
の
御
一
人
者
の
形
相
の
中
に
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。〉

こ
の
保
田
の
〈
文
学
史
〉
構
想
に
関
し
て
は
、
従
来
か
ら
折
口
信
夫
の

｢

女
房
文
学
か
ら
隠
者
文
学
へ｣

(『

隠
岐
本
新
古
今
和
歌
集』

｢

巻
首｣

一
九
二
七
・
九)

の
影
響
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
保
田
は
こ
の
よ
う
な
基
本
的
認
識
に
立
脚
し
な
が
ら
、
自
ら
の
構
想
す
る

〈
日
本
文
芸
の
伝
統
〉
の
内
部
に
、
旧
来
の
〈
日
本
文
学
〉
の
諸
事
象
を
回
収
し
、
そ
の
〈
文
学
史
〉
的
位
相
を
再
構
成
し
て
い
く
。
和

泉
式
部
評
価
も
ま
た
、
こ
の
後
鳥
羽
院
を
中
心
と
し
た
評
価
軸
に
従
属
し
て
回
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
連
の
和
泉
式
部
の
表
象
が
後

鳥
羽
院
に
従
属
し
た
形
で
最
終
的
に
価
値
を
認
定
さ
れ
、
保
田
の
〈
後
鳥
羽
院
以
後
隠
遁
詩
人
〉
論
の
強
化
に
お
い
て
動
員
さ
れ
る
こ
と

は
、
そ
の
評
価
上
の
一
問
題
を
内
包
し
て
い
る
。

先
に
引
用
し
た

『

和
泉
式
部
私
抄』

の

｢

は
し
が
き｣

に
お
い
て
、
保
田
は
〈
私
は
民
族
文
化
の
偉
大
な
血
統
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
そ
の
一
人
と
し
て
、
こ
の
和
泉
式
部
の
こ
と
を
以
前
に
も
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
私
の
民
族
文
芸
の
思
想
に
反
対
す
る
だ
け
を
使
命

と
し
て
き
た
や
う
な
当
時
の
我
国
の
文
壇
に
於
て
は
、
こ
れ
を
日
本
主
義
文
芸
運
動
の
一
つ
の
積
極
的
な
表
現
と
解
し
て
、
あ
る
ひ
は
こ

れ
を

｢

フ
ア
ツ
シ
ヨ｣

と
呼
び
、
そ
の
当
時
の
都
下
の
新
聞
雑
誌
の
匿
名
批
評
は
、
一
切
に
和
泉
式
部
を
も
否
定
し
よ
う
と
し
た
が
、
雑

保田與重郎とその古典批評99



誌

『

改
造』

の
六
号
子
の
如
き
は
、
自
分
ら
に
は
和
泉
式
部
よ
り
ハ
イ
ネ
が
面
白
い
の
だ
と
云
つ
た
。〉
と
記
し
て
い
る
。
保
田
が
こ
こ

で
言
及
し
て
い
る
〈
雑
誌

『

改
造』

の
六
号
子
〉
の
批
評
と
は
、『

改
造』

(

一
九
三
七
・
四)

に

｢

文
壇
寸
評｣

の
名
で
掲
載
さ
れ
た
保

田
批
判
を
指
し
て
い
る
が
、
保
田
の
一
連
の
和
泉
式
部
論
に
お
い
て
は
、
和
泉
式
部
は
近
代
的
な
理
性
や
知
性
に
対
す
る
代
替
的
価
値
を

担
う
表
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
。
保
田
に
お
け
る
和
泉
式
部
は
、
あ
る
意
味
で
旧
左
翼
陣
営
の
文
学
者
に
と
っ
て
の
ハ
イ
ネ
が

持
つ
以
上
に
、
同
時
代
の
日
本
国
内
の
文
化
状
況
に
対
す
る
表
象
と
し
て
意
識
的
に
導
入
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四
保
田
の
古
典
文
学
評
論
に
お
け
る
女
性
に
関
わ
る
表
象
を
検
討
す
る
際
に
興
味
深
い
の
は
、
そ
の

｢

母｣

に
関
す
る
思
考
の
位
置
で
あ

る
。
言
う
ま
で
も
な
く

｢

母｣

や

｢
母
性｣

を
め
ぐ
る
表
象
の
展
開
は
、
日
本
の
近
代
以
降
の
文
化
的
言
説
の
動
向
に
お
い
て
、
き
わ
め

て
多
岐
に
及
ぶ
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
四
〇
年
代
に
か
け
て
の
保
田
の
母
を
め
ぐ
る
言
説
も
ま
た
、

同
時
代
の
社
会
文
化
の
動
向
と
も
密
接
に
関
連
を
持
つ
よ
う
な
特
徴
的
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

(

注
一
七)

保
田
の
批
評
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
母
の

表
象
の
浮
上
は
、
早
く

｢

日
本
の
橋｣

(『

文
學
界』
一
九
三
六
・
一
〇)

の
末
尾
に
登
場
す
る
名
古
屋
の
熱
田
裁
断
橋
の
碑
銘
に
関
す
る

堀
尾
金
助
の
母
親
を
め
ぐ
る
著
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
紹
介
に
遡
る
も
の
で
あ
る
。

(

注
一
八)

〈
私
は
こ
の
銘
文
を
橋
に
雕
み
、
和
文
で
描
い
た
女
性
の
い
さ
ゝ
か
も
巧
も
う
と
し
な
か
つ
た
叡
智
の
発
生
を
思
ふ
と
き
、
今
も
感

動
に
耐
へ
な
い
。
難
し
い
理
屈
を
語
る
必
要
が
な
い
と
い
ふ
よ
り
、
そ
れ
は
む
し
ろ
愚
か
し
い
限
り
で
あ
つ
た
。
か
な
し
み
の
余
り

こ
の
橋
を
架
け
た
女
性
は
、
心
情
に
よ
つ
て
橋
の
象
徴
と
日
本
の
架
橋
者
の
悲
し
み
の
地
盤
を
誰
よ
り
深
く
微
妙
に
知
つ
て
ゐ
た
。

わ
が
誇
り
を
ゆ
き
て
同
胞
に
伝
へ
よ
と
い
ふ
の
で
は
な
い
、
光
栄
を
語
り
つ
げ
よ
と
説
く
の
で
も
な
い
。
こ
の
勇
し
い
若
武
者
の
母

は
あ
は
れ
に
も
美
し
く
、
念
仏
申
し
給
へ
や
と
か
い
た
の
で
あ
る
。〉
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周
知
の
通
り
、｢

日
本
の
橋｣

は
保
田
の
初
期
の
代
表
的
評
論
で
あ
り
、
そ
の
結
末
部
分
に
位
置
す
る
の
が
こ
の
堀
尾
金
助
の
母
親
に

関
す
る
有
名
な
挿
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
保
田
は
戦
死
し
た
子
の
死
を
悲
し
ん
で
橋
を
架
け
和
文
で
銘
文
を
記
し
た
堀
尾
金
助
の
母
親
の

〈
い
さ
ゝ
か
も
巧
も
う
と
し
な
か
つ
た
叡
智
〉
を
肯
定
し
、〈
か
な
し
み
の
余
り
こ
の
橋
を
架
け
た
女
性
〉
の
持
つ
〈
心
情
〉
を
、〈
日
本

の
橋
〉
の
持
つ
情
感
の
象
徴
と
し
て
評
価
す
る
。
保
田
は
金
助
の
母
の
〈
難
し
い
理
屈
〉
と
は
無
縁
な
〈
愚
か
し
い
限
り
〉
の
行
動
を
全

面
的
に
肯
定
し
、
そ
の
〈
あ
は
れ
〉
な
〈
美
し
〉
さ
を
賛
美
し
た
上
で
、｢

日
本
の
橋｣

の
結
末
を
次
の
よ
う
な
一
文
で
閉
じ
る
。〈
た
ゞ

そ
の
永
劫
に
美
し
い
感
傷
、
一
切
人
文
精
神
の
地
盤
た
る
如
き
か
ゝ
る
感
傷
に
ふ
れ
る
と
き
、
今
宵
も
私
は
理
智
を
極
度
に
ま
で
利
用
し

て
み
つ
ゝ
、
な
ほ
つ
ひ
に
敗
れ
て
愚
か
な
感
動
の
涙
に
さ
へ
ぬ
れ
、
こ
の
一
時
の
瞬
間
を
む
し
ろ
尊
ん
で
は
、
か
ゝ
る
今
宵
の
有
難
さ
と
、

む
か
し
蕪
村
が
稀
有
の
機
縁
を
嘆
じ
て
歌
つ
た
詩
に
か
り
て
思
つ
て
み
る
。
そ
れ
こ
そ
最
後
の
理
智
と
安
ん
じ
た
い
我
ら
の
な
さ
け
な
い

表
情
で
あ
ら
う
か
。〉

｢

日
本
の
橋｣

の
結
論
部
分
で
の
母
の
表
象
は
、〈
理
屈
〉
や
〈
理
智
〉
と
対
極
的
な
位
置
に
立
つ
も
の
と
し
て
象

徴
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
母
の
像
こ
そ
が
、〈
私
〉
の
〈
理
智
〉
を
〈
つ
ひ
に
敗
れ
〉
さ
せ
〈
愚
か
な
感
動
の
涙
に
さ
へ
ぬ
れ
〉
さ
せ
る

主
体
と
な
る
。
後
に
残
る
の
は
〈
最
後
の
理
智
と
安
ん
じ
た
い
我
ら
の
な
さ
け
な
い
表
情
〉
の
み
で
あ
り
、
こ
の
保
田
の
初
期
の
代
表
的

評
論
に
お
け
る
母
の
表
象
は
、
い
わ
ば
分
析
的
な
理
性
と
知
性
を
消
滅
さ
せ
る
媒
介
的
存
在
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
理
性
や
知
性
に
対
峙
す
る
も
の
と
し
て
の
母
の
表
象
の
位
置
は
、｢

日
本
の
橋｣

を
含
め
た
保
田
の
批
評
テ
キ
ス
ト
に
お

い
て
無
視
で
き
な
い
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
母
の
表
象
は
、
先
に
検
討
し
た
保
田
に
よ
る
和
泉
式
部
の
像
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
理
性

の
廃
棄
さ
れ
た
主
情
的
な
状
態
の
あ
り
方
と
も
、
そ
の
構
造
に
お
い
て
密
接
な
関
連
を
も
つ
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
母
の
像
も
ま
た
、
近
代

的
な
知
性
や
理
性
に
対
峙
す
る
も
の
と
し
て
象
徴
化
さ
れ
る
側
面
を
持
つ
。

早
く

｢

日
本
の
橋｣

に
現
れ
た
母
の
表
象
は
、
保
田
の
批
評
に
そ
の
後
も
反
復
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
一
九
四
〇
年
代
以

降
、
戦
時
下
の
保
田
は
、
母
の
問
題
を
、
日
本
の
〈
文
学
史
〉
の
問
題
の
一
環
と
し
て
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
一
連
の
評
論
で

主
張
す
る
。

(

注
一
九)

例
え
ば
、｢

母
の
文
学｣

(『

婦
人
公
論』

一
九
四
二
・
五)

と
題
す
る
テ
キ
ス
ト
中
で
、
幕
末
期
に
桜
田
門
外
で
井
伊
直
弼

を
暗
殺
後
自
害
し
た
薩
摩
浪
士
の
有
村
雄
助
・
治
左
衛
門
兄
弟
の
母
と
し
て
知
ら
れ
る
有
村
蓮
寿
尼
に
関
し
て
、
そ
の
〈
雄
々
し
く
も
君
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に
仕
ふ
る
も
の
の
ふ
の
母
て
ふ
も
の
は
あ
は
れ
な
り
け
り
〉
の
一
首
を
引
き
な
が
ら
、〈
文
学
の
問
題
と
し
て
こ
こ
で
私
の
い
い
た
い
こ

と
は
、
今
日
ま
で
の
近
代
文
学
で
は
、
か
う
い
ふ
形
で

｢

母
て
ふ
も
の
は
あ
は
れ
な
り
け
り｣

と
い
ふ
世
界
を
扱
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。〉
と
論
じ
、〈
私
は
、
母
親
の
教
訓
的
な
物
語
、
人
口
問
題
的
母
性
擁
護
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
母
と
女
と

い
ふ
概
念
が
近
代
に
於
い
て
は
異
な
っ
た
と
い
ふ
こ
と
を
土
台
に
し
て
、
そ
の
時
の
母
と
は
何
か
と
い
ふ
こ
と
を
い
う
な
ら
、
こ
の
思
想

と
し
て
の
母
と
は
歴
史
で
あ
り
、
民
族
で
あ
り
、
伝
統
で
あ
る
。〉
と
し
て
、〈
思
想
と
し
て
の
母
〉
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。

こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
通
り
、
保
田
は
近
代
の
分
析
的
な
知
性
や
理
性
の
対
極
に
あ
る
も
の
を
、
そ
の
古
典
批
評
を
通
し
て
、
和
泉

式
部
に
象
徴
さ
れ
る
王
朝
期
女
性
や
母
の
像
の
中
に
見
出
し
て
い
く
。
そ
し
て
王
朝
期
女
性
や
母
の
像
に
見
出
さ
れ
た
そ
の
よ
う
な
属
性

が
、
同
時
代
日
本
の
〈
文
化
〉
的
〈
伝
統
〉
の
定
義
の
為
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
保
田
は
そ
の
よ
う
な
一
連
の
女
性
の
表
象
の
操

作
を
通
し
て
の
新
た
な
〈
文
化
〉
的
〈
伝
統
〉
の
創
造
＝
想
像
に
よ
っ
て
、
日
本
の
〈
民
族
〉
概
念
の
再
構
築
を
試
み
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
。
保
田
が
日
本
の
〈
民
族
文
化
の
偉
大
な
血
統
〉
を
よ
り
強
化
す
る
た
め
に
、
古
典
批
評
を
通
し
て
女
性
を
含
む
多
様
な
表
象
を
動

員
し
た
戦
略
の
背
景
に
は
、
近
代
世
界
の
内
部
に
お
い
て
、
政
治
・
経
済
・
文
化
の
各
面
で
西
洋
世
界
に
対
し
て
相
対
的
に
劣
位
に
立
た

さ
れ
た
日
本
の
知
識
人
と
し
て
の
対
抗
的
な
戦
略
と
い
う
面
が
内
包
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
も
既
に
繰

り
返
し
言
及
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

(

注
二
〇)

こ
の
よ
う
な
保
田
の
戦
略
が
持
つ
抑
圧
性
や
偏
向
性
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
保
田
の
一

連
の
思
考
法
が
内
包
す
る
問
題
性
を
根
底
的
に
批
評
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
保
田
の
思
考
と
方
法
を
そ
の
内
在
的
な
構
造
に
お
い
て
十

分
に
検
討
し
た
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
者
は
考
え
る
。

本
論
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
〈
文
化
〉
的
〈
伝
統
〉
の
創
出
の
関
係
と
い
う
問
題
系
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
保
田
と
彼

が
唱
導
し
た

｢

日
本
浪
曼
派｣

の
運
動
に
の
み
特
徴
的
に
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

(

注
二
一)

そ
れ
は
今
回
論
及
し
た
一
九
三
〇
年
代
か
ら
四

〇
年
代
と
い
う
戦
前
か
ら
戦
中
に
か
け
て
の
日
本
の
み
な
ら
ず
、
も
っ
と
古
い
近
代
以
前
か
ら
言
説
と
し
て
存
在
し
続
け
た
も
の
で
あ
り
、

近
代
以
降
も
現
在
に
至
る
ま
で
多
様
な
形
式
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
続
け
て
き
た
言
説
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
よ

う
な
言
説
は
日
本
に
限
定
さ
れ
ず
、
幅
広
い
時
代
と
地
域
に
お
い
て
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
看
取
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
あ
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る
意
味
で
は
そ
れ
ら
は
現
代
的
な
課
題
と
し
て
、
形
を
変
え
な
が
ら
も
現
在
も
私
た
ち
の
前
に
存
在
し
続
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注(

注
一)

保
田
の
言
説
に
お
け
る
〈
女
性
〉
に
関
わ
る
先
行
論
と
し
て
、
杉
山
康
彦
氏

｢

近
代
の
性
愛

保
田
與
重
郎
と
島
尾
敏
雄

｣(

一
九
九
二
・
一
一

『

日
本
文
学』)
、
ま
た
井
口
時
男
氏

｢

保
田
與
重
郎

イ
ロ
ニ
ー
と

｢

女｣｣
(

一
九
九
九
・
七

『

群
像』)

、
野
坂
昭
雄

｢

保
田
與
重
郎
と

｢

女
性｣

｢

ヱ
ル
テ
ル｣
論
な
ど
に
お
け
る

｢

近
代｣

を
め
ぐ
っ
て｣

(

二
〇
〇
一
・
九

『

文
芸
研
究』)

な
ど
が
あ
る

(

注
二)

『

保
田
與
重
郎
全
集』

(

講
談
社

一
九
八
五
・
一
一
―
一
九
八
九
・
九)

第
五
巻

四
一
五
頁
。

(

注
三)

『

保
田
與
重
郎
全
集』
第
四
巻

一
一
八
―
一
一
九
頁
。

(

注
四)

同
時
代
の
女
性
像
を
日
本
の
〈
文
化
〉
的
〈
伝
統
〉
か
ら
批
評
す
る
と
い
う
保
田
の
方
法
は
、｢

女
性
と
文
化｣

(『

婦
人
畫
報』

一
九
四
〇
・
五)

と

題
す
る
エ
ッ
セ
イ
や

｢

感
傷
に
つ
い
て｣

(『

新
女
宛』

一
九
四
〇
・
七)

と
い
っ
た
同
時
代
女
性
に
関
す
る
批
評
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
。

(

注
五)

『

保
田
與
重
郎
全
集』

第
四
巻

二
〇
一
頁
。

(

注
六)

『

保
田
與
重
郎
全
集』

第
四
巻

二
一
八
―
二
一
九
頁
。

(

注
七)

評
論
集

『

ヱ
ル
テ
ル
は
何
故
死
ん
だ
か』

(

一
九
四
〇
・
一
〇

ぐ
ろ
り
あ
・
そ
さ
え
て)

は

｢

ヱ
ル
テ
ル
は
何
故
死
ん
だ
か｣

(

一
九
三
八
・
三

『

文

學
界』)

、｢

ヱ
ル
テ
ル
論
断
片｣
(

一
九
三
八
・
三

『

コ
ギ
ト』)

｢

ギ
リ
シ
ヤ
の
ヘ
テ
リ
ス
ム
ス
以
後｣

(

一
九
三
八
・
七

『

日
本
浪
曼
派』)

の
テ
キ
ス
ト

か
ら
構
成
さ
れ
る

(『

保
田
與
重
郎
全
集』

第
三
巻
に
収
録)

。
こ
の
評
論
集
は
、
保
田
に
よ
る
西
洋
文
学
に
関
す
る
唯
一
の
単
行
本
の
評
論
集
で
あ
る
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
従
来
の
保
田
に
関
す
る
研
究
史
に
お
い
て
も
比
較
的
考
察
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(

注
八)

同
時
期
の
保
田
の
言
説
に
お
い
て
は
、
近
代
の
結
婚
や
家
族
制
度
に
対
す
る
批
判
が
そ
の
〈
文
学
〉
に
関
す
る
認
識
と
連
関
し
た
評
論
が
多
い
。
例
え

ば
一
九
三
八
年
四
月
号
の
雑
誌

『

日
本
短
歌』

に
掲
載
さ
れ
た

｢

和
歌
は
家
庭
と
矛
盾
す
る｣

と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
中
で
、
保
田
は
、
現
代
の
和
歌
の
問

題
に
関
し
て
、
和
歌
は
本
来
的
に
相
聞
の
形
式
を
取
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
〈
生
活
の
歌
〉
と
な
る
と
滅
び
る
と
述
べ
な
が
ら
、〈
和
歌
は
家
庭
と
矛

盾
す
る
〉
と
結
論
付
け
る
。
後
に
評
論
集

『

詩
人
の
生
理』

(

一
九
四
二
・
三

人
文
書
院)

に
収
録
さ
れ
た

｢

雑
記
帖

(

五)｣

に
同
じ
く
収
め
ら
れ
た

｢

結
婚
の
矛
盾｣

と
題
す
る
断
章
に
お
い
て
も
、
〈
文
芸
は
完
全
に
家
庭
の
反
対
で
あ
る
〉
と
い
っ
た
言
及
が
あ
る
。
同
時
代
の
言
説
と
の
対
比
も
含
め

て
、
こ
こ
に
は
多
く
の
興
味
深
い
論
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。

(

注
九)

堀
は
保
田

｢

更
級
日
記｣

に
関
し
て
、
堀
自
身
の

｢

更
級
日
記｣

へ
の
関
心
が
〈
離
れ
出
し
て
ゐ
た
頃
、
保
田
與
重
郎
君
が
こ
の
日
記
へ
の
愛
に
就
い

て
語
つ
た
熱
意
あ
る
一
文
に
接
し
〉
〈
再
び
こ
の
日
記
は
私
の
心
か
ら
離
れ
な
い
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
〉

(｢

更
級
日
記｣

一
九
三
六
・
五)

と
語
っ
て

い
る
。
た
だ
し
堀
に
お
け
る
保
田
の
影
響
の
実
態
を
め
ぐ
っ
て
は
解
釈
が
分
か
れ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
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(

注
一
〇)

評
論
集

『

和
泉
式
部
私
抄』

は
、
本
論
中
で
触
れ
た
通
り
、
雑
誌
初
出
版
と
単
行
本
所
収
版
の
間
に
改
変
が
あ
る
。
さ
ら
に
戦
後
に
も
改
版
が
存
在

し
、
内
容
的
に
も
若
干
の
異
同
が
生
じ
て
い
る

(『

和
泉
式
部
私
抄』

一
九
六
九
・
一
〇

日
本
ソ
ノ
書
房)

。

(
注
一
一)

『

保
田
與
重
郎
全
集』

第
一
四
巻

一
〇
―
一
一
頁
。

(

注
一
二)

『

保
田
與
重
郎
全
集』

第
一
四
巻

一
二
―
一
三
頁
。

(

注
一
三)

『

保
田
與
重
郎
全
集』

第
一
四
巻

一
〇
六
頁
。

(

注
一
四)
和
泉
式
部
の
よ
う
な
王
朝
期
の
女
性
の
〈
心
情
〉
は
、
同
時
に
日
本
の
同
時
代
女
性
の
問
題
と
し
て
も
展
開
さ
れ
て
い
く
。
保
田
は

｢

日
本
の
女
流

文
学｣

(『
文
藝』

一
九
三
九
・
四)

と
題
す
る
評
論
に
お
い
て
〈
日
本
の
文
化
の
心
情
の
中
に
は
ず
っ
と
久
し
く
王
朝
が
流
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
う

し
て
王
朝
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
延
々
と
し
た
女
性
的
心
情
は
、
寧
ろ
今
日
新
し
い
教
養
の
な
い
市
井
の
女
性
の
な
か
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
う
い

ふ
現
代
を
支
え
て
い
る
心
情
を
源
ま
で
遡
る
こ
と
は
さ
し
て
困
難
で
な
い
。
日
本
の
女
性
は
恋
愛
に
死
し
、
日
本
の
男
子
は
国
事
に
死
す
と
は
、
非
常
の

日
に
必
ず
思
い
起
こ
さ
れ
る
信
念
で
あ
る
。
〉
と
論
じ
る
。

(

注
一
五)

『

保
田
與
重
郎
全
集』
第
一
四
巻

一
三
〇
頁
。

(

注
一
六)

『

保
田
與
重
郎
全
集』
第
八
巻

二
四
頁
。

(

注
一
七)

保
田
の
母
に
関
す
る
言
説
は
、
戦
時
下
の
公
定
の
〈
母
性
〉
思
想
と
で
も
言
う
べ
き
言
説
と
は
微
妙
な
偏
差
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
一

連
の
母
を
め
ぐ
る
保
田
の
論
理
は
、
同
時
期
の
小
林
秀
雄
の
批
評
や
高
群
逸
枝
の
母
系
制
研
究
と
も
興
味
深
い
対
比
を
示
す
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
山
下
悦

子
は
、
保
田
と
戦
時
中
の
高
群
逸
枝
の
思
考
の
共
通
性
を
見
出
し
て
い
る

(

山
下
悦
子

｢『

脱
戦
後』

へ
向
け
て
の
試
み｣

『

保
田
與
重
郎
全
集』

第
三
十

七
巻

｢

月
報｣)

。

(

注
一
八)

『

保
田
與
重
郎
全
集』

第
四
巻

三
一
―
三
四
頁
。

(

注
一
九)

保
田
は

｢

野
村
望
東
尼｣

(『

婦
人
朝
日』

一
九
四
二
・
三)

と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
中
で
、
〈
望
東
尼
を
望
東
尼
た
ら
し
め
た
も
の
は
、
さ
う
い
ふ
花

や
か
な
舞
台
で
な
く
、
も
つ
と
尊
い
大
切
な
も
の
、
つ
ま
り
民
族
の
血
の
中
の
も
の
で
あ
つ
た
だ
ら
う
。
〉
と
し
て
、
〈
野
村
望
東
尼
〉
に
〈
民
族
の
血
〉

を
見
る
。
ま
た
、｢

倭
姫
命｣

(『

婦
人
畫
報』

一
九
四
二
・
六)

に
お
い
て
も
、
〈
女
性
の
機
能
と
し
て
の
母
〉
の
み
を
考
え
て
〈
母
と
い
う
も
の
の
あ

は
れ
さ
〉
を
語
ら
な
か
っ
た
〈
近
代
文
学
〉
を
批
判
し
な
が
ら
、
一
方
で
〈
倭
姫
命
の
御
事
蹟
〉
の
中
に
、〈
典
型
的
な
日
本
の
女
性
の
文
化
の
伝
統
〉

〈
民
族
の
母
〉
〈
最
も
神
聖
な
母
の
象
徴
〉
を
見
出
し
て
い
る
。

(

注
二
〇)

拙
論

｢

日
本
浪
曼
派
の
言
説
戦
略

保
田
與
重
郎
と
〈
文
学
史
〉
の
論
理｣

(『

国
語
と
国
文
学』

一
九
九
九
・
一
二)

｢

日
本
浪
曼
派
の
言
説
運

動

方
法
と
し
て
の
〈
血
統
〉｣

(『

国
文
学
解
釈
と
鑑
賞』

二
〇
〇
二
・
五)

ほ
か
。

(

注
二
一)

上
野
千
鶴
子
氏
は
、
日
本
文
化
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
位
置
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の

｢

逆
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム｣

(�������������������
)

と
い
う
興
味
深
い
概
念
を
提
出
し
て
い
る
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
は
、
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
、
オ
リ
エ
ン
ト
に
対
し
て
繰
り
返
し
〈
女
性
性
〉
を

結
び
付
け
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
上
野
は
こ
の
サ
イ
ー
ド
の
分
析
を
援
用
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
・
文
化
的
に
優
位
に
立
つ
側
に
対
し

て
、
一
方
の
劣
位
に
立
つ
側
の
男
性
知
識
人
が
自
己
定
義
す
る
方
法
は
、
大
別
し
て
二
通
り
あ
っ
た
と
述
べ
る

(

エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｗ
・
サ
イ
ー
ド

『

オ
リ
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エ
ン
タ
リ
ズ
ム』

板
垣
雄
三
監
修
・
今
沢
紀
子
訳

一
九
九
三

平
凡
社)

。
一
つ
は
、
帝
国
主
義
者
側
の
〈
男
性
性
〉
に
対
し
て
、〈
も
う
ひ
と
つ
の
普

遍
〉
＝
〈
男
性
性
〉
を
目
指
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、〈
男
性
性
〉
を
自
称
す
る
帝
国
主
義
者

(

ヨ
ー
ロ
ッ
パ)

側
に
押
し
つ

け
ら
れ
た
〈
女
性
性
〉
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
自
己
形
成
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
。
上
野
は
こ
の
後
者
の
思
考
法
を
、｢

逆
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム｣

(�������������������
)

と
命
名
し
て
い
る

(

上
野
千
鶴
子

｢

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー｣

加
納
実
紀
代
編

『

ニ
ュ
ー
・

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
・
レ
ヴ
ュ
―』

六

一
九
九
五

学
陽
書
房)

。
上
野
は
、
日
本
の
文
化
的
領
域
の
言
説
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
に
こ
の
後
者
の
戦
略
が

選
択
さ
れ
た
と
し
、
例
え
ば
〈
か
ら
ご
こ
ろ
〉
に
対
す
る
〈
や
ま
と
ご
こ
ろ
〉
の
よ
う
な
表
象
が
形
成
さ
れ
た
機
序
に
関
し
て
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
上

野
の
概
念
は
、
保
田
の
言
説
を
め
ぐ
る
分
析
に
お
い
て
も
示
唆
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

[

付
記]

本
論
文
中
の
保
田
與
重
郎
に
関
わ
る
諸
テ
キ
ス
ト
の
引
用
は
、
本
文
な
ら
び
に
注
に
お
い
て
指
示
が
あ
る
も
の
を
除
い
て
、
講
談
社
刊
行
の

『

保
田
與

重
郎
全
集』

(

一
九
八
五
・
一
一

一
九
八
九
・
九)

に
依
拠
し
た
。
引
用
文
中
の
旧
字
体
の
漢
字
は
原
則
と
し
て
現
行
の
字
体
に
改
め
、
引
用
文
中

の
仮
名
遣
い
な
ら
び
に
句
読
点
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。
引
用
文
・
引
用
語
は
、
〈

〉
記
号
を
使
用
し
て
示
し
た
。
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