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(１） 202 

久
松
潜
一
（
一
八
九
四
’
一
九
七
六
）
は
、
昭
和
十
年
代
か
ら
戦
後
の
新
制
大
学
へ
の
移
行
後
に
い
た
る
ま
で
東
大
教
授
の
職
に
あ
っ

て
、
国
文
学
研
究
室
の
主
任
を
務
め
、
国
文
学
研
究
が
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
心
的
役
割
を
自
任
し
た
時
期
に
お
い
て
、
ア
カ
デ

（
１
）
 

ミ
ア
の
頂
点
に
位
侭
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
い
わ
ば
国
文
学
研
究
に
お
け
る
戦
前
と
戦
後
の
連
続
性
を
体
現
す
る
人
物
と
見
な

（
２
）
 

す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
点
か
ら
近
年
、
安
田
敏
朗
や
笹
沼
俊
暁
ら
に
よ
る
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
久
松
の
研
究
方
法
な
い
し
学
風
は
、
国
学
の
近
代
版
と
し
て
明
治
期
に
成
立
し
た
国
文
学
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
風

巻
景
次
郎
は
そ
の
国
文
学
研
究
史
の
な
か
で
、
久
松
を
「
国
文
学
の
官
学
的
正
統
を
継
い
だ
」
人
物
と
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
そ
の

学
問
は
久
松
に
と
っ
て
の
「
恩
師
芳
賀
矢
一
が
歩
い
た
よ
う
に
、
国
学
、
ド
イ
ツ
文
献
学
に
よ
る
啓
発
、
国
文
学
の
形
成
と
い
う
線
」

（
３
）
 

に
そ
っ
て
展
開
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

だ
が
久
松
を
芳
賀
矢
一
の
延
長
線
上
に
、
文
献
学
的
国
文
学
の
後
嗣
と
し
て
の
み
捉
え
る
こ
と
は
果
し
て
妥
当
だ
ろ
う
か
。
た
と
え

ば
一
九
三
○
年
代
半
ば
に
国
文
学
界
の
み
な
ら
ず
文
壇
・
論
壇
を
も
巻
き
込
ん
で
展
開
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
文
芸
学
論
争
」
に
お
い
て

は
、
近
藤
忠
義
ら
の
歴
史
社
会
学
派
、
岡
崎
義
恵
の
文
芸
学
派
の
双
方
が
、
束
大
国
文
科
を
中
心
と
す
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
国
文
学
を

国
文
学
者
・
久
松
潜
一
の
出
発
点
を
め
ぐ
っ
て

は
じ
め
に

衣
笠
正
晃
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以
下
の
小
論
で
は
、
久
松
潜
一
の
長
い
キ
ャ
リ
ア
の
初
期
に
あ
た
る
大
正
か
ら
昭
和
初
め
つ
九
一
○
年
代
か
ら
二
○
年
代
）
の
時

期
に
注
目
し
、
そ
の
段
階
に
お
け
る
彼
の
研
究
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
久
松
の
明
治
期
国
文
学
か
ら
の
偏
差
を
考
え

た
い
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
一
種
の
空
位
期
間
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
大
蔽
期
国
文
学
の
独
自
の
あ
り
方
を
再
検
討
す
る

契
機
を
つ
か
み
た
い
と
思
う
。

最
初
に
久
松
の
学
問
的
な
形
成
期
に
注
目
す
る
た
め
、
彼
が
大
学
に
お
い
て
（
と
り
わ
け
文
学
に
関
し
て
）
ど
の
よ
う
な
教
育
を
受

け
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
神
野
藤
昭
夫
は
制
度
と
し
て
の
近
代
国
文
学
が
確
立
し
た
時
点
を
芳
賀
矢
一
（
国
文
学
）
と
上
田
万
年

（
８
）
 

（
国
語
学
）
に
よ
る
分
業
体
制
が
確
立
し
た
一
九
○
一
’
一
一
年
ご
ろ
に
お
い
て
い
る
。
ス
タ
ッ
フ
や
講
座
制
度
の
問
題
を
考
え
る
限
り

（
【
Ｉ
）

な
い
の
で
あ
る
。

仮
想
敵
と
し
て
対
抗
し
合
う
と
い
う
、
三
派
鼎
立
的
な
状
況
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
国
文
学
ア
カ

（
４
）
 

一
ナ
ミ
ア
の
中
心
に
位
置
し
た
は
ず
の
久
松
は
、
岡
崎
義
恵
の
文
芸
学
に
親
近
感
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
後
年
の
回
想
録
の

、
、
、

な
か
で
久
松
は
、
「
私
な
ど
は
文
献
学
史
か
ら
出
発
し
た
た
め
に
文
献
学
派
の
中
に
数
え
ら
れ
た
が
、
自
分
と
し
て
は
文
献
学
の
基
礎

、
、
、

（
５
）
 

の
上
に
文
芸
学
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
（
傍
点
引
用
者
）
」
と
述
べ
て
さ
え
い
る
。

久
松
と
芳
賀
の
学
風
の
違
い
あ
る
い
は
ズ
レ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
久
松
の
文
学
史
に
対
す
る
意
識
を
例
に
と
る
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う
。
芳
賀
は
文
学
史
を
「
文
献
学
の
研
究
中
に
て
、
最
も
重
要
な
る
も
の
一
と
位
置
づ
け
、
文
献
学
の
最
終
目
的
を
文
学
史
の

（
６
）
 

作
成
に
置
い
た
（
「
日
本
文
献
学
』
）
。
し
か
し
久
松
の
場
ム
ロ
、
秋
山
度
が
言
う
よ
う
に
そ
の
中
心
と
な
る
業
績
は
『
日
本
文
学
評
論
史
』

に
集
成
さ
れ
た
批
評
史
な
い
し
文
学
理
論
史
で
あ
っ
て
、
彼
の
名
が
冠
せ
ら
れ
た
多
く
の
「
文
学
史
」
は
実
際
に
は
概
論
な
い
し
編
著

に
す
ぎ
な
い
。
秋
山
は
久
松
が
「
文
学
史
家
と
し
て
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
」
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
芳
賀
、
あ
る
い

は
久
松
の
後
の
世
代
の
風
巻
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
文
学
史
そ
の
も
の
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
い
う
つ
よ
い
志
向
は
久
松
に
は
う
か
が
え

大
学
に
お
け
る
文
学
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そ
の
見
方
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
学
生
の
側
か
ら
の
実
際
の
履
修
の
あ
り
方
に
注
意
し
て
み
た
い
。

橋
本
鉱
市
の
研
究
に
よ
る
と
、
上
記
の
よ
う
な
国
文
学
の
制
度
的
完
成
直
後
の
一
九
○
四
年
、
当
時
の
文
科
大
学
学
長
。
坪
井
九
馬

（
９
）
 

一
二
に
よ
っ
て
（
の
ち
の
文
学
部
に
相
当
す
る
）
文
科
大
学
の
制
度
改
革
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
改
革
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
外
国
語
教

育
の
重
視
と
学
科
数
の
削
減
と
い
う
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
外
国
語
二
ヶ
国
語
の
試
験
合
格
が
卒
業
要
件
と
さ
れ
、

後
者
に
つ
い
て
は
そ
れ
ま
で
の
九
学
科
が
三
学
科
に
統
合
（
国
文
学
科
も
文
学
科
へ
と
統
合
）
さ
れ
る
と
と
も
に
、
学
生
は
広
範
囲
な

科
目
選
択
を
重
ね
る
な
か
で
時
間
を
か
け
て
専
攻
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
の
ち
一
九
一
○
年
の
再
度
の
改
革
で
、

外
国
語
の
比
重
が
や
や
減
じ
ら
れ
、
専
攻
の
決
定
も
二
年
次
の
最
初
に
行
な
う
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
そ
の
後
一
九
一
九
年
の
分
科
大

学
制
の
廃
止
に
よ
る
文
学
部
へ
の
改
称
に
至
る
ま
で
、
外
国
語
重
視
と
自
由
選
択
を
旨
と
し
た
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら

当
時
東
京
帝
大
に
在
学
し
た
国
文
学
者
た
ち
の
回
想
を
見
る
と
、
高
木
市
之
助
（
一
八
八
八
’
一
九
七
四
、
在
学
一
九
○
九
’
一
二
）

（
Ⅲ
）
 

は
早
く
に
語
学
試
験
に
合
格
し
た
た
め
、
時
間
を
か
け
て
卒
業
論
文
を
完
成
で
き
た
と
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
。
斎
藤
清
術
（
一
八
九
一
一
一
’
一
九

八
一
、
在
学
一
九
一
五
’
一
八
）
の
回
想
で
は
「
修
了
す
べ
き
学
科
単
位
の
規
制
は
あ
っ
た
が
、
万
事
が
学
生
の
自
主
自
由
に
ま
か
さ

（
Ｍ
）
 

れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
の
な
か
で
学
ん
だ
学
生
は
、
高
木
や
斎
藤
、
岡
崎
義
恵
（
一
八
九
二
’
一
九
八
二
、

在
学
一
九
一
三
’
一
七
）
ら
の
研
究
姿
勢
や
学
風
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
国
文
学
専
攻
の
学
生
で
あ
っ
て
も
西
洋
語
・
西
洋
文
学

（
吃
）

に
親
近
感
を
保
ち
続
け
、
国
文
学
と
い
う
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
に
文
学
を
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
を
と
る
者
が
多
か
っ
た
と
考
一
え
ら
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
文
学
研
究
の
意
義
を
芸
術
的
価
値
の
探
求
に
置
き
、
当
時
広
が
り
つ
つ
あ
っ
た
鑑
賞
批
評
の
立
場
を
研
究

に
適
用
し
よ
う
と
す
る
主
張
が
国
文
学
研
究
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
文
科
大
学
の
機
関
誌
的
存
在
で
あ
っ
た
『
帝
国
文
学
』
に

一
九
一
六
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
「
国
文
学
の
研
究
に
就
て
」
で
岡
田
美
二
二
は
、
国
文
学
を
「
国
語
国
文
に
依
っ
て
芸
術
家
の
心
理

過
程
の
顕
現
せ
ら
れ
た
も
の
」
で
「
芸
術
の
一
分
野
で
あ
る
」
と
定
義
し
た
上
で
、
「
国
文
学
が
芸
術
の
一
分
野
と
し
て
確
立
す
る
以

（
燗
）

上
、
其
研
究
は
、
作
物
そ
れ
自
体
の
避
云
術
的
価
値
の
批
評
を
其
本
質
と
す
べ
き
」
だ
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
の
ち
一
九
二
○
年
に
岡

崎
義
恵
が
発
表
し
た
論
文
「
古
文
学
の
研
究
」
で
の
、
創
作
家
の
主
観
的
な
印
象
批
評
に
か
え
っ
て
現
代
人
に
と
っ
て
の
普
遍
性
を
認

れ
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
こ
の
芸
術
的
価
値
を
重
視
す
る
立
場
は
、
当
時
の
青
年
た
ち
の
間
に
お
け
る
、
文
学
に
人
生
の
意
味
を
求
め
よ
う
と
す
る
修

養
主
義
な
い
し
教
養
主
義
的
傾
向
と
な
い
交
ぜ
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
大
学
の
授
業
・
研
究
に
お
い
て
も
人
生
の
意
義
の
解
説
が

求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
西
尾
実
（
一
八
八
九
’
一
九
七
九
）
は
一
九
一
二
年
に
文
科
大
学
の
選
科

生
と
な
っ
た
が
、
芳
賀
矢
一
と
藤
村
作
の
授
業
を
履
修
し
て
そ
の
「
文
学
研
究
の
く
わ
し
さ
・
た
し
か
さ
‐
｜
に
感
心
し
つ
つ
も
、
「
も
っ

と
人
間
と
し
て
の
ぎ
り
ぎ
り
の
問
題
を
深
く
ほ
り
さ
げ
て
み
た
い
と
い
う
、
や
む
に
や
ま
れ
な
い
よ
う
な
意
欲
」
を
満
た
す
に
は
足
り

（
脳
）

な
い
と
感
じ
、
い
っ
た
ん
は
退
学
を
考
え
た
と
述
べ
て
い
る
。
久
松
も
大
正
初
め
（
一
九
一
二
年
か
ら
一
六
年
ま
で
）
の
第
八
高
等
学

校
で
の
高
校
時
代
、
人
間
性
を
説
く
白
樺
派
あ
る
い
は
新
理
想
主
義
の
文
学
の
影
響
を
受
け
て
「
人
生
を
語
り
、
人
間
と
し
て
い
か
に

生
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
」
日
々
を
送
っ
た
こ
と
を
回
想
し
、
そ
の
「
人
道
的
な
人
間
性
主
義
の
文
学
に
心

（
Ⅳ
）
 

を
ひ
か
れ
」
ろ
傾
向
が
大
学
卒
業
後
に
い
た
る
ま
で
続
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

文
学
教
育
・
文
学
研
究
に
西
欧
の
文
学
理
論
と
修
養
主
義
的
な
人
生
観
の
双
方
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
う
し
た
学
生
た
ち
の
期
待
に

応
え
た
の
は
、
お
も
に
若
い
世
代
の
教
師
た
ち
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
垣
内
松
三
（
一
八
七
八
’
一
九
五
二
）
は
講
師
と
し
て
一
九
○

九
年
か
ら
一
九
年
ま
で
有
職
故
実
と
題
し
て
国
文
学
研
究
法
に
つ
い
て
の
授
業
を
行
な
い
、
エ
ル
ッ
ェ
（
【
宵
］
国
瞭
の
）
な
ど
の
学
説

（
肥
）

を
紹
介
し
な
が
ら
、
の
ち
の
著
書
『
石
叫
ば
む
』
『
国
塞
叩
の
力
』
な
ど
で
表
現
さ
れ
た
独
自
の
暗
示
的
な
文
学
論
を
語
っ
て
い
る
。
ま

た
前
掲
の
岡
田
美
二
二
の
論
文
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
英
文
専
修
出
身
の
松
浦
一
（
一
八
八
一
’
一
九
六
六
）
が
一
九
一
一
年
か

ら
二
五
年
ま
で
文
科
大
学
で
お
こ
な
っ
た
文
学
概
論
の
授
業
は
、
文
学
科
の
学
科
共
通
科
目
的
な
性
格
を
持
た
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

（
旧
）

西
洋
文
学
と
日
本
文
学
の
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
る
作
品
を
対
象
と
す
る
い
わ
ば
比
較
文
学
的
な
講
義
で
あ
っ
た
。
松
浦
の
講
義
を

も
と
に
し
た
著
書
は
続
々
と
刊
行
さ
れ
た
が
、
久
松
も
東
大
に
入
学
し
た
一
九
一
六
年
、
前
年
に
刊
行
さ
れ
た
松
浦
の
著
書
『
文
学
の

（
Ｍ
）
 

め
る
と
い
う
議
論
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
ペ
イ
タ
ー
（
三
四
一
庁
の
『
四
○
日
〔
一
○
句
ロ
（
の
閂
）
の
名
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
唯
美
主
義
・
鑑

賞
主
義
的
な
文
芸
批
評
の
あ
り
方
は
、
大
正
期
の
文
学
専
攻
学
生
に
と
っ
て
の
常
識
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
一
九
一
六
年
か
ら

一
九
年
に
か
け
て
東
京
帝
大
に
在
学
し
た
久
松
も
、
後
で
引
く
と
お
り
、
ペ
イ
タ
ー
の
ル
ネ
サ
ン
ス
論
に
依
拠
し
た
議
論
を
お
こ
な
う

（
旧
）

こ
し
」
に
な
る
。
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本
質
』
（
大
日
本
図
書
刊
）
を
読
む
と
と
も
に
、
（
の
ち
一
九
一
八
年
に
『
生
命
の
文
学
』
と
題
し
て
宝
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に

（
別
）

な
る
）
授
業
を
受
講
し
、
松
浦
の
自
宅
を
た
び
た
び
訪
問
し
て
さ
え
い
る
。

（
別
）

松
浦
の
文
学
論
は
、
国
民
性
な
ど
の
属
性
を
す
べ
て
取
り
除
い
た
文
学
自
体
の
本
質
の
解
明
を
め
ざ
し
て
い
た
が
、
同
じ
く
大
正
年

間
に
人
気
を
博
し
た
厨
川
白
村
や
本
間
久
雄
ら
の
、
欧
米
の
流
行
学
説
の
紹
介
を
旨
と
す
る
文
学
論
と
は
異
な
り
、
愛
児
や
夫
人
と
の

（別）（型）
死
別
と
い
っ
た
痛
切
な
人
生
経
験
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
自
分
自
身
の
文
学
観
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
青
年
の
久
松
を
つ
よ
く
魅
了

し
た
の
は
松
浦
そ
の
人
の
人
生
観
で
あ
り
、
求
道
者
と
し
て
の
松
浦
の
姿
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
松
浦
は
、
’
九
○
九
年
に
吉

田
東
伍
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
『
世
阿
弥
十
六
部
集
』
な
ど
を
引
用
し
、
「
幽
玄
」
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
独
自
の
美
的
慨

（
蝿
）

念
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
生
命
の
発
現
と
し
て
の
文
学
を
求
め
て
い
た
久
松
を
日
本
文
学
の
美
的
理
念
へ
と
向
か
わ
せ

る
に
あ
た
っ
て
、
重
要
な
契
機
を
な
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

久
松
が
そ
の
研
究
者
と
し
て
の
出
発
点
と
な
る
「
契
沖
の
文
献
学
」
と
題
す
る
卒
業
論
文
を
書
き
上
げ
た
の
は
、
上
記
の
よ
う
な
知

的
環
境
の
な
か
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
彼
の
研
究
に
あ
た
っ
て
の
問
題
意
識
を
検
討
し
て
み
た
い
。

久
松
自
身
は
契
沖
を
テ
ー
マ
と
し
て
と
り
あ
げ
た
理
由
に
つ
い
て
、
の
ち
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

自
分
が
最
初
こ
の
研
究
を
は
じ
め
る
に
際
し
て
の
動
機
は
、
契
沖
の
古
典
研
究
を
文
献
学
と
い
ふ
名
称
の
も
と
に
大
体
の
理
解
を
な

し
、
契
沖
の
学
問
が
日
本
文
献
学
史
上
に
占
め
る
位
置
を
考
へ
て
見
た
い
と
い
ふ
第
一
目
的
と
と
も
に
、
自
分
が
将
来
の
国
文
国
語

（
弱
）

の
研
究
に
対
す
る
方
法
論
に
対
し
て
も
考
察
し
て
見
た
い
と
い
ふ
第
一
一
目
的
と
を
以
て
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。

第
一
の
目
的
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
芳
賀
矢
一
が
「
文
献
学
」
の
概
念
に
よ
っ
て
接
続
し
た
前
近
代
の
国
学
と
近
代
国
文
学
と
い

二
研
究
者
と
し
て
の
出
発
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う
学
史
の
流
れ
の
な
か
に
契
沖
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
久
松
が
卒
業
論
文
に
着
手
す
る
よ
り
は
や
く
、
一
九
二
年
に
は
す
で

に
村
岡
典
嗣
の
「
本
居
宣
長
」
（
警
醒
社
刊
）
が
出
版
さ
れ
て
い
た
。
久
松
に
と
っ
て
契
沖
研
究
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
遡
っ
て
近
世
国

学
の
発
祥
点
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
第
二
の
目
的
で
あ
る
、
契
沖
の
仕
事
の
研
究
か
ら
帰
納
さ
れ
る
「
将
来
の
国
語
国
文
の
研
究
に
対
す
る
方
法
論
」
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
「
註
釈
」
の
重
視
と
し
て
集
約
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
久
松

に
契
沖
の
研
究
を
す
す
め
た
の
は
八
高
時
代
の
恩
師
、
山
内
二
郎
で
あ
っ
た
。
久
松
に
よ
る
と
山
内
は
国
文
学
に
お
け
る
註
釈
の
重
要

性
を
説
く
と
と
も
に
、
註
釈
家
と
し
て
の
契
沖
の
意
義
を
力
説
し
、
そ
の
一
方
で
授
業
で
は
テ
ク
ス
ト
の
「
外
延
的
な
説
明
」
を
一
切

（
配
）

省
略
し
て
、
生
徒
を
本
文
の
読
み
に
集
中
さ
せ
た
。
久
松
は
こ
う
し
た
山
内
の
影
響
下
に
あ
っ
て
、
文
学
の
本
質
を
捉
え
る
た
め
の
註

釈
と
い
う
観
点
か
ら
契
沖
の
業
績
を
捉
え
る
に
至
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
九
二
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
万
葉
集
の
新
研
究
』
は
、
久
松
が
大
学
卒
業
後
『
校
本
万
葉
集
』
編
纂
に
協
力
し
た
折
の
作
業
を
も

（
幻
）

と
に
、
一
九
一
一
二
年
か
ら
東
大
で
講
師
と
し
て
お
こ
な
っ
た
識
義
を
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、
そ
の
な
か
で
久
松
は
万
葉
研
究
史
の
た
め

に
一
章
を
割
き
、
あ
わ
せ
て
ド
イ
ツ
文
献
学
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
整
理
を
お
こ
な
っ
て
い
る
（
「
１
六
万
葉
集
研
究
の
発
達
（
主

と
し
て
本
文
批
評
と
註
釈
）
」
）
。
久
松
は
そ
こ
で
古
典
研
究
を
詩
史
的
、
本
文
批
評
的
、
註
釈
的
、
語
学
的
、
批
評
的
、
文
化
史
的
の

六
方
面
に
区
分
す
る
と
と
も
に
、
註
釈
的
研
究
に
つ
い
て
エ
ル
ッ
ェ
に
し
た
が
っ
て
、
言
語
的
方
面
（
語
葉
的
解
釈
、
文
法
的
解
釈
、

（
盤
）

文
体
的
解
釈
、
韻
律
的
解
釈
）
と
内
容
的
方
面
の
、
都
△
口
五
つ
の
方
面
に
分
類
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
上
で
久
松
は
、
壷
叩
葉
１
文
ｌ
内

（
四
）

容
と
い
っ
た
段
階
を
立
て
る
こ
と
は
便
宜
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
重
要
な
の
は
作
ロ
叩
の
本
質
を
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
だ
と
す
る
。

さ
ら
に
註
釈
と
鑑
賞
・
批
評
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
そ
の
双
方
が
作
品
の
本
質
の
理
解
に
そ
の
中
心
機
能
を
見
出
す
と
き
に
は
―
そ

の
窮
極
の
到
達
点
は
殆
ど
区
別
し
が
た
く
」
な
り
、
両
者
が
融
合
す
る
、
換
言
す
れ
ば
「
註
釈
が
機
械
的
な
機
能
か
ら
深
く
内
面
的
に

（
釦
）

入
り
得
る
」
と
述
べ
る
。
そ
う
し
た
整
理
を
も
と
に
し
て
、
過
去
の
国
学
者
の
註
釈
的
研
究
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
お
も
に
外
形
的
な
垂
叩

葉
的
研
究
に
偏
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
・
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
初
期
の
久
松
に
お
い
て
は
内
在
的
な
批
評
へ
の
志
向
性
が
明
確
に
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
さ
ら
に
、
テ
ク
ス
ト
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次
に
久
松
は
、
近
世
国
学
を
媒
介
に
し
て
、
自
己
解
放
へ
の
欲
求
、
自
己
の
内
部
へ
の
注
視
と
い
う
営
み
を
文
学
史
的
展
望
へ
と
転

じ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
近
世
国
学
を
西
欧
ル
ネ
サ
ン
ス
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
郷
）

こ
こ
で
は
久
松
が
東
大
助
教
授
に
就
任
し
た
一
九
一
一
四
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
「
｜
兀
禄
時
代
と
文
芸
復
興
」
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

元
禄
時
代
を
日
本
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
中
心
の
議
論
に
入
る
に
先
立
っ
て
、
序
論
で
は
久
松
自
身
の
文
学
観
、

（
別
）

あ
る
い
は
時
代
思
潮
の
理
解
が
語
壹
わ
れ
て
い
る
。
最
初
に
久
松
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

の
内
部
に
「
深
く
内
面
的
」
に
入
り
込
む
註
釈
の
方
向
性
が
、
研
究
者
自
身
の
人
格
の
内
部
へ
沈
潜
す
る
と
い
う
方
向
性
と
あ
い
ま
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
す
で
に
松
浦
一
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
自
己
を
語
る
も
の
と
し
て
の
文
学
と
い
う
捉
え

方
を
、
久
松
は
自
ら
の
国
文
学
研
究
に
反
映
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
『
万
葉
集
の
新
研
究
』
の
序
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。こ
の
発
言
は
、
高
田
里
恵
子
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
大
正
期
の
文
学
研
究
者
に
つ
き
ま
と
っ
た
創
作
と
研
究
の
あ
い
だ
の
優
劣
の
問

（
鉋
）

題
が
、
久
松
に
と
っ
て
も
切
実
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
の
に
足
る
も
の
で
あ
る
。

私
に
と
っ
て
は
、
自
然
や
人
生
を
対
象
と
し
て
文
学
作
品
を
産
出
す
過
程
と
、
文
学
作
品
を
対
象
と
し
て
研
究
を
ま
と
め
る
過
程
と

（
別
）

は
、
結
局
に
於
い
て
は
一
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
何
れ
も
自
己
を
産
出
さ
》
つ
と
す
る
精
神
、
自
己
の
個
性
の
創
造
に
外
な
ら
な
い
。

流
動
も
し
く
は
展
開
と
い
ふ
言
葉
は
、
今
の
私
ど
も
に
と
っ
て
極
め
て
意
味
深
く
ま
た
力
強
く
響
く
言
葉
で
あ
る
。
流
動
し
展
開
す

る
事
が
生
命
そ
れ
自
身
を
現
し
て
居
る
様
に
思
は
れ
る
。

三
ル
ネ
サ
ン
ス
と
●
中
世
へ
の
関
心
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し
た
が
っ
て
文
学
研
究
に
お
い
て
も
「
そ
の
内
面
性
で
あ
る
人
性
の
展
開
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
文
学
の
展
開
を
理
解
す
る

必
要
が
あ
る
と
し
、
「
そ
の
意
味
に
於
い
て
初
め
て
生
命
の
文
学
が
作
ら
れ
、
真
の
意
味
の
文
学
史
が
構
成
さ
れ
る
」
と
す
る
。
そ
し

（
鑓
）

て
モ
ー
ル
ト
ン
（
四
ｏ
ｇ
ａ
Ｏ
『
の
①
ロ
三
．
巨
一
（
。
ｐ
）
と
「
そ
の
立
場
に
た
つ
学
者
」
の
議
論
に
賛
同
す
る
と
し
て
、
「
文
学
の
内
面
性
で

あ
る
人
性
の
展
開
を
あ
と
づ
け
る
事
は
自
己
の
心
の
動
き
を
凝
視
す
る
事
に
外
な
ら
な
い
。
自
己
の
心
、
更
に
一
歩
を
進
め
て
、
一
人

の
人
間
の
展
開
を
反
省
す
る
こ
と
は
、
文
学
意
識
の
展
開
を
跡
づ
け
る
事
と
結
局
同
じ
道
を
た
ど
る
事
に
な
る
で
あ
ら
う
」
と
言
明
す

る
。
こ
の
展
開
を
久
松
は
「
素
朴
な
外
面
的
な
世
界
」
が
「
統
一
さ
れ
た
内
面
的
世
界
」
に
至
り
、
分
裂
し
て
「
繊
細
な
し
か
し
頽
廃

し
た
」
あ
り
方
へ
と
転
じ
る
と
い
う
過
程
と
し
て
捉
え
る
が
、
そ
の
頽
廃
し
た
「
分
裂
の
中
に
統
一
を
求
め
る
心
の
現
れ
」
が
「
文
芸

復
興
」
す
な
わ
ち
ル
ネ
サ
ン
ス
の
精
神
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
日
本
に
お
け
る
好
例
を
、
契
沖
の
国
学
を
は
じ
め
と
す
る
元
禄

時
代
の
思
想
・
文
化
に
認
め
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
久
松
は
、
ペ
イ
タ
ー
の
ル
ネ
サ
ン
ス
概
念
が
単
な
る
一
，
古
学
復
興
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
「
古
代
精
神
の
復
興
と
と

も
に
現
実
に
深
く
喰
ひ
こ
ま
う
と
す
る
近
世
的
精
神
を
含
」
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
う
し
た
精
神
は
日
本
の
場
合
す
で
に
鎌

倉
時
代
に
認
め
ら
れ
、
「
細
い
し
か
し
し
ろ
が
れ
の
様
な
一
線
を
以
て
元
禄
時
代
に
ま
で
連
続
し
て
居
る
」
も
の
の
、
中
世
の
非
個
性

的
な
時
代
精
神
に
よ
っ
て
個
性
が
抑
圧
さ
れ
る
と
い
う
限
界
の
な
か
に
お
か
れ
て
い
た
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

人
間
性
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
文
学
の
展
開
を
と
ら
え
、
ま
た
近
世
国
学
を
ル
ネ
サ
ン
ス
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
試
み
を
通
じ
て
、

久
松
は
中
世
に
お
け
る
精
神
の
覚
醒
と
い
う
問
題
に
気
付
く
こ
と
と
な
っ
た
。
Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
に
よ
る
「
国
文
学
ラ
ジ
オ
講
座
」
の
中
で
一

九
二
六
年
十
月
十
日
に
行
わ
れ
た
放
送
の
原
稿
に
も
と
づ
い
た
文
章
「
近
古
文
学
の
概
論
」
で
久
松
は
、
文
学
に
お
け
る
内
面
な
い
し

精
神
性
を
重
視
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
特
質
が
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
た
中
世
文
学
（
近
古
文
学
）
を
、
他
の
時
代
の
文
学
以
上
に

（
釦
）

一
同
く
評
価
し
て
い
る
。
中
世
文
学
に
は
外
形
的
な
魅
力
が
欠
如
し
て
い
る
も
の
の
、
「
一
歩
内
に
入
っ
て
、
そ
の
文
学
を
生
み
出
し
た

精
神
を
考
へ
て
見
る
時
、
真
蟄
な
る
人
間
性
の
躍
動
し
て
居
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
調
和
し
た
古
典
的
精
神
の
分
裂
し
た

跡
の
苦
し
さ
、
そ
れ
か
ら
新
し
い
も
の
を
生
出
さ
う
と
す
る
新
生
の
精
神
が
あ
る
事
を
見
る
の
で
あ
る
」
と
久
松
は
述
べ
る
。
そ
れ
は

換
言
す
れ
ば
「
普
遍
の
生
命
を
求
め
る
境
地
」
で
も
あ
る
と
い
う
。
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こ
の
中
世
文
学
の
性
格
を
代
表
さ
せ
る
タ
ー
ム
と
し
て
久
松
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
松
浦
一
の
講
義
か
ら
示
唆
さ
れ
た
「
幽
玄
」

（
訂
）

を
と
り
上
げ
る
。
久
松
に
よ
れ
ば
幽
玄
は
「
人
間
そ
の
ま
悩
の
感
情
が
、
洗
練
さ
れ
た
表
現
、
型
の
中
に
入
れ
こ
り
れ
て
、
そ
の
間
か
ら

ひ
ら
め
き
出
る
白
光
」
、
「
限
り
な
き
生
命
の
ひ
ら
め
き
」
で
あ
り
、
「
み
つ
め
れ
ば
み
つ
め
る
ほ
ど
深
み
の
あ
る
も
の
が
そ
こ
に
閃
光

の
如
く
輝
い
て
居
る
の
を
感
ず
る
」
の
だ
と
い
う
。
「
元
禄
時
代
と
文
芸
復
興
」
で
も
登
場
し
て
い
た
こ
の
光
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、

（
銘
）

久
松
の
中
世
文
学
観
は
総
括
さ
れ
る
。

久
松
は
さ
ら
に
「
近
古
文
学
に
対
す
る
愛
着
の
情
す
て
難
い
も
の
の
あ
る
の
を
感
ず
る
」
と
さ
え
言
い
添
え
て
論
文
を
結
ん
で
い
る

の
だ
が
、
そ
の
後
の
久
松
の
中
世
和
歌
・
歌
論
研
究
の
出
発
点
に
、
こ
の
よ
う
な
ル
ネ
サ
ン
ス
精
神
へ
の
注
目
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認

し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

「
幽
玄
」
の
三
つ
の

を
表
明
し
て
い
る
。

（
鋤
）

上
記
の
ラ
ジ
オ
放
送
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
一
九
二
六
年
十
月
に
発
表
さ
れ
た
「
国
文
学
を
流
れ
る
一
一
一
の
精
神
」
は
、
安
田
敏
朗
が
述
べ

（
側
）

て
い
る
よ
う
に
そ
の
後
の
久
松
の
文
学
（
史
）
理
念
の
原
型
と
な
っ
た
論
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
久
松
は
一
「
ま
こ
と
」
「
も
の
出
あ
は
れ
」

１
幽
玄
」
の
三
つ
の
精
神
が
持
続
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
文
学
の
連
続
性
と
一
貫
性
が
保
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方

近
古
文
学
は
個
性
的
精
神
が
燗
熱
し
ゆ
き
つ
ま
っ
た
所
か
ら
、
新
し
く
は
じ
ま
っ
て
、
更
に
新
し
い
生
々
と
し
た
個
性
的
精
神
が
文

学
の
主
潮
と
な
る
ま
で
の
間
に
於
て
、
普
遍
性
や
伝
統
や
型
を
重
ん
じ
、
そ
の
伝
統
や
型
の
中
か
ら
ひ
ら
め
き
出
る
し
ろ
が
ね
の
如

き
光
を
見
出
さ
う
と
し
た
文
学
で
あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
陰
纏
な
闇
の
中
に
ひ
ら
め
く
永
遠
な
る
も
の
を
見
出
さ
う
と
し
た
文

学
で
あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。

四
文
学
史
か
ら
文
学
評
論
史
へ
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こ
の
う
ち
「
ま
一
」
と
」
は
上
代
文
学
を
貫
く
「
あ
る
が
ま
ｈ
」
の
精
神
で
あ
る
と
同
時
に
、
燗
熟
期
に
復
古
的
精
神
と
し
て
登
場
す

る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
前
述
の
文
芸
復
興
の
精
神
と
重
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
幽
玄
」
は
上
述
し
た
と
お
り

の
中
世
文
学
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
精
神
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
Ｉ
も
の
Ｌ
あ
は
れ
」
は
個
性
的
か
つ
洗
練
さ
れ
た
中
古
文
学
に
よ
っ
て
代

表
さ
れ
る
精
神
で
あ
る
。
「
元
禄
文
学
と
文
芸
復
興
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
、
分
裂
の
中
で
統
一
を
回
復
す
る
文
芸
復
興
の
精
神
の
働

き
に
注
目
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
久
松
の
文
学
観
は
、
精
神
の
展
開
過
程
を
よ
り
具
体
的
な
時
代
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
複
雑
化
し
、

既
存
の
文
学
史
と
の
関
連
性
を
強
化
し
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
一
方
で
、
「
ま
こ
と
」
と
「
文
芸
復
興
の
精
神
」
を
比
較
す
る
と
、

後
者
に
は
感
じ
ら
れ
た
、
破
壊
的
な
要
素
を
前
提
と
し
た
清
新
さ
が
弱
ま
り
、
古
く
か
ら
の
不
変
な
も
の
の
再
生
、
伝
統
の
不
変
性
が

（
Ⅲ
）
 

強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

こ
の
「
国
文
学
を
流
れ
る
三
の
精
神
」
は
、
昭
和
に
入
り
一
九
二
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
上
代
日
本
文
学
の
研
究
』
に
収
録
さ
れ
る

（
狸
）

が
、
そ
の
際
に
「
日
本
精
神
と
日
本
文
学
史
」
と
題
す
る
文
章
が
序
論
代
わ
り
に
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
は
久
松
は
、
「
個
と

個
と
の
関
係
的
、
或
は
発
達
的
関
係
を
究
め
る
」
こ
と
を
主
眼
と
し
た
「
思
潮
を
中
心
と
し
た
文
学
史
」
、
あ
る
い
は
「
叙
事
文
学
、

杼
情
文
学
、
劇
文
学
等
の
形
態
的
文
学
史
」
が
台
頭
し
た
現
状
を
評
価
し
つ
つ
も
、
西
洋
に
発
し
た
文
学
形
態
や
主
義
を
そ
の
ま
ま
日

本
文
学
に
当
て
は
め
る
に
は
無
理
が
あ
る
と
し
て
、
日
本
特
有
の
形
態
な
い
し
文
学
観
に
対
す
る
認
識
・
理
解
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
「
日
本
人
特
有
の
物
の
見
方
、
考
へ
方
を
統
一
す
る
精
神
」
を
久
松
は
「
日
本
精
神
」
と
呼
び
、
「
国
民
性
」
と

見
な
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
大
正
期
の
久
松
に
あ
っ
て
は
強
調
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
西
欧
的
要
素
へ
の
警
戒
感
が
あ
ら
わ
と

（
岨
）

な
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
固
有
名
詞
は
一
不
さ
れ
な
い
も
の
の
、
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
か
つ
て
は
好
意
的
に
引
用
さ
れ
て
い

た
モ
ー
ル
ト
ン
や
そ
の
紹
介
者
で
あ
る
土
居
光
知
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
『
上
代
日
本
文
学
の
研
究
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
国
文
学
の
精
神
に
つ
い
て
の
二
篇
の
論
文
で
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
文
学

史
理
念
を
提
示
し
た
い
と
い
う
久
松
の
思
い
が
つ
よ
く
う
か
が
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
同
時
期
に
久
松
が
「
批
評
史
」
と
い
う
研
究
ジ
ャ

ン
ル
を
立
ち
上
げ
、
そ
の
体
系
の
構
築
を
図
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
と
関
連
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

す
で
に
引
い
た
と
お
り
『
万
葉
集
の
新
研
究
』
の
序
で
久
松
は
、
文
学
研
究
と
創
作
と
を
等
価
視
す
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
た
。
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お
そ
ら
く
研
究
者
と
し
て
の
出
発
点
に
あ
っ
て
久
松
は
、
註
釈
行
為
と
一
体
化
し
た
も
の
と
し
て
の
批
評
の
実
践
と
、
そ
れ
を
通
じ
て

の
文
学
の
真
意
義
の
把
握
を
志
向
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
上
掲
の
近
古
文
学
の
価
値
と
そ
れ
に
寄
せ
る
愛
情
を
語
っ
た
文
章
（
「
近

古
文
学
の
概
論
」
）
は
、
久
松
の
中
の
印
象
批
評
的
な
傾
向
を
よ
く
示
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
国
文
学
ア
カ
デ
ミ
ア
の
中
核
に
あ
っ
て
彼
が
実
現
し
え
た
の
は
、
批
評
行
為
を
対
象
化
し
、
距
離
を
置
い
て
検
討
す
る
「
批

評
史
」
の
構
築
で
あ
っ
た
。
創
作
と
密
接
に
結
び
つ
く
批
評
を
学
問
的
に
整
理
・
検
討
す
る
批
評
史
は
、
創
作
と
研
究
の
相
剋
と
い
う

大
正
期
の
文
学
研
究
者
に
と
っ
て
共
通
の
ア
ポ
リ
ア
に
対
し
て
、
そ
れ
を
止
揚
し
解
決
す
る
方
策
と
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
と
同

時
に
、
ジ
ャ
ン
ル
史
と
し
て
従
来
の
文
学
史
に
は
欠
け
て
い
た
部
門
を
補
完
す
る
と
と
も
に
、
歌
論
・
俳
論
な
ど
の
文
学
論
の
検
討
を

通
じ
て
日
本
文
学
の
な
か
か
ら
「
理
論
」
的
側
面
を
と
り
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
実
証
的
研
究
に
よ
っ
て
発
見
・
発
掘
さ
れ

つ
づ
け
る
膨
大
な
「
事
実
」
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
文
学
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
的
要
請
に
応
え
る
こ
と
が
期
待
さ

（
弧
）

れ
た
の
で
あ
る
。
「
国
文
学
を
流
れ
る
一
二
の
精
神
」
「
日
本
精
神
と
日
本
文
学
史
」
と
い
う
論
文
で
、
久
松
が
文
学
理
念
に
よ
る
整
理
と
、

統
一
要
素
と
し
て
の
日
本
精
神
を
提
示
し
た
の
は
、
自
ら
の
批
評
史
の
な
か
で
、
個
々
の
細
か
な
事
実
、
個
々
の
作
者
・
批
評
家
の
文

（
妬
）

学
観
に
、
体
系
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
与
一
え
る
に
あ
た
っ
て
必
要
な
準
拠
枠
を
設
定
す
る
た
め
だ
っ
た
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

一
九
三
六
年
七
月
、
「
日
本
文
学
評
論
史
』
が
刊
行
さ
れ
は
じ
め
る
直
前
に
久
松
は
同
時
代
の
ア
メ
リ
カ
の
批
評
史
研
究
を
扱
っ
た

（
伯
）

文
章
「
批
評
史
の
研
究
に
就
い
て
」
を
発
表
し
て
い
る
。
国
文
学
者
の
久
松
が
海
外
の
文
学
研
究
を
直
接
と
り
あ
げ
た
と
い
う
点
で
き

わ
め
て
興
味
深
い
も
の
だ
が
、
こ
の
文
章
の
中
で
久
松
は
、
一
一
十
世
紀
に
入
り
英
独
に
比
べ
て
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
批
評
史
研
究
が
盛

ん
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
フ
ァ
ー
ス
タ
ー
（
ｚ
ｏ
同
日
自
司
◎
の
『
里
の
Ｈ
）
に
よ
る
整
理
を
借
り
な
が
ら
、
新
人
文
主
義
（
ｚ
①
葛
国
巨
曰
目
‐

賦
曰
）
の
バ
ビ
ッ
ト
（
「
『
『
ヨ
館
、
豊
ロ
旨
）
と
、
審
美
主
義
な
い
し
ク
ロ
ー
チ
ェ
主
義
の
ス
ピ
ン
ガ
ー
ン
（
］
。
①
］
因
・
の
己
冒
恩
曰
）
と

い
う
、
同
時
代
の
一
一
人
の
ア
メ
リ
カ
の
文
芸
批
評
家
を
取
り
上
げ
て
比
較
を
行
な
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に
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こ
の
時
期
に
久
松
が
、
い
ず
れ
も
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
二
人
の
批
評
家
に
注
目
し
た
こ
と
は
、
久
松
の
意
図
を
措
い
て
も
興

味
深
い
。
視
野
を
広
く
と
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
久
松
も
バ
ビ
ッ
ト
と
ス
ピ
ン
ガ
ー
ン
も
、
ポ
ス
ト
文
献
学
的
と
も
呼
ぶ
べ
き
状
況
の

な
か
に
あ
っ
た
点
で
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
状
況
が
久
松
を
彼
ら
へ
の
注
目
へ
と
導
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

西
欧
文
化
圏
の
い
わ
ば
周
縁
に
あ
る
日
米
両
国
で
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
近
代
的
な
大
学
制
度
が
整
備
さ
れ
る
な
か
、
文
学
に
関
し

て
も
「
科
学
的
」
体
系
と
方
法
論
と
が
必
要
と
さ
れ
た
結
果
、
ド
イ
ツ
へ
の
留
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
文
献
学
が
移
入
さ
れ
、
人
文
学
に

お
け
る
覇
権
を
確
立
し
た
。
そ
し
て
一
一
十
世
紀
、
と
く
に
第
一
次
大
戦
後
に
い
た
っ
て
、
今
度
は
文
献
学
的
研
究
に
対
す
る
反
発
が
文

（
卿
）

学
部
の
な
か
で
大
き
く
な
る
。
そ
の
際
ア
メ
リ
カ
・
日
本
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
批
評
」
が
大
き
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
久
松
が
注
目
し
た
パ
ビ
ッ
ト
と
ス
ピ
ン
ガ
ー
ン
が
、
新
人
文
主
義
と
審
美
主
義
と
い
う
立
場
の
違
い
は
あ
る
も
の

の
、
共
通
し
て
文
学
そ
の
も
の
に
高
い
価
値
を
認
め
る
と
い
う
点
で
、
文
学
作
品
を
文
献
資
料
と
し
て
扱
う
文
献
学
に
対
し
て
一
種
の

共
闘
勢
力
を
形
成
し
、
抵
抗
・
攻
撃
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
違
い
と
は
、
審
美
主
義
者
の
ス
ピ
ン
ガ
ー
ン
が
文
学
の
価
値
は
そ
れ
自
体

の
基
準
で
測
ら
れ
る
べ
き
だ
と
し
、
バ
ピ
ッ
ト
た
ち
新
人
文
主
義
者
が
文
学
を
こ
の
世
界
に
あ
る
べ
き
偉
大
な
価
値
の
体
現
と
見
な
し

た
と
い
う
点
に
あ
る
の
だ
が
、
両
者
の
主
張
は
そ
の
ま
ま
、
次
世
代
の
い
わ
ゆ
る
「
新
批
評
」
（
ｚ
の
三
○
円
冨
鳥
日
）
へ
と
取
り
込
ま

（
別
）

れ
る
こ
と
に
な
る
。
新
批
評
こ
そ
は
ま
さ
に
新
た
な
「
科
学
的
」
文
学
研
究
と
し
て
文
献
学
の
代
替
物
と
な
り
、
批
評
を
ア
カ
ー
ナ
ミ
ア

の
王
座
に
据
え
、
そ
の
後
長
く
研
究
・
教
育
の
両
面
で
影
響
力
を
振
る
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

久
松
は
パ
ピ
ッ
ト
と
ス
ピ
ン
ガ
ー
ン
と
の
間
の
論
争
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
批
評
史
研
究
の
方
法
論
を
見
る
に
あ
た
っ
て
興
味

深
い
と
述
べ
る
。
久
松
は
両
者
が
と
も
に
、
雑
学
的
な
セ
イ
ン
ッ
ベ
リ
（
○
の
。
『
ぬ
①
の
臼
員
切
目
『
］
）
の
批
評
史
研
究
よ
り
も
進
歩
し
た

（
〃
）

段
階
に
あ
る
と
し
て
、
パ
ピ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
一
‐
個
々
の
評
論
家
を
語
っ
て
、
而
も
そ
の
中
に
個
人
を
越
え
た
準
曰
遍
的
な
も
の
を
語
ら

う
と
し
て
居
る
や
う
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
「
批
評
史
の
体
系
」
を
欠
く
バ
ビ
ッ
ト
に
対
し
て
、
ク
ロ
ー
チ
ェ

（
団
の
回
の
：
【
【
○
○
Ｈ
Ｃ
Ｃ
の
）
の
思
想
・
歴
史
観
に
大
き
く
影
響
を
受
け
、
「
文
芸
思
潮
の
本
質
を
鋭
く
直
観
的
に
把
握
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ

て
批
評
史
の
体
系
を
編
み
出
さ
う
と
す
る
態
度
」
を
貫
く
ス
ピ
ン
ガ
ー
ン
の
方
に
、
久
松
は
よ
り
大
き
な
共
感
を
よ
せ
て
い
る
の
で
あ

（
蛆
）

ア（》○
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前
節
ま
で
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
久
松
潜
一
も
文
学
自
体
の
価
値
と
い
う
問
題
を
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
文
学
研
究
と
結
び
つ
け
る
か

と
い
う
課
題
に
取
り
組
ん
だ
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
で
は
早
く
か
ら
大
学
に
お
い
て
作
文
教
育
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
と
も
に
、
そ

れ
を
担
当
す
る
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
（
研
究
者
で
は
な
い
）
大
学
教
師
た
ち
に
よ
る
文
化
批
評
も
一
定
の
影
響
力
を
も
っ
て

（
別
）

い
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
理
論
化
さ
れ
ざ
る
批
評
的
実
践
の
伝
統
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
認
識
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

久
松
の
取
り
組
み
は
批
評
史
と
い
う
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
文
献
学
を
い
わ
ば
内
部
か
ら
変
形
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
の
過
程
で
文
学
自
体
の
価
値
、
あ
る
い
は
文
学
性
と
い
う
問
題
は
周
縁
化
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
再
び
そ
の
問

題
を
前
景
化
さ
せ
た
の
が
、
文
芸
学
論
争
に
か
か
わ
っ
た
人
々
で
あ
り
、
主
体
的
立
場
か
ら
の
文
学
（
史
）
論
を
提
起
し
た
風
巻
景
次

郎
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

《
注
》

（
１
）
久
松
は
一
九
二
四
年
に
東
京
帝
大
助
教
授
と
な
り
、
一
九
三
六
年
に
教
授
に
昇
任
、
一
九
五
五
年
に
退
官
し
て
い
る
。

（
２
）
安
田
敏
朗
『
国
文
学
の
時
空
ｌ
久
松
潜
一
と
日
本
文
化
論
ｌ
」
（
三
元
社
、
二
○
○
二
年
）
、
笹
沼
俊
暁
「
「
国
文
学
」
の
思
想
ｌ
そ

の
繁
栄
と
終
焉
ｌ
』
（
学
術
出
版
会
、
二
○
○
六
年
）
を
参
照
。

（
３
）
風
巻
景
次
郎
「
古
典
研
究
の
歴
史
」
『
風
巻
景
次
郎
全
集
第
一
巻
』
（
桜
楓
社
、
一
九
六
九
年
）
五
八
四
五
八
五
頁
。
同
論
文
は
引
用
箇

所
は
こ
と
な
る
も
の
の
『
東
京
大
学
百
年
史
』
で
も
久
松
の
評
価
に
あ
た
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
東
京
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
（
編
）

『
東
京
大
学
百
年
史
部
局
史
一
』
（
東
京
大
学
、
一
九
八
六
年
）
七
二
二
頁
を
参
照
。

（
４
）
拙
稿
一
一
九
三
○
年
代
の
国
文
学
研
究
ｌ
い
わ
ゆ
る
「
文
芸
学
論
争
一
を
め
ぐ
っ
て
’
一
「
言
語
と
文
化
』
（
創
刊
号
、
二
○
○
四
年
）

※
本
文
・
注
と
も
に
、
引
用
文
に
お
け
る
仮
名
遣
い
は
原
文
の
ま
ま
、
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

※
久
松
潜
一
の
年
譜
と
し
て
、
福
田
秀
一
（
編
）
「
久
松
潜
一
博
士
年
譜
」
（
『
国
語
と
国
文
学
、
一
一
九
七
六
年
七
月
特
集
号
「
久
松
瀞
一
博
士
追
悼

特
集
』
を
参
照
し
た
。

（
５
）
久
松
潜
一
『
年
々
去
来
当
国
文
学
徒
の
思
川
Ｉ
』
（
広
済
堂
出
版
、
一
九
六
七
年
）
一
七
○
頁
。

（
６
）
芳
賀
矢
一
選
集
編
纂
委
員
会
（
編
）
『
芳
賀
矢
一
選
集
第
一
巻
』
（
国
学
院
大
学
、
一
九
八
二
年
）
一
三
四
頁
。

を
参
照
。
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（
胆
）
な
お
久
松
は
一
九
一
九
年
の
卒
業
後
、
大
学
院
に
進
学
し
、
一
九
二
一
年
に
満
期
退
学
し
て
い
る
。

（
焔
）
西
尾
実
『
教
室
の
人
と
な
っ
て
ｌ
国
語
教
育
六
十
年
ｌ
』
（
国
土
社
、
一
九
七
一
年
）
四
五
頁
。

（
Ⅳ
）
久
松
『
年
々
去
来
』
一
六
五
頁
お
よ
び
一
七
三
頁
。

（
肥
）
石
井
庄
司
（
編
）
「
垣
内
松
三
国
文
学
史
』
（
教
育
出
版
、
一
九
七
六
年
）
付
載
の
石
井
「
垣
内
学
説
の
成
立
過
程
」
を
参
照
。
な
お
垣
内

が
講
師
と
し
て
招
聰
さ
れ
た
の
は
、
芳
賀
が
藤
岡
作
太
郎
の
後
任
と
し
て
藤
村
作
で
は
不
十
分
と
感
じ
た
か
ら
だ
と
い
う
噂
が
あ
っ
た
と
い
う

（
高
木
市
之
助
「
国
文
学
五
十
年
』
五
九
頁
）
。

（
⑱
）
松
浦
一
は
本
来
英
国
人
講
師
ロ
イ
ド
の
後
任
と
し
て
着
任
し
た
（
『
東
京
大
学
百
年
史
部
局
史
亘
七
四
六
頁
）
。
松
浦
の
業
績
に
つ
い
て

は
、
松
浦
『
文
学
の
本
質
」
（
新
版
）
（
白
凰
社
、
一
九
七
三
年
）
の
谷
萩
弘
道
に
よ
る
解
説
を
参
照
。
芥
川
龍
之
介
も
松
浦
の
授
業
の
聴
講
者

の
一
人
で
あ
り
、
読
売
新
聞
紙
上
で
『
文
学
の
本
質
』
の
書
評
を
お
こ
な
っ
て
い
る
（
「
松
浦
一
氏
の
「
文
学
の
本
質
」
に
就
い
て
」
、
初
出
一

九
一
六
年
一
月
十
二
日
『
読
売
新
聞
』
、
「
芥
川
龍
之
介
全
集
第
一
巻
』
岩
波
書
店
、
’
九
九
五
年
、
一
五
五
’
一
五
七
頁
）
。
ま
た
仏
文
学

者
の
鈴
木
償
太
郎
も
松
浦
の
授
業
に
出
席
し
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
（
「
仏
文
事
始
」
弓
鈴
木
信
太
郎
全
集
第
五
巻
』
大
修
館
書
店
、
一

九
七
三
年
、
二
六
二
頁
）
。

（
卯
）
久
松
潜
一
「
思
い
出
」
（
『
英
語
青
年
』
’
九
六
六
年
十
二
月
号
）
。
同
号
に
は
他
に
熊
代
荘
歩
、
本
田
顕
彰
に
よ
る
追
悼
文
が
掲
栽
さ
れ
て

（
、
）
斎
藤
清
術
「
回
想
の
中
か
ら
一
『
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
会
報
』
（
第
六
号
、
一
九
六
二
年
五
月
）
一
頁
。

（
皿
）
高
木
、
斎
藤
、
岡
崎
は
い
ず
れ
も
第
三
高
等
学
校
の
出
身
で
あ
る
が
、
上
田
敏
や
厨
川
白
村
に
影
響
さ
れ
て
当
初
は
英
文
学
を
専
攻
す
る
こ

と
を
こ
こ
ろ
ざ
し
、
の
ち
に
国
文
学
へ
と
進
路
を
変
更
す
る
と
い
う
軌
跡
を
経
て
い
る
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。

（
週
）
岡
部
美
二
二
「
国
文
学
の
研
究
に
就
て
」
（
「
帝
国
文
学
』
一
九
一
六
年
二
月
号
）
一
四
○
’
一
四
一
頁
。
岡
部
は
一
九
一
五
年
に
東
大
国
文

科
を
卒
業
し
、
そ
の
後
山
形
高
校
教
授
と
な
っ
て
い
る
（
日
本
文
学
報
国
会
（
編
）
『
国
文
学
叢
話
』
青
磁
社
、
一
九
四
四
年
、
に
よ
る
）
。

（
ｕ
）
岡
崎
義
恵
一
「
古
文
学
の
新
研
究
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
一
九
二
○
年
五
月
号
）
。
な
お
こ
の
論
文
は
の
ち
に
『
日
本
文
芸
学
」
に
再
録
さ
れ
て

（
９
）
橋
本
鉱
市
「
近
代
日
本
に
お
け
る
「
文
学
部
」
の
機
能
と
構
造
ｌ
帝
国
大
学
文
学
部
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
『
教
育
社
会
学
研
究
』
第
五

九
集
、
一
九
九
六
年
）
。
ま
た
『
東
京
大
学
百
年
史
部
局
史
一
』
四
二
一
－
四
二
三
頁
を
参
照
。

（
Ⅲ
）
高
木
市
之
助
『
国
文
学
五
十
年
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）
五
○
頁
。
な
お
以
下
の
本
文
で
注
記
し
た
「
在
学
」
の
期
間
に
は
大
学
院

（
７
）
秋
山
度
「
久
松
潜
一
博
士
の
文
学
史
観
に
つ
い
て
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
七
六
年
七
月
特
集
号
）
六
四
’
六
九
頁
。

（
８
）
神
野
藤
昭
夫
「
近
代
国
文
学
の
成
立
」
、
酒
井
敏
・
原
國
人
（
編
）
『
森
鴎
外
論
集
歴
史
に
聞
く
』
（
新
典
社
、
二
○
○
○
年
）
三
五
頁
を

を
含
ま
な
い
。

参
照
。

い

る
◎ 
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（
理
久
松
潜
一
「
契
沖
伝
」
、
上
田
万
年
（
監
修
）
『
契
沖
全
集
第
九
巻
伝
記
及
伝
記
資
料
」
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
二
七
年
）
所
収
、
｜
頁
。

（
妬
）
久
松
潜
一
「
恩
頼
記
Ｉ
国
文
学
襟
記
ｌ
』
（
湯
川
弘
文
社
、
一
九
四
三
年
）
六
九
’
七
一
頁
。

（
町
）
久
松
潜
一
『
万
葉
集
の
新
研
究
』
（
至
文
堂
、
一
九
二
五
年
）
。
同
書
は
東
大
国
文
学
研
究
室
編
輯
「
国
文
学
研
究
叢
書
」
の
第
一
篇
と
し
て

刊
行
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
雑
誌
『
国
語
と
国
文
学
』
の
創
刊
と
同
じ
く
当
時
の
国
文
科
主
任
・
藤
村
作
に
よ
る
国
文
学
研
究
の
メ
デ
ィ
ア
戦
略

の
一
環
で
あ
っ
た
。
藤
村
は
同
書
巻
頭
の
「
国
文
学
研
究
叢
書
の
刊
行
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
文
章
で
、
学
界
で
は
一
国
文
学
の
本
質
を
明
ら

か
に
し
、
よ
り
一
層
考
察
を
深
め
て
、
大
成
さ
れ
た
国
文
学
史
を
要
求
す
る
声
」
が
高
ま
っ
て
い
る
と
し
な
が
ら
、
そ
の
た
め
に
は
―
ま
だ
ま

だ
部
分
的
に
深
く
探
る
と
い
ふ
学
者
努
力
の
一
段
階
を
必
要
と
し
、
そ
の
上
に
そ
れ
等
の
成
果
を
集
め
て
綜
合
し
系
統
づ
け
る
大
頭
脳
の
出
現
一

が
待
た
れ
る
、
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
は
学
界
の
指
導
者
と
し
て
、
文
学
の
本
質
論
よ
り
言
わ
ば
実
証
的
な
個
別
研
究
の
積
み
重
ね
を
優
先
す
る

方
針
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
巻
頭
言
一
’
二
頁
）
。

（
班
）
久
松
『
万
葉
集
の
新
研
究
』
四
一
五
’
六
頁
。

（
羽
）
久
松
は
、
垣
内
松
三
、
土
居
光
知
ら
が
説
い
た
、
内
容
と
形
式
の
統
一
と
し
て
の
「
形
象
」
と
い
う
概
念
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
垣
内
に
つ
い
て
の
ち
に
久
松
は
「
文
学
を
形
式
と
内
容
と
に
分
っ
態
度
へ
の
批
判
と
し
て
形
象
を
と
い
た
」
こ
と
を
評
価
し
て
い
る

（
久
松
潜
一
「
日
本
文
学
研
究
史
』
、
山
田
書
院
、
一
九
五
七
年
、
三
二
一
頁
）
。

（
別
）
久
松
『
万
葉
集
の
新
研
究
」
四
二
○
頁
。

（
虹
）
久
松
「
万
葉
集
の
新
研
究
」
序
一
頁
。

（
躯
）
高
田
里
恵
子
『
文
学
部
を
め
ぐ
る
病
い
Ｉ
教
養
主
義
・
ナ
チ
ス
・
旧
制
高
校
ｌ
』
（
松
籟
社
、
二
○
○
一
年
）
を
参
照
。

（
鍋
）
「
文
学
の
本
質
』
の
「
帝
国
文
学
』
一
九
一
五
年
十
二
月
号
表
紙
裏
の
広
告
で
は
「
先
生
は
時
間
空
間
を
突
破
し
て
人
間
と
自
然
と
の
奥
底

か
ら
文
学
の
根
本
の
意
味
と
其
使
命
と
を
論
述
せ
ら
れ
、
西
洋
の
文
学
論
の
糟
粕
を
瞥
む
る
者
を
排
し
て
文
芸
の
真
髄
は
却
っ
て
古
来
の
日
本

人
の
芸
術
的
信
念
の
中
に
一
層
明
瞭
な
も
の
が
あ
る
事
を
喝
破
せ
ら
れ
た
」
と
あ
る
。
ま
た
芥
川
も
『
文
学
の
本
質
』
に
「
旧
日
本
に
対
す
る

（
松
浦
）
先
生
の
思
慕
」
が
一
貫
し
て
い
る
と
述
べ
る
弓
芥
川
龍
之
介
全
集
第
一
巻
」
一
五
六
’
’
五
七
頁
）
。

（
皿
）
久
松
潜
一
「
文
学
意
識
を
中
心
と
し
た
研
究
」
（
『
文
学
』
一
九
三
四
年
七
月
号
）
で
は
、
幽
玄
に
注
目
し
た
先
駆
者
の
一
人
と
し
て
松
浦
一

い
る
。

（
、
）
松
浦
一
「
文
学
の
本
質
」
（
大
日
本
図
書
、
一
九
一
五
年
）
二
－
三
頁
。

（
躯
）
久
松
は
石
山
徹
郎
の
著
書
『
文
芸
学
概
説
」
を
紹
介
し
た
文
章
（
「
文
芸
学
概
説
に
就
い
て
一
「
国
語
と
国
文
学
」
’
九
三
○
年
八
月
号
）
の

な
か
で
、
松
浦
の
著
作
を
「
文
学
の
組
織
的
研
究
と
し
て
よ
り
は
氏
の
文
学
論
の
主
張
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
な
お
前
掲
久
松
「
思
い
出
」

な
か
で
、

を
参
照
。

久
松
潜
一
「
文
学
》

の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
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（
“
）
そ
う
し
た
事
実
の
集
積
と
し
て
の
国
文
学
研
究
の
受
動
的
な
消
費
者
の
う
ち
で
大
き
な
位
置
を
占
め
た
の
が
、
大
正
末
以
降
と
く
に
そ
の
数

を
増
し
た
、
文
部
省
に
よ
る
中
等
教
員
検
定
試
験
（
い
わ
ゆ
る
「
文
検
「
｜
）
受
験
者
で
あ
る
。
事
実
出
版
元
に
よ
る
広
告
文
で
は
『
日
本
文
学

評
論
史
』
を
「
国
文
学
者
の
必
読
す
べ
き
良
書
で
あ
り
、
又
文
検
受
験
者
絶
好
の
参
考
書
」
と
調
っ
て
い
る
『
日
本
文
学
評
論
史
総
論
・

歌
論
篇
」
至
文
堂
、
’
九
三
八
年
、
巻
末
広
告
）
。

（
頓
）
し
か
し
『
日
本
文
学
評
論
史
」
が
刊
行
さ
れ
は
じ
め
た
一
九
三
○
年
代
後
半
、
文
芸
学
論
争
に
う
か
が
え
る
よ
う
な
理
論
志
向
の
風
潮
の
中

で
は
、
久
松
の
批
評
史
は
「
事
実
に
即
す
る
態
度
」
に
貫
か
れ
て
い
る
も
の
の
「
あ
る
見
地
か
ら
ま
と
め
ら
れ
た
歴
史
叙
述
」
を
欠
い
て
お
り
、

（
粥
）
久
松
潜
一
「
元
禄
時
代
と
文
芸
復
興
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
’
九
二
四
年
十
月
元
禄
文
学
号
）
一
’
一
四
頁
。

（
弧
）
の
ち
に
こ
の
論
文
が
「
日
本
文
学
評
論
史
近
世
鑓
近
世
篇
』
（
至
文
堂
、
一
九
三
六
年
）
に
収
録
さ
れ
た
際
、
以
下
の
序
論
で
の
文
学
論

は
大
幅
に
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。

（
調
）
モ
ー
ル
ト
ン
の
紹
介
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
土
居
光
知
の
「
文
学
序
説
』
初
版
は
、
こ
の
久
松
の
論
文
に
先
立
っ
て
同
一
九
二
四
年
七

月
に
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
モ
ー
ル
ト
ン
の
著
書
。
】
・
量
目
③
冒
切
胃
＆
旦
團
・
日
置
愚
の
芦
田
正
書
に
よ
る
訳
述
書

『
文
学
形
態
論
」
は
垣
内
松
三
の
序
を
付
し
て
一
九
二
三
年
三
月
に
宝
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
た
。

（
鉛
）
久
松
潜
一
「
近
古
文
学
の
概
論
」
、
藤
村
作
（
編
）
『
日
本
文
学
聯
講
中
世
』
（
中
興
館
、
一
九
二
七
年
）
、
’
’
一
○
頁
。

（
訂
）
近
代
日
本
に
お
け
る
「
幽
玄
」
の
捉
え
ら
れ
方
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
貞
美
・
岩
井
茂
樹
（
編
）
「
わ
び
．
さ
び
・
幽
玄
ｌ
「
日
本
的
な
る

も
の
」
へ
の
道
程
ｌ
』
（
水
声
社
、
二
○
○
六
年
）
を
参
照
。

（
犯
）
な
お
松
浦
一
は
一
九
二
四
年
五
月
に
『
文
学
の
白
光
」
と
題
す
る
著
作
を
出
版
し
て
い
る
（
大
日
本
図
書
刊
）
。

（
調
）
久
松
潜
一
「
国
文
学
を
流
れ
る
三
の
精
神
」
（
『
観
想
』
一
九
二
六
年
十
月
号
）
’
’
一
八
頁
。

（
蛆
）
安
田
「
国
文
学
の
時
空
』
第
三
章
を
参
照
。

（
虹
）
久
松
が
大
学
生
時
代
、
恩
師
（
の
ち
の
岳
父
）
の
佐
佐
木
信
綱
に
寄
せ
た
私
信
に
は
「
茂
睡
契
沖
等
を
通
じ
て
槻
た
る
元
禄
の
歌
学
、
殊
に

伝
授
破
壊
思
想
の
研
究
を
い
さ
ｈ
か
試
み
居
候
（
中
略
）
茂
睡
の
峻
烈
な
る
態
度
は
痛
快
の
極
み
に
候
」
と
い
う
発
言
が
あ
る
。
こ
れ
は
久
松

の
元
禄
時
代
へ
の
関
心
の
原
点
を
よ
く
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
「
心
の
花
」
’
九
一
七
年
九
月
号
、
七
五
頁
）
。

（
妃
）
久
松
潜
一
『
上
代
日
本
文
学
の
研
究
』
（
至
文
堂
、
’
九
二
八
年
）
’
’
七
頁
。
「
日
本
精
神
と
日
本
文
学
史
」
の
末
尾
に
は
（
昭
和
三
年
一

月
）
と
い
う
執
筆
年
月
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
蝿
）
久
松
の
西
欧
思
想
へ
の
留
保
と
日
本
的
な
も
の
へ
の
傾
き
に
は
、
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
が
領
導
し
た
大
正
末
か
ら
昭
和
初
め
の
青
年
た
ち
を
取
り

巻
く
思
想
的
状
況
へ
の
反
応
と
い
う
側
面
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
東
大
新
人
会
に
も
国
文
科
学
生
の
参
加
が
見
ら
れ
た
。
Ｈ
・

ス
ミ
ス
（
箸
）
松
尾
尊
免
・
森
史
子
（
訳
）
「
新
人
会
の
研
究
ｌ
日
本
学
生
運
動
の
源
流
ｌ
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）
二
九

一
’
三
○
七
頁
を
参
照
。
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「
叙
述
が
や
や
平
面
的
で
あ
り
現
象
の
逐
条
並
列
的
な
傾
向
」
が
あ
る
と
い
う
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
（
風
巻
景
次
郎
「
新
刊
紹
介
久

松
潜
一
箸
『
日
本
文
学
評
論
史
芒
『
文
学
』
一
九
三
七
年
一
月
号
、
一
○
七
’
一
○
九
頁
）
。

（
妬
）
久
松
潜
一
「
批
評
史
の
研
究
に
就
い
て
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
三
六
年
七
月
号
）
一
’
九
頁
。

（
⑪
）
久
松
自
身
が
セ
イ
ン
ッ
ベ
リ
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
注
（
必
）
で
引
い
た
広
告
、
注
（
妬
）
で
引
い
た
風
巻
に
よ
る
新
刊
紹

介
、
さ
ら
に
後
年
の
吉
田
精
一
な
ど
が
み
な
久
松
を
セ
イ
ン
ッ
ベ
リ
に
比
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
吉
田
精
一
「
久
松
先
生
と
文
学
評
論
史
」

「
吉
田
精
一
著
作
集
別
巻
二
（
桜
楓
社
、
’
九
八
一
年
）
を
参
照
。

（
岨
）
久
松
の
ス
ピ
ン
ガ
ー
ン
に
対
す
る
関
心
は
、
ス
ピ
ン
ガ
ー
ン
が
ル
ネ
サ
ン
ス
研
究
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
批
評
史
の

研
究
に
就
い
て
」
の
な
か
で
久
松
は
、
ス
ピ
ン
ガ
ー
ン
の
著
書
巨
冨
日
ご
〔
ざ
胃
詠
ミ
ミ
葛
③
記
§
ａ
い
い
§
８
（
一
八
九
九
年
初
版
、
’
九
二

五
年
五
版
）
が
ペ
イ
タ
ー
と
は
異
な
っ
た
「
論
理
的
な
傾
向
」
を
も
ち
、
「
文
芸
復
興
の
中
心
の
思
潮
を
つ
か
ん
で
、
そ
の
思
潮
を
閲
明
し
よ

う
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。

（
蛆
）
ア
メ
リ
カ
に
関
し
て
は
刀
自
か
言
の
］
］
鼻
・
』
国
爵
ご
ミ
ミ
ミ
。
§
量
Ｑ
葛
・
厨
員
』
副
〒
閂
息
Ｐ
ａ
Ｌ
ミ
ミ
目
冨
○
當
鳥
員
Ｓ
ｇ
ｌ
』
＆
。

（
Ｚ
・
急
昏
ぐ
自
営
ロ
Ｆ
・
目
・
貝
恩
一
の
冒
茸
；
旨
で
『
畷
晩
．
ご
恩
）
お
よ
び
の
：
国
Ｑ
鼻
専
ｑ
§
（
眉
ト
蔦
ミ
ミ
ミ
誉
蔚
蔓
種
嘗
寓
巳

、
胃
ご
ミ
（
Ｃ
豆
８
ｍ
。
と
己
『
の
Ｈ
の
ご
Ｏ
崗
○
亘
国
媚
・
勺
『
の
α
⑪
．
－
℃
召
）
を
参
照
。

（
卯
）
の
『
四
「
「
『
コ
ペ
烏
爵
営
胸
口
討
員
忌
日
目
・
崖
‐
］
農
を
参
照
。

（
皿
）
こ
こ
で
付
言
す
れ
ば
久
松
も
、
教
育
の
場
で
の
必
要
性
が
研
究
態
度
に
影
響
し
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
久
松
に
よ
る
と
、
一
九
二
二
年

に
東
大
で
「
万
葉
集
』
の
授
業
を
担
当
し
た
折
、
「
講
義
を
は
じ
め
て
み
る
と
、
文
献
学
的
な
処
理
だ
け
で
は
文
学
の
本
質
に
せ
ま
っ
て
ゆ
け

な
い
よ
う
に
感
じ
た
し
、
文
学
を
通
し
て
人
間
は
い
か
に
生
き
て
ゆ
く
か
と
い
う
点
に
ふ
れ
る
た
め
に
は
文
芸
学
的
な
態
度
を
も
と
ら
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
（
久
松
「
年
々
去
来
』
一
七
五
頁
）
。
『
万
葉
集
の
新
研
究
』
に
見
ら
れ
る
本
質
論
は
そ
う
し
た
授
業
の
場
で
の
要
請

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
文
学
研
究
史
の
考
察
に
あ
た
っ
て
、
文
学
教
育
の
状
況
を
考
慰
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
事
例
で
あ
る
。

（
比
較
文
学
・
国
際
文
化
学
部
教
授
）
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