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保
氏
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
る
に
、
そ
の
こ
と
は
、
今
か
ら
半
世
紀
以
上
も
往
時
の
出
来

事
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
も
は
や
、
そ
の
時
期
の
空
気

を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
体
験
し
て
い
た
人
た
ち
も
少
な
く
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
う
し
た
事
実
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

自
体
に
関
し
て
さ
え
も
、
あ
ま
り
よ
く
は
知
ら
な
い
と
い
う
世
代
の

方
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
が
、
昨
今
に

お
け
る
実
状
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
、
時
の
経
過
に
伴
な
っ
て
、
あ
る
過
ぎ

去
っ
た
一
時
期
を
実
際
に
知
る
人
々
が
次
第
に
減
少
し
て
ゆ
く
と
い

う
事
態
は
当
然
の
成
り
行
き
な
の
で
あ
り
、
勿
論
そ
れ
に
よ
っ
て
若

干
の
感
慨
を
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
何
も
殊

更
に
取
り
立
て
て
問
題
視
す
る
に
は
当
た
ら
な
い
事
柄
と
見
な
す
べ

き
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

一

　

敗
戦
翌
年
の
一
九
四
六
年
の
前
半
あ
た
り
か
ら
、
日
本
の
古
典
文

学
研
究
の
多
く
の
領
域
に
お
い
て
は
、
戦
前
・
戦
中
の
あ
り
方
に
対

す
る
反
省
の
念
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
大
き
な
変

化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た（
１
）。

　

そ
の
よ
う
な
全
体
的
な
動
き
の
中
に
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
そ
の
当

初
か
ら
、
そ
れ
ら
の
最
先
端
を
切
る
と
い
う
形
で
は
な
か
っ
た
け
れ

ど
も
、
や
や
間
を
置
い
た
一
九
五
〇
年
頃
以
降
、
約
十
年
間
程（
２
）に

わ

た
っ
て
の
際
だ
っ
た
活
動
ぶ
り
を
通
し
て
、
当
該
分
野
の
研
究
に
目

ざ
ま
し
い
変
革
を
も
た
ら
し
た
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
に
、
主
と
し

て
日
本
文
学
協
会
の
成
員
た
ち
に
よ
る
近
松
研
究
が
あ
り
、
そ
の
動

向
を
推
進
す
る
上
で
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
存
在
が
、
廣
末

〈
報
告
〉

『
元
禄
文
学
研
究
』
の
「
近
松
論
」

―
―
六
十
余
年
前
の
読
後
感
―
―

原　

道
生
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松
研
究
の
道
を
選
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
私
自
身
の
場
合
も
、
そ

の
影
響
を
強
く
受
け
る
に
至
っ
た
学
生
の
一
人
と
い
う
に
他
な
ら
な

い
。

　

と
こ
ろ
で
、
後
年
、
私
よ
り
十
数
年
程
の
歳
下
の
人
た
ち
と
話
を

し
て
い
る
と
、
同
じ
廣
末
氏
に
つ
い
て
の
受
け
止
め
方
で
は
あ
っ
て

も
、
右
記
の
私
と
同
年
代
の
者
た
ち
の
よ
う
に
、
氏
の
論
述
に
反
映

し
て
い
る
時
代
の
緊
迫
感
と
で
も
い
う
べ
き
要
因
に
、
思
わ
ず
読
ん

で
い
る
こ
ち
ら
の
テ
ン
シ
ョ
ン
も
高
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
と
い
う

よ
う
な
体
験
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
事
例
が
意
外
に
少
な
い
と
い
う

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、
い
さ
さ
か
当
て
が
外
れ
る
と
の
印
象
を
抱
か

せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
な
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
の
私
が
、

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
の
受
容
と
い
う
こ
と
に
少
々
拘
泥
し
過
ぎ
て
い
る

の
か
も
知
れ
な
い
の
も
、
そ
う
し
た
背
後
の
事
情
に
よ
る
差
異
を
考

慮
に
入
れ
た
い
が
た
め
の
こ
と
に
よ
る
も
の
と
い
っ
て
差
し
支
え
な

い
だ
ろ
う
。

　

け
れ
ど
も
、
実
は
そ
う
い
う
私
自
身
に
し
た
と
こ
ろ
が
、
先
に
も

述
べ
た
通
り
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
学
部
学
生
時
代
、
前
記
の
廣

末
氏
以
下
、
荒
木
繁
氏
や
森
山
重
雄
氏
ら
、
当
期
に
お
け
る
日
文
協

近
世
文
学
研
究
を
競
っ
て
先
導
し
て
い
た
錚
々
た
る
た
る
メ
ン
バ
ー

た
ち
が
発
表
す
る
意
欲
的
な
近
松
研
究
に
い
た
く
心
を
動
か
さ
れ
て
、

そ
の
世
話
浄
瑠
璃
を
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
り
な
ど
し
て
は

い
た
も
の
の
、
根
は
歌
舞
伎
・
文
楽
を
見
る
の
が
好
き
と
い
う
趣
味

を
論
文
に
結
び
付
け
た
だ
け
と
い
っ
た
程
度
の
奥
手
の
大
学
生
に
過

ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
右
の
三
氏
ら
が
次
々
と
世
に
問
う
論
著
に
目
を

　

し
か
し
な
が
ら
、
後
で
も
触
れ
る
こ
と
に
な
る
と
は
思
う
が
、
私

見
に
よ
れ
ば
、
右
の
廣
末
氏
ら
に
よ
っ
て
新
し
く
地
平
を
切
り
拓
か

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
一
九
五
〇
年
代
の
近
松
研
究
は
、
と
り
わ
け
そ

の
初
発
時
に
お
い
て
、
そ
れ
が
生
み
出
さ
れ
る
基
盤
と
な
っ
た
、
い

わ
ゆ
る
「
戦
後
」
と
い
う
時
代
に
特
有
の
熱
気
0

0

と
極
め
て
密
接
不
可

分
の
関
係
の
下
に
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
特
色
を
、
他
の
分
野
よ

り
も
は
る
か
に
顕
著
に
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
例
え
ば
戦
前
ま
で
の
研
究
者
や
劇
評
家

た
ち
の
近
松
論
に
は
見
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
近
松
を
対
象
と

す
る
に
際
し
て
の
研
究
主
体
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
厳
し
い
自
己
確

認
の
必
要
性
、
克
服
す
べ
き
旧
来
の
封
建
的
思
考
や
新
し
く
対
決
を

迫
ら
れ
る
対
象
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
占
領
下
に
お
け
る
復
古
的
政
治

体
制
に
向
け
て
の
激
し
い
闘
争
的
姿
勢
の
習
得（
３
）等
々
を
重
要
視
せ
よ

と
の
主
張
を
通
し
て
生
成
さ
れ
て
き
た
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
な
ら
で

は
の
斬
新
で
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
近
松
論
が
力
強
く
展
開
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
と
同
じ
時
代
の
空
気
を
共
有
し
て
い
た
若
手
の
研
究
者
や
学
生

た
ち
の
心
情
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

そ
し
て
、
厳
密
に
い
え
ば
、
刊
行
後
少
し
経
っ
て
か
ら
と
い
う
点

で
は
、
や
や
時
機
遅
れ
の
感
は
あ
っ
た
が
、
一
九
五
〇
年
代
の
後
半

に
、『
元
禄
文
学
研
究
』
や
『
近
松
序
説
』
に
初
め
て
触
れ
、
そ
れ

ま
で
自
分
が
読
ん
で
い
た
「
近
松
」
と
は
大
き
に
趣
を
異
に
す
る
「
近

松
」
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
新
し
く
近
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通
す
の
も
常
に
遅
れ
気
味
で
あ
っ
た
上
に
、
そ
の
理
解
の
程
も
不
十

分
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
そ
の
う
ち
の
廣
末
・
荒
木
氏
ら

を
中
心
に
、一
九
五
八
年
に
結
成
さ
れ
て
い
た
研
究
会
「
近
松
の
会
」

に
入
会
し
、
当
期
の
先
端
的
な
研
究
者
た
ち
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
熱

心
な
討
論
に
直
接
触
れ
る
機
会
に
恵
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
一

九
六
〇
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
先
に
も
述
べ

た
よ
う
な
「
そ
の
時
の
空
気
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
体
験
し
た
人
」
と

い
う
に
は
、
そ
の
本
質
的
な
意
味
合
い
に
お
い
て
、
到
底
該
当
す
る

と
は
い
い
難
い
存
在
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
内
実
性
に
は
欠
け
る
点
が
あ
る
と
は
い
え
、

世
代
的
に
の
み
い
え
ば
、
右
掲
の
時
期
に
も
辛
う
じ
て
重
な
る
部
分

も
あ
る
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
は
あ
る
の
だ
か
ら
、
今
は
そ
の
こ
と

だ
け
を
頼
り
と
し
て
、
以
下
、
こ
の
時
期
、
精
力
的
に
論
考
を
発
表

し
続
け
て
、
新
し
い
近
松
研
究
の
進
展
に
大
き
な
寄
与
を
果
た
し
た

廣
末
氏
の
成
果
に
つ
き
、
そ
の
同
時
代
的
な
雰
囲
気
に
多
少
な
り
と

も
接
し
得
た
者
の
一
人
と
し
て
、
私
自
身
が
初
め
て
触
れ
た
氏
の
ま

と
ま
っ
た
著
作
『
元
禄
文
学
研
究
』
に
よ
っ
て
、
新
し
く
蒙
を
啓
か

れ
た
こ
と
、
な
い
し
は
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
中
心

に
、
簡
略
な
が
ら
書
き
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
あ
る
い
は
そ

の
こ
と
が
、
後
の
世
代
の
人
た
ち
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
意
味
で
の

参
考
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
の
こ
と
で
あ
る（
４
）。

二

　

戦
後
の
近
松
研
究
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
廣
末
氏
の
著
作
と

し
て
は
、
ま
ず
第
一
に
『
近
松
序
説
』
の
名
が
あ
げ
ら
れ
る
の
が
普

通
で
あ
り
、
私
自
身
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
は
い
る
が
、
本
稿
で
は
、

前
章
末
で
も
若
干
言
及
し
た
通
り
、
同
氏
の
第
一
論
文
集
『
元
禄
文

学
研
究
』
を
、
私
が
初
め
て
接
し
た
氏
の
単
著
で
も
あ
り
、
ま
た
、

「
戦
後
」
的
な
雰
囲
気
も
色
濃
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、

重
点
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。

　

ち
な
み
に
、同
書
は
、周
知
の
よ
う
に
、「
芭
蕉
」「
西
鶴
」「
近
松
」

の
三
篇
か
ら
成
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
現
在
の
私
自
身
の
関
心

と
紙
数
の
都
合
を
考
慮
し
て
、
そ
の
う
ち
の
「
近
松
」
の
中
か
ら
、

さ
ら
に
総
論
的
な
性
格
を
持
つ
「
一　

近
松
論
」
と
「
二　

近
松
と

義
理
」
の
二
章
の
み
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
当
時
抱
い
た
読
後
感
め

い
た
も
の
を
、
思
い
出
し
つ
つ
記
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、

こ
れ
ら
二
章
は
、
す
で
に
一
九
五
一
年
か
ら
五
四
年
ま
で
の
間
に
、

口
頭
あ
る
い
は
論
考
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
た
も
の
に
、
改
め
て
氏

自
身
が
補
訂
を
施
し
再
録
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
中
に
は
、
初

出
か
ら
本
書
収
載
ま
で
の
間
に
複
雑
な
経
緯
の
見
ら
れ
る
も
の
も
存

す
る
が
、
そ
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
原
則
、
本
稿
で
の
紹
介
は
省
略

し
、
す
べ
て
は
、
前
記
「
近
松
研
究
所
紀
要
」
の
該
当
箇
所
の
記
述

に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。
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の
見
解
を
示
し
た
後
に
、
そ
れ
を
正
当
に
受
け
継
ぐ
た
め
に
は
、
封

建
性
の
重
み
を
重
み
と
し
て
受
け
止
め
、
そ
の
只
中
に
あ
っ
て
解
放

を
闘
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
う
し
た
封
建
時
代
の
文
学
の
伝
統

が
新
し
い
創
造
の
た
め
の
伝
統
と
し
て
息
づ
く
こ
と
に
な
る
と
い
う

希
望
的
な
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、「
は
じ
め
に
」
の
説
の
み
の
紹
介
に
少
々
手
間
を
か
け
て

し
ま
っ
た
が
、
そ
こ
で
の
同
氏
に
よ
る
、
民
族
の
独
立
と
国
民
の
人

間
的
解
放
の
実
現
と
い
う
こ
と
を
基
本
的
な
達
成
目
標
と
す
る
論
旨

の
展
開
、
用
い
ら
れ
て
い
る
政
治
的
色
彩
も
濃
く
、
語
調
も
強
め
の

文
体
や
語
彙（
６
）、
評
価
さ
れ
る
べ
き
近
代
作
家
の
例
示（
７
）等
々
は
、
初
見

の
私
に
と
っ
て
は
、
戸
惑
い
や
例
の
怖
じ
気
を
覚
え
さ
せ
る
に
充
分

な
要
因
で
も
あ
っ
た
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

と
同
時
に
、
他
方
そ
れ
ら
の
論
調
、
表
現
な
ど
は
、
当
時
の
学
生
々

活
中
に
あ
っ
て
は
、
学
内
で
日
常
的
に
見
か
け
る
立
て
看
や
ビ
ラ
な

ど
の
そ
れ
と
も
共
通
す
る
点
が
珍
し
く
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
、
お

そ
ら
く
昨
今
の
学
生
た
ち
が
こ
れ
ら
の
用
語
な
ど
に
接
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
場
合
に
示
す
で
あ
ろ
う
反
応
に
比
べ
れ
ば
、
あ
ま
り
抵
抗
感

な
し
に
受
容
で
き
て
い
た
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　

○

　

続
く
「
２
近
松
の
世
話
物
の
テ
ー
マ
」
の
節
か
ら
、
廣
末
氏
は
、

よ
り
具
体
的
な
検
証
へ
と
論
を
進
め
、
ま
ず
第
一
に
、
近
松
の
作
品

　
　
　
　
　
　

○

　

右
の
第
一
章
「
近
松
論
」
は
、
全
三
節
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
そ

の
中
の
「
１
は
じ
め
に
」
は
、
当
時
、
創
作
・
研
究
の
両
分
野
を
通

じ
て
大
き
な
論
点
と
な
っ
て
い
た
、
国
民
文
学
の
創
造

0

0

0

0

0

0

0

と
伝
統
の
継

0

0

0

0

承0

の
問
題
を
、
近
松
研
究
の
側
か
ら
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ

た
。

　

そ
こ
で
は
、
ま
ず
第
一
に
国
民
文
学
を
考
え
る
こ
と
の
大
前
提
と

し
て
、
現
今
の
日
本
に
お
け
る
帝
国
主
義
に
よ
る
民
族
的
・
人
間
的

危
機
と
の
闘
い
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
中
に
根
深
く
残
さ
れ
て
い

る
古
く
か
ら
の
封
建
性

0

0

0

と
、
他
方
、
そ
の
封
建
的
権
力
と
の
闘
い
に

妥
協
し
た
結
果
、
上
か
ら
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
擬
似
近
代
化

0

0

0

0

0

と
い
う
二
つ
の
歪
み
に
対
し
て
徹
底
的
に
闘
う
こ
と
に
よ
り
、
民
族

の
独
立
と
国
民
の
人
間
的
解
放
の
実
現
を
図
ろ
う
と
す
る
こ
と
の
必

要
性
が
、
第
一
の
課
題
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
闘
い
を
具
体
化
す
る
た
め
に
は
、
封
建
制
や
擬
似
近
代

化
の
犠
牲
に
な
り
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
大
衆
の
生
活
に
根
ざ
す
こ
と

が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
正
し
い
大
衆
化

0

0

0

0

0

0

を
可
能
に
す
る

上
で
の
大
衆
的
・
民
族
的
な
発
想
や
形
式（
５
）の

発
見
が
、
第
二
の
追
求

さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
二
つ
の
課
題
を
提
示
し
た
上
で
、
さ
ら
に
廣
末
氏
は
、

国
民
文
学
創
造
に
際
し
て
の
近
松
の
伝
統
へ
の
対
し
方
の
検
討
へ
と

論
を
展
開
し
た
結
果
、
現
時
点
で
の
近
松
の
伝
統
は
、
今
日
ま
だ
そ

の
時
代
の
封
建
性
を
否
定
し
克
服
し
切
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
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に
つ
い
て
の
考
察
は
、
す
で
に
一
九
五
〇
年
発
表
の
、
同
氏
に
と
っ

て
は
最
初
に
近
松
を
取
り
上
げ
た
論
考
「
近
松
研
究
の
手
引（
９
）」

に
お

い
て
、
提
起
さ
れ
、
そ
の
後
も
長
年
に
わ
た
っ
て
氏
が
取
り
組
み
続

け
た
、
い
わ
ば
生
涯
の
テ
ー
マ
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
際
、
少
々
不
審
の
残
る
点
と
し
て
は
、
戦
後
の
か

な
り
長
い
時
期
を
通
じ
て
、
特
に
進
歩
派
系
の
論
者
の
言
説
に
あ
っ

て
は
、「
民
衆
」
の
語
は
強
い
説
得
力
な
い
し
は
、
論
破
力

0

0

0

を
持
っ

て
い
て
、
い
さ
さ
か
不
謹
慎
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
何
ら
か
の

立
論
あ
る
い
は
議
論
の
過
程
に
お
い
て
、「
葵
の
印
籠
」
並
み
の
絶

対
的
威
力
を
発
揮
す
る
も
の
と
し
て
多
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、

こ
の
時
点
で
の
廣
末
氏
が
、
前
記
浄
瑠
璃
の
詞
章
の
表
現
性
の
考
察

に
際
し
て
、
当
期
通
例
の
論
法
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
の
評
価
さ
れ

る
べ
き
諸
要
素
の
ほ
と
ん
ど
総
て
を
、
直
截
的
に
「
民
衆
」
の
力
に

結
び
付
け
た
解
釈
を
通
し
て
論
を
進
め
て
い
る
と
い
う
点
に
関
し
て

は
、
当
時
の
私
な
ど
に
と
っ
て
は
理
解
し
易
く
受
け
と
め
ら
れ
は
し

た
も
の
の
、
正
直
い
っ
て
、
例
え
ば
「
何
か
自
由
な
も
の
」
が
あ
る

と
い
う
こ
と
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
を
さ
し
て
い
る
も
の

な
の
か
を
、
も
う
少
し
わ
か
り
易
く
説
明
を
加
え
て
も
ら
え
な
い
も

の
か
と
の
望
み
を
捨
て
切
れ
な
い
で
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
否
定
で

き
な
い
事
実
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
長
期
に
わ
た
っ
て
、
同
氏
が
こ
の
問

題
に
取
り
組
み
続
け
て
い
る
際
に
、
そ
こ
で
の
「
民
衆
」
に
担
わ
せ

は
、
物
語
や
小
説
と
し
て
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
「
浄
瑠
璃
」
と
し

て
見
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
と
の
基
本
的
な
受
容
の
姿
勢
に
つ
い
て

の
注
意
点
を
喚
起
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
氏
は
、
さ
ら
に
そ
の

よ
う
な
読
み
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
読
者
は
、
そ
れ
ま

で
日
本
の
近
代
文
学
の
中
で
養
わ
れ
て
き
た
旧
来
の
文
芸
観
念
と
は

全
く
別
種
の
新
し
い
文
芸
観
念
の
生
み
出
す
「
面
白
さ
」
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
の
考
え
方
を
示
し
た
上
で
、
な
ぜ
そ

の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
か
と
い
え
ば
、
近
松
の
浄
瑠
璃
が
、

優
れ
た
「
民
衆
の
文
芸
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
の
見
解
を
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

次
い
で
、
同
氏
は
、
浄
瑠
璃
が
観
客
で
あ
る
民
衆
に
「
面
白
い
」

と
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
浄
瑠
璃
が
、
頭
脳
を
通
し
て
受
容

さ
れ
る
「
テ
ー
マ
と
し
て
の
面
白
さ
」
と
、
そ
の
テ
ー
マ
が
感
覚
を

通
し
て
具
体
的
に
訴
え
ら
れ
る
「
表
現
形
式
そ
の
も
の
の
面
白
さ
」

と
を
兼
ね
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
説
き
、
そ
の
実
例
と
し
て
、

『
心
中
天
の
網
島
』
の
「
紙
屋
内
」
の
詞
章
を
取
り
上
げ
て
、
そ
こ

に
は
、「
何
か
自
由
な
も
の
」「
表
現
の
開
放
と
で
も
い
い
た
い
も
の
」

が
感
じ
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る（
８
）と
い
う
特
色
が
見
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
、
今
の
わ
れ
わ
れ
が
有
す
る
「
密
室
の
中
で
生
ま
れ
た
個
人

的
な
発
想
」
と
は
異
質
の
「
民
衆
の
共
有
的
な
発
想
」
を
基
盤
と
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
言
葉
の
使
い
方
に
は
、
生
活
的

な
自
然
さ
や
感
覚
的
な
明
確
性
等
々
の
、
優
れ
た
表
現
性
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
浄
瑠
璃
の
詞
章
の
持
つ
独
自
の
表
現
性
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与
え
て
い
る
人
間
的
な
美
質
0

0

な
る
も
の
と
し
て
、
彼
ら
が
有
す
る

「
素
朴
な
ひ
た
む
き
さ
」
を
あ
げ
て
い
る
点
は
、
近
松
の
悲
劇
に
対

す
る
特
筆
す
べ
き
指
摘
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
そ

れ
は
、
純
粋
さ
、
潔
癖
さ
、
人
間
的
矜
恃
な
ど
の
言
葉
で
言
い
換
え

る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
に
抽
象
化
さ
れ
た

表
現
に
よ
る
よ
り
も
、
私
自
身
は
、
こ
の
「
ひ
た
む
き
さ
」
と
い
う

言
葉
に
大
き
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
、
こ
の
語
で
説
明
さ
れ
る
氏
の

近
松
世
話
物
の
解
釈
に
、
何
よ
り
も
強
い
説
得
力
を
感
じ
る
に
至
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
近
松
が
新
た
に
生
み
出
し
た
世
話

物
、
さ
ら
に
は
時
代
物
を
も
含
め
た
独
自
の
悲
劇
作
品
の
特
質
が
、

明
確
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
廣
末
氏
は
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
続
け
て
、
同
様
の
基
本

的
見
解
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
り
、
近
松
の
世
話
物
中
に
描
か
れ
る

「
心
中
」
に
対
し
て
も
、
現
実
的
に
は
敗
北
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い

そ
の
行
為
を
、
た
だ
の
悲
し
い
事
件
と
し
て
捉
え
た
の
で
は
な
く
、

民
衆
の
人
間
的
な
抵
抗
、
対
立
を
託
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
悲
劇
と
し

て
捉
え
た
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
彼
ら
を
主
人
公
と
し

て
発
見
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
無
名
の
民
衆
に
よ
る
人
間
性
の
た
め

の
主
張
を
可
能
に
し
た
と
の
評
価
を
与
え
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

○

　

次
の
「
３
語
り
物
の
伝
統
と
近
松
の
悲
劇
」
の
節
に
お
い
て
、
廣

末
氏
は
、
前
節
と
同
様
の
見
解
に
従
い
、「
近
松
の
浄
る
り
は
、
内

ら
れ
て
い
る
比
重
が
、
以
前
よ
り
も
か
な
り
軽
減
さ
れ
て
き
て
い
る

よ
う
に
、
私
に
も
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
同
氏
は
、
既
に

こ
の
問
題
を
提
起
し
た
当
初
の
段
階
に
お
い
て
以
来
、
前
記
の
よ
う

に
「
民
衆
」
と
結
び
付
け
て
の
立
論
を
進
め
る
こ
と
は
し
な
が
ら
も
、

実
は
、
自
身
、
完
全
に
は
納
得
の
行
き
か
ね
る
も
の
を
覚
え
て
い
た

の
で
は
な
か
っ
た
か
と
の
推
測
を
思
い
付
く
よ
う
に
も
な
っ
た
。
そ

し
て
、
そ
の
問
題
へ
の
、
よ
り
説
得
力
の
あ
る
合
理
的
な
検
証
を
果

た
す
た
め
の
氏
の
模
索
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
後
、
ほ
と
ん
ど
の
生

涯
を
通
じ
て
試
み
ら
れ
続
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
、
最
近
の
私
に
は
、
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

こ
の
第
二
節
の
後
半
に
お
い
て
廣
末
氏
は
、
ま
ず
当
期
の
近
松
が
、

ど
の
よ
う
な
人
間
的
な
闘
い
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
民
衆
の
中
に
新

し
い
芸
術
の
源
泉
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
知
る
た
め
に
、

『
曾
根
崎
心
中
』
の
分
析
を
試
み
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
商
業

資
本
の
優
先
す
る
経
済
の
か
ら
く
り
を
巧
み
に
利
用
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
得
た
金
の
力
を
誇
る
よ
う
な
人
物
は
、
非
人
間
的
な
敵
役
と

い
う
否
定
的
な
存
在
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
逆
に
、
現
世
的
に

は
脱
落
者
と
し
か
見
え
な
い
者
た
ち
の
中
に
こ
そ
、
人
間
的
な
美
質

が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
脚
色
の
上
に
は
、
そ
う
し
た
弱
い
主
人

公
の
あ
り
方
の
上
に
、
人
間
ら
し
さ
を
求
め
て
生
き
よ
う
と
す
る
民

衆
の
抵
抗
を
見
出
そ
う
と
す
る
作
者
の
意
図
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
氏
特
有
の
解
釈
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　

な
お
、
そ
の
際
、
廣
末
氏
は
、
作
者
近
松
が
そ
う
し
た
主
人
公
に
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い
か
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
後
年
、
氏
が
意
欲
的
に
提
起
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
示
し
た
「
遊
行
」
す
な
わ
ち
非
定
住
民
の
問

題
に
つ
い
て
の
発
想
は
、
ま
だ
意
識
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
、

あ
る
い
は
、
も
し
関
心
に
上
っ
て
い
た
の
だ
と
し
て
も
、
少
な
く
と

も
顕
在
化
ま
で
は
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三

　

最
後
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
予
定
だ
っ
た
「
二　

近
松
と
義
理
」

の
章
に
論
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
私
の
不
手
際
に
よ
り
、
既

に
与
え
ら
れ
た
紙
数
を
越
え
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
、

同
章
中
で
重
要
と
思
わ
れ
る
次
の
三
点
の
み
に
簡
略
に
触
れ
る
と
い

う
こ
と
で
、
課
せ
ら
れ
た
責
め
を
塞
ぐ
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
そ
の
第
一
の
点
と
し
て
は
、旧
来
、近
松
の
「
義
理
」
と
「
情
」

と
の
問
題
に
関
し
て
は
、
主
人
公
の
内
部
か
ら
発
す
る
人
間
的
な

「
情
」
と
、
そ
れ
を
外
的
に
拘
束
し
よ
う
と
す
る
封
建
道
徳
と
し
て

の
「
義
理
」
と
が
対
立
し
、
最
終
的
に
は
「
情
」
が
「
義
理
」
に
敗

れ
る
悲
劇
が
描
か
れ
る
と
い
う
捉
え
方
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
両
者
が
、

い
わ
ば
善
悪
の
よ
う
に
絶
対
的
に
対
立
す
る
異
質
の
二
要
素
と
し
て

考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
廣
末
氏
は
、

近
松
の
場
合
、「
情
」
も
「
義
理
」
も
、
と
も
に
人
間
ら
し
さ
を
示

す
主
要
素
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
作
中
人
物
の
善
悪
の
対
立
は
、「
義

理
」
も
「
情
」
も
両
方
具
え
た
「
人
間
ら
し
い
」
主
人
公
と
、「
義
理
」

も
「
情
」
も
弁
え
な
い
「
非
人
間
的
」
な
敵
役
と
の
そ
れ
と
し
て
描

容
の
上
か
ら
も
形
式
の
上
か
ら
も
民
衆
の
芸
術
で
あ
っ
た
」
と
改
め

て
断
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
民
衆
の
抵
抗
を
担
い
、
苦
闘

す
る
民
衆
の
発
想
か
ら
形
式
を
汲
み
と
る
こ
と
で
文
芸
を
民
衆
の
も

の
と
し
、
さ
ら
に
、
文
芸
の
歴
史
そ
の
も
の
ま
で
を
新
し
い
も
の
と

し
た
と
の
評
価
を
下
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
際
、
そ
の
よ
う
な
新
し
い
創
造
が
果
た
さ
れ
る
た
め
に

は
、
平
曲
・
説
経
浄
瑠
璃
・
古
浄
瑠
璃
の
伝
統
と
い
う
土
台
と
な
る

遺
産
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
流
れ

を
辿
る
と
こ
ろ
か
ら
論
を
始
め
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　

次
い
で
、
そ
こ
で
の
廣
末
氏
は
、
そ
う
し
た
「
語
り
物
」
の
流
れ

と
い
う
も
の
が
、
中
世
封
建
社
会
か
ら
幕
藩
封
建
社
会
に
か
け
て
の

時
代
、
各
地
の
民
衆
に
触
れ
合
い
、
彼
ら
の
心
を
汲
み
上
げ
な
が
ら

伝
え
ら
れ
て
く
る
中
で
、
常
に
新
し
い
生
命
を
も
っ
て
再
生
産
を
果

た
し
、
や
が
て
一
七
世
紀
末
期
の
社
会
的
文
化
的
状
況
に
応
じ
て
、

人
間
感
情
の
解
放
や
苦
悩
を
、
そ
の
姿
態
や
心
理
の
世
話
的
な
把
握

に
よ
っ
て
、
よ
り
リ
ア
ル
に
具
象
化
し
よ
う
と
す
る
、
近
松
独
自
の

世
話
物
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
に
至
っ
た
と
い
う
過
程
を
、
戦
後
期

当
時
あ
た
り
ま
で
の
浄
瑠
璃
史
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
論
じ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
節
に
お
い
て
も
、
語
り
物
の
伝
統
を
支
え
た
も
の
と

し
て
、「
民
衆
」
の
存
在
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
は
、

右
の
通
り
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
私
の
印
象
で
は
、
そ
の
際
の
氏

の
念
頭
に
あ
っ
た
と
思
し
き
「
民
衆
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
も
っ
ぱ
ら

地
方
に
お
け
る
農
民
的
な
も
の
に
中
心
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
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性
格
を
変
化
さ
せ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
指
摘
し
て
い
る
点
に
他
な

ら
な
い
。

　

す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
の
氏
の
解
釈
は
、
成
立
の
当
初
、
封
建
道
徳

で
は
あ
り
な
が
ら
も
そ
の
期
に
お
け
る
民
衆
の
人
間
性
を
生
か
す
上

で
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
「
義
理
」
だ
っ
た
の
だ
が
、
や

が
て
封
建
制
が
固
定
化
し
、
制
度
の
維
持
と
い
う
こ
と
に
大
き
な
比

重
が
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
は
、
支
配
権
力
の

道
具
と
な
っ
て
反
動
化
し
、
い
わ
ば
「
上
か
ら
の
義
理
」
と
な
っ
て
、

そ
の
非
人
間
性
に
よ
り
、
非
情
な
封
建
的
拘
束
と
化
し
て
「
情
」
を

圧
殺
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
変
化
の
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
近
松
の
作
中
に
描
か
れ
て
い
る
「
義
理
」
は
、
ま

だ
、
後
代
の
硬
直
化
し
て
し
ま
っ
た
「
上
か
ら
の
義
理
」
よ
り
も
、

成
立
期
に
お
け
る
「
人
間
ら
し
さ
を
保
証
す
る
義
理
」
と
し
て
の
性

格
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
、「
義
理
」
概
念
の
時
期
的
変
化
に
関
し
て
の

指
摘
は
、
必
ず
し
も
廣
末
氏
に
始
ま
っ
た
も
の
で
も
な
い
が
、
そ
の

後
の
近
松
作
品
に
お
け
る
「
義
理
」
の
理
解
の
問
題
に
対
し
、
本
書

の
果
た
し
た
役
割
に
は
、
非
常
に
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

注（
１
）　

そ
の
早
い
も
の
と
し
て
は
、「
国
語
と
国
文
学
」
３
月
号
が
、「
国
文
学

の
新
方
向
」
と
題
し
て
、
新
し
く
目
ざ
す
べ
き
方
向
へ
の
提
言
を
諸
家

か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
右
の
二
つ
の
要
素
の
関
係
を
対
立
的
な
も
の
と
し

て
で
は
な
く
、
と
も
に
、
同
じ
「
人
間
ら
し
さ
」
を
形
成
し
て
い
る

「
同
じ
盾
の
両
面
」
と
し
て
捉
え
直
し
た
、
こ
の
廣
末
氏
の
見
解
は
、

必
ず
し
も
例
の
戦
後
的
雰
囲
気
と
の
関
連
が
深
い
と
は
い
え
な
い
も

の
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
の
近
松
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
も
の
と
評
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

次
に
第
二
の
点
と
し
て
は
、
右
の
件
と
も
深
く
関
わ
っ
て
く
る
事

柄
だ
が
、
作
中
、
主
人
公
や
そ
れ
に
連
な
る
善
意
の
人
々
が
、
自
身

の
内
部
で
「
義
理
」
と
「
情
」
と
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
努
め
る
時
、

そ
こ
で
は
、
ど
う
し
て
も
、
そ
の
二
要
素
間
で
の
矛
盾
が
生
じ
が
ち

に
な
り
、
彼
ら
が
、
自
身
誠
実
な
人
間
性
を
有
し
て
い
る
が
た
め
に
、

却
っ
て
そ
の
う
ち
の
一
方
の
自
己
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
自
己
否
定
の
悲
劇
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
の
指

摘
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
廣

末
氏
は
、『
心
中
天
の
網
島
』
に
お
け
る
商
家
の
女
房
の
お
さ
ん
と
、

夫
治
兵
衛
の
愛
人
で
あ
る
遊
女
の
小
春
と
い
う
、
全
く
相
容
れ
る
余

地
の
な
い
立
場
に
あ
る
は
ず
の
二
人
の
女
の
間
に
成
立
し
た
人
間
的

な
深
い
信
頼
関
係
、
つ
ま
り
、「
女
同
士
の
義
理
」
に
よ
る
悲
劇
を
、

こ
の
問
題
に
対
す
る
作
者
近
松
の
最
も
優
れ
た
達
成
の
実
例
と
し
て

あ
げ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
章
に
お
い
て
、
第
三
に
注
目
す
べ
き
事
柄
は
、
廣
末
氏
が
、

「
義
理
」
と
い
う
モ
ラ
ル
を
、
常
に
固
定
化
し
た
一
義
的
な
も
の
と

し
て
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
時
代
の
流
れ
に
伴
な
っ
て
、
そ
の

（
10
）
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た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
日
文
協
メ
ン
バ
ー
の
近
松
研
究
に
お
い

て
も
、
決
し
て
そ
の
例
を
外
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

中
で
も
、
廣
末
氏
の
場
合
、
自
ら
進
ん
で
の
こ
と
か
、
あ
る
い
は
皆

か
ら
推
さ
れ
た
か
ら
な
の
か
は
不
明
な
が
ら
、
協
会
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ

ン
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
ら
し
い
ふ
し
0

0

が
あ
り
、
例
え
ば
、
一
九
五

一
年
六
月
号
の
「
文
学
」
の
コ
ラ
ム
「
視
点
」
で
は
、
近
時
の
古
典
研

究
に
お
け
る
文
学
精
神
の
衰
弱
化
に
つ
い
て
、
翌
五
二
年
一
一
月
に
創

刊
さ
れ
た
「
日
本
文
学
」
誌
で
は
、
巻
頭
論
文
に
相
当
す
る
「
近
松
の

生
誕
三
百
年
を
記
念
し
て
」
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
化
政
策

に
対
す
る
民
族
解
放
の
た
め
の
大
衆
に
よ
る
進
歩
的
な
闘
い
の
中
か
ら
、

「
伝
統
」
を
捉
え
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
を
、
政
治
的
次
元
の
問
題

に
関
わ
ら
せ
つ
つ
述
べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
の
文
体
は
、
研

究
報
告
的
な
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
と
い
う
以
上
に
、
実
践
的
な
行
動
を
も

促
す
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
な
衝
撃
力
を
も
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
と

な
っ
て
お
り
、
私
の
よ
う
な
「
意
識
の
低
い
」
臆
病
者
で
さ
え
も
、
思

わ
ず
そ
の
種
の
気
分
的
高
揚
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
体
験
を
少
な

か
ら
ず
味
わ
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
反
面
、
そ
う
し
た
激
し

い
論
調
は
、
私
の
場
合
、
同
氏
に
対
す
る
強
い
怖
じ
気

0

0

0

の
ト
ラ
ウ
マ
と

も
な
っ
て
心
中
に
沈
殿
し
、
そ
う
し
た
怯
え
を
払
拭
し
切
れ
な
い
ま
ま

に
、
後
年
に
至
る
ま
で
、
直
接
氏
に
向
か
っ
て
話
し
か
け
る
と
い
う
こ

と
が
な
か
な
か
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
多
く
の
大
事
な
事
柄
に
つ
い
て

の
疑
問
を
質
す
機
会
を
し
ば
し
ば
逸
す
る
と
い
う
勿
体
な
い
結
果
を
も

生
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
で
も
後
悔
の
種
と
な
っ
て
い
る
。

（
４
）　

先
の
（
１
）
で
も
触
れ
た
こ
と
だ
が
、
以
前
私
は
、
園
田
学
園
女
子
大

に
求
め
た
特
輯
号
を
編
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
特
輯
に
対
し
て
は
、

戦
時
中
の
国
文
学
へ
の
自
己
批
判
や
反
省
の
欠
如
が
甚
だ
し
い
と
す
る

不
評
の
見
解
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。

　
　
　
　

一
方
、
こ
の
年
の
六
月
に
は
、
右
と
は
か
な
り
異
な
る
問
題
意
識
に

基
づ
く
研
究
者
た
ち
の
全
国
的
組
織
「
日
本
文
学
協
会
」
が
設
立
さ
れ
、

そ
の
八
月
か
ら
は
、岩
波
書
店
の
委
嘱
を
受
け
て
、同
社
刊
行
の
雑
誌
「
文

学
」
の
編
集
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　

な
お
、
こ
れ
ら
の
件
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
戦
後
近
松
研
究
史
の
一

側
面
（
そ
の
一
）
―
―
「
近
松
の
会
」
を
中
心
に
―
―
」（「
近
松
研
究

所
紀
要
」
第
25
号
、
園
田
学
園
女
子
大
学
近
松
研
究
所
、
二
〇
一
五
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）　

こ
こ
で
は
、
こ
の
「
約
十
年
間
程
」
と
い
う
期
間
を
、
廣
末
氏
の
具
体

的
な
論
著
に
当
て
は
め
て
い
い
換
え
れ
ば
、「
近
松
研
究
の
手
引
」（
重

友
毅
編
『
近
松
の
人
々
』
紫
之
故
郷
社
、
一
九
五
〇
所
収
）
か
ら
『
元

禄
文
学
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
五
五
）
を
経
て
、『
近
松
序
説
』

（
未
来
社
、
一
九
五
七
）、
さ
ら
に
は
『
前
近
代
の
可
能
性
』（
未
来
社
、

一
九
六
〇
）
に
至
る
時
期
あ
た
り
の
こ
と
と
し
て
考
え
て
い
る
。

（
３
）　

朝
鮮
戦
争
前
夜
に
当
た
る
一
九
四
〇
年
代
末
か
ら
五
〇
年
代
初
期
の
頃
、

日
本
の
国
内
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
占
領
政
策
の
転
換
に
伴
な
う
、
い
わ

ゆ
る
逆
コ
ー
ス
の
反
動
的
風
潮
が
進
行
す
る
中
、
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
の

強
行
や
対
日
講
和
条
約
論
争
の
激
化
、
メ
ー
デ
ー
事
件
の
突
発
等
々
、

進
歩
的
知
識
人
に
と
っ
て
の
危
機
感
を
著
し
く
深
刻
化
さ
せ
る
よ
う
な

事
態
が
現
出
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
反
映
と
し
て
、
彼
ら
の
発
す

る
言
説
も
、
自
ず
と
戦
闘
性
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
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て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
８
）　

こ
の
条
に
関
し
て
の
私
見
を
若
干
付
言
し
て
お
け
ば
、
こ
こ
で
あ
げ
ら

れ
て
い
る
実
例
の
説
明
が
、「
何
か
自
由
な
も
の
」「
…
と
で
も
い
い
た

い
も
の
」
と
い
う
よ
う
な
漠
と
し
た
感
覚
的
表
現
の
み
に
よ
っ
て
い
る

こ
と
の
た
め
に
、
氏
と
感
性
を
同
じ
く
す
る
読
者
に
と
っ
て
は
有
効
な

例
示
と
し
て
の
納
得
が
得
ら
れ
て
も
、
そ
う
と
了
解
し
難
い
者
に
対
し

て
は
、
客
観
的
な
説
得
力
を
十
分
に
は
持
ち
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と

の
疑
義
を
、
私
と
し
て
は
、
禁
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
９
）　

注
（
２
）
参
照
。

（
10
）　
「
義
理
」
概
念
の
時
代
的
変
遷
に
関
し
て
は
、
少
々
古
い
も
の
と
は
な
っ

た
が
、
源
了
円
『
義
理
と
人
情
―
―
日
本
的
心
情
の
一
考
察
―
―
（
中

公
新
書
）』（
中
央
公
論
社
、一
九
六
九
）
が
あ
り
、ま
た
、拙
稿
「「
虚
構
」

と
し
て
の
「
義
理
」」（『
講
座
日
本
思
想　

三　

秩
序
』（
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
八
三
）
所
収
）
に
お
い
て
も
い
さ
さ
か
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。

な
お
同
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
廣
末
氏
の
見
解
に
導
か
れ
る
と
こ
ろ
が

大
き
か
っ
た
。

�

（
は
ら　

み
ち
お
・
明
治
大
学
名
誉
教
授
）

学
近
松
研
究
所
の
紀
要
に
、「
戦
後
近
松
研
究
史
の
一
側
面
―
―
「
近
松

の
会
」
を
中
心
に
―
―
」
を
連
載
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
（「
近
松
研
究

所
紀
要
」
第
25
号
、
二
〇
一
五
～
第
28
号
、
二
〇
一
八
）。
ち
な
み
に
、

同
稿
は
、
二
〇
〇
一
年
度
の
世
紀
替
り
を
機
会
に
、
私
も
参
加
し
て
い

る
「
近
松
の
会
」
に
お
い
て
な
さ
れ
た
戦
後
の
近
松
研
究
の
軌
跡
を
辿

ろ
う
と
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
会
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
一
九
五
〇
～

六
〇
年
頃
の
日
文
協
、
と
り
わ
け
そ
の
中
核
的
存
在
で
あ
っ
た
廣
末
氏

の
研
究
を
や
や
詳
細
に
検
証
し
て
い
る
途
中
で
、
大
学
側
の
事
情
に
よ
っ

て
、
現
在
、
同
研
究
所
は
閉
室
さ
れ
、
紀
要
の
刊
行
も
停
止
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
た
め
に
、
拙
稿
に
つ
い
て
も
、（
そ
の
四
）
の
段
階
で
中
断
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
が
、
そ
の
こ
と
は
と
も
あ
れ
、

紙
数
の
都
合
等
に
よ
り
本
稿
で
は
言
及
し
切
れ
な
か
っ
た
事
柄
の
詳
細

に
関
し
て
は
、
右
の
「
紀
要
」
を
御
参
照
願
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
５
）　

こ
こ
で
氏
の
い
う
「
形
式
」
と
し
て
は
、「
発
想
」
を
形
象
化
す
る
も
の
、

つ
ま
り
、「
言
葉
」
の
問
題
が
考
え
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
、
他
の

箇
所
の
記
述
か
ら
う
か
が
え
る
。

（
６
）　
「
帝
国
主
義
」「
階
級
闘
争
」「
封
建
的
権
力
」「
擬
似
近
代
化
」
等
の
用

語
の
他
、
重
要
な
意
義
を
担
わ
せ
ら
れ
て
い
る
語
と
し
て
頻
出
し
て
く

る
代
表
的
な
も
の
に
は
、「
民
衆
（
本
節
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
大
衆
」
が
用

い
ら
れ
て
い
る
）」「
た
た
か
い
・
た
た
か
う
（
廣
末
氏
ば
か
り
で
な
く
、

他
の
論
者
た
ち
に
あ
っ
て
も
平
仮
名
表
記
が
と
ら
れ
る
の
が
普
通
）」
な

ど
が
あ
る
。

（
７
）　

二
葉
亭
・
透
谷
（
中
略
）
漱
石
ら
に
続
い
て
通
例
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
文
学
」

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
も
、
当
時
の
特
色
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
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