
一

昭
和
戦
前
の
詩
人
の
う
ち
、
三
好
達
治
と
西
脇
順
三
郎
と
中
野
重

治
と
い
う
流
派
の
異
な
る
作
風
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表
す
る
三
人
が
、
萩

原
朔
太
郎
に
は
深
い
敬
意
を
払
っ
て
い
た
。
朔
太
郎
の
影
響
力
の
大

き
さ
と
幅
の
広
さ
を
示
す
一
例
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
し
ば
し
ば
言

及
も
さ
れ
て
き
た
。
ほ
か
、
詩
人
だ
け
で
な
く
評
論
家
も
加
え
れ

ば
、
保
田
與
重
郎
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
左
派
か
ら

右
派
ま
で
、
古
典
主
義
か
ら
モ
ダ
ニ
ズ
ム
ま
で
の
す
べ
て
を
網
羅
す

る
顔
ぶ
れ
が
そ
ろ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
保
田
と
朔
太
郎
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
深
く
研
究
さ
れ
て

は
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
保
田
の
視
点
か
ら
読
む
萩
原
朔
太
郎
は

独
特
で
、
一
般
的
な
「
口
語
自
由
詩
の
完
成
者
」
と
い
う
朔
太
郎
像

と
は
異
な
る
。
も
と
よ
り
、
晦
渋
な
文
体
で
知
ら
れ
る
保
田
の
評
論

で
あ
る
か
ら
、
読
み
と
る
の
は
簡
単
で
は
な
い
。
い
ま
こ
こ
で
彼
の

朔
太
郎
論
を
再
読
し
て
み
た
い
。

そ
の
前
に
、
朔
太
郎
は
保
田
を
ど
う
考
え
て
い
た
か
を
見
て
お
こ

う
。朔

太
郎
が
伊
東
静
雄
を
高
く
評
価
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。『
わ
が
ひ
と
に
與
ふ
る
哀
歌
』
を
激
賞
し
た
力
作
評
論
を

「
コ
ギ
ト
」
に
寄
せ
る
の
が
一
九
三
六
年
の
こ
と
だ
。
こ
の
縁
で
朔

太
郎
と
保
田
は
出
会
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
年
十
一
月
五
日
丸
山
薫

宛
書
簡
に
、「
今
京
都
に
来
て
居
ま
す
、
淀
野
君
と
保
田
君
の
案
内

で
旧
家
の
庭
を
見
物
し
て
帰
ら
う
と
思
ひ
ま
す
」
と
あ
る
。
さ
ら
に

同
月
十
七
日
伊
東
静
雄
宛
書
簡
に
は
、「
保
田
君
と
は
数
日
の
旅
行

を
共
に
し
愉
快
で
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
京
都
行
が
き
っ
か

保
田
與
重
郎
の
萩
原
朔
太
郎
論

│
│
酣
燈
社
文
庫
『
萩
原
朔
太
郎
詩
抄
』
│
│

東

典

幸
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け
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
、
朔
太
郎
は
保
田
の
著
作
を
読
み
始
め
た
よ

う
だ
。
翌
月
神
保
光
太
郎
宛
書
簡
に
は
、「
保
田
君
の
「
詩
人
と
英

雄
」
も
よ
み
ま
し
た
。
少
々
難
解
の
文
章
で
は
あ
る
が
、
あ
の
詩
的

精
神
の
高
邁
さ
に
は
感
嘆
し
ま
し
た
」
と
あ
り
、
続
け
て
、「
同
君

か
ら
勧
誘
さ
れ
て
、
小
生
も
佐
藤
春
夫
と
共
に
浪
漫
派
同
人
に
加
入

し
ま
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。「
浪
漫
派
」
が
「
日
本
浪
漫
派
」
で

あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

も
と
も
と
、
萩
原
朔
太
郎
は
「
コ
ギ
ト
」
や
「
日
本
浪
漫
派
」
に

好
意
的
だ
っ
た
。
一
九
三
五
年
二
月
「
生
理
」
の
「
詩
壇
時
評
」

に
、「『
コ
ギ
ト
』
は
最
近
に
な
つ
て
始
め
て
寄
贈
を
受
け
た
雑
誌
で

あ
る
が
、
善
い
詩
人
の
多
く
集
ま
つ
て
る
の
に
驚
い
て
し
ま
つ
た
」

と
あ
る
。「
全
体
と
し
て
の
詩
精
神
が
非
常
に
高
邁
で
好
い
」
と
述

べ
て
お
り
、
こ
れ
が
『
英
雄
と
詩
人
』
の
読
後
感
に
つ
な
が
っ
た
よ

う
だ
。
朔
太
郎
に
と
っ
て
保
田
は
「
日
本
浪
漫
派
の
一
人
」
と
い
う

認
識
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
「
詩
壇
時
評
」
は
さ
ら
に
こ
う
続
く
の
が
見
逃
せ
な
い
、

「
こ
の
雑
誌
に
集
つ
て
る
諸
君
の
ポ
エ
ヂ
イ
は
、
全
体
と
し
て
本
質

的
に
僕
の
詩
学
と
一
致
し
て
居
る
」。「
コ
ギ
ト
」
や
「
日
本
浪
漫

派
」
の
登
場
が
朔
太
郎
を
力
づ
け
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
志
を
同
じ

く
す
る
若
い
詩
人
た
ち
の
台
頭
に
つ
い
て
繰
り
返
し
言
及
し
た
。
次

の
よ
う
な
手
放
し
の
賛
辞
を
若
手
に
投
げ
か
け
る
の
は
、「
コ
ギ
ト
」

と
「
日
本
浪
漫
派
」
に
対
し
て
だ
け
で
あ
る
。

浪
漫
主
義
の
精
神
は
、
そ
れ
自
ら
「
詩
精
神
」
そ
の
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
日
本
に
浪
漫
派
の
運
動
が
起
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、

日
本
の
文
壇
に
詩
精
神
が
勃
興
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
僕
等

の
詩
人
に
と
つ
て
、
正
に
こ
れ
は
「
萬
歳
！
」
の
三
唱
に
価
す

（
�
）

る
。（「
日
本
浪
漫
派
に
つ
い
て
」）

朔
太
郎
の
こ
の
高
揚
が
最
も
露
わ
な
一
文
が
「
最
近
の
詩
壇
」
で

（
�
）

あ
る
。「
最
近
に
な
つ
て
か
ら
、
僕
は
漸
く
ま
た
詩
壇
に
新
し
い
興

味
と
希
望
を
持
ち
出
し
て
来
た
」
と
書
き
出
す
。
続
け
て
、
か
つ
て

の
自
分
が
い
か
に
詩
壇
の
流
行
に
反
し
、
孤
絶
し
て
い
た
か
を
、

「
僕
は
、
常
に
殆
ど
全
詩
壇
人
か
ら
一
敵
国
の
や
う
に
見
ら
れ
て
居

た
」
と
ま
で
書
く
。
被
害
者
意
識
が
過
剰
な
の
は
彼
の
文
章
の
特
徴

と
し
て
も
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
た
昭
和
初

期
の
流
行
が
、
朔
太
郎
に
疎
外
感
を
味
わ
わ
せ
た
の
は
わ
か
る
。

『
青
猫
』
の
模
倣
が
詩
誌
の
投
稿
欄
に
あ
ふ
れ
た
大
正
時
代
は
過
去

（
�
）

の
栄
光
に
な
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
と
朔
太
郎
は
書
く
。
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こ
の
頃
に
な
つ
て
、
漸
く
僕
の
正
義
が
詩
壇
に
理
解
さ
れ
て
来

た
。
次
第
に
後
か
ら
出
る
若
い
人
々
が
、
僕
の
言
葉
と
精
神
と
を

知
り
、
詩
の
正
し
い
方
角
を
模
索
す
る
や
う
に
な
つ
て
来
た
。

こ
こ
に
言
う
「
若
い
人
々
」
が
ど
の
集
団
を
指
す
か
は
明
示
さ
れ

て
い
な
い
が
、「
コ
ギ
ト
」
と
「
日
本
浪
漫
派
」
が
念
頭
に
あ
っ
た
、

と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
ほ
か
、
同
様
の
発
言
は
「
認
識
第

（
�
）

一
歩
の
現
詩
壇
」
に
も
あ
る
。

今
や
漸
く
、
詩
壇
が
正
し
い
認
識
に
目
醒
め
て
来
た
。
そ
し
て

最
近
、
漸
く
そ
の
「
芸
術
」
と
、
そ
の
「
詩
精
神
」
と
を
、
二
つ

な
が
ら
正
し
く
具
備
す
る
と
こ
ろ
の
、
真
の
本
物
の
詩
が
現
は
れ

よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
詩
壇
は
認
識
第
一
歩
を
卒
業
し

た
。
真
の
開
明
期
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
例
を
挙
げ
て
い
く
と
き
り
が
な
い
が
、
特
に
「
目
醒
め

る
新
人
」
か
ら
は
、
自
分
と
「
コ
ギ
ト
」
や
「
日
本
浪
漫
派
」
が
こ

（
�
）

の
新
し
い
波
を
生
ん
だ
の
だ
、
と
い
う
自
負
が
読
み
と
れ
る
。「
我

等
の
詩
壇
は
今
や
そ
の
長
い
暗
黒
の
闇
か
ら
醒
め
、
漸
く
新
し
い
希

望
の
光
を
、
前
途
の
空
に
見
る
や
う
に
な
つ
た
」
と
現
状
を
ま
と

め
、
次
の
よ
う
に
書
く
。

昭
和
十
一
年
度
の
詩
壇
は
、
こ
の
意
味
に
於
て
最
も
エ
ポ
ツ
ク

メ
ー
ク
的
な
詩
壇
で
あ
り
、
闇
黒
か
ら
光
明
へ
の
、
夜
明
け
前
の

歌
を
表
象
し
た
詩
壇
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
こ
の
機
運
を
招
致
し
た

も
の
は
、
過
去
数
年
に
互
る
筆
者
（
萩
原
朔
太
郎
）
の
詩
論
の
外

に
、
雑
誌
「
コ
ギ
ト
」
に
よ
る
保
田
與
重
郎
、
亀
井
勝
一
郎
等
の

多
く
の
エ
ツ
セ
イ
と
、
そ
の
い
は
ゆ
る
日
本
浪
漫
派
の
文
壇
運
動

が
、
特
に
最
も
多
く
貢
献
し
た
。

（
�
）

最
後
に
「
現
代
詩
壇
総
覧
」
に
触
れ
て
お
こ
う
。
一
九
三
六
年
の

詩
壇
に
つ
い
て
、「
詩
雑
誌
」「
詩
人
と
作
品
」「
詩
論
」「
訳
詩
」

「
散
文
詩
」「
社
会
的
事
件
」
に
項
目
を
分
け
て
、
詳
し
く
紹
介
し
た

力
作
で
あ
る
。「
詩
雑
誌
の
権
威
的
代
表
」
と
し
て
「
四
季
」
と

「
歴
程
」
の
二
つ
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、

欠
点
と
し
て
、
前
者
は
「
詩
精
神
の
逞
し
さ
が
な
く
、
お
上
品
に
す

ぎ
、
イ
ン
テ
リ
的
病
癖
の
薄
弱
性
を
曝
け
出
し
て
ゐ
る
」、
後
者
は

「
イ
メ
ー
ヂ
の
色
彩
に
乏
し
く
、
詩
想
の
内
容
が
単
純
で
、
し
ば
し

ば
詩
と
し
て
の
貧
困
を
感
じ
さ
せ
る
」、
と
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。
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対
し
て
、「
コ
ギ
ト
」
に
つ
い
て
は
、
紹
介
字
数
こ
そ
前
述
二
誌
に

は
劣
る
が
、
次
の
よ
う
に
絶
賛
さ
れ
て
い
る
、「
昭
和
十
一
年
の
文

壇
に
於
て
、
新
し
い
詩
精
神
を
呼
び
あ
げ
た
唯
一
の
文
学
雑
誌
で
あ

つ
た
。
こ
の
雑
誌
の
同
人
は
多
く
皆
エ
ツ
セ
イ
ス
ト
等
の
散
文
家
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
本
質
的
に
は
何
れ
も
高
邁
な
詩
精
神
を
も
つ
た
と

こ
ろ
の
、
真
の
意
味
で
の
詩
人
で
あ
る
」。
こ
う
し
た
待
遇
の
差
は

詩
人
評
に
も
露
骨
で
、
伊
東
静
雄
『
わ
が
人
に
與
ふ
る
哀
歌
』
を

「
昨
年
度
に
於
て
金
牌
一
等
賞
に
価
す
る
名
詩
集
」
と
称
揚
す
る
一

方
で
、
三
好
達
治
と
丸
山
薫
に
つ
い
て
は
「
十
一
年
度
に
於
て
最
も

多
量
の
詩
を
創
作
し
、
す
く
な
く
と
も
量
の
上
で
最
大
の
活
躍
を
し

た
」
な
ど
と
、
皮
肉
か
と
も
思
わ
せ
る
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。

さ
て
、「
現
代
詩
壇
総
覧
」
で
保
田
與
重
郎
は
「
散
文
詩
」
の
項

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
コ
ギ
ト
」
の
保
田
與
重
郎
、
亀
井
勝
一
郎
、
三
浦
常
夫
等
は
、

こ
の
新
生
し
た
時
代
の
詩
人
と
呼
ば
れ
る
べ
き
人
々
で
あ
り
、
何

れ
も
高
邁
な
詩
的
精
神
を
も
つ
た
エ
ツ
セ
イ
ス
ト
で
あ
る
。
特
に

保
田
與
重
郎
は
、
就
中
秀
れ
た
芸
術
家
と
し
て
の
詩
人
で
あ
り
、

文
章
そ
の
も
の
が
好
個
の
美
し
い
散
文
詩
で
あ
る
。

た
だ
し
、
日
本
浪
漫
派
に
注
目
し
た
当
初
か
ら
、
朔
太
郎
は
保
田

を
高
く
評
価
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
き
の
、「
コ
ギ
ト
」
に

つ
い
て
「
最
近
に
な
つ
て
始
め
て
寄
贈
を
受
け
た
」
と
あ
る
一
九
三

五
年
二
月
の
「
生
理
」
の
時
点
で
言
及
さ
れ
る
メ
ン
バ
ー
は
、
伊
東

静
雄
、
神
保
光
太
郎
、
藏
原
伸
二
郎
な
ど
で
あ
り
、
保
田
の
名
は
見

え
な
い
。
こ
の
状
況
が
し
ば
ら
く
続
く
。
強
く
意
識
す
る
き
っ
か
け

に
な
っ
た
の
は
、
す
で
に
触
れ
た
一
九
三
六
年
十
一
月
の
京
都
旅
行

だ
ろ
う
。二

保
田
與
重
郎
が
私
淑
し
た
文
学
者
と
い
う
と
、
ま
ず
佐
藤
春
夫
が

思
い
浮
か
ぶ
。
た
と
え
ば
、『
日
本
浪
漫
派
の
時
代
』
に
は
、「
わ
が

国
の
文
学
系
譜
の
上
か
ら
見
て
、
最
高
と
か
絶
品
と
い
ふ
も
の
は
、

近
代
で
は
や
は
り
佐
藤
春
夫
先
生
の
御
作
に
決
定
す
る
」
と
い
う
一

（
�
）

言
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
、
萩
原
朔
太
郎
に
敬
意
を
払
っ

た
文
言
も
多
い
。
伊
東
静
雄
を
追
悼
し
た
「
伊
東
静
雄
を
哭
す
」
に

は
、「
日
本
の
新
詩
始
つ
て
以
来
、
最
も
意
味
の
あ
つ
た
決�

定�

的�

詩�

（
�
）

人�

は
、
萩
原
さ
ん
を
お
い
て
他
に
い
な
い
」
と
あ
る
。『
日
本
浪
漫

派
の
時
代
』
で
数
え
れ
ば
、
朔
太
郎
の
方
が
登
場
回
数
は
多
い
ほ
ど

だ
。
保
田
の
朔
太
郎
観
は
個
性
的
で
、
た
と
え
ば
、
あ
の
「
南
京
陥
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（
�
）

落
の
日
に
」
を
「
感
情
高
な
り
、
し
か
も
悲
壮
感
の
気
品
に
欠
く
る

と
こ
ろ
な
い
佳
品
」
と
評
し
て
い
る
。
い
ま
は
、
し
か
し
、
次
の
一

節
だ
け
触
れ
て
お
こ
う
。
彼
が
中
学
三
年
生
だ
っ
た
頃
、
英
語
の
勉

強
の
た
め
に
、
英
語
で
詩
を
書
い
た
と
こ
ろ
、
も
ち
ろ
ん
つ
た
な
い

作
し
か
書
け
ず
、
そ
れ
は
「
単
語
だ
け
を
並
べ
た
叙
事
叙
景
で
、
感

情
を
い
ふ
い
ひ
回
し
な
ど
出
来
る
わ
け
は
な
い
」
と
い
う
代
物
だ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
と
続
く
。

高
等
学
校
の
終
り
ご
ろ
に
「
詩
と
詩
論
」
と
い
ふ
冊
子
を
見
る

と
、
そ
こ
に
私
の
英
詩
作
法
に
即
し
た
も
の
か
と
思
ふ
や
う
な
詩

が
並
び
、
そ
れ
が
新
詩
風
を
呼
号
し
、
狭
い
詩
壇
を
風
靡
し
て
ゐ

る
か
に
思
は
せ
て
ゐ
た
の
は
驚
き
入
つ
た
次
第
だ
つ
た
。
さ
う
い

ふ
当
時
の
詩
壇
雰
囲
気
の
中
で
、
萩
原
朔
太
郎
の
や
う
な
人
が
ひ�

つ�

そ�

く�

さ
せ
ら
れ
て
を
ら
れ
た
こ
と
が
、
私
の
「
コ
ギ
ト
」、
そ

し
て
私
の
「
日
本
浪
漫
派
」
の
原
因
と
な
る
。
さ
う
い
ふ
途
方
も

な
い
状
態
を
、
文
学
の
正
道
に
か
へ
す
と
い
ふ
こ
と
が
私
の
場
合

は
、
目
的
と
な
り
ま
た
原
因
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
流
行
し
た
頃
の
詩
壇

に
、
朔
太
郎
は
孤
絶
感
を
お
ぼ
え
て
い
た
。
保
田
が
そ
れ
に
同
情
と

義
憤
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
朔
太
郎
が
「
コ
ギ
ト
」
や

「
日
本
浪
漫
派
」
の
若
者
を
同
志
と
認
め
た
の
は
勘
違
い
で
は
な
い
。

さ
て
、
日
本
浪
漫
派
を
代
表
す
る
保
田
與
重
郎
の
代
名
詞
と
い
え

ば
、「
イ
ロ
ニ
ー
」
で
あ
る
。
こ
の
語
を
採
用
し
た
事
情
を
、
保
田

は
『
日
本
浪
漫
派
の
時
代
』
で
回
想
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

「
当
時
は
何�

で�

も�

弁
証
法
の
時
代
だ
っ
た
」。
そ
れ
に
反
感
を
持
っ
て

い
た
彼
は
、「
も
の
を
内
部
で
考
へ
る
な
ら
、
イ
ロ
ニ
ー
で
よ
い
と

知
つ
た
」
と
い
う
。
さ
ら
に
続
け
て
、「
さ
う
す
る
と
矛
盾
と
い
ふ

や
う
な
、
弁
証
法
が
さ
ら
に
脳
軟
化
し
た
や
う
な
こ
と
ば
よ
り
も
、

イ
ロ
ニ
ー
と
い
ふ
方
が
、
時
世
に
ふ
さ
は
し
い
と
思
つ
て
ゐ
た
」
と

書
い
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
正
反
合
」
で
知
ら
れ
る
弁
証
法
の
ほ
か
、「
矛
盾
」

と
い
う
語
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
保
田
の
イ
ロ
ニ

ー
は
こ
れ
ま
で
に
も
よ
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
矛
盾
に

よ
っ
て
表
現
す
る
論
法
が
志
向
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
け
確
認
し
て
お

こ
う
。「
矛
盾
」
に
つ
い
て
は
「
脳
軟
化
し
た
や
う
な
」
と
い
う
蔑

称
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
用
語
自
体
は
古
く
さ
く
て
「
時

世
」
に
合
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
矛
盾
の
概
念
そ
れ
自
体
は
、

む
し
ろ
イ
ロ
ニ
ー
の
重
要
な
一
部
だ
と
思
う
。

そ
し
て
、「
矛
盾
」
が
な
ぜ
古
く
さ
く
感
じ
ら
れ
る
か
、
と
い
う
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と
、
こ
れ
は
す
で
に
旧
世
代
萩
原
朔
太
郎
の
用
語
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。『
詩
人
の
使
命
』
巻
頭
の
「
詩
の
本
質
性
に
つ
い
て
」
の
第
一

章
は
「
詩
の
矛
盾
性
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
詩
の
本
質
は
矛
盾
で

あ
り
、
そ
の
矛
盾
性
が
多
い
ほ
ど
、
詩
人
は
天
才
に
近
づ
く
の
で
あ

（

）

る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
朔
太
郎
に
と
っ
て
「
矛
盾
」
の
一
語
が
重

要
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
一
例
だ
け
で
明
ら
か
だ
ろ
う
。

そ
の
語
を
保
田
は
「
脳
軟
化
」
と
形
容
し
て
、
代
わ
り
に
「
イ
ロ

ニ
ー
」
を
採
用
し
た
。
こ
れ
は
朔
太
郎
の
「
矛
盾
」
を
蔑
称
し
た
わ

け
で
は
な
く
、
旧
世
代
の
枠
か
ら
出
よ
う
と
試
み
た
、
と
考
え
た

い
。
問
題
は
「
矛
盾
」
の
精
神
で
は
な
く
、「
時
世
」
だ
っ
た
の
だ

か
ら
。
朔
太
郎
の
「
矛
盾
」
と
保
田
の
「
イ
ロ
ニ
ー
」
は
、
む
し
ろ

通
底
す
る
。
そ
れ
は
、『
氷
島
』
の
混
乱
し
た
語
法
と
、
保
田
の
晦

（

）

渋
な
文
体
を
つ
な
ぐ
も
の
だ
。

こ
の
点
を
指
摘
し
た
の
が
大
岡
信
で
あ
る
。
彼
は
『
萩
原
朔
太

（

）

郎
』
の
一
番
最
後
で
両
者
の
類
似
に
触
れ
て
い
る
。
大
岡
の
述
べ
る

（

）

と
お
り
、
朔
太
郎
晩
年
の
『
日
本
へ
の
回
帰
』
に
お
い
て
、「
彼
に

は
帰
る
べ
き
日
本
の
明
確
な
イ
メ
ジ
は
な
か
っ
た
」
と
同
様
に
、
保

田
の
「
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
の
日
本
」
も
「
す
で
に
現
実
に
は
あ
り
う

べ
か
ら
ざ
る
イ
メ
ジ
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
朔
太
郎
の
矛
盾
せ
ざ

る
を
得
な
い
日
本
文
化
論
と
、
イ
ロ
ニ
ー
に
彩
ら
れ
た
保
田
の
日
本

ザ
イ
ン

文
化
論
は
、『
詩
の
原
理
』
の
あ
の
「「
現
在
し
な
い
も
の
」
へ
の
あ�

（

）

こ�

が�

れ�

」
を
共
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
朔
太
郎
か
ら
保
田
へ
の
影
響

と
い
う
よ
り
、
詩
精
神
の
近
さ
だ
ろ
う
。
な
お
、
朔
太
郎
の
晩
年
の

エ
ッ
セ
イ
に
は
し
ば
し
ば
「
イ
ロ
ニ
イ
」
が
現
れ
る
。
こ
れ
は
保
田

の
影
響
で
は
な
い
か
。
さ
き
の
「
詩
の
本
質
性
に
つ
い
て
」
の
第
三

章
は
「
詩
人
の
イ
ロ
ニ
イ
」
で
あ
り
、「
イ
ロ
ニ
イ
と
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
と
を
理
解
し
得
な
い
人
々
は
、
詩
と
詩
人
を
理
解
し
得
な
い
人
々

で
あ
る
」
と
あ
る
。
ほ
か
、
こ
の
語
を
連
発
し
た
例
と
し
て
『
日
本

へ
の
回
帰
』
所
収
の
「
ダ
ン
ヂ
イ
ズ
ム
に
つ
い
て
」
を
挙
げ
て
お

く
。エ

ッ
セ
イ
で
は
な
く
、
詩
作
品
に
も
触
れ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、『
氷
島
』
で
あ
る
。
三
好
達
治
の
有
名
な
批
判
が
あ
る

（

）

こ
の
詩
集
の
不
自
然
で
詰
屈
し
た
語
法
は
、
や
は
り
保
田
の
文
体
と

通
ず
る
も
の
が
あ
る
。「
虚
無
の
鴉
」
の
結
尾
の
一
行
「
我
れ
の
持

た
ざ
る
も
の
は
一
切
な
り
」
に
つ
い
て
、
再
び
大
岡
信
か
ら
引
用
す

る
。

こ
の
「
我
れ
の
持
た
ざ
る
も
の
は
一
切
な
り
。」
と
い
う
悲
傷

に
お
い
て
、
詩
人
の
「
敗
北
」
は
完
璧
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、

詭
弁
に
類
す
る
こ
と
を
私
は
書
く
が
、
こ
の
詩
句
は
、
朔
太
郎
が
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実
際
に
は
、「
持
た
ざ
る
」
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
「
我
れ
」
は

「
一
切
」
で
あ
る
と
叫
ん
で
い
る
よ
う
に
読
め
る
（
錯
覚
だ
が
、

こ
れ
は
眩
ゆ
い
錯
覚
だ
）
点
で
、
詩
人
の
「
敗
北
」
の
偉
大
を
た

た
え
て
い
る
詩
句
だ
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
三
好
達
治

な
ら
そ
れ
を
、
言
葉
が
「
虚
勢
」
を
張
っ
て
い
る
と
考
え
た
に
ち

が
い
な
い
が
、
精
一
ぱ
い
張
っ
た
虚
勢
に
お
い
て
さ
え
、
何
も
の

か
閃
い
て
詩
人
の
言
葉
を
戦
慄
で
貫
き
、
私
た
ち
を
は
げ
し
く
撃

つ
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
実
際
に
あ
る
の
で
あ
る
。

保
田
が
『
後
鳥
羽
院
』
で
、
承
久
の
乱
の
敗
北
を
「
偉
大
な
敗

（

）

北
」
と
み
な
し
た
こ
と
が
念
頭
に
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た

し
か
に
、「「
持
た
ざ
る
」
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
「
我
れ
」
は
「
一

切
」
で
あ
る
」
と
い
う
「
錯
覚
」
し
た
「
詭
弁
」
に
お
い
て
は
じ
め

て
真
意
が
通
ず
る
、
と
い
う
の
は
保
田
も
共
有
し
た
論
法
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
後
に
見
る
と
お
り
、
保
田
は
朔
太
郎
の
詩
業
の
中
で
も

『
氷
島
』
を
特
に
高
く
評
価
し
、
何
よ
り
、
深
く
理
解
し
た
が
、
そ

れ
は
彼
な
ら
で
は
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
戦
前
の
保
田
が
自
分
の
朔
太
郎
理
解
を
、
特
に
詩
の
解

釈
に
お
い
て
よ
く
言
語
化
で
き
て
い
た
か
、
は
わ
か
ら
な
い
。
有
精

（

）

堂
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
萩
原
朔
太
郎
』
を
編
む
に
際
し
、
佐

（

）

藤
房
儀
は
、
保
田
か
ら
三
編
、「
現
代
と
萩
原
朔
太
郎
」、「
詩
人
の

（

）

（

）

将
来
」、「
宿
命
を
よ
み
て
」
を
収
録
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

保
田
与
重
郎
の
文
章
は
、
文
学
に
対
す
る
深
い
理
解
を
も
っ
た

評
論
家
の
論
述
と
し
て
見
過
ご
し
に
で
き
な
い
。
彼
の
論
は
少
々

大
袈
裟
す
ぎ
る
感
が
し
な
い
で
も
な
い
が
、
多
大
の
共
感
を
呼
び

う
る
も
の
と
思
う
。
い
か
に
朔
太
郎
に
対
し
敬
愛
を
こ
め
、
詩
人

の
存
在
を
温
か
く
見
守
っ
て
い
る
か
が
感
じ
ら
れ
る
。

私
は
学
生
時
代
に
、
こ
の
「
研
究
資
料
叢
書
」
で
初
め
て
保
田
を

読
ん
だ
。
印
象
は
、
空
疎
な
美
辞
麗
句
を
並
べ
た
だ
け
の
、「
少
々
」

ど
こ
ろ
で
は
な
い
「
大
袈
裟
す
ぎ
る
」
だ
っ
た
。
佐
藤
も
、「
敬
愛

を
こ
め
、
詩
人
の
存
在
を
温
か
く
見
守
っ
て
い
る
」
と
い
う
程
度
の

こ
と
し
か
解
説
で
き
て
い
な
い
。
そ
う
扱
わ
れ
て
も
仕
方
の
無
い
面

も
あ
る
文
章
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
数
十
年
ぶ
り
に
読
み
返
す
と
、

朔
太
郎
自
身
が
最
も
理
解
し
て
ほ
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
、
当

時
の
詩
壇
の
中
で
も
保
田
が
筆
を
費
や
し
て
い
た
こ
と
は
わ
か
る
。

そ
れ
は
、
す
で
に
触
れ
た
詩
壇
に
お
け
る
孤
高
の
姿
で
あ
る
。「
現

代
と
萩
原
朔
太
郎
」
は
そ
の
一
点
に
延
々
と
賛
辞
を
連
ね
た
力
作
で
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あ
る
。今

日
の
文
筆
業
界
に
あ
る
も
の
は
徳
川
時
代
的
な
も
の
で
あ
る

か
、
さ
な
く
ば
商
業
道
徳
と
し
て
の
市
民
の
実
用
主
義
で
あ
る
。

こ
の
点
で
萩
原
朔
太
郎
の
示
し
た
も
の
は
、
こ
れ
ら
一
切
の
否
定

で
あ
り
、
否
定
の
た
め
の
最
も
能
動
的
な
実
践
で
あ
る
。

反
面
、
朔
太
郎
の
作
品
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
語
ら
な
い
。
他
の
二

編
も
そ
れ
を
書
こ
う
と
し
た
文
章
で
は
な
い
。
保
田
が
朔
太
郎
の
詩

を
ど
う
読
ん
で
い
た
か
が
わ
か
る
に
は
、
戦
後
を
待
た
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。三

佐
藤
は
「
研
究
資
料
叢
書
」
に
保
田
の
三
編
を
納
め
る
に
あ
た
っ

て
、「
彼
の
朔
太
郎
に
関
す
る
論
述
の
す
べ
て
で
あ
る
」
と
言
っ
て

い
る
が
、
誤
り
で
あ
る
。
一
九
五
一
年
に
酣
燈
社
か
ら
出
た
文
庫
本

「
詩
人
全
書
」
の
一
冊
『
萩
原
朔
太
郎
詩
抄
』
に
保
田
が
「
年
譜
・

解
説
」
を
書
い
て
い
る
の
を
見
落
と
し
て
い
る
。「
萩
原
朔
太
郎
著

作
年
譜
並
ニ
解
題
（
萩
原
朔
太
郎
に
於
け
る
「
慟
哭
」
に
つ
い
て
）」

（

）

が
そ
れ
だ
。
保
田
の
朔
太
郎
観
を
考
え
る
う
え
で
、
先
の
三
編
と
は

比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
重
要
な
も
の
だ
。
年
譜
と
し
て
の
役
割
は
す
で

に
終
え
て
い
る
も
の
の
、
事
項
の
選
択
や
保
田
の
コ
メ
ン
ト
は
興
味

深
い
。
一
例
と
し
て
、「
昭
和
十
五
年
」
を
挙
げ
る
と
、
こ
の
年
の

豊
富
な
上
梓
を
数
え
た
後
、「
な
ほ
こ
の
他
に
計
画
中
の
も
の
と
し

て
、「
小
泉
八
雲
」「
日
本
詩
歌
論
」「
女
性
と
文
学
」
が
あ
つ
た
」

と
記
し
、
さ
ら
に
こ
う
書
き
足
し
て
い
る
。

ま
た
小
生
が
直
接
に
聞
い
た
話
だ
が
、「
方
丈
記
」
の
如
き
詩

編
を
、
近
年
の
世
相
を
題
材
と
し
て
作
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
る
と
云

は
れ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
す
で
に
出
来
上
つ
た
一
、
二
ヶ
所
を
暗

ん
じ
て
、
聞
か
せ
て
も
ら
つ
た
こ
と
も
あ
つ
た
。
し
か
し
小
生
は

そ
れ
を
記
憶
し
得
な
か
つ
た
。

朔
太
郎
が
『
方
丈
記
』
に
熱
中
し
た
形
跡
は
無
い
。
た
と
え
ば
、

「
小
泉
八
雲
の
家
庭
生
活
」
に
、「
徒
然
草
」
と
合
わ
せ
て
「
仏
教
的

無
常
観
に
よ
つ
た
『
遁
世
者
の
文
学
』」
と
述
べ
て
い
る
程
度
で
あ

（

）
る
。
た
だ
、「
遁
世
者
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
保
田
の
「
詩
人

ト
ン
ゼ
モ
ノ

の
将
来
」
に
、「
遁
世
者
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
こ
と
も
思
い
起
こ

さ
れ
、
気
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
、
他
に
も
用
例
の
あ
る

保
田
ら
し
い
語
で
も
あ
る
。
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さ
て
、
朔
太
郎
の
詩
業
の
う
ち
、
保
田
が
最
も
高
く
評
価
す
る
の

は
後
期
で
あ
る
。
こ
の
『
萩
原
朔
太
郎
詩
抄
』
に
、『
月
に
吠
え
る
』

か
ら
は
十
一
編
し
か
選
ば
な
か
っ
た
の
に
対
し
、「
郷
土
望
景
詩
」

と
『
氷
島
』
は
全
編
を
収
録
さ
せ
た
。
三
好
達
治
の
編
ん
だ
岩
波
文

庫
『
萩
原
朔
太
郎
詩
集
』
を
初
め
と
す
る
多
く
の
選
集
と
は
、
詩
観

（

）

が
ま
っ
た
く
異
な
る
の
だ
。
保
田
は
、
朔
太
郎
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム

（

）

「
老
書
生
」
を
引
き
、
詩
人
と
し
て
の
朔
太
郎
は
そ
こ
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
よ
う
な
「
深
い
人
生
経
験
に
も
と
づ
く
あ�

る�

も�

の�

を
描
か
う

と
し
て
ゐ
た
」
と
述
べ
る
。
そ
こ
か
ら
「
生
活
実
感
に
迫
つ
て
く
る

真
の
意
味
で
の
「
詩
」
が
生
ま
れ
て
く
る
」
と
、
保
田
は
考
え
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
経
験
や
実
感
を
重
視
す
る
詩
は
、
技
巧
や
完
成
度

な
ど
を
考
慮
し
な
い
。
一
般
的
な
詩
を
超
え
た
詩
に
な
っ
て
ゆ
く
。

そ
れ
を
保
田
は
「
慟
哭
」
と
呼
ん
だ
。「
真
の
意
味
で
の
「
詩
」」
は

慟
哭
に
行
き
着
く
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
た
保
田
が
、
朔
太
郎
の
作

風
に
つ
い
て
、「
こ
れ
が
「
氷
島
」
に
於
て
、
つ
ひ
に
極
つ
て
、
慟

哭
と
な
つ
た
」
と
述
べ
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
だ
ろ
う
。

保
田
は
独
自
の
思
い
入
れ
を
こ
め
て
「
慟
哭
」
を
使
う
。
代
表
的

（

）

な
例
と
し
て
『
萬
葉
集
の
精
神
』
を
見
よ
う
。
保
田
は
、「
日
本
の

精
神
の
歴
史
か
ら
萬
葉
集
を
見
て
、
二
つ
の
頂
を
人
麻
呂
と
家
持
で

代
表
せ
し
め
た
い
」
と
考
え
る
。
そ
の
う
ち
柿
本
人
麻
呂
が
慟
哭
の

詩
人
で
あ
っ
た
。
慟
哭
と
嗚
咽
を
保
田
は
対
比
し
、
前
者
を
人
麻
呂

に
代
表
さ
せ
、
後
者
を
高
市
黒
人
に
代
表
さ
せ
た
。
人
麻
呂
歌

「
さ
ゞ
な
み
の
志
賀
の
大
曲
淀
む
と
も
む
か
し
の
人
に
ま
た
も
あ
は

め
や
も
」
の
心
に
つ
い
て
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

け
だ
し
む
か
し
の
人
と
は
、
日
本
の
神
の
心
と
人
間
の
体
が
ま

だ
離
れ
て
ゐ
な
い
状
態
を
生
き
た
精
神
と
思
へ
ば
よ
い
と
思
ふ
。

人
麻
呂
の
慟
哭
は
さ
う
い
ふ
思
想
を
思
は
せ
る
ほ
ど
に
深
く
は
げ

し
く
、
又
黒
人
の
旅
情
の
思
想
は
、
あ
き
ら
か
に
己
の
中
に
古
代

の
神
の
心
を
も
つ
た
人
間
の
像
を
描
き
出
し
て
ゐ
る
。
従
つ
て
人

麻
呂
の
慟
哭
に
対
し
、
黒
人
の
作
は
も
つ
と
わ
び
し
い
悲
哀
の
嗚

咽
と
も
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

お
そ
ら
く
、
慟
哭
と
嗚
咽
は
強
度
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
大
き
な
違
い

は
あ
る
も
の
の
、
本
質
に
お
い
て
は
似
た
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ

う
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
そ
の
程
度
し
か
わ
か
ら
な
い
。
自
分
独
特
の

用
語
を
明
確
に
定
義
し
て
分
析
的
に
議
論
を
進
め
る
よ
う
な
タ
イ
プ

で
は
、
保
田
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
議
論
か
ら
離
れ
よ

う
と
し
た
。
だ
か
ら
、
彼
の
言
う
慟
哭
が
何
で
あ
る
か
は
、
そ
の
語

の
用
例
か
ら
考
え
る
し
か
な
い
。
す
る
と
、
ま
づ
言
え
る
の
は
、
慟
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哭
は
理
屈
を
超
え
た
感
情
の
発
露
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。「
か

ら
ご
こ
ろ
」
を
排
し
た
、
と
言
え
ば
、
よ
り
正
確
か
も
し
れ
な
い
。

た
と
え
ば
、
壬
申
の
乱
の
ど
ち
ら
が
敵
で
あ
り
味
方
で
あ
り
、
ど
ち

ら
に
大
義
が
存
し
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
は
人
麻
呂
に
は
問
題
で

は
な
い
。

人
麻
呂
の
慟
哭
は
「
斎
宮
の
神
風
」
に
於
て
極
つ
た
も
の
が
あ

つ
た
。
そ
れ
は
敵
味
方
の
論
議
や
大
義
追
求
の
衒
学
論
を
離
れ

て
、
己
の
涙
を
河
海
を
乾
れ
ほ
し
青
山
を
枯
ら
す
天
地
の
慟
哭
と

一
つ
に
し
た
や
う
な
、
す
べ
て
み
た
み
わ
れ
の
悲
願
の
思
ひ
に
、

わ
が
皇
国
の
神
の
ま
ゝ
な
る
歴
史
の
精
神
に
身
を
投
じ
た
詩
人
の

み
が
、
大
き
く
深
く
し
る
し
と
ゞ
め
得
た
歌
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
た
だ
個
人
的
に
泣
き
騒
ぐ
こ
と
は
慟
哭
で
は
な
い
。

右
の
引
用
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、「
国
家
の
危
殆
と
国
家
精

神
の
危
機
を
支
へ
る
た
め
の
民
族
の
志
と
悲
願
を
こ
め
て
歌
は
れ
た

文
学
」
こ
そ
慟
哭
に
値
す
る
。
仏
教
哲
学
に
も
儒
教
道
徳
に
も
染
ま

ら
ぬ
日
本
古
来
の
民
族
の
意
志
が
、
慟
哭
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
の

だ
。

萬
葉
集
の
成
立
し
た
日
に
於
て
は
、
す
で
に
異
国
よ
り
き
た
思

想
も
あ
り
、
論
理
も
あ
つ
て
、
国
家
の
倫
理
を
樹
立
す
る
上
で
、

よ
く
指
導
的
言
論
思
想
に
よ
つ
て
、
国
の
人
倫
を
述
べ
得
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
萬
葉
集
に
大
倭
歌
を
記
録
し
た
わ
が
遠
祖
の
人
々

は
、
神
な
が
ら
に
生
れ
出
た
己
を
意
識
し
て
、
神
な
が
ら
に
結
ば

れ
る
血
の
意
識
を
論
理
と
す
る
国
体
精
神
を
歌
ひ
あ
げ
た
の
で
あ

る
。

保
田
の
言
う
「
民
族
の
志
と
悲
願
」
や
「
国
の
人
倫
」
が
国
学
に

育
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
引
用
を
連
ね
る
ま
で
も
な

く
、
周
知
の
こ
と
だ
。
そ
れ
が
稲
作
に
由
来
す
る
こ
と
は
、
前
田
英

（

）

樹
「
保
田
與
重
郎
の
文
学
」
が
強
調
し
て
い
る
。

近
世
の
国
学
に
あ
っ
た
「
志
」
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』

に
記
さ
れ
た
神
勅
│
│
米
作
り
に
よ
る
祭
り
の
暮
ら
し
を
、
終
り

な
い
循
環
に
よ
っ
て
続
け
る
信
念
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。「
生
民
」

の
暮
ら
し
、
そ
の
経
済
に
つ
い
て
の
絶
対
の
自
信
か
ら
育
っ
て
く

る
。

前
田
は
、「
米
作
り
を
し
て
共
に
生
き
る
こ
と
が
、
な
ぜ
理
想
な
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の
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
、「
そ
こ
に
は
、
植
物
的
な
循
環
に
よ
っ
て
、

動
物
が
そ
の
生
を
養
い
、
全
う
さ
せ
る
暮
ら
し
の
神
髄
が
あ
る
か
ら

だ
」
と
答
え
る
。
保
田
も
同
じ
よ
う
に
答
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
前

田
は
書
く
、「
人
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
闘
争
、
纂
奪
、
殺
戮
の
運
命

（

）

か
ら
解
き
放
た
れ
る
」。
保
田
も
そ
う
考
え
た
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

れ
は
幻
想
で
は
な
い
か
。
弥
生
時
代
に
な
っ
て
富
が
蓄
積
さ
れ
た
結

果
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
「
闘
争
、
纂
奪
、
殺
戮
」
が
深
刻
に
な
っ
た

の
は
、
ま
さ
に
稲
作
が
始
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
こ
の
幻
想

は
、
過
去
か
ら
現
在
ま
で
我
が
国
が
近
隣
諸
国
を
政
治
的
あ
る
い
は

経
済
的
に
侵
略
し
て
い
な
が
ら
自
国
民
は
平
和
的
で
あ
る
、
と
錯
覚

し
て
い
ら
れ
る
意
識
の
根
底
に
あ
る
。

大
岡
信
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
朔
太
郎
の
「
日
本
」
も
保
田
の

「
日
本
」
も
、
幻
想
の
日
本
で
あ
る
点
で
は
等
し
い
。
し
か
し
、
保

田
個
人
が
い
か
に
高
潔
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
の
幻
想
は
醜
悪
で

あ
る
。
朔
太
郎
は
ど
う
だ
ろ
う
。「
南
京
陥
落
の
日
に
」
を
保
田
が

高
く
評
価
し
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
。『
萩
原
朔
太
郎
詩
抄
』
に

も
選
ん
で
い
る
。
た
だ
、『
青
猫
』
の
「
軍
隊
」
同
様
に
沈
欝
な
こ

の
詩
の
調
子
に
ふ
れ
る
た
び
、
朔
太
郎
の
幻
想
は
い
ま
述
べ
た
錯
覚

と
は
無
縁
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
が
し
て
く
る
。
同
時
に
そ
の
沈

欝
は
保
田
に
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
彼
の
醜
悪
も
単
純
で
は
な
い
こ

と
に
気
づ
く
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
発
言
も
ま
た
保
田
の
言
葉

な
の
で
あ
る
。

「
文
明
開
化
」
の
方
針
の
さ
す
ま
ゝ
に
、
日
本
は
「
列
強
」
に

伍
す
こ
と
を
目
標
と
し
、
そ
れ
を
達
成
し
た
時
、「
列
強
」
な
み

に
、
ア
ジ
ア
に
於
け
る
「
植
民
地
」
を
必
要
と
し
た
。
思
ふ
に
こ

れ
は
ア
ジ
ア
に
於
て
我
が
ア
ジ
ア
の
唯
一
な
る
が
故
に
、
最
も
不

当
な
罪
悪
的
行
為
で
あ
つ
た
。（「
第
五
回
終
戦
記
念
日
を
迎
へ

（

）
て
」）

朔
太
郎
の
慟
哭
に
戻
る
。
保
田
が
、
人
麻
呂
だ
け
で
な
く
、
朔
太

郎
も
慟
哭
の
詩
人
の
一
人
に
数
え
て
い
た
の
は
、『
萩
原
朔
太
郎
詩

抄
』
が
初
め
て
で
は
な
い
。「
詩
人
の
将
来
」
に
す
で
に
次
の
一
節

が
あ
り
、
か
ね
て
か
ら
の
保
田
の
朔
太
郎
観
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。

そ
の
詩
風
は
、
抒
情
を
主
体
と
す
る
が
、
自
主
的
思
想
の
背
景

に
よ
つ
て
、
一
箇
の
沈
痛
を
記
し
た
。
風
土
的
沈
痛
と
も
云
は
れ

る
が
、
む
し
ろ
日
本
の
慟
哭
が
、
奇
蹟
的
に
生
ま
れ
た
。
こ
の
慟

哭
の
原
因
は
、
決
し
て
身
辺
卑
近
の
な
か
に
あ
る
も
の
で
な
い
。
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旧
来
評
家
は
こ
の
慟
哭
の
さ
ま
�
�
の
様
相
を
と
つ
て
、
西
洋
風

の
思
想
に
よ
つ
て
説
か
う
と
し
た
が
、
一
人
と
し
て
こ
れ
を
解
明

し
得
な
か
つ
た
。
詩
人
自
身
の
理
性
的
検
討
さ
へ
、
そ
の
神
性
の

所
産
に
尚
完
全
に
は
近
づ
か
な
か
つ
た
。
こ
れ
は
将
来
日
本
文
芸

は
お
の
づ
か
ら
に
し
て
世
界
文
芸
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
於
て
わ
れ
ら

の
詩
人
は
、
日
本
の
立
場
に
立
ち
日
本
に
於
て
文
化
を
立
法
す
る

立
場
の
世
界
文
化
の
序
説
者
で
あ
る
。

朔
太
郎
の
詩
に
は
慟
哭
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
個
人
的
な
感
情
で

は
な
く
「
日
本
の
慟
哭
」
で
あ
り
、
外
来
の
思
想
で
は
説
明
で
き
な

い
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
保
田
は
朔
太
郎
を
「
近
代
の
人
麻
呂
」

と
見
な
し
て
い
た
、
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
人
麻
呂
と

異
な
り
、
朔
太
郎
は
近
代
の
詩
人
で
あ
る
。
日
本
を
代
表
す
る
だ
け

で
な
く
、「
世
界
文
化
の
序
説
者
」
と
な
る
こ
と
ま
で
、
保
田
は
期

待
し
て
い
る
。
こ
れ
は
後
に
ふ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
読
む
と
、「
宿

命
を
読
み
て
」
の
次
の
一
節
も
慟
哭
の
詩
人
と
無
関
係
で
は
な
い
よ

う
に
思
え
る
。

異
常
な
も
の
を
も
つ
詩
人
は
少
な
く
な
い
が
、
彼
ら
は
悠
久
な

も
の
へ
の
感
傷
を
も
た
ず
、
詩
の
技
術
を
も
つ
詩
人
は
少
な
く
な

い
が
、
彼
ら
は
詩
人
で
な
い
。

慟
哭
の
詩
人
の
感
傷
は
個
人
的
で
な
く
「
悠
久
な
も
の
」
と
の
関

わ
り
を
も
ち
、
慟
哭
と
「
詩
の
技
術
」
の
巧
拙
は
関
係
が
無
い
。
こ

の
巧
拙
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
朔
太
郎
自
身
の
言
葉
、『
氷
島
』

の
「
自
序
」
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
詩
集
に
納
め
た
少
数
の
詩
は
、
す
く
な
く
と
も
著
者
に
と

つ
て
は
、
純
粋
に
パ
ツ
シ
ヨ
ネ
ー
ト
な
咏
嘆
詩
で
あ
り
、
詩
的
情

熱
の
最
も
純
一
の
興
奮
だ
け
を
、
素
朴
直
截
に
表
出
し
た
。
換
言

す
れ
ば
著
者
は
、
す
べ
て
の
芸
術
的
意
図
と
芸
術
的
野
心
を
廃
棄

し
、
単
に
「
心
の
ま
ま
」
に
、
自
然
の
感
動
に
任
せ
て
書
い
た
の

で
あ
る
。

こ
の
一
節
は
逆
に
保
田
の
「
慟
哭
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
説

明
し
て
も
い
よ
う
。
朔
太
郎
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
詩
を
書
く
こ
と

は
、「「
氷
島
」
の
詩
語
に
就
い
て
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、『
月

レ
ト
リ
ー
ト

（

）

に
吠
え
る
』
や
『
青
猫
』
か
ら
の
「
退
却
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
し

て
自
ら
を
卑
下
し
た
言
い
方
で
は
な
い
。
保
田
に
も
通
ず
る
イ
ロ
ニ

レ
ト
リ
ー
ト

ー
と
し
て
の
退
却
な
の
で
あ
り
、
こ
の
言
い
方
に
は
、
新
し
い
表
現
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を
獲
得
し
た
朔
太
郎
の
誇
り
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
三
好
達
治
に
そ

れ
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
が
、
当
然
な
が
ら
保
田
は
理
解
で
き
た
。

以
上
の
保
田
の
朔
太
郎
観
は
戦
後
で
も
変
わ
ら
な
い
。「
萩
原
朔

太
郎
著
作
年
譜
並
ニ
解
題
」
で
確
認
し
て
み
よ
う
。

保
田
に
と
っ
て
、『
月
に
吠
え
る
』
や
『
青
猫
』
は
新
時
代
を
切

り
拓
い
た
画
期
的
な
詩
集
で
は
あ
っ
た
が
、「
詩
的
な
も
の
」
を
書

き
連
ね
た
だ
け
の
詩
集
と
も
言
え
、
詩
そ
の
も
の
を
表
現
し
て
は
い

な
い
。
現
在
で
は
誰
も
が
書
く
よ
う
な
凡
庸
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

「
詩
的
な
も
の
」
と
は
、「
詩
の
技
術
」
と
し
て
誰
も
が
模
倣
で
き
る

言
葉
づ
か
い
で
あ
る
。
次
の
引
用
の
「
後
期
」
が
「
郷
土
望
景
詩
」

と
『
氷
島
』
を
指
し
、「
前
期
」
が
『
月
に
吠
え
る
』
と
『
青
猫
』

を
指
す
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
月
に
吠
え
る
」
か
ら
「
青
猫
」
に
於
て
、
お
の
づ
か
ら
に
出

来
あ
が
つ
た
斬
新
無
類
の
感
覚
の
詩
の
、
ほ
と
ば
し
り
方
に
共
通

す
る
も
の
を
、
後
期
に
も
感
ず
る
が
、
前
期
の
詩
は
、
今
日
す
で

に
「
詩
的
な
も
の
」
と
し
て
、
大
方
は
時
代
の
中
へ
解
消
し
了
つ

て
ゐ
る
。
無
数
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
が
、
さ
う
い
ふ
役
割
を
終
へ
た

の
で
あ
る
。

対
し
て
、『
氷
島
』
は
「
詩
的
な
も
の
」
を
排
し
た
世
界
で
あ
る
。

そ
こ
に
あ
る
の
は
詩
そ
の
も
の
だ
、
と
保
田
は
言
う
。

「
氷
島
」
ほ
ど
に
悲
し
い
文
学
の
例
は
な
い
。
こ
ゝ
に
「
詩
的

な
も
の
」
は
一
切
な
い
。
あ
る
の
は
「
詩
」
と
「
詩
人
」
だ
。
い

は
ゞ
ア
ジ
ア
の
そ
の
ま
ゝ
の
姿
だ
。
そ
の
悲
し
さ
は
尋
常
の
も
の

で
な
い
。
何
故
詩
人
が
、
永
劫
の
寂
寥
の
場
、
時
間
の
無
い
風
景

に
立
つ
た
か
│
│
詩
人
は
そ
れ
を
歌
つ
た
。
そ
れ
を
小
生
ら
は
、

解
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
は
い
ま
や
世
界
史
的
課
題

だ
、
我
々
の
時
々
刻
々
の
目
標
だ
。

右
の
引
用
の
「
永
劫
の
寂
寥
の
場
、
時
間
の
無
い
風
景
」
は
、
朔

太
郎
と
保
田
だ
け
で
な
く
伊
東
静
雄
も
関
わ
っ
て
く
る
。
こ
こ
で

は
、『
氷
島
』
が
「
世
界
史
的
課
題
」
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
指
摘

に
注
目
し
て
お
こ
う
。
す
で
に
見
た
と
お
り
、
こ
れ
は
保
田
の
戦
前

の
朔
太
郎
論
か
ら
あ
る
指
摘
だ
。
戦
前
の
朔
太
郎
論
と
の
違
い
と
し

て
、「
ア
ジ
ア
」
と
い
う
観
点
が
加
わ
っ
て
い
る
。「
萩
原
朔
太
郎
著

作
年
譜
並
ニ
解
題
」
に
お
い
て
「
ア
ジ
ア
」
は
十
九
回
も
連
発
さ
れ

て
、
異
様
な
感
を
与
え
る
語
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
大
き

な
変
化
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
近
代
を
超
え
る
と
い
う
世
界
史
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的
課
題
を
日
本
が
果
た
す
、
と
い
う
意
欲
に
変
わ
り
は
な
い
。
た

だ
、
戦
後
の
保
田
は
、
日
本
を
一
国
で
は
な
く
ア
ジ
ア
全
体
の
代
表

と
し
て
考
え
る
こ
と
が
多
い
。
当
時
の
発
言
を
「
祖
国
正
論
」
か
ら

（

）

ひ
と
つ
だ
け
引
い
て
お
こ
う
。

日
本
は
ア
ジ
ア
の
高
い
文
明
が
何
な
る
か
を
啓
発
す
る
任
務
を

も
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
近
代
文
明
の
原
理
の
終
焉
を
い
ひ
、
将
来

の
人
類
理
想
の
根
底
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
こ
の
「
任
務
」
を
朔
太
郎
が
負
え
る
か
、
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
し
ば
し
ば
極
論
に
走
る
保
田
の
主
張
が
そ
の
ま
ま
朔
太
郎

に
適
応
す
る
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
、
後
期
の
詩
業
か
ら
晩
年
の
評

論
に
至
る
朔
太
郎
の
活
動
を
、「
慟
哭
」、「
近
代
の
終
焉
」、「
ア
ジ

ア
」
と
い
う
観
点
で
読
み
直
す
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
。

注（
�
）
「
文
学
界
」
一
九
三
五
年
六
月
。『
詩
人
の
使
命
』
所
収
、
一
九
三

七
年
、
第
一
書
房
。

（
�
）
「
椎
の
木
」
一
九
三
五
年
九
月
。『
詩
人
の
使
命
』
所
収
。

（
�
）
『
青
猫
』
が
当
時
の
投
稿
詩
人
に
模
倣
さ
れ
た
こ
と
は
「『
青
猫
』

ス
タ
イ
ル
周
辺
」（「
国
文
学
研
究
」
一
九
九
四
年
）
に
述
べ
た
。

（
�
）
「
椎
の
木
」
一
九
三
五
年
九
月
、『
詩
人
の
使
命
』
所
収
。

（
�
）
「
帝
国
大
学
新
聞
」
一
九
三
六
年
十
二
月
十
四
日
。

（
�
）
「
文
学
界
」
一
九
三
七
年
一
月
。

（
�
）
一
九
六
九
年
、
至
文
堂
。

（
�
）
「
祖
国
」
一
九
五
三
年
七
月
。

（
	
）
「
東
京
朝
日
新
聞
」
一
九
三
七
年
十
二
月
十
三
日
。

（

）
「
四
季
」
一
九
三
六
年
十
月
。

（

）
一
九
三
四
年
、
第
一
書
房
。

（

）
「
近
代
日
本
詩
人
選

」
一
九
八
一
年
、
筑
摩
書
房
。

（

）
一
九
三
八
年
、
白
水
社
。

（

）
一
九
二
八
年
、
第
一
書
房
。

（

）
「
詩
集
「
氷
島
」
に
就
い
て
」（「
四
季
」
一
九
三
四
年
十
月
）。

（

）
一
九
三
九
年
、
思
潮
社
。

（

）
一
九
七
一
年
。

（

）
「
コ
ギ
ト
」
一
九
二
七
年
九
月
。

（

）
「
四
季
」
一
九
四
二
年
二
月
。

（

）
「
四
季
」
一
九
三
九
年
十
一
月
。

（

）
酣
燈
社
「
詩
人
全
書
」
に
つ
い
て
は
詳
し
く
を
知
ら
な
い
。『
萩

原
朔
太
郎
詩
抄
』
巻
末
の
「
刊
行
書
目
」
よ
る
と
、『
白
秋
詩
抄
』

（
薮
田
義
雄
解
説
）、『
春
夫
全
詩
抄
』（
吉
田
精
一
解
説
）、『
有
明
全

詩
抄
』（
矢
野
峰
人
解
説
）
が
最
初
に
並
び
、
西
洋
の
詩
人
や
、
変

わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
『
梵
子
カ
ー
リ
ダ
ー
サ
抄
』
が
あ
る
。「
刊
行

書
目
」
三
十
五
冊
の
最
後
に
、「
以
下
続
々
刊
行
」
と
次
の
よ
う
な

宣
伝
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。「
本
全
書
は
第
一
部
（
東
洋
）
第
二
部
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（
西
洋
）
に
分
ち
、
東
西
古
今
の
名
家
の
詩
集
を
逐
次
刊
行
し
て
こ

れ
を
網
羅
す
る
巻
末
に
は
特
に
正
確
な
年
譜
と
懇
切
な
解
説
ま
た
は

研
究
評
論
を
附
し
て
、
一
般
教
養
書
と
し
て
は
素
よ
り
、
学
習
教
課

の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
便
宜
を
は
か
つ
た
」。

（

）
「
日
本
女
性
」
一
九
四
一
年
九
月
十
月
。

（

）
一
九
五
二
年
。

（

）
「
詩
神
」
一
九
二
九
年
十
二
月
。

（

）
一
九
四
二
年
、
筑
摩
書
房
。

（

）
「
新
潮
」
二
〇
一
八
年
九
月
。

（

）
「
新
潮
」
二
〇
一
八
年
十
月
。

（

）
「
祖
国
」
一
九
五
〇
年
九
月
。

（

）
「
四
季
」
一
九
三
六
年
七
月
。『
詩
人
の
使
命
』
収
録
時
は
「「
氷

島
」
の
詩
語
に
つ
い
て
」。

（

）
「
祖
国
」
一
九
五
三
年
一
月
。

（
本
学
日
本
語
日
本
文
学
科
教
授
）
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