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と
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）

１　

は
じ
め
に

　

一
九
三
〇
〜
四
〇
年
代
日
本
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
、
と
り
わ
け
文

芸
思
潮
に
お
け
る
〈
日
本
回
帰
〉
以
降
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
動
向
の
主
軸
を
担
っ
た

と
み
な
さ
れ
る
雑
誌
『
日
本
浪
曼
派
』（
一
九
三
五
・
三
〜
一
九
三
八
・
八
、
な
お
、

以
降
の
論
述
に
お
い
て
、
雑
誌
そ
の
も
の
は
『
日
本
浪
曼
派
』、
同
人
グ
ル
ー
プ
に

つ
い
て
は
「
日
本
浪
曼
派
」
と
そ
れ
ぞ
れ
表
記
す
る
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
研
究
が

現
在
に
至
る
ま
で
盛
ん
に
続
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
大
き
な
評
価
の
振
幅
を
伴
い

は
す
る
が
、
し
か
し
、
僅
か
三
年
ほ
ど
の
期
間
、
同
人
雑
誌
の
形
態
を
と
っ
て
発
行

さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
『
日
本
浪
曼
派
』
を
、
日
本
近
代
文
学
史
上
に
看
過
し
得
ぬ
問

題
を
提
示
す
る
文
学
運
動
と
し
て
認
め
る
点
に
お
い
て
は
、
既
に
共
通
の
理
解
が
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
。

　

ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
か
ら
の
影
響
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
か
ら
の
断
絶
と
連
続
、
昭

和
抒
情
詩
史
に
お
け
る
位
置
、
同
時
代
の
政
治
権
力
と
の
関
係
な
ど
、「
日
本
浪
曼

派
」に
関
す
る
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、そ
の
中
心
に
は
、
雑
誌
が
帯
び
た
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
内
実
の
解
明
と
い
う
課
題
が
あ
る
。
戦
後
、「
日
本
浪
曼
派
」
に
つ
い

て
の
学
術
的
な
再
検
討
の
端
緒
を
開
い
た
藤
田
省
三
は
、「
官
僚
機
構
の
命
令
政
治

に
反
対
し
て
非
政
治
的
な
自
主
的
共
同
体
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
運
動
」と
し
て
の「
農

本
主
義
」
と
「『
時
務
』
す
な
わ
ち
政
治
を
拒
否
し
て
イ
ロ
ニ
ー
の
世
界
で
「
孤
高

の
反
抗
」
を
行
わ
ん
と
す
る
」「
日
本
浪
漫
主
義
」
と
の
対
応
を
主
張
し
た
１
。
こ

の
藤
田
の
問
題
提
起
を
引
き
継
い
だ
橋
川
文
三
２
は
、「
現
実
の
「
革
命
運
動
」
に

つ
ね
に
随
伴
し
な
が
ら
、
そ
の
挫
折
の
内
面
的
必
然
性
を
非
政
治
的
形
象
に
媒
介
・

移
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
く
過
激
な
あ
る
種
の
反
帝
国
主
義

0

0

0

0

0

に
結
晶
し
た

も
の
」
と
し
て
「
日
本
浪
曼
派
」
の
本
質
を
定
義
し
た
。

　

「
日
本
浪
曼
派
」
に
つ
い
て
、
既
存
の
政
治
運
動
と
は
乖
離
し
た
主
情
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
橋
川
の
議
論
は
、
現
在
で
も
基
本
的
な
評
価
軸
と
し
て
用

い
ら
れ
続
け
て
い
る
重
要
な
も
の
だ
が
、そ
の
議
論
の
中
で
橋
川
は
、「
日
本
浪
曼
派
」

の
中
心
と
な
っ
た
保
田
與
重
郎
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
小
林
秀
雄
に
よ
っ

て
示
さ
れ
た
当
時
の
都
市
生
活
者
に
お
け
る
故
郷
喪
失
の
感
情
（「
故
郷
を
失
つ
た

文
学
」３
）
と
対
比
し
つ
つ
、
特
徴
を
検
討
し
て
い
る
。
橋
川
に
よ
れ
ば
、「
保
田
の

歴
史
な
い
し
伝
統
は
」彼
が
生
ま
れ
た
大
和
と
い
う
特
殊
な
土
地
柄
に
育
ま
れ
た「
感

性
的
郷
土
に
基
礎
を
お
い
て
」
い
る
。「
感
性
的
郷
土
」
と
は
、「
伝
統
」
に
支
え
ら

れ
た
固
有
の
場
所
で
あ
り
な
が
ら
、
現
実
の
そ
の
場
所
と
は
異
な
る
、
と
い
う
性
質

を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
「
郷
土
」
は
、「
大
和
」
で
あ
り
な
が
ら
「
大
和
」
で
は

な
い
と
い
う
、
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
の
相
貌
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の

「
感
性
的
郷
土
」
へ
の
信
頼
は
、「
自
分
に
は
…
…
そ
も
そ
も
故
郷
と
い
う
意
味
が

わ
か
ら
ぬ
」
と
い
う
小
林
と
は
「
明
か
に
異
な
っ
て
い
る
」。
こ
の
対
比
に
よ
っ
て
、

当
時
の
都
市
部
に
生
活
す
る
青
年
の
日
本
主
義
、
即
ち
決
断
主
義
的
な
反
近
代
、
反

西
洋
の
態
度
と
は
異
な
る
、
保
田
の
「
没
主
体
」
的
な
「
国
学
的
主
情
主
義
」、
即

ち
「
ロ
マ
ン
化
さ
れ
た
イ
ロ
ニ
イ
」
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
様
相
が
描
き
出

さ
れ
る
。
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し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
橋
川
の
意
図
は
、
保
田
と
小
林
と
の
差
異
を
強
調
す
る
こ
と

に
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、「
感
性
的
郷
土
」
へ
の
依
存
と
都
市
生
活
に
お

け
る
「
故
郷
喪
失
」
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
方
で
「
現
実
の
郷
土
」
と
の
断
絶

を
抱
え
た
「
か
れ
ら
が
」、
共
に
、「
イ
ン
テ
リ
層
の
戦
争
へ
の
傾
斜
を
促
進
す
る
上

で
、も
っ
と
も
影
響
多
か
っ
た
こ
と
」を
示
す
こ
と
が
、そ
こ
で
は
目
指
さ
れ
て
い
た
。

「
か
れ
ら
に
共
通
す
る
」「
一
種
の
反0

政
治
的
思
想
」
こ
そ
が
、「
も
っ
と
も
政
治
的

に
有
効
な
作
用
を
及
ぼ
し
え
た
」
の
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
は
「
現
実
に
対
す
る
独

特
な
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ
ン
チ
ズ
ム
」
が
存
在
し
た
、
と
い
う
の
が
橋
川
の
議
論
の
骨
子

で
あ
る
。

　

保
田
の
い
わ
ゆ
る
〈
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
の
日
本
〉
に
看
取
さ
れ
る
、こ
う
し
た
「
感

性
的
郷
土
」
と
「
反0

政
治
的
」
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
わ
り
は
、
大
久
保
典
夫
４

に
よ
っ
て
再
度
問
題
化
さ
れ
た
。「
故
郷
に
ま
つ
わ
る
土
着
の
く
ら
し
と
不
可
分
離
」

な
思
想
と
し
て
保
田
の
日
本
主
義
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
大
久
保
は
、
橋
川
の
「
感

性
的
郷
土
」
と
い
う
分
析
を
批
判
し
た
。
し
か
し
、
大
久
保
の
意
図
も
、「
土
着
」

性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
田
を
当
時
の
日
本
の
政
治
体
制
に
浸
透
し
て
い

た
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
分
離
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
既
存
の
政
治

運
動
と
の
乖
離
を
強
調
す
る
橋
川
と
全
面
的
に
対
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
藤
田
、
橋
川
の
提
起
を
受
け
て
、
一
九
六
〇
年
代
に
活
況
を
呈
し

た
「
日
本
浪
曼
派
」
研
究
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
を
前
に
ケ
ヴ
ィ
ン
・
マ
イ
ケ
ル
・
ド
ー

ク
『
日
本
浪
曼
派
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
５
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
契
機
に
再

度
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
。
と
り
わ
け
保
田
の
テ
ク
ス
ト
に
示
さ
れ
る
イ
ロ
ニ
ー
の

内
実
に
つ
い
て
、『
日
本
浪
曼
派
』
同
人
、
さ
ら
に
そ
れ
以
外
の
詩
人
・
批
評
家
と

の
比
較
に
お
い
て
様
々
に
検
討
が
深
め
ら
れ
、
橋
川
の
議
論
に
も
、
い
く
つ
か
の
修

正
が
提
案
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ド
ー
ク
は
、
橋
川
の
「
日
本
浪
曼
派
」
理
解
が
、
他
の
同
人
た
ち
の
活
動
を
軽
視

し
て
専
ら
保
田
の
み
に
注
目
し
、
と
り
わ
け
そ
の
出
自
を
巡
る
伝
記
的
な
解
釈
に
過

度
な
比
重
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
同
じ
く
保
田
の
「
郷
土
」
を
巡
る
神

話
化
を
批
判
す
る
渡
辺
和
靖
６
も
、
初
期
保
田
の
思
想
形
成
を
同
時
代
の
思
想
史
的

動
向
の
中
に
批
判
的
に
再
定
位
し
よ
う
と
試
み
た
。

　

「
日
本
浪
曼
派
」
の
提
示
し
た
問
題
を
保
田
ひ
と
り
の
思
想
に
収
斂
さ
せ
る
こ
と

に
は
確
か
に
無
理
が
あ
り
、
そ
の
結
論
と
し
て
「
大
和
」
の
再
神
話
化
に
荷
担
す
る

こ
と
に
も
さ
し
た
る
意
義
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
、

『
日
本
浪
曼
派
』
誌
上
に
お
い
て
、「
郷
土
」
を
巡
る
言
説
が
大
き
な
テ
ー
マ
の
ひ

と
つ
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
、
否
み
難
い
事
実
で
あ
る
。
本
稿

は
、
そ
れ
ら
の
言
説
を
単
な
る
意
匠
と
し
て
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
は
じ
め
と
し
た
同
時
代
の
思
想
的
潮
流
と
も
深
く
関
わ
っ
た
複
数

の
「
郷
土
」
表
象
言
説
が
葛
藤
す
る
場
と
し
て
、『
日
本
浪
曼
派
』
の
全
体
を
捉
え

直
す
こ
と
を
試
み
た
い
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
保
田
の
伝
記
的
な
事
実
や
彼
の
「
郷

土
」
言
説
に
の
み
還
元
さ
れ
る
も
の
と
し
て
『
日
本
浪
曼
派
』
を
捉
え
る
こ
と
を
意

味
し
な
い
。
橋
川
の
評
価
に
修
正
を
提
案
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
論
者
に
お
い
て
す

ら
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
こ
の
雑
誌
は
、
日
本
の
文
化
的
な
伝
統
の

淵
源
に
夢
見
ら
れ
た
幻
想
の
「
大
和
」
で
は
な
い
、
別
の
「
郷
土
」
の
表
象
を
積
極

的
に
行
っ
た
と
思
え
る
一
時
期
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

２　

『
日
本
浪
曼
派
』
の
中
の
「
山
形
高
校
」

　

中
谷
孝
雄『
同
人　

青
空
・
日
本
浪
曼
派
』（
講
談
社　

一
九
七
〇
・
四
）に
よ
れ
ば
、

中
谷
の
妻
平
林
英
子
が
雑
誌
『
現
実
』
の
同
人
会
議
に
出
席
し
、
同
雑
誌
の
同
人
で

あ
っ
た
亀
井
勝
一
郎
と
保
田
與
重
郎
と
を
中
谷
に
紹
介
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

『
日
本
浪
曼
派
』
刊
行
の
相
談
は
は
じ
ま
っ
た
。

　

太
宰
治
、
檀
一
雄
ら
が
い
た
『
青
い
花
』
と
の
合
流
を
経
て
、
同
人
の
拡
大
路
線

に
転
じ
、
終
刊
時
ま
で
の
同
人
五
十
六
名
、
寄
稿
・
関
係
者
ま
で
含
め
る
と
六
十
八

名
を
も
数
え
る
７
と
言
わ
れ
る
『
日
本
浪
曼
派
』
グ
ル
ー
プ
は
、
当
初
は
少
人
数
に

よ
る
運
営
を
志
向
し
て
出
発
し
て
い
た
。
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新
し
い
雑
誌
の
計
画
は
、
私
達
の
間
で
か
な
り
速
か
に
進
め
ら
れ
た
や
う
だ
。

や
が
て
亀
井
も
そ
れ
に
加
は
り
、
三
人
で
同
人
を
選
ぶ
こ
と
に
な
つ
た
。
し
か

し
そ
の
時
の
話
で
は
、
同
人
は
な
る
べ
く
少
人
数
に
し
よ
う
と
い
ふ
こ
と
で
、

各
自
が
ひ
と
り
づ
つ
友
人
を
連
れ
て
く
る
こ
と
に
し
た
。
私
は
「
世
紀
」
の
同

人
の
な
か
で
最
年
少
の
緒
方
隆
士
の
将
来
を
大
い
に
期
待
し
て
ゐ
た
の
で
、
彼

を
誘
ふ
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
保
田
は
「
コ
ギ
ト
」
の
同
人
で
評
論
家
の
中
島

栄
次
郎
を
、
ま
た
亀
井
は
彼
の
山
形
高
校
時
代
か
ら
の
友
人
で
詩
人
の
神
保
光

太
郎
を
連
れ
て
く
る
こ
と
に
な
つ
た
。（
中
谷
孝
雄
『
同
人　

青
空
・
日
本
浪

曼
派
』）

　

こ
の
中
谷
の
回
想
に
つ
い
て
、
第
一
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
日
本
浪
曼
派
』
の

出
発
に
際
し
て
最
も
大
き
な
母
体
と
な
っ
た
雑
誌
と
し
て
、
通
説
の
『
コ
ギ
ト
』
の

み
を
中
谷
が
重
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

雑
誌
『
コ
ギ
ト
』
は
、
保
田
が
旧
制
大
阪
高
等
学
校
時
代
の
級
友
を
軸
に
創
刊
し

た
同
人
雑
誌
で
、『
日
本
浪
曼
派
』
と
も
並
行
し
て
刊
行
が
続
け
ら
れ
た
。『
日
本
浪

曼
派
』
を
一
躍
著
名
に
し
た
「『
日
本
浪
曼
派
』
広
告
」（『
コ
ギ
ト
』　

一
九
三
四
・

一
一
）
が
同
誌
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
保
田
を
は
じ
め
と
し
て
多
数
の
有
力

寄
稿
者
の
重
な
り
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、「
そ
も
そ
も
日
本
浪
曼
派
の
母
体
と

な
っ
た
の
は
、『
コ
ギ
ト
』
で
あ
る
こ
と
に
異
論
を
挟
む
者
は
あ
る
ま
い
」８
と
ま
で

言
う
同
人
の
回
想
も
あ
る
。
し
か
し
、
創
刊
時
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
中
谷
に
よ
れ

ば
、
保
田
亀
井
の
両
名
を
中
谷
に
結
ん
だ
雑
誌
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
あ
く

ま
で
『
現
実
』
で
あ
り
、『
コ
ギ
ト
』
は
『
世
紀
』
と
同
格
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。

　

雑
誌
『
現
実
』
に
は
、
亀
井
、
保
田
の
他
、
本
庄
陸
男
、
田
辺
耕
一
郎
、
神
保
光

太
郎
ら
が
参
加
し
て
い
た
が
、
二
年
間
の
投
獄
の
果
て
の
転
向
を
経
験
し
た
亀
井
だ

け
で
な
く
、
田
辺
耕
一
郎
に
は
ナ
ッ
プ
の
雑
誌
『
戦
旗
』
の
編
集
に
関
わ
っ
た
経
験

が
あ
り
、
ま
た
神
保
光
太
郎
も
築
地
小
劇
場
を
介
し
て
社
会
主
義
運
動
に
近
づ
い
た

一
時
期
が
あ
っ
た
。
保
田
が
高
等
学
校
在
学
時
代
に
ソ
ビ
エ
ト
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

短
歌
を
書
い
て
い
た
こ
と
は
、
磯
田
光
一
の
紹
介
９
以
降
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
も
ち
ろ
ん
、プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
弾
圧
と
非
合
法
化
を
経
て
、『
現
実
』

創
刊
の
一
九
三
三
年
ま
で
に
は
彼
ら
の
マ
ル
ク
ス
主
義
体
験
は
そ
れ
ぞ
れ
の
終
わ
り

を
迎
え
て
い
た
。

　

『
現
実
』
の
同
人
に
つ
い
て
、
亀
井
は
、「
単
に
文
学
好
き
だ
け
の
集
り
で
は
な
」

く
、「
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
す
べ
て
左
翼
に
関
心
を
持
ち
、
動
揺
不
安
の
気
持
ち
を

抱
い
て
ゐ
た
」
者
た
ち
が
、「
左
翼
の
退
潮
と
戦
争
へ
の
第
一
歩
と
、
あ
は
せ
て
政

界
の
堕
落
や
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
発
生
等
に
よ
つ
て
か
も
し
出
さ
れ
た
時
代
の
危
機
感
、

そ
の
不
安
か
ら
何
か
寄
り
ど
こ
ろ
を
求
め
て
集
ま
つ
た
」
も
の
だ
っ
た
と
回
想
し
て

い
る
⓾
。
す
な
わ
ち
亀
井
は
、
特
定
の
文
学
的
エ
コ
ー
ル
の
拠
り
所
と
し
て
で
は
な

く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
の
離
脱
を
経
験
し
た
青
年
た
ち
が
今
後
の
方
向
性
を
模
索

す
る
、よ
り
雑
多
な
場
と
し
て
『
現
実
』
と
い
う
雑
誌
を
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

中
谷
の
回
想
が
『
コ
ギ
ト
』
を
特
別
視
し
な
い
の
も
、
彼
が
そ
こ
に
参
加
し
て
い
な

か
っ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、そ
う
し
た
雑
多
な
寄
り
合
い
の
先
に
『
日
本
浪
曼
派
』

と
い
う
雑
誌
の
出
発
が
あ
っ
た
と
い
う
彼
の
認
識
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
中
谷
の
回
想
か
ら
と
り
だ
し
て
お
き
た
い
よ
り
重
要
な

問
題
は
、
そ
う
し
た
背
景
の
中
に
、「
山
形
高
校
」
の
名
前
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

　

政
治
的
な
指
針
を
見
失
っ
た
青
年
文
学
者
た
ち
が
、
し
か
し
経
済
的
に
も
社
会
的

に
も
恵
ま
れ
た
背
景
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
は
早
く
か
ら
言
及
が
あ
っ
た
。
板
垣
直

子
は
、
そ
の
こ
と
を
、「
彼
等
自
身
の
考
へ
る
新
時
代
の
建
設
と
到
来
を
助
け
る
こ

と
の
確
信
」
が
「
彼
等
の
大
部
分
が
経
済
的
に
恵
ま
れ
た
生
ひ
立
ち
と
生
活
と
を
も

つ
て
ゐ
る
こ
と
に
助
け
ら
れ
て
ゐ
る
」
⓫
と
指
摘
し
て
お
り
、「
日
本
浪
曼
派
」
が

帯
び
た
「
専
ら
青
春
の
歌
の
高
き
調
べ
以
外
を
拒
み
。
昨
日
の
習
俗
を
案
ぜ
ず
、
明

日
の
真
諦
を
め
ざ
し
て
滞
ら
ぬ
」（「『
日
本
浪
曼
派
』
広
告
」　

前
掲
）
と
い
う
高
踏
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的
な
詩
精
神
が
、
先
述
の
政
治
的
運
動
か
ら
の
退
避
と
同
時
に
、
当
時
の
高
等
教
育

に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
知
識
的
基
盤
の
上
に
醸
成
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
は
、
半
ば
通

説
と
も
な
っ
て
い
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
出
身
旧
制
高
校
の
名
前
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
あ

る
程
度
の
必
然
性
も
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
山
形
高
校
時

代
か
ら
の
友
人
」
と
言
わ
れ
た
神
保
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
『
現
実
』
の
同
人
で
も

あ
り
、
ま
た
『
コ
ギ
ト
』
の
有
力
な
寄
稿
者
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、こ
れ
は
単
な
る
呼
び
方
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
亀
井
と
神
保
と
を
「
山
形
高
校
時
代
か
ら
の
友
人
」

と
い
う
言
葉
で
中
谷
が
振
り
返
り
た
く
な
る
よ
う
な
事
情
が
、『
日
本
浪
曼
派
』
誌

上
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　

こ
の
回
想
記
の
別
の
箇
所
に
お
い
て
中
谷
は
、「
保
田
君
の
饒
舌
な
の
に
比
べ
、

亀
井
君
は
余
り
し
や
べ
ら
な
い
」
と
い
う
対
比
的
な
人
物
観
察
の
一
端
と
し
て
、
亀

井
と
神
保
と
が
東
北
方
言
を
用
い
た
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
⓬
。
山
形
市
生
ま
れ
の

神
保
は
と
も
か
く
、
北
海
道
函
館
に
生
ま
れ
旧
制
山
形
高
校
卒
業
後
は
東
京
に
進
ん

だ
亀
井
が
ど
れ
ほ
ど
東
北
方
言
話
者
で
あ
っ
た
か
疑
わ
し
い
が
、
中
谷
の
認
識
に
お

い
て
は
、
亀
井
と
神
保
と
は
東
北
＝
山
形
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
強
く
印
象
づ
け
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
に
も
傍
証
さ
れ
る
。

　

『
日
本
浪
曼
派
』
第
三
巻
第
一
号
（
一
九
三
七
・
一
）
の
目
次
を
参
看
し
よ
う
。

萬
葉
を
継
ぐ
も
の　

真
壁
仁
／
方
法
論
（
四
）　

芳
賀
檀
／
か
が
や
く
藤
壺
の

こ
ろ
の
歌　

保
田
與
重
郎
／
故
郷
落
想　

阪
本
越
郎
／
「
魔
園
」
の
魅
力　

澤

西
健
／
亜
寒
帯
の
詩
人　

郡
山
弘
史
／
保
田
與
重
郎　

中
河
与
一
／
こ
の
人　

伊
藤
佐
喜
雄
／
大
和
に
つ
い
て　

高
橋
幸
雄
／
友
情　

神
保
光
太
郎
／
感
想　

伊
東
静
雄
／
東
洋
の
希
臘
人　

亀
井
勝
一
郎
／
保
田
與
重
郎　

芳
賀
檀
／
夜
の

歌　

中
谷
孝
雄
／
夜
の
歌　

保
田
與
重
郎
／
悪
夢　

檀
一
雄
／
白
鳥
は
死
ぬ
か

も
知
れ
ぬ　

阪
本
越
郎
／
輪
燈
（
四
）　

斎
藤
信
／
奴
婢　

北
村
謙
次
郎
／
花

宴　

伊
藤
佐
喜
雄

　

こ
の
号
が
発
行
さ
れ
る
直
前
に
は
、
保
田
の
『
英
雄
と
詩
人
』（
人
文
書
院　

一

九
三
六
・
一
一
）『
日
本
の
橋
』（
芝
書
店　

一
九
三
六
・
一
一
）
の
刊
行
が
あ
り
、

保
田
に
関
す
る
評
が
多
数
目
に
つ
く
。
そ
れ
ら
は
一
様
に
「
こ
の
国
の
真
詩
に
確
乎

と
地
盤
を
与
え
る
」（
伊
東
静
雄
「
感
想
」）、「
我
々
の
芸
術
の
伝
統
」「
血
統
」（
中

河
与
一
「
保
田
與
重
郎
」）
な
ど
、
保
田
の
日
本
主
義
者
と
し
て
の
側
面
を
絶
賛
し

て
お
り
、
一
躍
時
の
人
と
な
っ
て
同
人
間
に
も
強
い
影
響
力
を
持
っ
た
当
時
の
保
田

の
立
場
を
そ
こ
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、

高
橋
幸
雄
「
大
和
に
つ
い
て
」
は
、
保
田
の
故
郷
大
和
に
対
す
る
態
度
を
「
廃
墟
的

憧
憬
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
に
見
た
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
の
「
郷
土
」
意

識
＝
日
本
主
義
と
い
う
保
田
に
関
す
る
理
解
が
、
刊
行
当
時
の
同
人
間
に
も
既
に
共

有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
雑
誌
の
巻
頭
を
飾
っ
て
い
る
の
は
、「
村
夫
子
然
た
る
モ
ン

ペ
姿
」
の
地
方
歌
人
、「
ぼ
く
ら
の
父
祖
」
で
あ
り
「
野
良
に
於
け
る
親
し
い
仲
間
」

で
も
あ
る
結
城
哀
草
果
に
つ
い
て
の
真
壁
仁
の
論
文
だ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

哀
草
果
と
真
壁
と
は
と
も
に
、
山
形
に
育
ち
、
山
形
に
住
み
続
け
た
文
学
者
で
あ
る
。

　

彼
ら
二
人
以
外
に
も
、
山
形
ゆ
か
り
の
人
物
が
同
号
の
誌
面
に
登
場
し
て
い
る
。

「
故
郷
落
想
」
を
書
い
た
阪
本
越
郎
も
、
山
形
高
校
で
亀
井
の
同
級
生
と
し
て
学
ん

だ
ド
イ
ツ
文
学
研
究
者
で
あ
る
。
阪
本
は
福
井
県
の
生
ま
れ
で
、
東
京
に
あ
る
芝
中

学
校
の
出
身
だ
っ
た
が
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
彼
が
扱
っ
て
い
る
「
故
郷
」
と

は
、
実
は
山
形
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
誌
面
の
状
況
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
『
日
本
浪
曼
派
』
第
三

巻
第
一
号
に
お
い
て
、
保
田
へ
の
賞
賛
が
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
中
に
、
あ
た
か

も
そ
う
し
た
流
れ
を
せ
き
止
め
介
入
す
る
か
の
よ
う
に
、
山
形
と
い
う
土
地
に
関
係

の
あ
る
記
事
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

こ
こ
に
は
、
こ
の
号
を
含
む
一
定
の
期
間
、
雑
誌
の
編
集
を
取
り
仕
切
っ
た
亀
井
の
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明
確
な
意
図
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
見
た
、
中
谷
の
「
山
形
高
校
時
代
か
ら

の
友
人
」
と
い
う
印
象
も
、
保
田
が
主
導
し
た
、
大
和
と
い
う
「
感
性
的
郷
土
」
に

支
え
ら
れ
た
日
本
主
義
と
、
亀
井
が
主
導
し
た
、
山
形
と
い
う
「
郷
土
」
表
象
と
の

間
に
存
在
し
た
、
こ
の
よ
う
な
緊
張
関
係
の
記
憶
に
よ
っ
て
こ
そ
も
た
ら
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

３　

『
日
本
浪
曼
派
』
同
人
の
山
形
高
等
学
校
時
代

　

『
日
本
浪
曼
派
』
誌
上
に
お
け
る
山
形
表
象
言
説
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
そ

れ
ら
を
執
筆
し
た
同
人
た
ち
の
関
係
に
つ
い
て
、
時
を
遡
っ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

私
が
山
形
高
校
に
入
つ
た
と
き
、
上
級
に
阿
部
六
郎
が
ゐ
て
、
学
校
の
雑
誌
に

詩
を
発
表
し
て
ゐ
た
。
同
級
に
は
阪
本
越
郎
が
を
り
、
私
た
ち
が
二
年
に
な
つ

た
と
き
、
神
保
光
太
郎
が
入
学
し
て
き
た
。
阪
本
は
こ
の
こ
ろ
か
ら
詩
を
つ
く

り
、
神
保
光
太
郎
は
ま
づ
弁
論
部
に
入
つ
て
、
山
形
弁
で
「
お
ゝ
太
陽
よ
」
と

い
つ
た
ふ
う
な
演
説
を
し
て
ゐ
た
。
阪
本
等
と
同
人
雑
誌
を
出
し
た
の
も
こ
の

頃
で
あ
る
。「
橇
音
」
と
い
ふ
雑
誌
で
、
た
し
か
二
号
で
つ
ぶ
れ
た
が
、
私
は

生
れ
て
は
じ
め
て
小
説
を
一
篇
と
戯
曲
を
一
篇
書
い
た
わ
け
で
、
こ
れ
が
私
の

も
の
の
書
き
は
じ
め
で
あ
る
。（
亀
井
勝
一
郎『
現
代
史
の
な
か
の
ひ
と
り
』⓭
）

　

山
形
高
校
出
身
の
亀
井
、
神
保
、
阪
本
の
三
人
が
、
後
に
京
都
帝
国
大
学
教
授
と

な
っ
た
高
山
岩
男
ら
と
と
も
に
同
人
誌
『
橇
音
』
を
出
し
て
い
た
こ
と
と
は
、
当
人

た
ち
の
回
想
な
ど
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
雑
誌
は
散
逸
し
、
そ
の
内
容
を
現

在
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
彼
ら
が
共
通
し
て
発
行
に
関
わ
っ
た
山
形

高
等
学
校
『
校
友
会
雑
誌
』
誌
面
に
、
当
時
の
様
子
を
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

創
立
勅
令
が
一
九
二
〇
年
四
月
一
九
日
に
公
布
さ
れ
、
同
年
十
月
五
日
に
開
校
式

を
迎
え
た
旧
制
山
形
高
等
学
校
は
、
一
九
一
八
年
ま
で
に
開
校
さ
れ
た
一
高
か
ら
八

高
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
ナ
ン
バ
ー
ス
ク
ー
ル
、
そ
し
て
一
九
一
九
年
に
開
校
さ
れ
た
新

潟
、
松
本
、
山
口
、
松
山
の
各
高
等
学
校
に
次
ぐ
も
の
と
し
て
、
水
戸
、
佐
賀
と
同

年
に
設
置
さ
れ
た
高
等
学
校
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
東
北
地
方
に
は
、
第

二
高
等
学
校
の
他
に
は
山
形
高
校
し
か
存
在
せ
ず
、
提
灯
行
列
で
招
致
を
祝
っ
た
と

い
う
地
域
の
人
々
は
も
と
よ
り
在
学
生
た
ち
も
そ
れ
を
大
い
に
誇
り
に
し
て
い
た
。

　

開
校
に
伴
い
、
山
形
高
等
学
校
校
友
会
は
『
校
友
会
雑
誌
』
第
一
号
を
一
九
二
一

年
三
月
に
発
行
し
た
。
そ
の
「
編
集
後
記
」
に
は
「
自
分
達
は
わ
が
校
友
会
雑
誌
を

し
て
少
く
も
高
等
学
校
の
そ
れ
と
し
て
あ
ま
り
恥
し
く
な
い
も
の
で
あ
ら
し
め
た

い
」「
然
し
紙
数
に
制
限
も
あ
り
、
雑
誌
の
品
位
と
い
う
ふ
も
の
も
あ
る
か
ら
、
充

分
自
信
の
あ
る
、
精
選
し
た
物
を
出
し
て
い
た
ゞ
き
た
い
。
何
で
も
の
せ
る
訳
に
は

行
か
な
い
か
ら
。
そ
れ
か
ら
何
等
の
意
味
も
背
景
も
な
い
、
安
価
な
、
ふ
や
け
切
つ

た
肉
感
描
写
な
ど
は
、
こ
の
雑
誌
で
は
排
斥
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
」

と
、
い
さ
さ
か
勢
い
込
ん
だ
方
針
が
披
露
さ
れ
、
ま
た
第
七
号
（
一
九
二
三
・
一
二
）

の
「
編
集
後
記
」
に
は
、「
東
北
西
方
に
咲
く
唯
一
の
文
化
、
而
も
そ
の
存
続
が
永

久
で
あ
る
べ
き
此
の
山
高
校
友
会
雑
誌
」
と
、
東
北
地
方
に
お
け
る
文
化
的
な
存
在

感
へ
の
自
負
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

亀
井
と
阪
本
が
入
学
し
た
の
は
一
九
二
三
年
、
神
保
が
入
学
し
た
の
は
一
九
二
四

年
で
あ
っ
た
が
、『
校
友
会
雑
誌
』
巻
末
の
部
報
に
よ
れ
ば
、
亀
井
は
会
誌
部
⓮
、

阪
本
と
神
保
は
弁
論
部
に
所
属
し
た
。
亀
井
は
弁
論
部
主
催
の
例
会
の
常
連
弁
士
で

あ
っ
た
⓯
ら
し
く
、
三
名
は
こ
れ
ら
の
部
活
動
に
お
い
て
も
濃
厚
な
交
流
を
持
っ
た

よ
う
だ
。

　

そ
う
し
た
活
動
の
成
果
は
、『
校
友
会
雑
誌
』
上
に
も
示
さ
れ
た
。
第
七
号
（
一

九
二
三
・
一
二
）
に
は
阪
本
が
「
若
人
の
秋
」
と
題
し
た
短
歌
群
を
、
第
八
号
（
一

九
二
四
・
六
）
に
は
亀
井
が
戯
曲
「
独
唱
」
を
、
第
一
〇
号
（
一
九
二
五
・
六
）
に

は
阪
本
が
「
さ
み
し
き
菫
」
と
題
し
た
詩
群
四
編
を
、
亀
井
が
戯
曲
「
診
察
」
を
、

第
一
一
号（
一
九
二
五
・
一
一
）に
は
亀
井
が
戯
曲「
進
行
の
一
例
」を
、
阪
本
は「
春

か
な
し
く
」
と
題
し
た
短
歌
群
及
び
小
説
「
耳
」
を
、
そ
し
て
第
一
三
号
（
一
九
二
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七
・
一
）
に
は
神
保
が
「
反
逆
の
血
」
と
題
し
た
短
歌
群
を
そ
れ
ぞ
れ
発
表
し
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
作
品
の
水
準
は
、
各
々
の
習
作
の
域
を
出
て
い
る
と
は
言

い
難
い
。
一
九
二
三
年
全
寮
寮
歌
と
し
て
現
在
も
歌
い
継
が
れ
る
「
あ
あ
乾
坤
」
の

作
詞
者
で
も
あ
る
阪
本
の
作
品
は
青
年
ら
し
い
感
傷
癖
を
隠
そ
う
と
は
せ
ず
、
亀
井

の
戯
曲
は
い
ず
れ
も
過
度
に
観
念
的
な
科
白
劇
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
⓰
に
な
っ
て

い
る
。
わ
ず
か
に
、
後
の
政
治
運
動
へ
の
接
近
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
革
命
運
動
へ
の

憧
れ
と
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
と
を
看
取
し
う
る
神
保
の
短
歌
⓱
に
留
意
す
れ
ば
足
り
よ
う
か
。

　

た
だ
し
、『
校
友
会
雑
誌
』
の
編
集
を
担
当
し
た
亀
井
が
、
こ
の
雑
誌
の
性
格
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
第

一
〇
号
の
「
編
集
後
記
」
に
お
い
て
「
こ
の
雑
誌
に
の
せ
る
に
は
何
か
し
ら
、
非

常
に
技
巧
的
に
す
ぐ
れ
た
大
作
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
思
ふ
方
も
あ
り
ま
せ

う
が
、
今
ま
で
は
と
も
か
く
、
こ
れ
か
ら
は
む
し
ろ
通
俗
的
な
も
の
が
載
つ
て
も

い
ゝ
」、「
そ
う
深
刻
に
考
へ
て
、
年
中
深
刻
に
な
つ
て
、
そ
こ
か
ら
の
み
良
い
作
品

が
生
れ
て
く
る
わ
け
で
も
な
く
、
況
や
芸
術
至
上
主
義
な
ど
は
一
切
御
免
蒙
つ
て
、

万
事
直
接
の
人
生
か
ら
端
的
に
率
直
に
何
も
の
か
が
生
れ
て
く
る
な
ら
」
と
、
従
来

の
同
誌
に
見
ら
れ
た
衒
学
趣
味
や
誇
張
癖
を
批
判
し
た
亀
井
は
、
第
一
一
号
「
編
集

後
記
」
に
お
い
て
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

雑
誌
は
創
刊
以
来
既
に
拾
号
、
第
三
者
の
立
場
か
ら
是
を
冷
酷
に
批
判
す
れ

ば
、
こ
ゝ
に
見
ら
る
ゝ
も
の
過
去
の
自
然
主
義
的
乃
至
淡
い
ロ
ー
マ
ン
テ
イ
ク

な
作
品
の
反
映
に
外
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
文
壇
が
あ
る
時
代
あ
る
型
に
陶
酔
し
き

つ
て
し
ま
う
如
く
、
こ
ゝ
に
も
亦
か
や
う
な
伝
統
的
本
流
を
見
る
と
言
ふ
の
で

あ
る
。
従
つ
て
一
の
飛
躍
な
く
一
の
創
造
な
く
、
然
か
も
読
者
僅
少
。
若
し
微

温
的
な
純
文
芸
雑
誌
に
終
ら
ん
と
す
る
な
ら
ば
雑
誌
部
は
あ
つ
て
も
な
く
て
も

差
支
へ
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
是
は
稍
々
悲
観
的
な
立
場
か
も
し
れ
ぬ
。
所
が

委
員
の
側
か
ら
言
へ
ば
否
一
般
の
立
場
と
し
て
考
へ
て
も
、
決
し
て
絶
望
は
し

て
ゐ
な
い
。
か
ゝ
る
傾
向
を
打
破
し
て
真
の
科
学
と
新
鮮
な
芸
術
を
開
展
せ
し

む
る
こ
と
は
特
に
大
き
な
希
望
で
あ
り
同
時
に
実
行
の
過
程
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。（
亀
井
勝
一
郎
「
編
集
後
記
」）

　

能
動
的
な
意
志
を
超
越
し
た
自
然
と
の
接
触
に
お
い
て
生
じ
る
感
傷
的
な
悲
哀
に

主
眼
を
置
く
自
然
主
義
的
な
態
度
、
い
ま
こ
こ
に
あ
る
現
実
を
否
定
し
て
想
像
的
な

世
界
に
逃
避
し
よ
う
と
す
る
ロ
マ
ン
主
義
的
な
態
度
の
双
方
へ
の
「
陶
酔
」
を
批
判

し
、「
真
の
科
学
と
新
鮮
な
芸
術
」
の
「
実
行
の
過
程
」
を
求
め
る
若
き
亀
井
の
主

張
に
は
、
後
の
『
日
本
浪
曼
派
』
創
刊
期
に
お
け
る
彼
の
思
想
へ
の
確
か
な
連
続
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
九
三
四
年
三
月
、
神
保
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
亀
井
は
保
田
の
評
論
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

保
田
君
の
評
論
に
心
ひ
か
れ
る
の
も
あ
の
人
が
革
命
前
期
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ー
ク

の
精
神
を
最
も
率
直
に
う
つ
し
出
し
て
ゐ
る
か
ら
で
す
、
あ
そ
こ
に
あ
る
高
揚

し
て
行
く
精
神
は
、
も
つ
と
も
下
降
の
ど
ん
底
に
あ
る
も
の
を
さ
へ
包
括
し
て

行
く
ほ
ど
現
実
的
な
精
神
だ
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
、
プ
ロ
文
学
の
術
語
を
ひ
と
つ

も
使
は
ず
に
、
あ
れ
ほ
ど
真
の
プ
ロ
文
学
に
近
い
精
神
を
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
も

の
は
な
い
よ
う
で
す
（
神
保
光
太
郎
宛
亀
井
勝
一
郎
書
簡　

一
九
三
四
・
三
・

二
九
）

　　

こ
の
亀
井
の
評
価
は
、
若
干
意
味
の
取
り
づ
ら
い
、
文
脈
依
存
度
の
高
い
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
よ
り
以
前
の
部
分
に
「
空
々
し
く
も
プ
ロ
文
学
の
機
械

論
を
ふ
り
ま
わ
し
て
ゐ
る
の
を
み
る
と
、
真
実
腹
が
立
つ
て
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
」

「
あ
け
て
も
く
れ
て
も
文
学
文
学
と
さ
わ
い
で
ゐ
る
プ
ロ
文
学
者
ほ
ど
今
日
あ
は
れ

な
も
の
は
な
い
」
と
い
う
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者
た
ち
の
理
論
的
な
教
条
主
義
に

対
す
る
非
難
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
「
現
実
的
な

精
神
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
中
に
、
先
の
「
編
集
後
記
」
に
も
見
ら
れ
た
、
感
傷
や
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逃
避
を
廃
し
た
「
実
行
」
へ
の
指
向
性
が
息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
よ
う
。

　

亀
井
に
と
っ
て
、
保
田
へ
の
接
近
、
そ
し
て
「
日
本
浪
曼
派
」
の
結
成
は
、
現
実

か
ら
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
遊
離
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
全
く
逆
に
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
運
動
理
論
の
空
疎
な
教
条
性
に
対
す
る
批
判
に
お
い
て
こ
そ
、
亀
井
は

保
田
へ
と
接
近
し
、
神
保
を
「
日
本
浪
曼
派
」
へ
と
誘
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し

た
亀
井
の
志
向
に
、
山
形
高
等
学
校
時
代
の
活
動
か
ら
の
連
続
性
が
存
在
す
る
こ
と

は
い
ま
確
認
し
た
と
お
り
だ
が
、
ま
さ
し
く
同
じ
そ
の
志
向
性
に
よ
っ
て
、
保
田
と

の
明
確
な
対
立
を
意
図
し
た
後
期
『
日
本
浪
曼
派
』
誌
上
に
お
け
る
山
形
表
象
は
作

り
上
げ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

４�　

後
期
『
日
本
浪
曼
派
』
誌
上
に
お
け
る
山
形
表
象
と
い
う
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

「
日
本
浪
曼
派
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
に
対
し
て
後
年
極
め
て

消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
真
壁
仁
が
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
雑
誌
に
参
加
し

た
の
か
、
そ
の
経
緯
は
現
在
に
至
っ
て
も
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
、
山
形
市
立
第
三
小
学
校
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ
り
、
共
に
『
至
上

律
』（
第
一
次
）
の
同
人
で
も
あ
っ
た
神
保
が
真
壁
を
勧
誘
し
た
と
考
え
る
こ
と
が

自
然
で
あ
ろ
う
。
真
壁
の
年
譜
に
は
、
一
九
三
二
年
八
月
に
「
神
保
光
太
郎
か
ら
新

し
い
雑
誌
に
加
わ
る
よ
う
誘
い
を
う
け
る
。
し
か
し
、
同
人
費
の
負
担
を
考
え
て
断

わ
り
の
返
事
を
書
く
」
と
の
記
述
⓲
も
あ
り
、
神
保
は
、
自
ら
の
参
加
す
る
雑
誌
の

同
人
に
真
壁
を
加
え
る
と
い
う
構
想
を
、
継
続
的
に
持
ち
続
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
と

も
推
測
さ
れ
る
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
山
形
に
題
材
を
と
っ
た
詩
や
評
論
を
集
中
的
に
『
日
本
浪

曼
派
』
に
発
表
す
る
よ
う
真
壁
を
誘
っ
た
の
が
、
誌
面
の
編
集
に
深
く
関
わ
っ
て
い

た
亀
井
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
そ
の
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

『
日
本
浪
曼
派
』
第
二
巻
第
八
号
（
一
九
三
六
・
一
〇
）
の
「
後
記
」
に
、「
な

ほ
今
月
か
ら
編
集
の
仕
事
を
亀
井
が
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
雑
誌
に
関
す
る
用
件
は

一
切
亀
井
方
へ
お
願
ひ
す
る
。こ
れ
ま
で
と
も
す
れ
ば
渋
滞
勝
ち
で
あ
つ
た
事
務
も
、

こ
れ
か
ら
は
よ
く
ゆ
く
こ
と
に
な
る
だ
ら
う
と
思
ふ
」
と
い
う
中
谷
に
よ
る
告
知
が

出
て
以
降
、
一
九
三
七
年
九
月
の
脱
退
に
至
る
ま
で
の
期
間
、
亀
井
は
誌
面
編
集
の

主
た
る
担
当
者
と
な
っ
た
。そ
の
間
、さ
ま
ざ
ま
に
意
図
を
凝
ら
し
て
編
集
に
あ
た
っ

た
⓳
亀
井
は
、
真
壁
に
何
度
も
出
稿
の
依
頼
を
行
っ
て
お
り
、
真
壁
も
そ
れ
に
応
え

て
第
二
巻
第
九
号
（
一
九
三
六
・
一
一
）、
第
二
巻
第
十
号
（
一
九
三
六
・
一
二
）、

第
三
巻
第
一
号
（
一
九
三
七
・
一
）、
第
三
巻
第
二
号
（
一
九
三
七
・
三
）、
第
三
巻

第
三
号
（
一
九
三
七
・
四
）、
第
三
巻
第
六
号
（
一
九
三
七
・
八
）
に
作
品
を
発
表

し
た
。
こ
れ
以
前
に
も
真
壁
は
『
日
本
浪
曼
派
』
誌
上
に
四
度
登
場
し
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
は
全
て
詩
作
の
投
稿
で
あ
り
、
亀
井
の
編
集
担
当
後
は
、
批
評
も
寄
稿
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
「
萬
葉
を
継
ぐ
も
の
」
が
第
三
巻
第
一
号
（
一
九

三
七
・
一
）
の
巻
頭
を
飾
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
一
九
三
七
年
一
月
一
五
日
付

の
葉
書
で
は
、「
た
と
へ
ば
万
葉
の
憶
良
論
な
ど
い
か
ゞ
で
す
か
、
あ
る
ひ
は
東
北

農
村
の
実
生
活
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
で
も
結
構
で
す
」
と
、
亀
井
は
真
壁
に
宛
て
て

テ
ー
マ
に
関
す
る
直
接
的
な
示
唆
ま
で
与
え
て
お
り
、
ま
た
実
際
に
真
壁
は
そ
の
示

唆
を
受
け
容
れ
て
第
三
巻
第
二
号
に
評
論
「
山
上
憶
良
」
及
び
山
形
の
尾
花
沢
地
区

の
農
民
を
題
材
に
し
た
詩
「
霙
と
馬
」
を
掲
載
し
た
。
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
見
る
な

ら
ば
、
亀
井
の
編
集
戦
略
上
、
重
要
な
役
割
の
ひ
と
つ
を
担
っ
て
い
た
の
は
真
壁

だ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

亀
井
が
真
壁
に
何
を
期
待
し
た
の
か
は
、
一
九
三
六
年
七
月
三
日
付
の
書
簡
に
雄

弁
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

僕
は
、
現
在
の
日
本
ロ
マ
ン
派
が
必
ず
し
も
満
足
す
べ
き
状
態
に
あ
る
と
は
思

つ
て
ゐ
ま
せ
ん
。
気
品
と
繊
細
な
審
美
眼
と
は
発
達
し
て
ゐ
ま
す
。
し
か
し
土

ま
み
れ
に
な
つ
た
や
う
な
思
索
と
、
地
上
を
這
ひ
づ
り
ま
は
つ
て
苦
し
ん
で
ゐ

る
や
う
な
根
づ
よ
さ
は
欠
け
て
ゐ
る
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
を
み
た
す
も
の
は
、
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あ
な
た
や
神
保
や
僕
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
ま
す
。
同
人
の
間
で
も
、

緑
川
と
か
渡
辺
寛
と
か
中
谷
と
か
工
場
に
住
み
農
村
に
住
ん
だ
こ
と
の
あ
る
人

は
、
皆
さ
う
い
ふ
気
質
を
も
つ
て
ゐ
ま
す
し
、
あ
な
た
の
詩
を
支
持
す
る
の
も

こ
の
人
達
で
す
。
僕
ら
東
北
の
人
間
は
、
繊
細
な
人
工
に
お
い
て
欠
け
て
ゐ
ま

す
。
が
、
不
逞
の
思
索
力
と
粘
着
力
を
授
つ
て
ゐ
る
と
思
ひ
ま
す
の
で
、
そ
の

点
に
最
大
の
誇
り
と
自
信
と
とマ
マ

を
も
つ
て
進
ん
で
行
き
た
い
も
の
で
す
。（
真

壁
仁
宛
亀
井
勝
一
郎
書
簡　

一
九
三
六
・
七
・
三
）

　

こ
れ
は
、
多
数
の
餓
死
者
を
出
し
た
一
九
三
四
年
の
冷
害
を
極
点
と
す
る
東
北
大

飢
饉
の
記
憶
を
引
き
ず
る
東
北
の
農
村
を
舞
台
に
し
た
真
壁
の
詩「
浸
種
の
朝
」（『
日

本
浪
曼
派
』
第
二
巻
第
五
号　

一
九
三
六
・
六
）
を
賞
賛
し
、「
あ
な
た
の
農
村
の

随
筆
も
ほ
し
い
」
と
い
う
「
希
望
」
を
述
べ
た
後
に
続
く
部
分
で
あ
る
。「
土
ま
み

れ
に
な
つ
た
や
う
な
思
索
と
、
地
上
を
這
ひ
づ
り
ま
は
つ
て
苦
し
ん
で
ゐ
る
や
う
な

根
づ
よ
さ
」
を
加
え
る
こ
と
こ
そ
が
、『
日
本
浪
曼
派
』
に
山
形
の
表
象
を
呼
び
込

ん
だ
亀
井
の
意
図
で
あ
っ
た
。

　

で
は
な
ぜ
、「
気
品
と
繊
細
な
審
美
眼
」
に
拮
抗
し
得
る
そ
う
し
た
「
思
索
」
や
「
根

づ
よ
さ
」
を
、
山
形
を
表
象
す
る
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
誌
面
に
加
え
ら
れ
る
、
と
亀

井
は
考
え
た
の
か
。

　

大
久
保
典
夫
は
、「
保
田
と
亀
井
と
の
違
い
」
に
つ
い
て
、「
い
か
に
生
く
べ
き
か
」

を「「
文
学
」以
前
の
問
題
」と
し
て
無
視
す
る
保
田
の「
一
種
高
踏
的
な
文
学
主
義（
リ

テ
ラ
リ
ズ
ム
）」
に
対
し
て
、「
亀
井
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
呪
縛

か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
に
の
た
う
ち
廻
っ
て
い
た
」
⓴
と
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
の

亀
井
が
、
既
存
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者
た
ち
へ
の
強
い
批
判
意
識
を
持
っ
て
い
た

こ
と
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
り
、
亀
井
の
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
に
は
単
な
る
素
材
重

視
の
意
識
以
上
の
も
の
が
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
亀
井
は
、
地
方
を

題
材
に
し
た
平
田
小
六
「
囚
は
れ
た
大
地
」
を
論
じ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
が
更
に
大
き
な
興
味
を
よ
ぶ
の
は
、
一
地
方
部
落
の
全
貌

が
極
め
て
客
観
的
に
描
か
れ
て
ゐ
る
た
め
の
み
で
は
な
い
。
作
者
は
一
種
の
風

俗
史
を
横
に
織
り
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
を
客
観
視
で
き
な
い
能
動
的
心
理

を
、
縦
か
ら
織
り
ま
ぜ
て
行
つ
て
ゐ
る
。
そ
こ
が
こ
の
作
品
の
重
要
な
と
こ
ろ

で
あ
る
。（
亀
井
勝
一
郎
「
地
方
主
義
文
学
と
作
家
の
意
欲
」　

『
新
潮
』　

一

九
三
四
・
一
一
）

　

亀
井
に
と
っ
て
、
地
方
を
舞
台
に
す
る
作
品
の
最
も
重
要
な
点
は
、
素
材
と
し
て

の
地
方
の
「
客
観
的
」
全
貌
よ
り
も
、
そ
れ
を
「
客
観
視
で
き
な
い
能
動
的
心
理
」

の
側
に
あ
る
（
し
た
が
っ
て
、
山
形
を
描
く
の
は
、
他
の
地
方
に
生
ま
れ
、
育
っ
た

文
学
者
で
は
な
く
、「
あ
な
た
や
神
保
や
僕
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」）。『
校
友
会
雑

誌
』
の
「
編
集
後
記
」
に
表
明
し
て
い
た
「
実
行
」
へ
の
強
い
関
心
と
明
ら
か
に
連

動
す
る
こ
の
「
能
動
的
心
理
」
へ
の
要
求
こ
そ
が
、
こ
の
時
期
の
亀
井
が
拘
泥
し
た

「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
中
心
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
能

動
的
心
理
」
に
お
い
て
、
亀
井
は
保
田
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

そ
の
意
図
は
、「
我
々
の
友
情
は
つ
ね
に
憎
悪
を
ふ
く
ん
で
ゐ
た
」
と
書
き
出
さ

れ
る
亀
井
の「
東
洋
の
希
臘
人
」（『
日
本
浪
曼
派
』第
三
巻
第
一
号　

一
九
三
七
・
一
）

に
、
明
確
に
表
現
さ
れ
た
。「
日
本
最
古
の
都
」に「
生
を
享
け
」た
保
田
の
批
評
を
、

「
す
で
に
滅
ん
だ
王
朝
、
芸
文
の
最
も
美
事
に
花
さ
い
た
日
へ
の
思
慕
」
を
語
る
も

の
と
し
た
上
で
、
亀
井
は
、
自
身
が
「
立
派
な
寺
院
も
絵
画
も
彫
刻
も
お
よ
そ
美
の

血
統
と
名
づ
く
べ
く
何
も
の
も
な
い
北
方
の
荒
野
」
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
単
に
見
解
や
理
論
の
相
違
で
は
な
く
、
後
天
的
な
経
験
の
差
異
で
も
な
」
い
二
人

の
対
立
が
形
作
ら
れ
る
の
だ
と
述
べ
る
。

日
本
で
一
等
シ
ベ
リ
ア
に
近
い
僕
の
故
郷
は
、
あ
ら
ゆ
る
伝
統
の
美
を
蹂
躙

し
、
侵
略
し
て
ゆ
く
野
性
の
故
郷
か
も
し
れ
な
い
。
嘗
て
保
田
與
重
郎
に
僕
は

云
つ
た
。「
君
は
東
洋
の
希
臘
人
、
僕
は
東
洋
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
。」
と
。
こ
ゝ
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に
は
、
僕
の
伝
統
を
自
覚
し
た
一
つ
の
決
意
が
あ
つ
た
の
だ
。
そ
れ
を
表
現
す

る
明
確
な
言
葉
を
知
ら
な
い
。
が
、
何
か
熱
い
血
の
や
う
に
湧
い
て
く
る
感
情

は
、「
人
間
は
シ
ベ
リ
ア
で
で
も
生
き
て
行
け
る
」
と
い
ふ
一
語
に
こ
も
る
無

限
の
愛
で
あ
つ
た
。
吹
雪
に
耐
へ
、
氷
を
踏
ん
で
、
な
ほ
力
づ
よ
く
生
き
て
行

く
も
の
ゝ
内
心
に
ほ
と
ば
し
る
無
限
の
同
胞
愛
で
あ
つ
た
。
た
と
へ
美
の
伝
統

が
な
く
な
つ
て
も
、
人
類
は
こ
の
も
の
ゝ
た
め
に
立
派
に
生
き
て
行
く
、
僕
の

ひ
そ
か
に
確
信
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
亀
井
勝
一
郎
「
東
洋
の
希
臘
人
」）

　

真
壁
へ
の
書
簡
で
は
「
土
ま
み
れ
に
な
つ
た
や
う
な
思
索
と
、
地
上
を
這
ひ
づ
り

ま
は
つ
て
苦
し
ん
で
ゐ
る
や
う
な
根
づ
よ
さ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
は
、
こ
こ
で

は
「
内
心
に
ほ
と
ば
し
る
無
限
の
同
胞
愛
」
と
呼
び
変
え
ら
れ
て
い
る
が
、
審
美
の

対
象
で
あ
る
「
美
の
伝
統
」
か
ら
遠
く
切
り
離
さ
れ
た
「
野
性
の
故
郷
」
に
お
い
て

発
揮
さ
れ
る
能
動
性
が
そ
こ
に
は
通
底
し
て
い
る
。
保
田
の
示
す
廃
墟
の
美
学
の
受

動
性
を
批
判
し
得
る
も
の
と
し
て
『
日
本
浪
曼
派
』
誌
上
に
亀
井
が
呼
び
込
も
う
と

し
た
東
北
＝
山
形
の
表
象
と
は
、こ
う
し
た
「
野
性
の
故
郷
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
亀
井
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
保
田
の
反
撃
に
よ
っ
て
失
敗
に

終
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　

『
日
本
浪
曼
派
』
第
三
巻
第
六
号
（
一
九
三
七
・
八
）
に
お
け
る
座
談
会
「
浪
曼

派
の
将
来
」（
出
席
者
は
、
亀
井
、
保
田
の
ほ
か
に
、
神
保
、
中
谷
、
芳
賀
檀
）
に

お
い
て
、
亀
井
と
保
田
と
は
冒
頭
か
ら
激
し
い
議
論
を
戦
わ
せ
て
い
る
。
文
化
の
大

衆
化
か
ら
古
典
的
な
作
品
へ
の
接
し
方
、
さ
ら
に
は
同
時
代
の
世
界
政
治
体
制
へ
と

次
々
に
話
題
は
う
つ
ろ
う
が
、
そ
の
対
立
は
一
貫
し
て
対
象
に
対
す
る
認
識
の
方
法

と
い
う
点
に
関
わ
っ
て
生
じ
て
い
る
。「
対
象
の
方
を
ま
づ
尊
敬
し
て
」「
総
合
と
い

つ
た
こ
と
を
急
が
な
い
」
と
い
う
没
主
体
的
な
立
場
を
強
調
す
る
保
田
に
対
し
て
、

亀
井
は
、「
僕
ら
は
、
一
つ
の
思
想
な
ら
思
想
を
以
て
大
衆
と
い
ふ
も
の
を
見
る
の

で
、
あ
る
が
儘
に
大
衆
に
接
す
る
と
い
ふ
の
は
、
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
ら
う
」
と
、
認
識

す
る
側
の
観
念
の
介
入
、
能
動
性
を
主
張
し
続
け
る
。「
歴
史
は
運
動
法
則
を
持
っ

て
い
る
」
の
に
対
し
「
文
学
史
に
は
発
展
法
則
は
な
い
、
連
鎖
し
た
運
動
法
則
も
な

い
」
と
文
学
作
品
の
個
別
性
を
強
調
し
、「
文
学
は
粒
で
す
よ
。
偉
大
な
尊
い
」
と

大
見
得
を
切
っ
て
み
せ
る
保
田
に
対
し
、「
大
衆
と
い
ふ
」「
組
織
」
を
「
自
分
の
観

念
の
中
で
作
る
」
際
に
生
じ
る
「
理
想
社
会
」
と
い
う
「
体
系
」
へ
の
夢
に
「
文
学

の
最
後
の
目
的
」
を
認
め
よ
う
と
す
る
亀
井
の
議
論
の
、
ま
さ
し
く
観
念
的
な
脆
弱

性
は
明
ら
か
で
、
結
局
亀
井
は
「
と
に
か
く
評
論
を
か
き
あ
げ
ま
す
か
ら
読
ん
で
下

さ
い
」
と
こ
の
話
題
を
引
き
取
る
ほ
か
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
次
の
第
三
巻
第
七
号
（
一
九
三
七
・
九
）
誌
上
に
お
い
て
は
、
保
田
が
批

評
「
文
芸
雑
誌
の
編
集
方
法
総
じ
て
未
し
」
を
発
表
し
、「
実
質
」
よ
り
「
体
系
」

を
重
視
す
る
『
日
本
浪
曼
派
』
の
編
集
方
針
を
厳
し
く
批
判
し
た
。

　

「
体
系
」
と
い
う
語
を
意
図
的
に
用
い
る
こ
と
で
前
号
の
座
談
会
記
事
を
明
ら
か

に
引
き
継
い
で
い
る
保
田
の
こ
の
批
判
が
、
し
か
し
直
接
的
に
そ
の
議
論
に
お
け
る

亀
井
の
発
言
を
俎
上
に
乗
せ
る
の
で
は
な
く
、『
日
本
浪
曼
派
』
の
「
編
集
方
法
」

を
そ
の
対
象
に
据
え
た
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
。
保
田
は
、
山
形
表
象
の
導
入
と
い

う
亀
井
の
編
集
戦
略
と
そ
の
意
図
に
間
違
い
な
く
気
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
を
明
確
に

否
定
し
た
の
で
あ
る
㉑
。
そ
し
て
こ
の
否
定
が
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
そ
の
月
に
、
亀

井
は
「
日
本
浪
曼
派
」
を
脱
退
す
る
こ
と
に
な
る
。

５　

お
わ
り
に

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
後
期
『
日
本
浪
曼
派
』
誌
上
に
お
け
る
東
北
、
と
り
わ
け
山

形
の
表
象
に
注
目
し
、
そ
れ
を
、
日
本
の
古
都
「
大
和
」
と
い
う
「
感
性
的
郷
土
」

に
支
え
ら
れ
た
ロ
マ
ン
主
義
的
な
廃
墟
の
美
学
へ
の
拮
抗
を
目
指
し
た
一
連
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
主
導

し
た
亀
井
勝
一
郎
の
意
図
は
、
伝
統
美
の
受
動
的
な
享
受
と
は
切
り
離
さ
れ
た
「
野

性
の
故
郷
」
と
し
て
山
形
を
捉
え
、
そ
こ
に
要
請
さ
れ
る
能
動
性
の
意
義
を
強
調
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
。
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山
形
と
い
う
地
域
を
素
材
と
し
、
そ
こ
に
培
っ
た
人
脈
を
活
用
し
て
い
る
、
と
い

う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
支
え
る
戦
略
的
な
意
図
の
源
泉
を
山
形
高
等
学
校

『
校
友
会
雑
誌
』
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
こ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
亀
井
が
旧
制
山
形
高
校
か
ら
得
た
も
の
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
、

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

保
田
の
主
情
主
義
的
な
リ
テ
ラ
リ
ズ
ム
を
「
日
本
浪
曼
派
」
の
核
心
と
捉
え
、
リ

ア
リ
ズ
ム
へ
の
拘
泥
を
残
す
亀
井
の
態
度
を
未
熟
か
つ
不
徹
底
な
も
の
と
見
做
す
こ

と
が
、
従
来
の
「
日
本
浪
曼
派
」
研
究
の
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て

は
、
亀
井
が
む
し
ろ
戦
略
的
に
保
田
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
、

「
感
性
的
郷
土
」
と
「
野
性
の
故
郷
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
「
郷
土
」
の
葛
藤
の
場
と

し
て
『
日
本
浪
曼
派
』
を
捉
え
よ
う
と
し
た
。

　

だ
が
、「
野
性
の
故
郷
」
が
含
む
観
念
性
を
保
田
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
失
敗
に
終
わ
る
。
そ
の
観
念
性
は
、
座
談
会
に
お
け
る
亀
井

の
発
言
だ
け
で
は
な
く
、
結
城
哀
草
果
に
「
日
本
詩
歌
の
節
操
」
を
見
、
万
葉
の
伝

統
の
中
心
に
位
置
づ
け
普
遍
化
し
よ
う
と
す
る
真
壁
の
批
評
に
も
ま
た
現
れ
て
い

た
。
皮
肉
に
も
、
伝
統
的
な
美
と
の
切
断
を
主
張
し
人
間
の
能
動
性
を
強
調
し
た
亀

井
よ
り
も
、
対
象
へ
の
絶
対
的
な
没
入
を
主
張
す
る
保
田
の
方
が
、
よ
り
強
靭
な
具

体
性
を
備
え
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
っ
た
者
た
ち
の
そ
の
後
の
歩
み
、
す
な
わ
ち
、『
文

学
界
』
に
加
わ
り
つ
つ
日
本
古
典
研
究
に
重
点
を
移
し
て
い
く
亀
井
、
あ
る
い
は
宮

澤
賢
治
研
究
に
没
頭
し
て
い
く
真
壁
、
そ
し
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
設
立
さ
れ
た
昭
南

日
本
学
園
で
植
民
地
教
育
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
神
保
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
日
本

浪
曼
派
」
以
後
の
営
為
に
つ
い
て
は
、ま
た
稿
を
改
め
る
よ
り
他
な
い
が
、
最
後
に
、

戦
後
の
亀
井
が
記
し
た
総
括
的
な
回
想
を
参
照
し
た
い
。

　

僕
ら
が
十
年
前
、「
日
本
浪
曼
派
」
を
始
め
て
か
ら
、
日
本
の
古
典
に
傾
く

や
う
に
な
つ
た
こ
と
を
、
僕
と
し
て
は
感
謝
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
ま
で
、
お
よ
そ

古
典
を
学
ば
う
な
ど
と
い
ふ
気
は
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
直
接
的
に
は
昭
和

初
頭
の
左
翼
崩
壊
か
ら
、
自
分
の
再
生
の
道
を
そ
こ
に
求
め
た
と
い
へ
る
し
、

大
に
す
れ
ば
西
洋
に
対
す
る
東
洋
の
確
認
と
い
ふ
、
民
族
と
し
て
の
自
信
の
問

題
に
も
つ
な
が
つ
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
で
、
僕
の
絶
え
ざ
る
疑
惑
と
い
ふ
の
は
、

自
分
に
お
い
て
、
古
典
が
果
し
て
古
典
で
あ
り
え
た
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古
典
の
美
を
求
む
る
ご
と
く
に
、
い
は
ば
そ
の
翻
案
に

お
い
て
、
古
典
日
本
を
夢
み
た
と
い
つ
た
方
が
よ
さ
さ
う
だ
。

　

僕
に
と
つ
て
、
古
典
日
本
は
す
で
に
異
国
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
末
葉

に
生
れ
て
、
大
正
に
生
育
し
た
も
の
の
悲
し
き
運
命
と
い
へ
る
か
も
し
れ
な

い
。
君
の
故
郷
大
和
を
訪
れ
て
も
、
そ
こ
に
み
ら
る
る
も
の
は
す
で
に
一
種
の

博
物
館
で
あ
る
。
帰
る
べ
き
故
郷
の
、
一
切
の
古
典
性
は
崩
壊
し
た
、
い
は
ば

廃
墟
な
の
で
あ
る
。
こ
の
嘆
き
を
深
く
語
つ
た
の
は
萩
原
朔
太
郎
で
あ
つ
た
と

思
ふ
。お
そ
ら
く
君
も
ま
た
同
じ
嘆
き
を
以
て
、
仕
事
を
始
め
た
に
相
違
な
い
。

君
の
著
作
の
中
枢
に
流
れ
る
も
の
は
廃
墟
の
悲
歌
で
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
浪
曼

派
を
称
し
た
所
以
で
あ
つ
た
。

　

し
か
し
こ
の
廃
墟
感
が
、
い
つ
の
ま
に
か
往
時
の
ご
と
き
実
在
感
に
膨
張
し

た
と
き
、
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
は
傲
慢
な
国
粋
主
義
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。（
亀

井
勝
一
郎
「
保
田
與
重
郎
へ
」『
新
潮
』
一
九
五
〇
・
三
）

　

こ
の
亀
井
の
回
想
は
、
や
や
言
い
訳
じ
み
た
点
を
残
す
と
は
言
え
、
全
体
的
に
は

「
日
本
浪
曼
派
」
の
運
動
を
よ
く
総
括
す
る
も
の
と
も
言
え
る
。
た
だ
、
こ
こ
に
は

一
つ
の
自
己
忘
却
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
「
廃
墟
の
悲
歌
」
へ
の
依
存
に
甘

ん
ず
る
こ
と
を
拒
否
し
、
山
形
と
い
う
「
野
性
の
故
郷
」
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
脱
し

よ
う
と
試
み
た
一
時
期
が
彼
に
は
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

［
付
記
］
本
稿
は
、
国
立
台
湾
師
範
大
学
台
湾
史
研
究
所
主
催
「
台
北
高
等
学
校
創
校
九
五

週
年
紀
念
国
際
学
術
検
討
会
」（
台
湾
師
範
大
学
、
二
〇
一
七
・
四
・
二
一
〜
二
二
）
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に
お
け
る
口
頭
発
表
「
山
形
高
等
学
校
『
校
友
会
雑
誌
』
の
出
発
と
一
九
三
〇
年
代
浪

漫
主
義
文
学
」
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
会
に
お
招
き
下
さ
っ
た
台

湾
史
研
究
所
許
佩
賢
所
長
を
は
じ
め
関
係
各
位
に
謝
意
を
表
し
た
い
。

　
　
　

引
用
し
た
亀
井
勝
一
郎
の
テ
ク
ス
ト
は
、『
校
友
会
雑
誌
』
掲
載
の
も
の
を
除
き
、
講

談
社
版
『
亀
井
勝
一
郎
全
集
』（
一
九
七
一
・
二
〜
一
九
七
五
・
二
）
に
よ
る
。

１　

藤
田
省
三「
天
皇
制
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
」（『
岩
波
講
座
現
代
思
想　

第
五
巻　

反
動
の
思
想
』

岩
波
書
店　

一
九
五
七
・
七
）

２　

橋
川
文
三
『
増
補
版　

日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
』（
未
来
社　

一
九
六
〇
・
二
）

３　

小
林
秀
雄
「
故
郷
を
失
つ
た
文
学
」（『
文
芸
春
秋
』　

一
九
三
三
・
五
、
初
出
原
題
「
文

芸
時
評
」）

４　

大
久
保
典
夫
『
転
向
と
浪
曼
主
義
』（
審
美
社　

一
九
六
七
・
九
）

５　

ケ
ヴ
ィ
ン
・
マ
イ
ケ
ル
・
ド
ー
ク
『
日
本
浪
曼
派
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』（
小
林
宣

子
訳　

柏
書
房　

一
九
九
九
・
四
、K

evin M
ichael D

oak, D
ream

s of D
ifference; 

The Japan Rom
antic School and the C

risis of M
odernity, U

niversity of California 
Press, 1994

）

６　

渡
辺
和
靖
『
保
田
與
重
郎
研
究
』（
ぺ
り
か
ん
社　

二
〇
〇
四
・
二
）

７　

ド
ー
ク
『
日
本
浪
曼
派
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』（
前
掲
）
に
よ
る
。

８　

小
高
根
二
郎
「
日
本
浪
曼
派
と
は
何
か
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』　

一
九
七
九
・
一
）

９　

磯
田
光
一
『
比
較
転
向
論
序
説　

ロ
マ
ン
主
義
の
精
神
形
態
』（
勁
草
書
房　

一
九
六
八
・

一
二
）

10　

亀
井
勝
一
郎
『
現
代
史
の
な
か
の
ひ
と
り
』（
文
藝
春
秋
新
社　

一
九
五
五
・
一
〇
）

11　

板
垣
直
子
『
現
代
の
文
芸
評
論
』（
第
一
書
房　

一
九
四
二
・
一
一
）

12　

中
谷
孝
雄
『
同
人　

青
空
・
日
本
浪
曼
派
』（
前
掲
）

13　

注
10
前
掲
。

14　

第
十
一
号
（
一
九
二
五
・
一
一
）
以
降
「
雑
誌
部
」
と
改
称
、
さ
ら
に
亀
井
の
卒
業
後

に
は
「
学
芸
部
」
へ
と
改
組
さ
れ
た
。

15　
『
校
友
会
雑
誌
』
第
一
〇
号
（
一
九
二
五
・
六
）
掲
載
の
「
部
報
」
に
よ
れ
ば
、
亀
井
は
、

同
年
五
月
十
四
日
開
催
の
第
一
回
例
会
に
「
美
の
進
化
」
と
い
う
演
題
で
、
五
月
三
十
日

開
催
の
山
高
二
高
連
合
演
説
会
に
は
「
主
観
主
義
強
調
の
芸
術
に
就
て
」
と
い
う
演
題
で

そ
れ
ぞ
れ
参
加
し
て
お
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
「
い
つ
も
な
が
ら
の
卓
見
、
深
遠
な
る
文

学
上
の
見
解
感
服
の
外
な
し
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

16　

山
形
高
等
学
校
で
ド
イ
ツ
語
を
教
え
た
吹
田
順
助
は
有
島
武
郎
の
同
僚
と
し
て
勤
め
た

経
験
が
あ
り
、
亀
井
は
彼
の
指
導
の
も
と
、「
ド
モ
又
の
死
」
の
主
役
を
演
じ
た
こ
と
が
あ

る
と
い
う
（
大
隈
秀
夫
「
山
形
高
等
学
校
」　

週
刊
朝
日
編
『
青
春
風
土
記
旧
制
高
校
物
語

２
』　

一
九
七
八
・
一
二
）。

17　

亀
井
が
神
保
に
抱
い
た
信
頼
に
は
、
政
治
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
よ
り
は
、
そ
う

し
た
運
動
体
験
に
お
け
る
内
面
の
劇
へ
の
関
心
が
あ
っ
た
。

　
　
　

 

「
文
学
評
論
」五
月
号
に
小
さ
な
感
想
を
書
い
た
の
で
す
が
、そ
の
中
に
あ
な
た
の「
陳

述
」
と
い
ふ
詩
の
一
節
を
引
用
し
ま
し
た
。
あ
の
感
情
が
、
つ
ま
り
あ
の
敗
北
の
心

理
が
、
今
日
の
僕
ら
の
心
理
の
一
番
奥
に
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
を

押
し
か
く
し
て
粉
飾
し
て
き
た
僕
ら
の
仲
間
に
、
僕
は
何
か
し
ら
空
し
さ
を
み
い
出

し
て
い
つ
も
不
満
だ
つ
た
の
で
す
。（
神
保
光
太
郎
宛
亀
井
勝
一
郎
書
簡　

一
九
三
四
・

三
・
二
九
）

18　

佐
藤
治
助
・
斎
藤
た
き
ち
編
「
年
譜　

一
九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年
〜
一
九
八
四
（
昭

和
五
十
九
）
年
」（
東
北
芸
術
工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
『
真
壁
仁
研
究
』
第
一

号　

二
〇
〇
〇
・
一
二
）

19　

た
と
え
ば
、
第
二
巻
第
九
号
（
一
九
三
六
・
一
一
）
の
亀
井
に
よ
る
「
編
集
後
記
」
は
、

「
今
月
は
ゲ
ー
テ
研
究
を
主
と
し
て
編
集
し
て
み
た
」
と
書
き
出
さ
れ
た
の
ち
、
そ
の
亀

井
の
趣
意
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

20　

大
久
保
典
夫
「
日
本
浪
曼
派
の
運
動
―
出
発
期
を
め
ぐ
っ
て
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』　

一
九

七
九
・
一
）

㉑　

こ
う
し
た
言
説
を
見
る
限
り
、
保
田
の
「
彼
（
引
用
者
注
：
亀
井
）
が
ど
う
い
ふ
い
き

さ
つ
で
浪
曼
派
を
離
れ
た
の
か
、
さ
う
い
ふ
事
情
を
誰
か
に
い
つ
た
の
か
、
そ
の
ど
ち
ら

に
つ
い
て
も
私
に
は
何
の
記
憶
も
な
い
。［
中
略
］
亀
井
氏
も
そ
の
ひ
と
り
と
し
て
、
い
つ

か
文
学
界
の
同
人
と
な
つ
て
、
日
本
浪
曼
派
を
自
然
に
離
れ
た
の
で
あ
ら
う
」（
保
田
與
重

郎
『
日
本
浪
曼
派
の
時
代
』　

至
文
堂　

一
九
六
九
・
一
二
）
と
い
う
証
言
に
は
亀
井
に
対

す
る
配
慮
が
働
い
て
い
た
と
思
わ
れ
、
こ
れ
に
そ
の
ま
ま
従
う
こ
と
は
難
し
い
。
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Conflict in the representation of ‘homeland’: Kamei Katsuichirō in 
the Nippon Roman-ha and the Yamagata High School Kōyūkai 

Zasshi

Morioka Takashi
（Asian Cultures, Cultural Systems Course）

　This paper aims to examine the significance of how the Tohoku region （in particular, Yamagata） is 
represented in the later issues of the journal Nippon Roman-ha. Opposed to the romantic aesthetics of 
the ‘sensuous homeland’ led by Yasuda Yōyuro, Kamei Katsuichirō launched a project in this journal 
conceptualizing Yamagata as a ‘wild homeland’. According to Kamei, this ‘wild homeland’ was alien to 
the passive enjoyment of traditional beauty, and was a possible catalyst enabling the embodiment of 
‘active realism’, the central concept in his philosophy of literature of this period.
　Kamei’s project owed much to Yamagata High School, including his personal connections with alum-
ni but, most importantly, the high school periodical, Kōyūkai Zasshi, which gave him the basis for his 
strategy. Kamei’s project ended in failure when Yasuda criticized the conceptual abstractness of the ‘wild 
homeland’.
　Many of the past studies agree on the inadequacy of Kamei in his adherence to realism.   This pa-
per, however, focuses on Kamei’s strategic opposition to Yasuda, and tries to see the Nippon Roman-ha 
movement as the site of a controversy between the ‘sensuous homeland’ and the ‘wild homeland’.


