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坂
口
安
吾
「

8
本
文
化
私
観
」

論

坂
口
安
吾
の
「
日
本
文
化
私
観
」
は
昭
和
十
七
年
二
月
二
十
八
日
発
行

（
昭
和
十
七
年
―
―
一
月
号
）
の
「
現
代
文
学
』
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
。
太
平

洋
戦
争
開
戦
か
ら
三
ヶ
月
弱
。

H
本
軍
が
一
月
に
は
マ
ニ
ラ
を
、
二
月
に

は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
占
領
し
、
破
竹
の
進
撃
を
つ
づ
け
て
い
た
こ
ろ
の
こ

と
で
あ
る
。
太
平
洋
戦
争
の
開
戦
は
出
版
界
に
と
っ
て
は
冬
の
季
節
の
到

来
で
も
あ
っ
た
。
政
府
は
言
論
と
出
版
に
関
す
る
統
制
を
一
層
強
め
、
国

策
か
ら
は
ず
れ
た
言
論
を
い
っ
さ
い
封
じ
込
め
る
体
制
を
さ
ら
に
か
た
め

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
昭
和
十
六
年
の
十
二
月
十
九
日
に
は

言
論
出
版
集
会
結
社
等
臨
時
取
締
法
が
公
布
さ
れ
、
翌
年
二
月
に
は
各
新

聞
社
の
自
主
的
統
制
機
関
で
あ
っ
た

H
本
新
聞
連
盟
が
、
官
製
の
統
制
機

関
で
あ
る
日
本
新
聞
会
に
改
組
さ
れ
、
各
新
聞
社
に
は
検
閲
課
が
お
か
れ

て
い
る
。
出
版
界
に
つ
い
て
は
、
官
製
の
統
制
機
関
で
あ
る

H
本
出
版
会

が
つ
く
ら
れ
る
の
は
昭
和
十
八
年
の
二
月
で
あ
る
が
、
厳
し
い
状
況
は
新

聞
界
と
大
差
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
日
本
近
代
文
学
大
事
典
の
近
代
出

藤

原

耕

作

版
側
面
史
の
昭
和
十
六
年
の
項
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

情
報
局
（
内
閣
情
報
局
）
第
一
―
課
長
鈴
木
庫
一
二
少
佐
は
、
岩
波
書
店

に
た
い
し
、
安
部
能
成
著
『
時
代
と
文
化
』
を
例
に
と
り
そ
の
出
版

傾
向
を
罵
倒
し
た
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
こ
ろ
の
出
版
取
締
り
の
主
導

権
は
ほ
と
ん
ど
情
報
局
と
く
に
軍
人
に
掌
握
さ
れ
る
。
（
四
月
十
九

日）

35 

開
戦
前
で
あ
る
昭
和
十
六
年
の
四
月
の
段
階
で
こ
う
で
あ
る
。
昭
和
十

七
年
の
初
頭
に
お
け
る
日
本
出
版
界
の
状
況
が
類
推
で
き
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
厳
し
い
状
況
の
な
か
で
発
表
さ
れ
た
「
日
本
文
化
私
観
」

で
あ
る
が
、
平
野
謙
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

石
川
淳
の
作
品
で
最
初
に
衝
撃
を
う
け
た
の
が
「
森
鵜
外
』
だ
っ
た

よ
う
に
、
坂
口
安
吾
の
作
品
で
は
『
日
本
文
化
私
観
j

が
最
初
の
シ
ョ
ッ

ク
だ
っ
た
。
強
力
な
パ
ン
チ
と
い
う
点
で
は
、
む
し
ろ
後
者
の
方
が

た
ち
ま
さ
つ
て
い
た
よ
う
に
覚
え
て
い
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て



坂
口
さ
ん
大
丈
夫
か
な
あ
、
と
い
う
危
惧
の
念
が
ま
ず
第
一
に
き
た
。

（
略
）
「
日
本
文
化
私
観
」
を
発
表
し
た
と
き
、
す
で
に
太
平
洋
戦

争
は
勃
発
し
て
い
た
。
そ
の
と
き
著
者
は
ま
ず
敢
然
と
し
て
「

H
本

的
な
る
も
の
」
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
（
略
）
私
が
衝

撃
を
受
け
た
の
も
主
と
し
て
そ
の
点
に
か
か
わ
る
。
英
語
の
片
仮
名

名
前
な
ど
は
す
べ
て
全
廃
さ
れ
よ
う
と
い
う
時
勢
に
、
著
者
は
「
生

活
の
必
要
」
を
ま
ず
第
一
に
押
し
た
て
、
キ
モ
ノ
よ
り
洋
服
の
方
が

便
利
で
い
い
、
と
た
め
ら
わ
ず
断
言
し
た
の
で
あ
る
。
（
略
）
ほ
と

ん
ど
徒
手
空
拳
の
ま
ま
、
当
時
の
時
世
の
ま
ん
な
か
に
す
つ
く
と
立

ち
あ
が
っ
た
著
者
の
す
が
た
は
、
た
し
か
に
感
動
的
と
よ
ぶ
に
値
し

て
い
た
。
（
注
一
）

平
野
謙
の
読
み
は
「
日
本
文
化
私
観
」
評
価
の
―
つ
の
型
を
代
表
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
「

H
本
文
化
私
観
」
は
時
世
に
対
す
る
批
判
、
反
抗
で

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
「
日
本
文
化
私
観
」
理
解
は
あ
る

時
期
ま
で
主
流
で
あ
っ
た
し
、
現
代
で
も
そ
う
い
っ
た
時
流
に
対
す
る
同

調
で
あ
る
か
批
判
で
あ
る
か
、
と
い
っ
た
評
価
軸
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「

H
本
文
化
私
観
」
が

捉
え
き
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
日
本
文
化
私
観
」
と
い
う
文
章
は
重
層
的

で
幅
の
広
い
読
み
を
許
容
す
る
。
こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
か
ら
の

読
み
を
試
み
、
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
最
終
的
に
は
安
吾
に
と
っ
て

の
「

H
本
文
化
私
観
」
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
こ
と
に

す
る
。
ま
ず
最
初
に
安
吾
が
「
日
本
文
化
私
観
」
を
書
く
上
で
明
白
に
意

識
し
て
い
る
プ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
『
日
本
文
化
私
観
』
と
比
較
し
て
み

る
こ
と
に
し
よ
う
。

平
野
謙
の
文
章
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
昭
和
十
年
代
の

H
本
で
は
、

国
粋
主
義
が
幅
を
き
か
せ
、
「

H
本
的
な
る
も
の
」
の
見
直
し
が
、
各
方

面
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
知
識
人
た
ち
は
西
洋
列
強
に
対
す
る
劣
等
感
を
、

日
本
の
古
典
文
化
を
再
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
拭
お
う
と
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
西
洋
人
側
か
ら
の

H
本
の
文
化
の

賛
美
で
あ
る
タ
ウ
ト
の
『
日
本
文
化
私
観
』
が
日
本
の
知
識
人
達
に
歓
迎

さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
昭
和
十
．
年
十
月
十
五
日
に
発
行

さ
れ
た
同
書
は
、
昭
和
十
七
年
十
二
月
三
十
日
の
段
階
で
二
十
五
版
を
発

行
し
て
い
る
。
序
で
黒
田
清
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
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プ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
氏
は
幸
福
な
人
で
あ
る
。

そ
れ
は
氏
が
何
れ
の
国
に
あ
っ
て
も
其
土
地
の
魂
に
触
れ
る
事
が

出
来
、
又
其
国
の
文
化
が
深
く
蔵
し
て
居
る
美
を
は
つ
き
り
見
ぬ
く

事
の
出
来
る
人
だ
か
ら
で
あ
る
。

滞
日
数
力
月
に
し
て
す
で
に
小
堀
遠
州
を

H
本
最
大
の
芸
術
家
と

し
、
又
桂
離
宮
を
「

H
本
の
最
終
に
し
て
最
高
な
る
建
築
的
発
光
点
」

と
言
い
切
っ
た
の
を
見
て
も
氏
が
如
何
に
鋭
い
直
感
と
深
い
洞
察
力

と
を
も
つ
て
居
る
か
が
解
る
で
あ
ら
う
。

吾
々
は
、
吾
々
の
祖
先
が
残
し
て
行
っ
て
く
れ
た
輝
や
か
し
い
文

化
的
足
跡
か
ら
常
に
変
ら
ざ
る
真
理
と
美
と
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ



義
務
を
感
じ
て
居
る
。

タ
ウ
ト
氏
は
今
吾
々
と
共
に
さ
う
し
た
仕
事
に
取
り
か
か
つ
て
居

る
の
で
あ
る
ぐ
（
後
略
）

又
、
訳
者
で
あ
る
森
偶
郎
は
「
訳
者
の
詞
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る。

H
本
文
化
の
再
検
討
と
か
、

H
本
精
神
の
昂
揚
と
か
、
様
々
の
合

言
策
の
叫
ば
れ
て
ゐ
る
今

H
、
そ
れ
等
の
人
々
の
ど
れ
だ
け
が
、
本

書
の
著
者
プ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
氏
程
の
深
い
理
解
と
愛
情
と
を
以
て
、

日
本
を
、

H
本
人
を
、
そ
し
て
日
本
文
化
を
眺
め
て
ゐ
る
の
で
あ
ら

う
か
。
（
略
）
此
処
に
小
さ
れ
た
も
の
は
徒
な
礼
賛
迎
合
で
も
な
け

れ
ば
、
た
め
に
す
る
所
あ
ら
ん
と
す
る
慈
図
の
下
に
行
は
れ
た
歪
曲

せ
る
批
判
で
も
な
い
。
た
ゞ
ひ
た
む
き
な
真
勢
な
態
度
、
時
に
は
辛

辣
に
も
見
え
る
、
そ
の
行
間
に
溢
れ
た
誠
意
と
愛
情
と
は
、
深
く
読

む
者
の
心
を
打
つ
も
の
が
あ
る
(
)
私
は
此
の
書
が
、
特
に
現
代
の

H

本
の
文
化
人
に
と
つ
て
、
頂
門
の
．
針
‘
否
、
そ
れ
以
卜
の
役
割
を

勤
む
る
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
。

当
時
の
日
本
の
文
化
人
達
の
タ
ウ
ト
の
『
日
本
文
化
私
観
』
の
受
け
取

り
方
や
、
状
況
を
、
こ
れ
ら
の
文
章
か
ら
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
坂
口
安
吾
は
そ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
全
否
定
に
近
い
反

論
を
提
出
し
た
訳
で
、
「
坂
口
さ
ん
大
丈
夫
か
な
あ
」
と
い
う
平
野
謙
の

感
想
も
理
解
し
や
す
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
一
歩
進
め
て
、
笠
井
潔
氏
の

よ
う
に
「
桂
離
宮
や
『
方
丈
記
』
を
標
的
に
し
た
安
告
の

H
本
文
化
批
判

の
背
後
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

H
本
の
戦
争
思
想
に
対
す
る
批
判

が
雌
め
こ
ま
れ
て
い
た
」
（
注
．．
 

）
と
い
う
よ
う
に
説
む
の
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。
タ
ウ
ト
の
『

11
本
文
化
私
観
』
の
批
判
は
、
圃
時
に
I
J
本
の
戦
争

思
想
に
対
す
る
批
判
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
タ
ウ
ト
の
『
日
本
文
化
私
観
」
は
、

H
本
の
文
化
人
達
に
「
日

本
文
化
の
再
検
討
」
で
あ
る
と
か
「
日
本
精
神
の
昂
揚
」
で
あ
る
と
か
い
っ

た
お
題

H
を
唱
え
さ
せ
る
の
に
は
好
材
料
と
な
り
う
る
が
、
戦
争
思
想
と

し
て
は
決
し
て
打
力
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
タ
ウ
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

．
方
は
文
化
と
芸
術
と
教
養
の
あ
る
と
こ
ろ
、
他
方
は
ス
ポ
ー
ツ
と

行
軍
と
訓
練
の
あ
る
と
こ
ろ
ー
今

U
、
行
年
の
批
界
は
か
く
分
割
さ

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
何
れ
を
採
る
か
は
、
彼
等
の

H
ら
の

撰
択
に
侯
つ
他
は
な
い
の
で
あ
る
°
ー
床
の
間
か
、
然
ら
ず
ん
ば
そ

の
裏
側
か
で
あ
る
。

H
本
が
こ
の
青
年
達
と
共
に
、
自
分
自
身
を
も

破
壊
す
る
で
あ
ら
う
と

q

ム
ふ
こ
と
は
、

lJ
本
の
運
命
と
し
て
、
避
く

べ
か
ら
ざ
る
も
の
の
や
う
に
息
は
れ
る
。
政
治
的
に
は
、

lJ
本
は
史

に
上
昇
し
て
行
く
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
途
を
進
ん
で
行
け
ば
、

文
化
的
に
は
自
己
の
席
か
ら
退
場
す
る
他
は
な
い
で
あ
ら
う
。
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「
文
化
・
芸
術
・
教
養
」
と
「
ス
ポ
ー
ツ
・
行
軍
・
訓
練
」
が
対
比
さ

れ
て
お
り
、
勿
論
タ
ウ
ト
は
前
者
の
方
が
人
事
で
あ
る
と
『
ぶ
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
読
み
方
を
し
て
も
有
力
な
戦
争
思
想
に
は
な



り
え
な
い
。
つ
ま
り
、
タ
ウ
ト
を
批
判
す
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
戦
争
思
想

を
批
判
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
も
っ

と
も
安
吾
は
こ
の
あ
た
り
に
は
触
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず

お
く
。
安
吾
の
直
接
の
反
論
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
「

H
本
文
化
私
観
」
第
一
節
の
最
後
で
安
吾
は
「
タ
ウ
ト
は
日

本
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
我
々
は

H
本
を
発
見
す
る
ま

で
も
な
く
、
現
に
日
本
人
な
の
だ
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

彼
等
（
欧
米
人
—
引
用
者
注
）
が
我
々
を
憐
れ
み
笑
う
立
場
と
、
我
々

が
生
活
し
つ
つ
あ
る
立
場
に
は
、
根
抵
的
に
相
違
が
あ
る
。
我
々
の

牛
活
が
正
当
な
要
求
に
も
と
づ
く
限
り
は
、
彼
等
の
憫
笑
が
甚
だ
浅

薄
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
円
曲
し
た
短
い
足
に
ズ
ボ
ン
を
は
い
て

チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
歩
く
の
が
滑
稽
だ
か
ら
笑
う
と
い
う
の
は
無
理
が
な

い
が
、
我
々
が
そ
う
い
う
所
に
こ
だ
わ
り
を
持
た
ず
、
も
う
少
し
高

い
所
に
目
的
を
置
い
て
い
た
と
し
た
ら
、
笑
う
方
が
必
ず
し
も
利
巧

な
筈
は
な
い
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
の
安
吾
の
批
判
は
タ
ウ
ト
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
ど
う
も
見

当
違
い
な
部
分
が
あ
る
。
タ
ウ
ト
が
日
本
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
に
対
し
て
、
我
々
が
現
に
日
本
人
で
あ
る
と
い
う
の
は
わ
か
る
が
、

「
我
々
の
生
活
が
正
当
な
要
求
に
も
と
づ
く
限
り
は
、
彼
等
の
憫
笑
は
甚

だ
浅
薄
で
し
か
な
い
」
と
い
う
批
判
は
ど
う
だ
ろ
う
。
タ
ウ
ト
の
記
述
に

は
浅
薄
な
欧
化
思
想
や
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
を
批
判
し
て
い
る
部
分
は
あ
る

が
、
こ
こ
で
安
吾
が
あ
げ
て
い
る
「
彎
曲
し
た
短
い
足
に
ズ
ボ
ン
を
は
い

て
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
歩
く
の
が
滑
稽
だ
」
と
い
う
よ
う
な
記
述
に
対
応
す
る

よ
う
な
部
分
は
見
出
せ
な
い
。
ま
た
安
吾
は
必
要
な
も
の
、
実
質
の
あ
る

も
の
こ
そ
が
美
し
い
と
い
う
が
、
実
用
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
重
視
す

る
と
い
う
意
味
で
は
タ
ウ
ト
は
彼
と
人
し
て
変
わ
ら
な
い
場
所
に
い
る
。

例
え
ば
タ
ウ
ト
は

H
本
の
学
校
教
育
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

最
も
顕
著
な
印
象
は
、
学
校
が
彼
等
を
実
際
に
即
す
る
や
う
に
仕
向

け
る
こ
と
が
全
然
出
来
な
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
学
校
は
種
々
な

こ
と
を
、
恐
ら
く
は
多
す
ぎ
る
程
種
々
な
こ
と
を
教
へ
て
く
れ
る
。

そ
れ
で
ゐ
て
良
質
の
生
産
に
必
要
な
も
の
は
少
し
も
教
へ
な
い
し
、

実
際
的
な
什
事
の
過
程
を
さ
へ
教
へ
な
い
。

ま
た
、
タ
ウ
ト
が
建
築
と
し
て
の
赤
坂
離
宮
を
批
判
す
る
場
合
の
論
拠

は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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現
代
の
建
築
家
が
最
初
に
熟
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
ま
づ
以

て
風
土
で
あ
る
。
当
時
仏
蘭
西
風
の
ロ
コ
コ
様
式
で
建
て
ら
れ
た
東

京
の
赤
坂
離
宮
に
は
爾
来
御
滞
留
の
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
と
は
周
知

の
事
実
で
あ
る
。
原
い
壁
の
た
め
に
湿
気
が
籠
り
、
欧
風
の
窓
を
備

へ
た
設
計
法
は
、
日
本
に
於
て
は
絶
対
に
必
要
な
通
風
を
妨
げ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
だ
が
此
の
種
の
建
築
物
は
欧
羅
巴
で
は
頗
る
好
都
合

で
あ
っ
た
た
め
、
数
世
紀
に
渉
つ
て
住
居
と
し
て
利
用
さ
れ
て
ゐ
た

の
で
あ
る
。
現
代
建
築
家
の
或
る
人
々
は
、
勿
論
同
じ
点
で
は
な
い

が
、
併
し
全
然
同
じ
意
味
で
、
こ
れ
と
同
様
な
欠
点
を
犯
し
て
ゐ
る
。



タ
ウ
ト
の
場
合
、
安
吾
の
よ
う
に
実
用
こ
そ
が
す
べ
て
だ
、
と
は
言
っ

て
は
い
な
い
が
、
実
用
性
が
必
要
条
件
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
タ
ウ
ト
は
決
し
て
実
用
を
軽
ん
じ
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
安
吾
と

タ
ウ
ト
は
根
本
的
に
対
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
な
ぜ
安
吾
は

か
く
ま
で
激
し
く
タ
ウ
ト
を
批
判
す
る
の
か
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は

や
は
り
タ
ウ
ト
を
批
判
す
る
こ
と
を
通
し
て
直
接
批
判
す
る
こ
と
が
危
険

な
も
の
を
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
読
み
で
あ
る
。

安
吾
の
批
判
し
て
い
る
も
の
は
お
そ
ら
く
タ
ウ
ト
の
日
本
文
化
論
自
体

で
は
な
く
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に
過
敏
に
反
応
し
同
調
し
て
い
る

H
本
の

文
化
人
た
ち
で
あ
る
。
タ
ウ
ト
は
ま
だ
し
も
実
質
、
実
用
と
い
う
も
の
を

見
失
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
同
時
代
に
流
行
し
て
い
た

H
本
文
化
の
再

検
討
の
動
き
に
は
実
質
的
な
も
の
は
ま
ず
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
ら

は
基
本
的
に
は
西
洋
に
対
す
る
劣
等
感
の
裏
返
し
の
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ

な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
笠
井
潔
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

安
吾
に
よ
る

H
本
文
化
批
判
は
、
モ
ダ
ニ
ス
ト
時
代
で
あ
ろ
う
と
戦

中
期
の
塊
賛
詩
人
時
代
で
あ
ろ
う
と
高
村
（
光
太
郎
）
に
共
通
し
て

い
る
種
類
の
、
劣
弱
感
を
補
填
す
る
た
め
に
賞
揚
さ
れ
る
「

H
本
文

化
」
の
批
判
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
注
三
）

H
本
文
化
の
伝
統
、
歴
史
の
重
み
、
と
い
う
こ
と
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

で
繰
り
返
し
喧
伝
さ
れ
た
。
又
昭
和
十
五
年
に
は
「
た
だ
単
に
皇
国
史
観

を
拠
り
所
と
し
た
歴
史
記
念
行
事
と
し
て
の
み
の
オ
マ
ッ
リ
だ
っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
当
時
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
文
化
財
を
総
動
貝
す
る
こ
と
で
演

出
さ
れ
た
、
翌
年
の
太
平
洋
戦
争
へ
向
け
て
の
『
国
民
精
神
総
動
員
』
の

最
終
的
な
点
検
と
総
仕
上
げ
の
祭
典
」
（
山
中
恒
）
で
あ
る
〈
紀
元
二
千

六
百
年
祭
〉
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
う
い
う
時
代
に
坂
口
安
吾
は
常
に
「
日

本
文
化
の
貧
困
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
れ
は
実
質
の
伴

わ
な
い
「

H
本
文
化
」
の
賞
揚
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
「

H
本
文
化
私
観
」
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
外
来
語
是
非
」

（
注
四
）
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

先
日
あ
る
新
聞
に
ラ
ジ
オ
だ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
だ
の
と
い
う
外
来

語
を
使
用
す
る
の
は
怪
し
か
ら
ん
と
論
じ
て
い
る
人
が
あ
っ
た
。
皇

軍
破
竹
の
進
撃
に
付
随
し
て
、
こ
の
よ
う
な
景
気
の
良
い
議
論
が
方
々

を
賑
わ
し
始
め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
尤
も
ら
し
く
見
え
て
、
実
際
は

危
険
な
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。

皇
軍
の
偉
大
な
戦
果
に
比
べ
れ
ば
、
ま
だ
我
々
の
文
化
は
話
に
な

ら
ぬ
ほ
ど
貧
困
で
あ
る
。
（
中
略
）
各
国
に
は
各
々
の
国
語
と
そ
の

腺
厳
と
が
あ
っ
て
、
互
に
之
を
稼
重
し
あ
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
こ

ん
な
と
こ
ろ
に
同
辱
を
感
じ
る
こ
と
自
体
が
、
同
辱
的
な
文
化
の
貧

困
を
意
味
し
て
い
る
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ま
さ
し
く
正
論
だ
ろ
う
。
安
吾
の
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
は
こ
う
い
っ
た
あ



ま
り
に
行
き
過
ぎ
た
国
粋
‘
モ
義
、
「
枇
界
に
冠
た
る
」
も
の
と
さ
れ
た

H

本
文
化
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
戦
時
体
制
の
文
学
と
い
う
こ

と
が
言
わ
れ
る
な
か
で
、
彼
は
何
度
も
ご
吋
局
的
な
小
況
な
ど
は
決
し
て

害
く
気
持
ち
が
な
」
い
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
す
。
例
え
ば
次
の
よ
う
に

書
く
（
）

戦
時
体
制
の
文
学
と
公
う
人
も
あ
る
が
、
人
各
説
あ
り
、
使
の
考
え

は
又
違
っ
て
、
使
自
身
だ
け
の
考
え
で
云
え
ば
、
僕
は
戦
時
体
制
の

文
学
と
い
う
も
の
を
考
え
ら
れ
ぬ
。
（
注
五
）

こ
の
あ
た
り
の
自
分
の
姿
勢
を
決
し
て
崩
そ
う
と
し
な
い
安
昔
の
態
度

は
、
圃
時
代
に
ど
う
も
だ
ら
し
な
い
文
学
者
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
考
え

る
と
や
は
り
立
派
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
彼
の
文
学
が
立
派

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
文
学
の
評
価
と
い
う
も
の

ぱ
も
う
少
し
別
な
所
に
あ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
そ
の
間
題
は
こ
こ
で
は
し

ば
ら
く
お
く
。

こ
う
い
っ
た
安
杵
の

LI
本
文
化
批
判
を
戦
争
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
る
と

す
る
論
が
根
強
く
あ
る
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
笠
井
潔
氏

の
論
を
引
く
。

「
lJ
本
文
化
私
観
」
で
は
、
「
貞
珠
」
で
賠
小
さ
れ
た
戦
争
イ
デ

ォ
ロ
ギ
ー
批
判
が
、
あ
ら
た
め
て
日
本
文
化
批
判
と
し
て
展
開
さ
れ

て
い
る
。

特
攻
戦
術
を
も
て
は
や
す

11
本
の
戦
争
息
想
の
背
後
に
は
、

11
本

ママ

浪
漫
派
の
「
や
ま
と
ご
こ
ろ
」
や
、
京
都
学
派
の
無
の
哲
学
や
、

「
四
手
」
派
の
戦
争
訪
に
休
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
通
俗
的
な

H
本
文

化
七
義
が
あ
る
。
（
中
略
）

安
吾
が
標
的
に
選
ん
だ
、
杜
離
宮
の
一
美
」
を
賞
賛
す
る
プ
ル

ノ
ー
・
タ
ウ
ト
、
竜
安
寺
の
石
庭
に
代
表
さ
れ
る

H
本
庭
園
、
「
方

丈
記
」
、
能
楽
の
舞
台
、
等
々
は
、
誰
が
ど
う
説
も
う
と
明
ら
か
に

『
H
本
の
橋
』
の
保
ITIfhl"
爪
郎
、
『
旅
愁
』
の
横
光
利
＾
、
あ
る
い

は
『
古
寺
巡
礼
』
の
和
辻
哲
郎
の
、
よ
う
す
る
に
感
傷
的
な
学
徒
兵

が
愛
読
し
て
い
た
よ
う
な
当
時
流
行
の
日
本
文
化
論
の
ア
レ
ゴ
リ
ー

で
あ
る
。
（
注
六
）

笠
井
氏
は
安
“
"
の
「

ll
本
文
化
私
観
」
は
「
プ
ル
ノ
ー
・
タ
ウ
ト
と

11

マ
r̀

本
浪
漫
派
を
串
刺
し
に
批
判
で
き
る
論
理
を
展
開
し
え
た
」
と
し
て
評
価

す
る
。
そ
の
評
価
自
体
は
う
な
ず
け
る
の
だ
が
、
氏
が
「
戦
争
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
批
判
」
で
あ
る
と
ば
う
と
き
、
ど
う
も
迩
和
感
を
感
じ
る
。
戦
時
期
、

H
本
浪
使
派
的
な
け
説
が

H
本
文
化
論
を
高
揚
さ
せ
た
の
は
小
尖
だ
ろ
う

が
、
そ
う
い
っ
た
風
潮
を
批
判
し
た
「

H
本
文
化
私
観
」
は
「
戦
争
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
」
を
批
判
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
場
合
「
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

の
内
実
が
大
事
だ
が
、
そ
れ
が
笠
井
氏
の
い
う
よ
う
に
日
本
浪
曼
派
に
代

A
さ
れ
る
よ
う
な
「
IJ
本
文
化
‘
t
義
」
で
あ
る
と
し
た
な
ら
、
そ
れ
に
は

「
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
し
て
の
実
質
は
人
し
て
な
い
、
と
合
わ
ざ
る

を
え
ず
、
そ
れ
を
批
判
し
た
安
吾
の
「
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
」
に
は

大
し
た
意
味
は
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
私
の
政
見
で
あ
る
。
安
紆
の
論
坪
が
タ
ウ
ト

40~ 



と
同
時
に
保
田
輿
重
郎
に
代
表
さ
れ
る
日
本
浪
曼
派
的
な
も
の
を
批
判
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
に
そ
の
通
り
だ
と
思
う
が
、
そ
れ
は
「
戦
争

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
批
判
で
は
な
か
っ
た
。
読
み
よ
う
に
よ
れ
ば
安
吾
の

「
H
本
文
化
私
観
」
の
方
が
余
程
強
力
な
「
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
は
磯
田
光
一
に
次
の
よ
う
な
指
摘

が
あ
る
。し

か
し
、
良
く
考
え
て
み
る
と
、
京
都
の
寺
を
ぶ
っ
こ
わ
し
て
鉄
橋

を
つ
く
る
と
い
う
の
は
”
大
東
亜
戦
争
“
の
論
理
な
ん
だ
。
極
端
に

言
え
ば
「

H
本
文
化
私
観
』
は
”
大
東
亜
戦
争
“
肯
定
論
と
し
て
も

読
め
る
ん
で
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
い
ま
ま
で
だ
れ
も
言
っ
て
い
な

い
。
あ
の
戦
争
は
た
だ
フ
ァ
ナ
チ
ッ
ク
じ
ゃ
な
く
て
、
堂
堂
た
る
近

代
的
戦
争
で
す
。
（
中
略
）

『
日
本
文
化
私
観
』
が
あ
の
時
点
で
発
表
で
き
た
の
は
、
家
庭
の
中

に
あ
る
金
属
を
供
出
し
て
鉄
砲
を
つ
く
る
と
い
う
論
理
と
、
京
都
の

寺
が
ぶ
っ
こ
わ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
論
理
が
、
ま
さ
に
同
じ

も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
具
体
的
に
い
う
と
、
あ
の
エ
ッ
セ
イ
の
翌
々

月
、
五
月
九

H
に
”
金
属
回
収
令
“
が
出
て
寺
の
鐘
が
強
制
的
に
奪

わ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
あ
れ
を
一
方
的
に
反
戦
と
見
た
安
吾
観
の
ほ

う
が
お
か
し
い
と
思
う
。
（
注
七
）

磯
田
光
一
は
別
な
と
こ
ろ
で
「
非
常
に
屈
折
し
た
現
実
肯
定
」
と
い
う

言
い
方
を
し
て
い
る
が
、
安
吾
は
確
か
に
戦
争
と
い
う
現
実
を
非
常
に
屈

折
し
た
形
で
あ
る
に
せ
よ
肯
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
人
間
に
関
す
る

全
て
を
肯
定
す
る
、
と
い
う
の
は
安
吾
の
繰
り
返
す
フ
ァ
ル
ス
の
精
神
で

あ
る
。

フ
ァ
ル
ス
と
は
、
人
間
の
全
て
を
、
全
的
に
、
一
っ
残
さ
ず
肯
定

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
凡
そ
人
間
の
現
実
に
関
す
る
限
り
は
、

空
想
で
あ
れ
、
夢
で
あ
れ
、
死
で
あ
れ
、
怒
り
で
あ
れ
、
矛
盾
で
あ

れ
、
ト
ン
チ
ン
カ
ン
で
あ
れ
、
ム
ニ
ャ
ム
ニ
ャ
で
あ
れ
、
何
か
ら
何

ま
で
肯
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
注
八
）

そ
う
い
っ
た
立
場
か
ら
安
吾
は
戦
争
と
い
う
現
実
を
肯
定
し
よ
う
と
し

て
い
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

安
吾
の
立
場
は
浅
薄
な
「
日
本
文
化
論
」
を
批
判
す
る
も
の
で
は
あ
っ

て
も
「
反
戦
」
に
通
じ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
は
「
青
春
論
」

（
注
九
）
の
三
の
宮
本
武
蔵
を
読
む
と
も
っ
と
分
か
り
や
す
い
。
安
吾
の

提
示
す
る
武
蔵
は
、
「
溺
れ
る
時
に
も
藁
を
つ
か
ん
で
生
き
よ
う
と
す
る
、

ト
コ
ト
ン
ま
で
足
場
足
場
に
あ
る
も
の
を
手
当
り
次
第
利
用
し
て
最
後
の

活
へ
こ
ぎ
つ
け
よ
う
と
す
る
」
、
そ
う
い
う
武
蔵
像
で
あ
る
。
そ
う
い
っ

た
武
蔵
像
を
提
示
し
た
後
安
吾
は
次
の
よ
う
に
つ
づ
け
る
。
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之
が
本
当
の
剣
術
だ
と
僕
は
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
負
け
れ
ば
自
分
が

死
ぬ
か
ら
だ
。
ど
う
し
て
も
勝
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
妥
協
の
余
地
が
な

い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
最
後
の
場
で
は
、
勝
っ
て
生
き
る
者
に
全

部
の
も
の
が
あ
り
、
正
義
も
自
ら
勝
っ
た
方
に
あ
る
の
だ
か
ら
。
是

が
非
で
も
勝
つ
こ
と
だ
。
我
々
の
現
下
の
戦
争
も
亦
然
り
。
ど
う
し



て
も
勝
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
注
十

「
我
々
現
下
の
戦
争
も
亦
然
り
。
ど
う
し
て
も
勝
た
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と

い
う
の
は
時
流
に
対
す
る
挨
拶
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
は
実
証
し
よ
う
が
な
い
の
で
と
り
あ
え
ず
お
く
が
、
こ
う
い
っ

た
安
吾
の
考
え
と
い
う
の
は
、
読
み
よ
う
に
よ
れ
ば
充
分
に
戦
争
の
肯
定

と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
ろ
う
。
ま
た
、
よ
く
引
か
れ
る
文
章
で
あ
る
が
、

「
伝
統
の
無
産
者
」
（
注
十
一
）
で
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
比
べ
れ
ば
我
々
の
文
化
の
伝
統
は
か
な
り
劣
っ
て

い
る
。
源
氏
物
語
も
あ
る
、
法
隆
寺
も
あ
る
、
世
阿
弥
も
い
た
、
と

言
っ
て
み
て
も
、
国
全
体
の
文
化
は
決
し
て
高
く
は
な
か
っ
た
。

然
し
、
現
今
の
如
く
知
識
の
方
法
が
確
立
し
て
、
能
力
次
第
で
文

化
の
摂
取
が
無
限
に
可
能
な
時
に
な
る
と
、
伝
統
な
ど
と
い
う
も
の

は
意
味
を
な
さ
ぬ
。
我
々
は
東
京
が
廃
墟
と
化
し
て
も
よ
り
立
派
な

帝
都
を
作
る
に
事
欠
か
な
い
し
、
法
隆
寺
の
瓦
を
大
砲
に
代
え
る
こ

と
に
敢
え
て
多
く
は
悲
し
ま
ぬ
。
伝
統
の
遺
産
を
持
た
な
い
代
わ
り

に
、
伝
統
を
生
む
べ
き
者
が
我
等
自
身
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
H
本
文
化
私
観
」
の
思
想
が
「
法
隆
寺
の
瓦
を
大
砲
に
代
え
る
こ
と

に
敢
え
て
多
く
は
悲
し
ま
ぬ
」
と
い
う
大
戦
下
の
「
金
属
供
出
」
的
な
論

理
に
直
結
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
鉄
砲
」
（
注

十
二
）
の
中
で
は
「
日
本
最
初
の
近
代
戦
術
」
を
編
み
出
し
た
信
長
の
精

神
を
称
揚
し
、
「
形
骸
の
み
あ
っ
て
実
質
な
」
き
徳
川
氏
を
批
判
し
た
後
、

次
の
よ
う
に
結
ぶ
。

今
我
々
に
必
要
な
の
は
信
長
の
精
神
で
あ
る
。
飛
行
機
を
つ
く
れ
。

そ
れ
の
み
が
勝
つ
道
だ
。

少
な
く
と
も
「
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
し
て
は
こ
う
い
っ
た
安
吾
の

思
想
の
方
が
「
実
質
」
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
あ
た
り
で
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば

い
け
な
い
が
、
磯
田
光
一
が
「
日
本
文
化
私
観
」
を
「
大
東
亜
戦
争
肯
定

論
」
だ
と
読
む
の
と
、
笠
井
潔
氏
が
「
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
批
判
だ
と

よ
む
の
と
は
、
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な

読
み
が
両
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ご
く
大
雑
把
に
言
っ
て
太
平
洋

戦
争
の
論
理
自
体
に
二
面
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
磯
田
光
一

が
「
日
本
文
化
私
観
」
に
読
み
込
ん
だ
よ
う
に
太
平
洋
戦
争
に
は
近
代
戦

と
し
て
の
論
理
が
あ
る
。
安
吾
は
信
長
の
戦
術
に
近
代
精
神
を
見
、
戦
争

に
勝
利
す
る
た
め
に
は
信
長
の
精
神
こ
そ
が
必
要
だ
と
書
い
て
い
た
。
そ

う
い
っ
た
戦
術
面
で
の
近
代
主
義
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

い
く
ら
日
本
精
神
が
強
調
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
と
は
い
え
、
日
本
古

来
の
兵
器
を
用
い
て
い
た
よ
う
で
は
当
然
勝
ち
目
は
な
い
。
近
代
兵
器
が

必
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
、
戦
争
を
す
る
た
め
に
は
名
目
上
の

も
の
と
は
い
え
、
一
応
理
念
が
必
要
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
に
参
戦

す
る
際
の
日
本
の
理
念
は
、
西
洋
の
帝
国
主
義
的
支
配
か
ら
の
東
洋
の
解

放
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
勿
論
そ
の
内
実
は
実
に
お
粗
末
な
も
の
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
西
洋
に
対
す
る
東
洋
、
日
本
と
い
う
こ
と
が
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強
調
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
西
洋
的
な
近
代
主
義
と
い
う
も
の
が
標
的

に
な
る
の
も
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
「
近
代
の
超
克
」
と

い
う
よ
う
な
言
葉
が
流
行
す
る
所
以
で
あ
る
。
こ
こ
に
矛
盾
が
生
じ
る

C

西
洋
か
ら
の
東
洋
の
解
放
と
い
う
理
念
を
唱
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
可
能
に

す
る
の
が
西
洋
の
論
理
（
近
代
戦
の
論
理
）
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
「
近
代
の
超
克
」
に
代
表
さ
れ
る
「

H
本
文
化
主
義
」
が

「
近
代
戦
の
論
理
」
と
し
て
み
れ
ば
ま
る
で
意
味
の
な
い
も
の
と
な
り
、

そ
れ
を
撃
つ
安
吾
の
論
理
が
あ
る
面
で
「
近
代
戦
の
論
理
」
に
つ
な
が
る

と
い
う
妙
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
は
安
吾
が
戦
争
犯
罪
人
だ
っ
た
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
勿

論
な
い
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
フ
ァ
ナ
チ
ッ
ク
な
国
粋
主
義
的
言
説
、
神

が
か
り
的
言
説
が
当
た
り
前
だ
っ
た
こ
の
時
期
、
安
吾
の
意
見
は
あ
ま
り

に
正
論
過
ぎ
て
、
一
般
に
反
響
を
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
大
河
内
昭
爾
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

戦
時
的
思
惟
を

B
常
と
し
て
育
ち
、
敗
戦
後
の
百
八
十
度
転
換
を
突

然
の
天
変
地
異
の
ご
と
く
し
か
う
け
と
れ
な
か
っ
た
昭
和
初
年
生
ま

れ
の
私
な
ど
に
と
っ
て
は
、
昭
和
十
六
年
に
お
け
る
「
日
本
文
化
私

観
」
の
発
想
は
お
ど
ろ
く
べ
き
こ
と
が
ら
と
い
う
よ
り
も
、
ま
る
で

不
思
議
な
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
。
（
注
十
一
―
-
）

ウ
ル
ト
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
幅
を
き
か
せ
る
中
で
、
「

H
本
文
化

私
観
」
は
多
く
の
人
に
と
っ
て
「
不
思
議
な
こ
と
」
で
し
か
な
か
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

安
吾
の
論
理
は
確
か
に
「
近
代
戦
の
論
理
」
に
通
じ
る
部
分
が
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
「
時
局
」
を
考
慮
し
た
発
言
な
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

彼
の
身
に
つ
い
た
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
戦

時
期
の
多
く
の
「

H
本
文
化
主
義
」
者
た
ち
は
戦
後
口
を
閉
ざ
す
か
、
論

調
を
百
八
十
度
変
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
安
吾
の
場
合
論
調
が
変
化

す
る
と
い
う
こ
と
は
全
く
な
い
。
「
日
本
文
化
私
観
」
に
お
け
る
彼
の
主

張
は
戦
後
に
お
け
る
彼
の
思
想
の
基
調
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
H
本
文
化
私
観
」
は
あ
る
レ
ベ
ル
で
読
め
ば
タ
ウ
ト
の
批
判
を
通
し

て
浅
薄
な
「
日
本
文
化
主
義
」
を
、
磯
田
光
一
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
文

化
右
翼
」
を
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
お
そ

ら
く
「
反
戦
」
を
意
図
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
し
、
そ
れ

自
体
が
「
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
読
み
方

も
実
り
多
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
い
う
線
で
読
ん

で
い
く
限
り
安
吾
の
論
理
と
い
う
の
は
「
近
代
の
超
克
」
に
対
し
て
の
素

朴
な
近
代
主
義
を
遠
く
出
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

「
伝
統
の
美
だ
の

H
本
本
来
の
姿
な
ど
と
い
う
も
の
よ
り
も
、
よ
り
便
利

な
生
活
が
必
要
」
で
あ
り
、
京
都
の
寺
や
奈
良
の
仏
像
が
全
滅
し
て
も
困

ら
な
い
が
、
電
車
が
動
か
な
く
て
は
困
る
」
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
そ

の
ま
ま
明
治
以
来
の

H
本
の
文
明
開
化
の
論
理
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
日
本
文
化
私
観
」
を
「
文
化
右
照
」
批
判
と
し
て
読
め
ば
、
安
吾
評
価

は
素
朴
な
近
代
主
義
者
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
落
ち
つ
き
か
ね
な
い
危

険
性
が
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
「

H
本
文
化
私
観
」
で
安
吾
は
部
分
的
に

そ
う
い
っ
た
素
朴
な
近
代
主
義
者
の
相
貌
を
み
せ
て
い
る
。
木
橋
が
鉄
橋

に
変
わ
り
、
故
郷
の
古
い
姿
が
破
壊
さ
れ
欧
米
風
の
建
物
が
出
現
す
る
こ
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と
に
喜
び
を
感
じ
る
、
「
生
活
の
必
要
」
が
す
べ
て
で
、
法
隆
寺
を
取
り

壊
し
て
停
車
場
を
つ
く
る
の
も
必
要
な
ら
ば
よ
い
、
な
ど
と
い
う
人
口
に

膳
炎
し
や
す
い
部
分
が
そ
う
だ
。
こ
の
あ
た
り
の
論
理
は
明
治
初
期
の
欧

化
思
想
、
文
明
開
化
の
論
理
と
そ
う
遠
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
と

し
て
高
い
評
価
に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
時
代
の
主
潮
流
が

「
近
代
の
超
克
」
の
方
に
向
か
っ
て
い
た
か
ら
新
鮮
に
映
る
だ
け
な
の
で

あ
る
。し

か
し
、
安
吾
が
単
な
る
近
代
主
義
者
、
社
会
改
良
家
と
し
て
「

H
本

文
化
私
観
」
の
中
に
立
ち
現
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
第
三
節
の
「
家
に
就
て
」
の
最
後
で
安
吾
は
「
自
由

を
我
等
に
」
と
い
う
映
画
を
例
に
出
し
て
、
そ
こ
で
の
自

HI
と
い
う
も
の

の
認
識
が
、
毎
日
飲
ん
で
遊
ん
で
暮
ら
し
て
い
ら
れ
た
ら
自
由
で
楽
し
い
、

と
い
う
程
度
だ
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

社
会
改
良
家
な
ど
と
言
わ
れ
る
人
の
自
由
に
対
す
る
認
識
が
、
や
っ

ぱ
り
之
と
五
十
歩
百
歩
の
思
い
つ
き
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、

文
学
へ
の
値
川
を
深
く
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
(
,
僕
は
文
学
ガ
能
だ
。

な
ぜ
な
ら
、
文
学
と
い
う
も
の
は
、
叱
る
屈
が
な
く
、
怒
る
女
房
が

い
な
く
と
も
、
帰
っ
て
く
る
と
叱
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
所
か
ら
出
発

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
文
学
を

16用
す
る
こ
と
が
出
来

な
く
な
っ
た
ら
、
人
間
を
信
用
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
考
え

で
も
あ
る
。

こ
の
あ
た
り
で
の
安
吾
の
言
説
は
素
朴
な
社
会
改
良
家
、
近
代
主
義
者

の
も
の
で
は
な
く
、
は
っ
き
り
と
「
文
学
者
」
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

安
吾
は
第
一
節
の
終
わ
り
で
「
僕
自
身
の
『

H
本
文
化
私
観
』
を
語
っ
て

見
よ
う
と
思
う
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
自
身
の
「
日
本
文
化
私

観
」
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
自
身
の
「
文
学
」
観
を
語
っ

た
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
も
か
な
り
個
人
的
な
彼
自
身
の
「
文
学
」
に
対

す
る
決
意
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
の
文
章
の
真
骨
頂
が
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
か
ら
も
う
一
度
「
日
本
文
化
私
観
」

を
読
み
返
し
て
み
よ
う
。

四

第
四
節
「
美
に
就
て
」
は
一
―
一
年
前
の
取
手
在
住
時
代
の
回
想
か
ら
始
ま

る
。
後
で
触
れ
る
が
、
こ
の
時
代
は
安
吾
に
と
っ
て
文
学
上
の
試
行
錯
誤

時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
に
安
吾
の
心
を
惹
い
た
の
が
小
菅
刑
務
所
な

の
で
あ
る
。
そ
の
大
建
築
物
に
は
「
一
カ
所
の
美
的
装
飾
と
い
う
も
の
も

な
」
い
の
だ
が
、
安
吾
は
ど
こ
か
し
ら
「
そ
の
美
し
さ
」
に
心
を
惹
か
れ

る
よ
う
に
思
う
。
「
懐
か
し
い
」
感
じ
が
し
た
、
と
い
う
。
こ
れ
に
似
た

体
験
と
し
て
書
か
れ
る
の
が
十
数
年
以
前
の
学
生
時
代
の
頃
で
、
聖
路
加

病
院
の
近
く
の
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
工
場
に
関
す
る
回
想
で
あ
る
。
こ
の
工
場

も
奇
妙
に
安
吾
の
心
を
惹
<
。
「
[
切
の
美
的
考
慮
と
い
う
も
の
が
な
く
、

た
だ
必
要
に
応
じ
た
設
備
だ
け
で
―
つ
の
建
築
が
成
立
っ
て
」
い
て
、

「
魁
偉
で
あ
り
、
異
観
」
な
の
だ
が
、
安
吾
に
は
「
頭
抜
け
て
美
し
い
」

こ
と
が
分
か
る
の
だ
。
安
吾
は
こ
の
工
場
に
「
郷
愁
に
つ
づ
い
て
行
く
大

ら
か
な
美
し
さ
」
を
感
じ
た
と
い
う

3

こ
の
二
つ
の
建
築
物
に
共
通
す
る
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の
は
彼
の
「
郷
愁
を
ゆ
り
う
ご
か
す
退
し
い
美
観
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る

Q

こ
こ
で
安
吾
が
そ
れ
ら
に
対
立
す
る
美
と
し
て
提
示
す
る
の
は

法
隆
寺
や
平
等
院
の
美
し
さ
で
あ
る
。
法
隆
寺
や
平
等
院
の
美
は
「
古
代

と
か
歴
史
と
い
う
も
の
を
念
頭
に
人
れ
、
一
応
、
何
か
納
得
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
よ
う
な
美
し
さ
」
な
の
で
あ
る
が
、
小
菅
刑
務
所
や
ド
ラ
イ
ア
イ

ス
工
場
の
美
は
、
彼
の
心
に
直
接
突
き
当
た
り
、
は
ら
わ
た
に
食
い
込
ん

で
く
る
も
の
で
、
彼
の
心
を
す
ぐ
に
郷
愁
へ
導
い
て
い
く
力
を
持
っ
て
い

た
。
更
に
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
美
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
あ
る
春
先
に
と

あ
る
港
町
で
見
か
け
た
駆
逐
艦
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
美
し
さ
も
彼
の
魂

を
ゆ
り
う
ご
か
し
た
〔
）
こ
の
三
つ
の
も
の
を
統
合
し
て
、
安
吾
は
一
体
そ

れ
ら
の
何
が
彼
に
と
っ
て
美
し
い
の
か
、
を
考
え
る
。
そ
れ
は
「
美
し
く

す
る
た
め
に
加
工
し
た
美
し
さ
が
、
一
切
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
「
必

要
な
も
の
の
み
が
、
必
要
な
場
所
に
置
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
で
書
か
れ
る
言
葉
が
「
す
べ
て
は
、
た
だ
、
必
要
と
い
う
こ
と

だ
」
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
最
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の

美
と
い
う
も
の
が
そ
の
ま
ま
「
僕
の
仕
事
で
あ
る
文
学
」
に
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

僕
の
仕
事
で
あ
る
文
学
が
、
全
く
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
だ
。
）
美
し

く
み
せ
る
た
め
の
一
行
が
あ
っ
て
も
な
ら
ぬ
。
美
は
、
特
に
美
を
意

識
し
て
成
さ
れ
た
所
か
ら
は
生
れ
て
こ
な
い
。
ど
う
し
て
も
書
か
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
書
く
必
要
の
あ
る
こ
と
、
た
だ
、
そ
の
や
む
べ
か

ら
ざ
る
必
要
に
の
み
応
じ
て
、
書
き
っ
く
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

た
だ
「
必
要
」
で
あ
り
、
：
も
二
も
百
も
、
終
始
一
貫
た
だ
「
必
要
」

の
み
。
そ
う
し
て
、
こ
の
「
や
む
べ
か
ら
ざ
る
実
質
」
が
も
と
め
た

所
の
独
自
の
形
態
が
、
美
を
生
む
の
だ
。
実
質
か
ら
の
要
求
を
外
れ
、

美
的
と
か
詩
的
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
一
本
の
柱
を
立
て
て
も
、
そ

れ
は
、
も
う
、
た
わ
い
も
な
い
細
工
物
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
、

散
文
の
精
神
で
あ
り
、
小
説
の
真
骨
頂
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
同
時

に
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
大
逍
な
の
だ
。

問
題
は
、
汝
の
書
こ
う
と
し
た
こ
と
が
、
真
に
必
要
な
こ
と
で
あ

る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
汝
の
生
命
と
引
換
え
に
し
て
も
、
そ
れ
を

表
現
せ
ず
に
は
や
み
が
た
い
と
こ
ろ
の
汝
自
ら
の
宝
石
で
あ
る
か
、

ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
が
、
そ
の
要
求
に
応

じ
て
、
汝
の
独
自
な
る
手
に
よ
り
、
不
要
な
る
も
の
を
取
去
り
、
真

に
適
切
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
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「
日
本
文
化
私
観
」
の
中
で
お
そ
ら
く
一
番
重
点
を
置
い
て
読
ま
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
こ
で
あ
る
。
一
見
近
代
主
義
的
、
機
能
主
義
的

な
彼
の
言
説
の
底
に
は
、
彼
自
身
の
「
文
学
」
に
対
す
る
認
識
、
「
文
学
」

に
対
す
る
決
意
が
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い

る
の
は
あ
く
ま
で
安
吾
自
身
に
と
っ
て
の
「
文
学
」
で
あ
り
、
「
必
要
」

と
い
う
言
莱
は
安
吾
自
身
に
と
っ
て
必
要
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
大

事
な
の
だ
。
安
吾
が
あ
く
ま
で
彼
自
身
の
「
直
接
心
に
突
当
り
、
は
ら
わ

た
に
食
込
ん
で
く
る
も
の
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
私
達
に

も
通
じ
て
く
る
部
分
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
近
代
の
超
克
」
全
盛

時
代
に
近
代
主
義
を
対
置
さ
せ
て
み
せ
た
か
ら
新
鮮
だ
、
と
い
う
の
と
は



全
く
別
の
問
題
で
あ
る
。
時
代
背
県
が
変
わ
れ
ば
、
評
価
も
ど
う
と
で
も

な
る
よ
う
な
こ
と
を
、
安
吾
は
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

安
吾
が
小
菅
刑
務
所
や
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
工
場
を
美
し
い
と
言
う
と
き
に
、

懐
か
し
さ
や
郷
愁
と
い
う
も
の
を
感
じ
て
い
る
の
は
見
逃
せ
な
い
。
当
然

の
こ
と
だ
が
、
小
菅
刑
務
所
や
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
工
場
を
見
る
人
が
す
べ
て

懐
か
し
さ
や
郷
愁
を
感
じ
る
わ
け
は
な
い
。
安
吾
は
第
一
節
の
終
わ
り
で

「
僕
自
身
の
『

H
本
文
化
私
観
』
を
語
っ
て
み
よ
う
と
思
う
」
と
書
い
て

い
た
が
、
彼
は
あ
く
ま
で
個
人
的
な
感
慨
を
述
べ
て
い
る
の
だ
。
柄
谷
行

人
氏
は
「
日
本
文
化
私
観
」
は
き
わ
め
て
「
私
的
」
な
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
、

と
し
た
（
注
十
四
）
。
安
吾
が
立
っ
て
い
る
の
が
あ
く
ま
で
個
人
的
な
感

慨
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
私
も
同
じ
よ
う
に
感
じ
る
。
し
か
し
、

安
吾
が
、
自
分
の
書
こ
う
と
し
た
こ
と
が
自
ら
の
生
命
と
引
換
え
に
し
て

も
そ
れ
を
表
現
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
自
ら
の
宝
石
で
あ
る
が
ど
う
か
を

つ
き
つ
め
、
そ
の
要
求
に
応
じ
て
不
要
な
る
も
の
を
取
去
り
、
真
に
適
切

に
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
「
散
文
の
精
神
」
で
あ
る
と
考
え
、
「
僕
自
身
の

仕
事
で
あ
る
文
学
」
だ
と
認
識
し
、
「
日
本
文
化
私
観
」
を
書
い
て
い
る

点
で
、
彼
自
身
の
個
人
的
な
感
慨
は
普
遍
へ
と
昇
華
さ
れ
て
い
る
。
「

8

本
文
化
私
観
」
で
安
吾
は
彼
自
身
の
「
文
学
」
に
対
す
る
決
意
を
表
明
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

「
日
本
文
化
私
観
」
は
後
に
『
堕
落
論
』
（
注
十
五
）
に
収
録
さ
れ
る

が
、
そ
の
後
記
で
安
吾
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

第
．
部
は
私
が
い
わ
ば
思
想
の
星
雲
状
態
か
ら
現
在
に
至
る
生
き
方

を
思
想
的
に
定
着
さ
せ
た
作
品
、
私
は
い
わ
ば
「

H
本
文
化
私
観
」

に
よ
っ
て
私
の
生
き
方
を
確
立
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
発
展

し
て
青
春
論
と
な
り
、
こ
れ
が
第
二
部
、
戦
後
の
堕
落
論
そ
の
他
ヘ

発
展
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
思
想
の
星
雲
状
態
か
ら
現
在
に
至
る
牛
き
方
を
思
想
的
に
定
着
さ
せ

た
作
品
」
が
「
日
本
文
化
私
観
」
だ
と
い
う
の
が
安
吾
の
認
識
な
の
だ
。

ま
た
、
「
日
本
文
化
私
観
」
の
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
回

想
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
。
第
二
節
の
「
俗
悪
に
就
て
」
の
冒
頭
で
、
昭

和
十
二
年
に
京
都
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
害
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
出

て
く
る
「
書
き
か
け
の
長
編
小
説
」
と
い
う
の
は
、
昭
和
卜
三
年
七
月
に

出
版
さ
れ
た
『
吹
雪
物
語
』
（
注
十
六
）
の
こ
と
で
あ
る
。
『
吹
雪
物
語
』

は
昭
和
―
―
十
二
年
に
再
版
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
の
序
に
安
吾
は
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る

C
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こ
の
本
を
出
版
後
の
東
京
に
於
け
る
一
ヶ
年
の
荒
れ
果
て
た
生
活
、

次
に
利
根
川
ベ
リ
の
取
手
と
い
う
町
の
一
ヶ
年
の
流
浪
生
活
、
そ
れ

か
ら
更
に
一
ヶ
年
、
小
田
原
に
於
け
る
流
浪
、
私
の
魂
が
流
浪
し
、

さ
ま
よ
い
、
滴
落
の
底
に
ま
み
れ
て
、
と
も
か
く
私
が
多
少
と
も
新

ら
た
な
発
足
を
新
ら
た
な
視
界
を
自
覚
し
、
表
現
し
得
た
の
は
、
三

年
の
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。

も
う
―
つ
、
四
の
冒
頭
に
取
手
在
住
時
の
回
想
が
書
か
れ
て
い
る
が
、

同
時
期
の
こ
と
を
回
想
し
た
「
居
酒
屋
の
聖
人
」
（
注
十
七
）
に
は
次
の

よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。



僕
が
取
手
に
い
た
時
は
全
く
自
侶
を
失
っ
て
、
艇

H
焦
り
ぬ
い
て
い

な
が
ら
一
字
も
書
く
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
時
で
も
あ
っ
た
。
毎

日
、
ね
て
い
た
。
夕
方
に
な
る
と
、
も
っ
く
り
起
き
て
、
ト
ン
パ
チ

屋
へ
行
く
。

小
菅
刑
務
所
に
郷
愁
を
感
じ
、
そ
の
美
に
う
た
れ
た
の
は
ち
ょ
う
ど
そ

の
時
期
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
し
て
考
え
て
み
る
。
『
吹
雪
物
語
」
執
筆
以
来
、

安
吾
は
文
学
創
作
と
い
う
面
で
自
信
喪
失
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
何
の
た

め
に
害
く
の
か
、
と
い
う
問
が
そ
の
流
浪
と
滴
落
の
生
活
の
中
で
彼
の
頭

に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
問
に
対
す
る
答
が
「
日
本
文
化
私
観
」

の
[
た
だ
『
必
要
』
で
あ
り
、
了
も
二
も
百
も
ヽ
終
始
]
貝
た
だ
「
必
要
』

の
み
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
こ
れ
は
勿
論
先
程
か
ら
述
べ
て
い
る
よ
う

に
素
朴
な
近
代
主
義
や
機
能
主
義
と
は
は
っ
き
り
と
一
線
を
画
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
安
吾
文
学
の
原
点
を
示
し
て
い
る
「
文
学
」
に
対

す
る
認
識
な
の
だ
。
安
吾
が
「
僕
は
文
学
万
能
だ
」
と
い
い
、
「
文
学
へ

の
信
用
を
深
く
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
と
い
っ
て
い
た
の
を
、
軽
く
聞

き
流
し
て
は
い
け
な
い
。
安
吾
は
文
学
者
と
し
て
の
決
意
を
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
文
学
」
を
信
じ
る
、
と
い
う
こ
と
は
近
代
主
義
や
機
能
‘
t

義
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
結
論
で
は
な
い
。
―
つ
の
立
場
の
選
択
で
あ
る
。

「
日
本
文
化
私
観
」
に
お
い
て
の
安
吾
は
自
ら
の
揺
る
ぎ
な
い
立
場
を
し
つ

か
り
と
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
の
言
説
に
は
説
得
力

が
あ
る
。
あ
く
ま
で
個
人
的
な
感
慨
に
立
脚
し
な
が
ら
も
説
得
力
を
持
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
書
こ
う
と
し
た
こ
と
が
彼
に
と
っ
て

「
真
に
必
要
な
こ
と
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
自
ら
の
命
と
引
換
え
に

し
て
も
、
そ
れ
を
表
現
せ
ず
に
は
や
み
が
た
い
と
こ
ろ
の
「
自
ら
の
宝
石
」

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「

H
本
文
化
私
観
」
が
安
吾
の
合
n
う
意
味
で
の

「
美
」
を
放
つ
所
以
で
あ
る
。

t
 

V̀ 
※ 

坂
口
安
吾
作
品
の
引
用
は
基
本
的
に
筑
摩
書
房
文
庫
版
全
集
に
拠
っ

た。-
「
作
品
解
説
」
、
溝
談
社

H
本
現
代
文
学
全
集
90

（
昭
和
四
十
二

年
一
月
十
九
日
発
行
）

二
「
第
四
の
選
択
『
真
珠
』
と
『
日
本
文
化
私
観
』
」
『
現
代
思

想
』
平
成
二
年
八
月

―
―
―
注
二
参
照

四
昭
和
十
七
年
四
月
十
二

H
発
行
『
都
新
聞
』

五
「
巻
頭
随
筆
」
「
現
代
文
学
』
昭
和
十
八
年
七
月

六

注

二

参

照

七
対
談
「
坂
口
安
吾
の
精
神
」
秋
山
駿
•
磯
田
光
一
『
ユ
リ
イ
カ
』

昭
和
五
十
年
十
●
●
月

八

「

F
A
R
C
E
に
就
て
」
『
青
い
馬
』
昭
和
七
年
三
月
―
―
一
日
発
行

九
昭
和
十
七
年
十
一
月
、
十
二
月
『
文
学
界
』

+
「
我
々
の
現
下
の
戦
争
も
亦
然
り
」
の
部
分
は
戦
後
『
堕
落
論
』

（
昭
和
二
十
二
年
六
月
二
十
日
発
行
、
銀
座
出
版
社
）
収
録
の
際
に
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削
除
さ
れ
て
い
る
。

十
一
昭
和
十
八
年
五
月
一
日
発
行
「
知
性
j

十
二
昭
和
十
九
年
一
一
月
一
日
発
行
「
文
芸
」

十

三

「

H
本
文
化
私
観
」
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
四
十
八
年
七
月

十
四
「
『
日
本
文
化
私
観
」
に
つ
い
て
」
「
文
芸
読
本
坂
口
安
吾
』

昭
和
五
十
三
年
六
月
、
河
出
書
房
新
社
。

十
五
注
十
参
照

十
六
昭
和
十
―
―
一
年
七
月
二
十

H
発
行
、
竹
村
書
房
。
昭
和
二
十
二
年
七

月
五
日
発
行
、
新
体
社
。

十
七
昭
和
十
七
年
九
月
一
日
発
行
『
日
本
学
芸
新
聞
』

「
辻
小
説
」
襴

（
ふ
じ
わ
ら

こ
う
さ
く
／
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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