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令
和
元
Ξ
Ｏ
一む
年
１１
月
１６
日
（土
）
、
秋
聾
忌
第
二
部
の
．記
念

講
演
に
文
芸
秤
論
家

・
西
田
勝
氏
を
お
招
き
し
ま
し
た
。
そ
の
ご

講
演
要
旨
を
お
届
け
し
ま
す
。

―
＝

文
芸
評
論
家

・
思
想
家
と
し

て
の
嶺
雲

の
歩

み

田
岡
嶺
雲
に
は
秋
彗
だ
け
で
は
な
く
藤
岡
作
太
郎
を
は
じ
め
泉

鏡
花

・
得
能
文

・
国
府
犀
東

・
桐
生
悠
々
な
ど
、
金
沢
の
人
々
と

縁
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
嶺
雲
の
故
郷
が
「自
由
は
土
佐
の
林

間
か
ら
出
づ
」
と
言
わ
れ
た
高
知
だ

っ
た
の
と
、
日
本
に
お
け
る

一巾
民
自
治
の
先
駆
の

一
つ
だ

っ
た

一
向

一
揆
の
あ

っ
た
金
沢
と
の

無
意
識
か
ら
の
共
振
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

嶺
雲
は
、
投
書
雑
誌
室
目
年
文
』
の
主
筆
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
が
彼
の
文
芸
批
評
家
と
し
て
の
出
発
点
で
す
が
、
そ
れ

以
前
、
東
京
帝
国
大
学
在
籍
時
か
ら
大
変
な
勉
強
家
で
、
英
語
や

ド
イ
ツ
語
も
堪
能
、
原
書
で
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
代
表
作
を

読
ん
だ
り
、
漢
訳
の
大
部
の
大
蔵
経
を
読
破
し
た
り
し
ま
し
た
。

後
者
で
は
「印
度
の
神
秘
説
」
と
題
し
て
喩
伽
言
ど
を
論
じ
、
恐

ら
く
日
本
で
初
め
て
、
そ
の
多
様
な
ポ
ー
ズ
を
も
紹
介
し
ま
し
た
。

古
代
イ
ン
ド
哲
学
は
宗
教
と

一
体
で
、
バ
ラ
モ
ン
教
と
言
っ
た

り
、
ヴ

エ
ー
ダ
哲
学
と
言
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
の
頂
点
は
「ウ

「田
岡
嶺
雲
と
徳
田
秋
撃
と
の
出
会
い
」

新
刊
案
内

・
グ

ッ
ズ
案
内

企
画
展
示
報
告

新
収
蔵
資
料
紹
介

事
業
報
告

パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
」
と
い
う
経
典
で
、
そ
の
根
本
は
「あ
な
た
は
私
で

あ
る
」
と
い
う
も
の
。
そ
れ
が
西
方

へ
伝
わ

っ
て
「隣
人
愛
」
を
説

く
キ
リ
ス
ト
教
に
な
り
、
東
方
で
は
仏
教
と
な
り
、
日
本
に
も
及

び
ま
し
た
。　
　
　
　
・

嶺
雲
に
、
そ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
を
開
い
て
く
れ
た

の
は
、
シ
ョ
ー
ベ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
で
し
た
。
そ
こ
か
ら
彼
の
「東

西
文
明
の
融
合
」
と
い
う
主
張
も
生
ま
れ
ま
し
た
。

シ
ヨ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
を
日
本
で
初
め
て
紹
介
し
た
の

は
、
東
京
帝
大
の
哲
学
教
師
だ

っ
た
井
上
哲
次
郎
で
す
。
嶺
雲
は

彼
の
講
義
を
聞
い
て
、
こ
の
哲
学
の
存
在
を
知

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
夏
目
漱
石
が
、
そ
の
エ
ッ
セ
ー
で
触
れ
て

い
る
「ケ
ー
ベ
ル
先
生
」
も
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
の
学
徒

の

一
人
で
し
た
。

戦
前
、
旧
制
高
校
で
「デ
カ
ン
シ
ヨ
節
」
と
い
う
の
が
流
行
り
ま

し
た
。
「デ
カ
ン
シ
ヨ
」
と
い
う
の
は
近
代
哲
学
の
代
表
者
、
す
な

わ
ち
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
縮
め
た
も

の
で
す
。

カ
ン
ト
は
物
事
に
は
「現
象
」
と
「本
質
」
が
あ
る
と
観
て
い
ま
し

た
。
わ
れ
わ
れ
が
感
覚
で
き
る
の
は
現
象
あ
る
い
は
個
体
で
、
そ

の
奥
に
「本
質
」
が
あ
る
。
現
象
は
「個
」
と
し
て
現
れ
、
「個
」
で
な

け
れ
ば
生
命
は
な
く
、
人
間

一
般
と
し
て
は
生
き
ら
れ
な
い
。
で

は
、
日
に
見
え
な
い
現
象
の
奥
に
あ
る
「本
質
」
と
は
何
か
。
カ
ン

ト
は
、
そ
れ
を
何
だ
か
分
か
ら
な
い
「物
自
体
」
と
し
ま
し
た
。
東

洋
で
は
、
老
子
が
、
そ
れ
を
「玄
の
又
玄
」
と
言
い
ま
し
た
。
「玄
」

と
は
暗
い
と
い
う
意
味
で
、
暗
い
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
暗
さ
の

奥
に
あ
る
、
さ
ら
な
る
晴
さ
だ
と
言
い
ま
し
た
。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
そ
の
主
著
『意
志
と
そ
の
表
象
と

し
て
の
世
界
』
の
題
名
に
見
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
「物
自
体
」
は

ト
ピ

ツ
ク

ス

入
館
者
１５
万
人
達
成

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
通
信

リ
バ
ー
サ
イ
ド
ニ
ュ
ー
ス

・
寸
々
語

館
の
案
内

・
編
集
後
記

題
字
・復
田
秋
賢

「意
志
欲
望
ご
だ
と
考
え
、
こ
の
世
界
は
「欲
望
」
と
そ
の
「欲
望
」

が
展
開
し
て
行
く
姿
だ
と
し
ま
し
た
。
か
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

も
、
こ
の
哲
学
の
影
響
の
中
で
、
現
代
人
の
モ
ラ
ル
を
、
「朝

一

杯
の
お
い
し
い
コ
ー
ヒ
ー
が
飲
め
れ
ば
、
世
界
な
ん
て
亡
び
た

っ

て
構
わ
な
い
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
現
代
の
拝
金
主
義
、

利
己
主
義
を

一
言
で
表
し
た
言
葉
で
す
。

哲
学
は

一
般
に
存
在
論
と
認
識
論
と
で
成
り
立

っ
て
い
ま
す

が
、
嶺
雲
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
か
ら
以
上
の
よ
う
に
、

そ
の
存
在
諭
か
ら
啓
発
を
受
け
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
認
識
論

か
ら
も
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
現
代
社
会
で
は
知
性
や
知
識
は
欲

望
の
道
具
に
過
ぎ
な
い
。
彼
が
評
価
す
る
の
は
感
性
、
よ
り
正
確

に
言
う
と
、
そ
の
上
に
立

っ
た
観
察
、
つ
ま
り
直
観
で
す
ね
。
自

分
の
眼
で
対
象
を
細
か
く
観
察
し
、
そ
れ
を
自
分
の
頭
で
観
念

霜
き

と
し
て
組
み
立
て
る
。
そ
こ
に
こ
そ
本
当
の
真
実
が
あ
る
、

と
言
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
嶺
雲
は
他
の
人
に
先
ん
じ

て
樋
口

一
葉
や
泉
鏡
花
、
さ
ら
に
は
夏
目
漱
石
や
木
下
尚
江
の
才

能
を
高
く
評
価
し
ま
し
た
。

嶺
雲
が
水
産
伝
習
所
に
い
た
時
、
ひ
と
り
の
労
働
者
が
目
比
谷

公
園
の
ベ
ン
チ
に
横
た
わ

っ
て
い
る
の
見
て
、
「ど
う
し
て
寝
て

い
る
の
で
す
か
？
」
と
尋
ね
る
と
、
彼
は
「動
く
と
体
力
を
消
耗
す

る
か
ら
」
と
答
え
ま
し
た
。
嶺
雲
は
、
こ
の
時
、
改
め
て
貧
困
の

問
題
に
直
面
し
ま
す
。
少
年
時
代
か
ら
自
由
民
権
運
動
に
参
加
し

た
嶺
雲
で
す
が
、
民
権
運
動
と
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
由
来
の
「自
由
・

平
等

・
博
愛
」
の
精
神
を
継
ぐ
も
の
。
し
か
し
、
現
代
の
日
本
に

は
本
当
の
自
由
も
平
等
も
博
愛
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ

く
。
近
代
資
本
主
義
は
確
か
に
文
明
の
進
歩
を
も
た
ら
し
た
が
、

同
時
に
新
た
な
貧
困
と
差
別
を
生
み
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
無
く

す
に
は
維
新
に
次
ぐ
「第
二
の
革
命
」
が
必
要
と
考
え
、
最
終
的
に

●
●
一．勝
氏
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・演
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沙
・Ｔ
．

．
．

．

れ

い
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嶺
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と
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は
「国
家
」
を
超
え
た
、
差
別
や
貧
困
の
な
い
「地
球
共
同
体
」
の
到

米
を
夢
見
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
考
え
を
最
初
に
表
明
し
た
の
は
三
（性
の
私
有
」

薪
聞
Ｆ
は
ら
き
二

九
Ｑ
二
■
一一こ

と
い
う
文
章
で
、
「財
産
に
私
有

な
け
れ
ば
楡
盗
な
く
し
て
共
一産
あ
り
、
異
性
に
私
有
な
け
れ
ば
不

貞
な
く
し
て
恋
愛
（真
の
）
あ
り
」
と
言
い
ま
し
た
。

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
ｏ
ヨ
ヨ
⊂
ｏ
お
ヨ
を
玉
ハ産
主
義
」
と
最
初
に
訳
し

た
の
は
東
京
帝
大
初
代
総
長
の
加
藤
弘
之
で
す
が
、
本
来
は
ヨ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
同
根
で
す
か
ら
、
正
確
に
は
Ｉ
ハ同
体
主
義
」
と
訳

す
べ
き
で
し
た
。
不
平
等
や
差
別
の
な
い
「原
始
共
同
体
」
に
帰
ろ

う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

人
類
史
の
上
で
農
耕
社
会
が
始
ま
り
、
私
有
財
産
が
発
生
、
そ

の
財
産
を
自
分
の
子
に
継
が
せ
た
い
と
い
う
欲
望
か
ら
結
婚
制
度

つ
ま
り
家
父
長
制
君
主
制
は
そ
の
結
果
の
一
２
が
生
ま
れ
、
そ
れ
に

よ
っ
て
女
性
は

一
切
の
権
利
を
失
い
ま
し
た
。
エ
ン
グ
ル
ス
の
い

う
「女
性
の
世
界
史
的
な
敗
北
」
で
す
。
そ
れ
は
大
多
数
の
男
性
に

と

っ
て
も
「敗
北
」
で
、
階
級
社
会
が
生
ま
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、

性
的
自
由
も
失
い
ま
す
。
つ
ま
り
結
婚
と
売
春
と
姦
通
は
三
位

一

体
で
す
。
秋
書
が
繰
り
返
し
描
き
出
し
た
世
界
で
す
。
そ
れ
を
東

洋
的
な
見
地
か
ら
鋭
く
突
い
た
の
が
同
じ
金
沢
出
身
の
作
家
泉
鏡

花
の
「愛
と
婚
姻
〓
民
は

一
八
九
五
年
五
星

で
す
。
「結
婚
を
以
て
愛

の
大
成
し
た
る
も
の
と
な
す
は
、
大
い
な
る
誤
り
な
る
か
な
」
、
「情

死
、
駆
落
、
勘
当
等
、
ン」
れ
皆
愛
の
分
辮
た
り
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

な
か
な
か
過
激
な
文
章
で
す
が
、
鏡
花
の
絢
爛
さ
は
、
こ
の
過
激

さ
か
ら
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
秋
撃
が
そ
う
あ
り
た
い

と
願
い
な
が
ら
、
出
来
な
か
っ
た
姿
勢
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ

に
秋
馨
の
独
自
性
も
生
ま
れ
て
く
る
わ
け
で
す
が
。

―
―

嶺
雲
と
秋
撃

こ
う
し
た
主
張
を
含
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
日
露
戦
争
の
最

中
に
出
し
た
嶺
雲
の
第
四
評
論
集
『壺
中
観
〓
一
九
〇
五
■
一万
）
は

発
売
禁
止
と
な
り
ま
し
た
。
実
は
最
初
の
評
論
集
『嶺
雲
揺
曳
』

二
八
九
九
Ｅ
一一こ
と
続
編
の
『第
二
嶺
雲
揺
曳
』
百
年
二

月
）は
合
わ

せ
て
二
万
部
近
く
も
売
れ
、
当
時
と
し
て
は
異
例
の
こ
と
で
し
た
。

彼
が
当
時
、
著
名
な
評
論
家
だ

っ
た
こ
と
は
、
死
後
、
『読
売
新
聞
』

が
二
頁
を
割
い
て
追
悼
記
事
を
載
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ

る
で
し
ょ
う
。
著
作
が
次
々
と
発
禁
に
な

っ
た
こ
と
に
対
す
る
同

情
と
抗
議
も
そ
こ
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

晩
年
に
は
幸
徳
秋
水
と
親
交
が
あ
り
、
も
し
脊
髄
瘍
を
病
ん
で

足
が
不
自
由
で
な
か
っ
た
ら
、
嶺
雲
も
大
逆
事
件
に
連
座
さ
せ
ら

れ
、
秋
水
と
同
じ
よ
う
に
死
刑
台
に
上
が
っ
て
い
た
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。

嶺
雲
と
秋
書
の
出
会
い
は

一
八
九
五
年
、
秋
撃
が
博
文
館
に
い

た
頃
の
こ
と
で
、
『青
年
文
』
に
秋
書
が
投
稿
し
た
こ
と
が
キ
ツ
カ

ケ
で
し
た
。
嶺
雲
に
翌
日
年
文
』
の
主
筆
に
な
る
こ
と
を
要
請
し
た

英
文
学
者
の
山
県
五
十
雄
は
、
私
の
学
生
時
代
ま
だ
健
在
で
、
私

は
彼
を
訪
ね
、
そ
の
時
、
秋
馨
の
投
稿
名
が
「誇
学
生
」
と
塁
口罵

子
」
で
あ
る
こ
と
も
確
か
め
ま
し
た
。
「誇
学
生
」
名
の
作
品
は
、

ど
う
い
う
わ
け
か
八
本
書
店
版
の
『徳
田
秋
彗
全
集
』
に
は
収
め
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
『帝
国
文
学
』
所
載
の
論
文
を
取
り
上

げ
、
論
者
の
知

っ
た
か
ぶ
り
を
椰
楡
し
た
も
の
、
青
年
秋
書
の
心

意
気
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
投
書
の
後
、
嶺
雲
の
求

め
に
応
じ
て
初
め
て
「秋
聾
」
の
名
で
「断
片
」
と
い
う
小
説
を
発
表

し
ま
す
。
さ
き
の
『全
集
』
で
は
評
論
の
部
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
間
違

っ
た
編
集
で
、
秋
馨
の
自
伝
小
説
『光
を
追
う
て
」

２
を
一天
年
一
月
■

に
も
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
の
『ウ

ェ
ー
ク
フ
ィ
ー

ル
ド
の
司
祭

弓
ゴ
①
≦
ｏ
駕

ｏ
〔
ヨ
”
パ
①
い
の
一望
ま
が
い
の
小
説
を
発

表
し
た
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
す
。

秋
馨
も
当
時
の
智
識
青
年
ら
し
く
、
そ
の
英
語
の
読
解
力
を
生

か
し
て
丸
善
か
ら
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
や
ゴ
ー
リ
キ
ー
な
ど
の
洋
書
を

入
手
し
、
読
ん
で
い
ま
し
た
。

ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
は
表
も
裏
も
、
相
対
的
に
物
事
を
見
な
が
ら

書
く
作
家
で
し
た
。
秋
馨
の
場
合
も
初
期
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
傾

向
が
あ
り
ま
す
。
秋
聾
に
は
嶺
雲
同
様
、
老
荘
哲
学
へ
の
傾
倒
が

あ

っ
た
よ
う
で
す
。
荘
子
の
「斉
物
論
」
も
ま
さ
に
世
界
の
相
対
性

を
論
じ
た
も
の
で
す
。

「断
片
」
で
は

一
方
で
は
「現
代
の
文
学
に
大
家
な
き
は
読
書
家

し
ん

一」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

あ
り
て
真
個
〔の
〕
天
才
な
き
に
因
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
〓
〔
〕は
引
用

者

と
し
て
知
性

へ
の
懐
疑
を
示
し
、
他
方
で
は
「人
権
を
称
道
す

る
こ
と
今
の
世
の
如
く
喧
し
く
し
て
、
而
し
て
人
権
を
柾
屈
す
る

主
僕
的
階
級
の
社
会
の
到
所
に
発
見
さ
る
ゝ
は
果
し
て
何
故
ぞ

ゃ
／
３
誡
〓
『
し
ゎ
れ
を
し
て
世
界
を
専
制
せ
し
め
ば
、
胸
間
の

感
情
を
提
来
り
て
最
も
公
平
な
る
組
織
を
民
人
の
上
に
加
ふ
る
を

得
ん
か
」
と
「主
僕
的
階
級
」
の
な
い
平
等
の
社
会
を
求
め
て
い
ま

す
。
ま
さ
に
嶺
雲
の
主
張
そ
の
も
の
で
す
。

嶺
雲
の
自
伝
『数
奇
伝
買
一
九
二
耳
五
旦

に
秋
撃
が
寄
せ
た
序

文
や
、
そ
の
翌
年
に
死
去
し
た
嶺
雲

へ
の
追
悼
談
話
「逝
け
る
田

岡
嶺
雲
」
（冥
阪
新
き

同
年
九
Ｅ

及
び
追
悼
文
「故
嶺
雲
兄
」
（吊
士π
新

圃
同
年
十
星
な
ど
を
見
る
と
、
秋
書
が
嶺
雲
の
人
物
像
を
正
確
に

捉
え
て
い
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

―
―

「社
会
小
説
」
を
め
ざ

し
た
秋
馨

私
は
学
生
時
代
、
嶺
雲
と
の
関
係
を
尋
ね
た
く
、
秋
書
の
遺
族

に
会
い
に
行

っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
長
男

一
穂
の
夫
人
で
し

た
で
し
ょ
う
か
、
嶺
雲
の
書
簡
は
な
い
と
言
わ
れ
て
帰

っ
て
き
ま

し
た
が
、
現
在
、
二
通
の
書
簡
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
つ
は

一
九
〇
八
年

一
〇
月
二
七
日
消
印
の
も
の
３
き
２
徳
田
秋

馨
全
基
別
巻
に
収
８
、
二
通
目
は

一
九

一
〇
年

一
一
月
以
降
と
推
測

さ
れ
る
も
の
果
収
録
。
い
ず
れ
も
徳
田
家
所
８
。
最
初
の
も
の
は
、
嶺

雲
が
自
身
の
訳
し
た
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
「
二
人
』
に
つ
い
て
小
説
家
と

し
て
の
添
削
や
出
版
社
の
紹
介
を
打
診
し
た
も
の
〓
き
２
全
き

で

は
話
Ｆ
と
な
っ
て
い
ま
す
が
要
面
。
証
薔
が
正
し
じ
で
、
一
一通
目
は
モ
ー

パ
ツ
サ
ン
な
ど
の
横
文
字
の
小
説
類
の
貸
し
出
し
を
依
頼
し
た
も

の
で
す
。
こ
の
時
代
、
二
人
は
実
生
活
の
上
で
も
か
な
り
近
づ
い

て
い
た
よ
う
で
す
。

嶺
雲
は
社
会
小
説
の
提
唱
者
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実
は
当

時
、
「社
会
小
説
」
を
提
唱
し
た
の
は
、
徳
富
蘇
峰
た
ち
の
民
友
社

で
し
た
。
嶺
雲
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
主
張
に
は
批
判
的
で
、
「社

会
小
説
」
（長
喜

一
八
九
七
年
五
こ

と
い
う
文
章
の
中
で
「複
雑
な
る

社
会
の
現
象
」
を
題
材
に
す
る
の
は
よ
い
が
「微
妙
な
る
個
人
の
性

格
を
描
く
」
の
を
忘
れ
た
ら
「大
な
る
誤
」
、
「個
人
の
性
格
を
中

心
と
し
て
、
其
境
遇
の
変
化
を
写
す
こ
と
」
が
大
切
と
言

っ
て
い

ま
す
。
秋
書
も
ま
た
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
「真
の
社

回Tokudo Shusei kinenkon Museum
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会
小
説
」
（ヌ
章
世
塁

一
九
９
ハ
年
二

月
）
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

自
分
は
「社
会
小
説
」
に
興
味
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
「小
説
中
の
人

物
の
思
想
性
格
を
詳
し
く
明
瞭
に
書
現
は
さ
な
け
れ
ば
、
文
学
上

の
価
値
は
あ
る
ま
い
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

秋
書
の
め
ざ
し
た
の
は
、
彼
な
り
の
「社
会
小
説
」
だ

っ
た
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
秋
馨
の
文
学
は
も

っ
ぱ
ら
自
然
主
義
と
の

関
係
か
ら
論
じ
ら
れ
て
来
ま
し
た
が
、
ソ
ロ
ソ
ロ
そ
の
よ
う
な
「早

稲
田
文
学
」
史
観
か
ら
解
放
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

出
世
作
の
『新
世
帯
安
一
九
〇
九
３
を
は
じ
め
『徹
安
一
九
二

年
Ｔ

『あ
ら
く
れ
」
一
九
一
五
■

・
『仮
装
人
物
Ｌ
一
ら
一天
■

を
経
て
『縮

図
安
一
九
里
ハ
■

に
至
る
代
表
作
を
見
れ
ば
、
ど
れ
も

一
種
の
「社

会
小
説
」
で
す
。
た
し
か
に
秋
馨
の
文
学
は
日
本
の
自
然
主
義
文

学
運
動
に
影
響
を
あ
た
え
、
ま
た
秋
費
も
こ
の
運
動
に
学
ん
で

い
ま
す
が
、
『あ
ら
く
れ
』
は
嶺
雲
の
女
性
解
放
論
を
想
起
さ
せ
る

し
、
ま
た
『縮
図
』
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
秋
撃
の
小
説
に
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
社
会
批
評
も
ス
ト
レ
ー
ト
に
挟
み
込
ま
れ
、
情
報
局
の

圧
力
に
よ
っ
て
執
筆
中
止
に
追
い
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
前
、

反
フ
ア
ッ
シ
ョ
の
「学
芸
自
由
同
盟
」
の
幹
事
長
を
引
き
受
け
て
い

ま
す
。
抑
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
晩
年
、
噴
き
出
て
来
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

発
行
日

〈
「
和
元
年
１０
月
５
日

発
行
社
　
現
代
書
館

価
　
格
　
１
７
０
０
円
（税
別
）

著
者
は
北
陸
朝
日
放
送
報
道
制
作
部
長
。
平
成
３０
年
に
同
局
で

制
作

・
放
送
さ
れ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
喜
口わ
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と

新
聞
人

・
桐
生
悠
々
の
警
鐘
」
の
担
当
デ
イ
レ
ク
タ
ー
を

つ
と
め
、
同
番
組
は
第
１
回
「む
の
た
け
じ
地
域
　
民
衆
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
賞
」
大
賞
の
ほ
か
、
第
２５
回
「プ

ロ
グ
レ
ス
賞
」
最
優
秀
賞
を

受
賞
。
そ
れ
を
き

っ
か
け
に
、
令
和
元
年
年
末
か
ら
新
年
に
か
け

て
全
国
で
放
送
さ
れ
ま
し
た
。

本
書
は
番
組
制
作
の
た
め
の
緻
密
な
取
材
を
元
に
構
成
さ
れ
た

桐
生
悠
々
の
評
伝
で
、
竹
馬
の
友
で
あ
る
秋
馨
と
の
か
か
わ
り
や
、

太
平
洋
戦
争
に
対
す
る
双
方
の
姿
勢
に
つ
い
て
も
論
及
が
あ
り

ま
す
。

悠
々
の
遺
族
や
現
役
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
も
積
極
的
に
取
材

し
、
単
な
る
評
伝
を
超
え
、
こ
の
現
代
社
会
に
お
い
て
悠
々
と
い

う
人
物
を
、
ま
た
そ
の
思
想
に
つ
い
て
ど
う
受
け
止
め
る
べ
き
か
、

大
き
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
く
る

一
冊
で
す
。

令
和
元
年
、
地
元
企
業
が
中
心
と
な
り
、
秋
馨
の
代
表
作
『縮
図
』

を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
新
し
い
グ

ッ
ズ
の
開
発
が
お
こ
な
わ
れ
ま

し
た
。

『縮
図
』
は
、
昭
和
１６
年
６
月
～
９
月
、
「都
新
聞
■
現
「東
京
新

聞
し
に
連
載
さ
れ
た
長
篇
小
説
で
す
。
し
か
し
太
平
洋
戦
争
開
戦

間
近
と
い
う
状
況
下
、
花
柳
界
を
描
く
こ
と
が
不
謹
慎
と
し
て
情

報
局
か
ら
た
び
重
な
る
圧
力
を
受
け
、
秋
書
は
「妥
協
す
れ
ば
作

品
は
腑
抜
け
に
な
る
」
と
第
８０
回
を
最
後
に
筆
を
折
り
ま
す
。
そ
の

三
ヶ
月
後
に
開
戦
を
迎
え
、
戦
中
の
昭
和
１８
年
に
秋
馨
が
死
去
し

た
た
め
、
未
完
の
絶
筆
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
グ
ツ
ズ
で
は
、
「都
新
聞
」
連
載
当
時
の
紙
面
を
生
か
し
、

秋
書
の
本
文
、
内
田
巌
に
よ
る
挿
絵
、
そ
し
て
新
間
の
活
字
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
そ
の
ま
ま
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
風

呂
敷
、
手
ぬ
ぐ
い
、
タ
イ
ツ
な
ど
の
展
開
が
あ
り
、
人
々
の
生
活

に
常
に
寄
り
添
い
、
か
つ
女
性
を
主
眼
に
据
え
て
描
く
秋
書
の
小

説
ス
タ
イ
ル
が
反
映
さ
れ
た
逸
品
で
す
。

こ
れ
ら
の

一
部
は
、
４
月
か
ら
当
館
内
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ツ

プ
で
も
取
り
扱
う
予
定
で
す
。

回
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