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一

　
日
本
は
何
処
へ
行
つ
て
も
日
本
だ
と
い
ふ
こ
と
を
私
は
近
頃
ま
す
ま
す
強

く
感
じ
る
。
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
同
じ
日
本
で
あ
り
な
が
ら
、
処
に
よ
つ

て
か
う
も
違
ふ
も
の
か
と
い
ふ
印
象
を
受
け
る
場
合
が
ま
た
極
め
て
多
い
。

　
お
互
日
本
人
は
誰
で
も
さ
う
だ
と
思
ふ
が
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
少
し
も

矛
盾
と
し
て
受
け
と
ら
な
い
。
お
そ
ろ
し
く
違
ふ
も
の
の
な
か
に
、
根
本
的

に
共
通
し
た
も
の
を
自
然
に
嗅
ぎ
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
す
べ
て
が
た
ゞ
一
つ
の
目
的
に
向
は
ね
ば
な
ら
ぬ
時
代
、
小
異
を
捨
て
て

大
同
に
つ
け
と
云
は
れ
る
時
代
に
、
こ
と
さ
ら
地
方
々
々
の
特
殊
性
を
云
々

3



す
る
の
も
、
さ
う
い
ふ
自
信
の
う
へ
に
立
つ
て
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
さ
て
、
問
題
は
文
学
に
関
し
て
で
あ
る
。

　
本
誌
は
私
に
「
地
方
文
学
」
に
つ
い
て
書
け
と
命
じ
る
の
だ
が
、
「
何
々

文
学
」
と
い
ふ
名
称
を
、
私
は
概
し
て
好
ま
ぬ
か
ら
、
少
し
ば
か
り
躊
躇
し

た
。
し
か
し
、
編
輯
者
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
汲
め
ば
、
こ
れ
は
徒
ら
な
掛

け
声
に
終
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
何
も
の
か
が
為
に
す
る
と
こ
ろ

あ
つ
て
作
つ
た
名
称
で
も
な
い
ら
し
い
。
殊
に
、
日
本
の
現
代
文
学
が
、
こ

の
苦
難
の
時
代
に
雄
々
し
く
立
ち
向
ふ
す
が
た
の
一
つ
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と

も
わ
か
つ
た
。

　
厳
密
な
意
味
で
は
「
地
方
文
学
」
と
「
地
方
主
義
文
学
」
と
を
区
別
し
た

方
が
い
ゝ
と
は
思
ふ
が
、
さ
う
い
ふ
詮
議
を
す
る
の
は
こ
の
文
章
の
目
的
で
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は
な
い
か
ら
、
一
応
こ
ゝ
で
は
、
い
は
ゆ
る
「
地
方
主
義
」
の
旗
印
を
掲
げ

て
も
掲
げ
な
く
て
も
、
た
ゞ
、
日
本
全
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
根
を
お
ろ

し
、
主
調
と
し
て
「
地
方
的
」
と
み
ら
れ
る
独
自
の
性
格
を
帯
び
た
文
学
活

動
を
す
べ
て
「
地
方
文
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
そ
れ
で
は
、
「
地
方
的
」
と
は
い
つ
た
い
何
を
指
す
か
と
い
ふ
と
、
こ
れ

は
、
例
の
「
地
方
文
化
」
な
ど
と
い
ふ
場
合
に
も
屡
々
疑
義
を
生
じ
た
こ
と

で
も
明
ら
か
な
や
う
に
、
元
来
、
「
地
方
」
と
い
ふ
言
葉
に
は
二
重
の
意
味

が
あ
り
、
「
中
央
」
或
は
「
首
都
」
に
対
し
て
云
ふ
場
合
と
、
単
に
、
あ
る

限
ら
れ
た
土
地
を
指
す
場
合
と
が
、
お
の
づ
か
ら
概
念
と
し
て
の
両
端
を
な

す
の
で
、
こ
の
両
者
が
時
に
よ
る
と
混
乱
し
た
ま
ゝ
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
「
地
方
色
」
と
い
ふ
や
う
な
意
味
の
「
地
方
」
と
、
「
地
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方
分
権
」
と
い
ふ
や
う
な
意
味
の
「
地
方
」
と
が
、
不
用
意
に
口
に
さ
れ
、

軽
率
に
受
け
と
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
両
者
は
常
に
判
然
と
区
別
し
て
用
ひ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
か
と
い
ふ
と
、
必
ず
し
も
さ
う
で
は
な
く
、
甲
の
意
味
の
う
ち
に
乙
の

意
味
を
含
め
る
と
い
ふ
や
う
な
用
ひ
方
が
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
さ

う
い
ふ
繁
雑
な
用
法
を
ひ
と
通
り
呑
み
込
ん
だ
話
の
し
か
た
が
、
お
互
に
必

要
だ
と
い
ふ
こ
と
を
、
私
は
嘗
て
の
乏
し
い
経
験
か
ら
痛
切
に
感
じ
て
ゐ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
「
地
方
文
学
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
ご
く
普
通
の
意
味

で
、
一
国
一
時
代
の
文
学
活
動
が
そ
の
中
心
を
首
都
に
お
く
と
い
ふ
や
う
な

実
状
か
ら
み
て
、
か
ゝ
る
中
央
集
権
的
な
現
象
を
よ
そ
に
、
首
都
を
含
む
地

区
を
も
一
地
方
と
し
て
、
全
国
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
歴
史
と
生
活
と
が
、
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そ
れ
自
身
と
し
て
既
に
確
乎
た
る
文
学
の
伝
統
を
築
い
て
ゐ
る
場
合
、
こ
の

種
の
文
学
に
若
し
も
固
有
の
名
称
が
冠
せ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
「
地

方
文
学
」
と
名
づ
け
る
の
は
極
め
て
自
然
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
も
う
そ
れ
だ

け
で
、
「
地
方
」
の
二
重
の
意
味
を
完
全
に
一
つ
の
も
の
と
し
て
現
は
し
て

ゐ
る
こ
と
に
な
る
。

　
た
ゞ
、
「
地
方
的
」
と
い
ふ
言
葉
に
あ
ま
り
こ
だ
は
り
す
ぎ
る
と
、
な
に

か
必
要
以
上
に
、
「
反
中
央
的
」
乃
至
「
非
都
会
的
」
な
も
の
を
強
調
す
る

こ
と
に
な
り
、
一
方
は
政
治
的
に
、
一
方
は
趣
味
的
に
、
観
念
の
偏
向
を
文

学
活
動
の
分
野
で
露
呈
す
る
に
す
ぎ
ぬ
結
果
と
な
る
。
仮
に
そ
れ
が
一
定
の

主
義
主
張
に
基
き
、
「
運
動
」
の
形
で
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
に
も
せ
よ
、
た
ゞ

そ
れ
だ
け
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
運
動
」
の
脆
弱
な
一
面
が
さ
う
で
あ
る
や
う
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に
、
お
よ
そ
文
学
の
本
質
と
は
か
ゝ
は
り
な
い
も
の
と
し
て
、
生
命
あ
る
発

展
は
期
し
得
な
い
の
み
な
ら
ず
、
戦
時
下
の
文
学
と
し
て
も
、
そ
の
反
動
性

の
故
に
好
ま
し
か
ら
ぬ
も
の
と
な
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
二

　
私
が
こ
ゝ
で
取
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
「
地
方
文
学
」
と
は
、
繰
り
返
し
て

云
ふ
が
、
必
ず
し
も
何
々
主
義
を
標
榜
す
る
、
同
士
相
率
ゐ
て
の
流
派
的
存

在
を
云
ふ
の
で
は
な
い
。

　
い
は
ゆ
る
中
央
文
壇
な
る
も
の
ゝ
実
体
如
何
は
し
ば
ら
く
問
は
ず
、
ま
た
、

そ
の
功
罪
に
つ
い
て
も
、
今
は
論
ず
る
の
を
や
め
、
現
在
ま
で
、
文
学
を
志
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す
青
年
で
何
時
か
は
東
京
へ
と
い
ふ
夢
を
抱
か
な
い
も
の
は
先
づ
な
か
つ
た

と
い
ふ
事
実
を
は
つ
き
り
指
摘
し
て
お
い
て
、
さ
て
、
か
う
い
ふ
風
潮
の
因

つ
て
来
る
と
こ
ろ
を
究
め
た
う
へ
で
、
文
学
だ
け
は
せ
め
て
、
地
方
々
々
に

そ
れ
ぞ
れ
の
地
盤
を
作
り
、
自
分
の
生
れ
育
つ
た
土
地
で
、
そ
の
土
地
か
ら

で
な
け
れ
ば
出
な
い
や
う
な
も
の
を
、
み
ん
な
で
創
り
上
げ
る
努
力
を
し
て

こ
そ
、
は
じ
め
て
、
日
本
の
文
学
は
新
し
い
軌
道
に
乗
る
の
で
は
な
い
か
、

と
、
近
頃
私
が
考
へ
て
ゐ
る
こ
と
を
、
こ
の
機
会
に
少
し
敷
衍
し
て
述
べ
て

み
た
い
。

　
そ
の
前
に
、
先
づ
、
断
つ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
最
近
、
若
い
人
々

の
発
表
す
る
目
星
し
い
作
品
の
な
か
に
、
地
方
生
活
を
題
材
と
し
て
取
扱
つ

た
も
の
が
非
常
に
多
く
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
作
家
は
、
概
し
て
、
地
方
に
在
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住
し
て
一
定
の
職
業
に
つ
い
て
ゐ
る
青
壮
年
で
あ
り
、
こ
の
傾
向
は
、
現
代

文
学
の
全
体
か
ら
云
つ
て
、
特
殊
と
い
ふ
に
は
あ
ま
り
に
顕
著
な
何
も
の
か

を
示
し
て
ゐ
る
、
こ
れ
を
「
地
方
文
学
」
と
呼
ん
で
差
支
へ
な
い
か
ど
う
か
、

ま
た
、
こ
の
傾
向
の
時
局
的
、
文
学
史
的
意
義
は
如
何
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
第
一
に
、
前
述
の
や
う
な
最
近
の
傾
向
の
な
か
に
「
地
方
文
学
」
の
胎
動

乃
至
は
擡
頭
の
機
運
は
む
ろ
ん
見
逃
せ
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
私
の
眼
に
ふ
れ
た
現
在
ま
で
の
作
品
を
通
じ
て
、
こ
れ
こ
そ

「
地
方
文
学
」
の
代
表
的
な
も
の
だ
と
感
じ
ら
れ
る
や
う
な
も
の
は
、
不
幸
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に
し
て
あ
ま
り
見
当
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
地
方
生
活
を
題
材
と
し
、
地
方
在
住
の

作
家
の
手
か
ら
生
れ
た
も
の
に
は
違
ひ
な
い
が
、
端
的
に
云
へ
ば
、
そ
れ
ら

を
個
々
に
と
つ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
、
地
方
生
れ
の
作
家
が
、
志
を
立
て

た
ま
た
ま
東
京
に
出
て
来
た
後
、
過
去
の
生
活
と
経
験
と
を
基
礎
と
し
て
書

き
上
げ
た
作
品
と
風
味
に
於
て
あ
ま
り
逕
庭
は
な
い
と
云
へ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
現
象
は
、
個
々
の
作
家
、
個
々
の
作
品
に
つ
い
て

み
る
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
動
き
と
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。

さ
う
い
ふ
研
究
を
実
は
私
も
ま
だ
し
て
ゐ
な
い
が
、
こ
れ
は
是
非
、
何
人
か

に
よ
つ
て
試
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
さ
う
い
ふ
地
方
的
な
動
き
が
次
第
に
は
つ
き
り
し
て
来
る
に
つ
れ
、
や
が
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て
は
意
識
的
に
も
無
意
識
的
に
も
、
新
し
い
文
学
の
領
域
が
拓
か
れ
、
作
家

の
目
指
す
と
こ
ろ
も
亦
違
つ
て
来
て
、
こ
の
機
運
の
伸
ば
し
方
次
第
で
は
、

決
し
て
皮
肉
で
は
な
く
、
例
へ
ば
何
々
賞
は
誰
が
貰
つ
た
か
も
知
ら
ぬ
と
い

ふ
や
う
な
詩
人
が
、
初
め
は
限
ら
れ
た
郷
党
の
間
で
注
目
を
惹
き
、
そ
の
反

響
が
次
第
に
四
辺
に
ひ
ろ
が
つ
て
、
遂
に
わ
れ
わ
れ
の
耳
に
も
は
い
る
と
い

ふ
や
う
な
風
に
な
る
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。

　
さ
う
な
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
は
じ
め
て
、
こ
ゝ
に
輝
か
し
い
「
地
方
文
学
」

の
擡
頭
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。

「
人
為
的
」
と
い
ふ
言
葉
は
あ
ま
り
い
ゝ
意
味
に
は
使
は
れ
な
い
や
う
で
あ

る
。
機
運
を
作
る
な
ど
と
い
ふ
こ
と
も
、
実
は
自
然
に
作
ら
れ
る
の
だ
と
い

ふ
説
も
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
わ
け
て
も
、
文
学
の
問
題
は
、
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多
勢
で
騒
い
で
み
て
も
は
じ
ま
ら
ぬ
と
一
応
は
誰
で
も
想
ふ
の
だ
が
、
私
は
、

今
、
文
学
を
語
り
な
が
ら
文
学
の
み
を
語
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
文
学
の

拠
つ
て
も
つ
て
生
れ
育
つ
土
壌
に
つ
い
て
、
む
し
ろ
語
り
た
い
多
く
の
こ
と

が
私
の
胸
に
つ
か
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
現
代
の
日
本
に
於
て
、
文
学
者
が
自
己
の
文
学
的
活
動
を
営
む
以

上
に
必
要
な
こ
と
は
、
次
の
時
代
の
文
学
を
正
し
く
大
き
く
育
て
る
た
め
の

土
壌
に
精
い
つ
ぱ
い
鍬
を
入
れ
る
こ
と
だ
と
思
ふ
。
こ
れ
は
元
来
、
政
治
家

や
教
育
者
の
仕
事
の
一
部
か
も
知
れ
な
い
。
さ
う
い
ふ
仕
事
の
一
部
を
す
ら
、

彼
等
に
委
せ
て
お
い
て
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
現
状
で
あ
る
。
文
学
者
は
、
文

学
者
の
看
板
を
い
つ
で
も
外
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
へ
ば
、
学
校
の
教
師
と

し
て
、
農
村
の
指
導
員
と
し
て
、
工
場
の
勤
務
者
と
し
て
、
或
は
一
個
の
兵
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士
と
し
て
さ
へ
も
、
文
学
の
精
神
と
技
術
と
を
活
か
し
得
る
の
で
あ
る
。
生

活
と
職
業
が
一
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
如
く
、
仕
事
と
文
学
と
も
亦
一
体
た

り
得
る
と
い
ふ
信
念
が
、
そ
も
そ
も
「
地
方
文
学
」
の
出
発
点
に
は
あ
る
の

だ
と
思
ふ
。
し
て
み
れ
ば
、
文
学
に
専
念
す
る
と
い
ふ
意
味
を
狭
く
解
せ
ず
、

自
分
が
何
か
書
い
て
発
表
し
た
い
と
云
ふ
欲
求
と
、
さ
う
い
ふ
欲
求
の
満
さ

れ
る
や
う
な
職
場
及
び
日
常
生
活
の
雰
囲
気
を
作
る
工
夫
と
、
更
に
、
さ
う

い
ふ
雰
囲
気
が
一
段
力
強
く
土
地
の
文
化
的
発
展
を
促
す
と
い
ふ
理
想
と
が
、

容
赦
な
く
慌
し
い
現
実
の
戦
時
的
活
動
の
な
か
で
、
常
に
渾
然
と
し
て
融
け

合
ふ
生
活
風
景
を
何
人
も
一
度
は
想
像
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。

「
地
方
文
学
」
の
新
た
な
発
足
に
と
つ
て
、
今
日
最
も
警
戒
す
べ
き
は
「
文

学
」
に
か
ら
ま
る
総
て
の
先
入
見
で
あ
る
。
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「
文
学
愛
好
者
」
の
名
に
於
て
集
る
人
々
は
、
お
そ
ら
く
、
厳
し
い
態
度
で

過
去
の
教
養
を
自
ら
批
判
し
な
け
れ
ば
、
共
に
「
地
方
文
学
」
を
語
る
資
格

は
な
い
で
あ
ら
う
。
「
文
学
」
と
云
へ
ば
す
ぐ
に
「
雑
誌
」
乃
至
「
活
字
」

を
連
想
す
る
が
如
き
は
、
即
ち
「
先
入
見
」
の
最
も
甚
し
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
四

　
私
は
嘗
て
か
う
い
ふ
こ
と
を
考
へ
た
こ
と
が
あ
る
。
現
代
日
本
文
学
の
著

し
い
特
色
は
地
方
出
身
の
作
家
の
地
方
的
性
格
で
書
か
れ
た
作
品
が
主
流
を

な
し
て
ゐ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
。

　
云
ひ
換
へ
れ
ば
、
東
京
は
日
本
の
首
府
で
は
あ
る
が
、
若
干
の
例
外
を
除
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き
、
ま
だ
帝
都
ら
し
い
文
学
を
生
む
だ
け
の
成
長
を
遂
げ
て
ゐ
ず
、
学
校
関

係
以
外
は
却
つ
て
地
方
に
縁
の
深
い
作
家
た
ち
が
、
い
は
ゆ
る
ジ
ヤ
ー
ナ
リ

ズ
ム
の
上
の
声
価
を
獲
得
す
る
に
従
つ
て
、
お
の
づ
か
ら
経
済
的
生
活
の
基

礎
を
こ
ゝ
に
お
き
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
集
り
が
中
央
文
壇
ら
し
い
空
気
を
徐

々
に
作
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
あ
る
意
味
に
於
て
は
「
中
央
文
学
市
場
」
と
で

も
云
ふ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
証
拠
に
、
そ
れ
ら
の
作
家
の
大
部
は
い
は

ゆ
る
文
士
社
会
の
生
活
に
深
く
足
を
踏
み
入
れ
ゝ
ば
入
れ
る
ほ
ど
、
東
京
と

い
ふ
大
都
市
の
、
ど
ち
ら
か
と
云
へ
ば
浮
動
面
と
も
み
る
べ
き
市
井
生
活
の

観
察
者
に
す
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
決
し
て
地
方
出
身
の
作
家
が
ど
う
か
う
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、

「
地
方
文
学
」
な
る
も
の
を
明
瞭
に
浮
き
出
さ
せ
る
「
中
央
の
文
学
」
乃
至
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「
東
京
の
文
学
」
と
い
ふ
も
の
が
、
現
代
日
本
の
実
状
か
ら
云
へ
ば
、
決
し

て
、
文
学
自
体
の
す
が
た
と
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
根
を
張
つ
て
ゐ
な

い
こ
と
を
特
に
注
意
し
た
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
う
い
ふ
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
現
代
作
家
の
大
部
分
は
、
何
等
か
の
意
味

で
「
地
方
的
」
な
も
の
を
濃
厚
に
身
に
つ
け
、
そ
れ
が
個
々
の
作
品
の
な
か

で
地
方
的
な
性
格
と
し
て
露
は
に
表
面
に
出
る
代
り
に
、
ち
や
う
ど
方
言
を

標
準
語
で
云
ひ
か
へ
た
程
度
の
調
整
に
よ
つ
て
、
単
に
作
家
の
持
ち
味
の
如

く
見
做
さ
れ
て
ゐ
る
場
合
が
意
外
に
多
い
こ
と
に
気
が
つ
く
で
あ
ら
う
。

　
私
は
今
日
ま
で
の
批
評
が
さ
う
い
ふ
点
に
触
れ
て
ゐ
る
の
を
あ
ま
り
見
か

け
な
い
が
、
作
家
研
究
の
一
端
は
、
そ
の
系
譜
と
彼
を
生
ん
だ
風
土
と
に
及

ぶ
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
将
来
、
批
評
の
体
系
の
確
立
と
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共
に
、
「
地
方
文
学
」
の
一
つ
の
理
論
的
根
拠
も
こ
の
へ
ん
に
見
出
さ
れ
さ

う
な
気
が
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
五

「
地
方
文
学
」
の
胎
動
は
も
は
や
争
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ

な
ら
、
そ
の
胎
動
を
如
何
に
注
意
し
、
如
何
に
方
向
づ
け
た
ら
い
ゝ
か
と
い

ふ
問
題
が
次
ぎ
に
来
る
。

　
そ
れ
は
根
本
的
な
問
題
で
も
あ
る
が
、
決
し
て
単
純
な
問
題
と
は
云
へ
な

い
と
思
ふ
。
文
学
史
的
に
見
て
も
、
こ
の
問
題
の
解
決
次
第
に
よ
つ
て
は
、

な
か
な
か
重
大
な
足
跡
を
将
来
に
残
す
に
違
ひ
な
い
の
で
あ
る
。
戦
乱
の
た
ゞ
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中
に
生
れ
た
ひ
と
つ
の
明
る
い
兆
し
と
し
て
、
十
分
慎
重
に
そ
の
成
育
を
助

け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
同
時
に
、
で
き
れ
ば
、
今
の
う
ち
に
、
正
し
い
方
角

を
指
し
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
も
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
現
在
認
め
得
る
一
般
的
傾
向
の
な
か
か
ら
は
、
様
々
な
一
時
的
現
象
と
も

云
ふ
べ
き
も
の
が
拾
ひ
出
せ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
こ
れ
と
を
混
合
し
な
い

限
り
、
私
は
、
こ
ゝ
に
先
づ
、
文
学
の
民
族
的
自
覚
と
い
ふ
の
つ
ぴ
き
な
ら

ぬ
精
神
の
発
動
と
、
地
方
々
々
の
生
活
を
支
へ
る
伝
統
の
力
と
の
結
び
つ
き

を
挙
げ
た
い
と
思
ふ
。

　
土
地
と
血
縁
と
風
習
と
の
上
に
築
か
れ
た
歴
史
の
色
が
、
文
学
を
志
す
若

者
の
眼
に
、
鮮
や
か
に
蘇
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
楽
天
的
な
歌
を

唱
ふ
の
は
ま
づ
勝
手
で
あ
る
。
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し
か
し
、
あ
る
が
ま
ゝ
の
地
方
生
活
の
な
か
に
、
偉
大
な
民
族
の
悲
劇
的

性
格
を
発
見
し
、
周
囲
の
苦
悩
と
は
る
か
な
光
明
と
を
見
つ
め
る
厳
粛
な
眼

ざ
し
に
接
す
る
こ
と
は
、
近
頃
の
最
も
大
き
な
感
動
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
都
市
生
活
が
消
費
生
活
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
て
、
多
く
は
生

産
的
と
み
ら
れ
る
地
方
生
活
者
の
、
時
代
を
背
景
と
す
る
自
信
に
満
ち
た
態

度
が
、
自
然
、
文
学
活
動
の
面
に
も
反
映
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
が
、
そ
の

ひ
と
つ
の
現
れ
で
あ
る
。

　
こ
れ
も
、
た
ゞ
そ
れ
だ
け
と
し
て
は
、
一
方
で
云
は
れ
て
ゐ
る
「
生
産
文

学
」
と
か
、
「
農
民
文
学
」
と
か
に
類
す
る
も
の
で
、
必
ず
し
も
「
地
方
文

学
」
の
範
疇
に
は
ひ
る
と
は
云
へ
な
い
が
、
こ
ゝ
に
も
亦
、
職
場
を
含
む
特

殊
な
地
方
的
生
活
形
態
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
矜
り
と
反
省
と
、
希
望
と
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感
傷
と
は
、
亦
、
「
地
方
的
」
な
文
学
の
要
素
た
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
序
に
云
ふ
が
、
都
市
が
消
費
的
で
、
都
市
以
外
の
地
方
が
生
産
的

だ
な
ど
と
一
概
に
差
別
を
す
る
の
は
考
へ
も
の
だ
と
思
ふ
。
ま
た
、
生
産
の

み
が
大
切
で
消
費
は
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
だ
と
い
ふ
や
う
な
断
定
も
危
険
だ
と
思

ふ
。

　
物
質
的
生
産
は
せ
ぬ
や
う
に
み
え
て
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
精
神
的
、
頭

脳
的
生
産
を
し
て
ゐ
る
も
の
も
相
当
あ
る
の
で
あ
る
。
か
つ
ま
た
生
産
は
、

生
産
で
あ
る
と
同
時
に
消
費
な
の
だ
か
ら
、
消
費
を
有
効
な
ら
し
め
る
能
力

は
決
し
て
馬
鹿
に
は
な
ら
な
い
。

　
生
産
礼
讃
の
「
地
方
文
学
」
が
、
他
愛
な
い
御
用
文
学
に
な
ら
な
い
た
め

に
は
、
や
は
り
地
方
生
活
の
真
の
強
み
た
る
「
郷
土
精
神
」
の
た
し
か
な
把
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握
に
基
礎
を
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
六

「
郷
土
精
神
」
な
る
も
の
の
定
義
は
知
ら
ぬ
が
、
結
局
、
郷
土
に
対
す
る
愛

と
矜
り
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
郷
土
精
神
」
は
、
往
々
に
し
て
、
封
建
割
拠
の
遺
風

の
な
か
に
埋
没
し
、
或
は
単
に
お
国
自
慢
と
な
り
、
或
は
徒
ら
に
排
他
を
事

と
し
、
時
に
は
、
痼
疾
化
し
た
地
方
気
質
の
露
骨
な
表
示
に
終
始
す
る
こ
と

す
ら
あ
り
、
従
つ
て
、
そ
の
反
動
も
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
恰
も
予
言
者
の

如
く
、
郷
土
の
懐
を
冷
や
か
に
見
返
る
も
の
が
次
第
に
多
く
な
つ
て
来
た
の
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で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
郷
土
精
神
の
穿
き
違
ひ
と
、
郷
土
精
神
の
歪
め
ら
れ
た
一
面
へ

の
反
抗
か
ら
、
そ
の
全
体
を
否
定
し
去
ら
う
と
す
る
も
の
と
、
そ
の
い
づ
れ

も
が
「
地
方
文
学
」
の
雑
多
な
発
展
過
程
の
な
か
に
、
ど
う
か
す
る
と
芽
を

出
す
か
も
わ
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
郷
土
精
神
は
飽
く
ま
で
も
、
尊
皇
愛
国
の
精
神
に
つ
な
が
る
の
だ
と
、
理

窟
の
う
へ
で
は
わ
け
な
く
云
へ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
た
ゞ
さ
う
あ
る
べ
き

も
の
と
し
て
観
念
の
遊
戯
に
耽
つ
て
ゐ
て
は
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
口
に
何
々
精

神
を
唱
へ
な
く
て
も
、
日
常
の
行
為
が
す
べ
て
を
語
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
、

文
学
ほ
ど
如
実
に
教
へ
る
も
の
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
作
家
自
ら
そ
の
思

想
を
作
品
の
中
で
説
く
に
は
及
ば
ぬ
。
作
品
は
そ
の
ま
ゝ
作
家
の
思
想
の
鏡
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で
あ
る
。
「
地
方
文
学
」
の
最
も
健
全
な
す
が
た
は
、
正
し
い
郷
土
精
神
の

発
揚
に
あ
り
と
は
云
へ
、
国
家
の
存
亡
を
賭
す
る
時
局
下
の
文
学
と
し
て
、

「
地
方
文
学
」
も
亦
、
戦
列
の
外
に
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
ぬ
、
と
い
ふ
、
そ

の
限
界
は
ま
こ
と
に
微
妙
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
「
地
方
文
学
」
の
地
方
的
性
格
は
、
そ
の
た
め
に
い
く
ぶ
ん

か
は
脱
ぎ
捨
て
る
方
が
よ
い
と
い
ふ
や
う
な
場
合
が
な
い
と
は
限
ら
ぬ
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
も
理
窟
か
ら
云
へ
ば
そ
ん
な
わ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
「
地

方
文
学
」
こ
そ
新
し
い
「
国
民
文
学
」
で
あ
る
と
い
ふ
く
ら
ゐ
な
論
理
は
成

り
立
つ
に
相
違
な
い
け
れ
ど
も
、
実
際
問
題
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
さ
う
は

い
か
ぬ
と
こ
ろ
も
出
て
来
る
だ
ら
う
。
現
に
、
我
国
独
自
の
家
族
主
義
が
、

時
局
の
要
請
に
応
へ
て
一
時
の
不
便
も
省
み
ず
に
こ
の
難
局
を
切
り
抜
け
る
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為
に
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
思
へ
ば
、
「
地
方
文
学
」
の
思
想
的

根
拠
も
、
お
ほ
ら
か
な
精
神
の
現
実
処
理
と
相
俟
つ
て
、
厳
し
い
反
省
の
上

に
打
ち
樹
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
七

　
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
、
ほ
ゞ
「
地
方
文
学
」
の
今
後
向
ふ
べ
き

方
向
を
暗
示
し
た
つ
も
り
だ
が
、
更
に
こ
の
機
運
を
ひ
と
つ
の
「
運
動
」
に

ま
で
発
展
さ
せ
、
や
ゝ
計
画
的
、
組
織
的
に
、
こ
れ
を
促
進
せ
し
め
る
方
法

が
あ
る
か
ど
う
か
を
考
へ
て
み
よ
う
。

　
先
づ
、
こ
れ
を
最
近
唱
へ
ら
れ
て
ゐ
る
国
民
運
動
な
る
も
の
ゝ
一
環
と
し
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て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
強
ひ
て
形
の
上
の
連
繋
は
つ
け
な
く
て
も
、
嘗
て
翼

賛
会
が
指
令
し
た
全
国
地
方
文
化
運
動
の
う
ち
に
、
当
然
、
「
文
学
」
の
領

域
も
含
ま
れ
て
ゐ
た
の
だ
か
ら
、
他
の
文
化
部
門
と
の
協
力
に
よ
つ
て
、
集

団
的
な
文
学
活
動
が
何
等
か
の
機
会
に
始
め
ら
れ
さ
う
な
も
の
で
あ
つ
た
。

　
中
央
に
於
け
る
文
学
報
国
会
の
運
動
は
、
私
た
ち
の
最
初
の
考
へ
で
は
、

二
つ
の
主
要
な
目
的
を
内
に
蔵
し
て
ゐ
た
。

　
一
つ
は
、
今
日
ま
で
個
々
の
道
を
歩
い
て
ゐ
て
、
相
互
に
当
然
行
は
る
べ

き
交
流
が
絶
え
て
ゐ
る
文
学
各
部
門
の
有
機
的
結
合
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
全
国
各
地
に
於
け
る
「
文
学
」
の
優
れ
た
萌
芽
の
発
見
、

培
養
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
地
方
に
於
け
る
「
文
学
運
動
」
と
相
呼
応
す
る
面
が
、
こ
れ
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ま
で
の
文
学
報
国
会
で
は
ど
の
程
度
に
事
業
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
か

を
私
は
詳
か
に
し
な
い
が
、
も
と
も
と
「
地
方
文
学
」
は
、
自
ら
中
央
と
の

繋
り
を
つ
け
る
と
い
ふ
こ
と
よ
り
も
、
「
地
方
文
学
」
本
来
の
精
神
か
ら
云

つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
に
先
づ
、
「
文
学
」
の
確
乎
た
る
地
盤
を
作
る
こ
と

の
方
が
大
切
な
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
た
め
に
は
、
「
文
学
」
も
亦
、
「
地

方
文
化
」
の
一
要
素
で
あ
る
と
い
ふ
見
地
か
ら
あ
ら
ゆ
る
文
化
部
門
と
の
協

力
を
惜
ま
ず
、
「
地
方
文
化
」
昂
揚
の
た
め
、
「
文
学
」
の
負
ふ
べ
き
役
割

を
自
ら
果
す
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
文
学
」
は
「
文
学
愛
好

者
」
の
手
に
の
み
委
ね
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

　
国
民
運
動
第
一
の
目
標
た
る
戦
力
増
強
の
た
め
に
、
文
学
が
如
何
に
「
地

方
文
化
運
動
」
の
中
心
力
た
り
得
る
か
を
直
接
間
接
に
示
す
機
会
は
い
く
ら
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も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
こ
と
は
、
「
文
学
愛
好
者
」
の
他
を
顧

み
な
い
道
楽
仕
事
の
や
う
に
見
え
が
ち
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
つ
て
、

こ
の
感
覚
を
失
つ
た
「
文
学
」
は
、
云
は
ゞ
時
局
下
に
用
な
き
も
の
で
あ
ら

う
。

　
こ
ゝ
で
、
ふ
と
、
「
地
方
文
化
運
動
」
に
か
ら
ん
だ
私
の
印
象
の
一
つ
を

想
ひ
出
し
た
。
そ
れ
は
、
文
化
運
動
と
銘
う
つ
た
も
の
ゝ
中
に
、
案
外
真
の

文
化
運
動
と
云
へ
な
い
も
の
が
少
く
な
く
、
文
化
運
動
と
い
ふ
看
板
を
か
け

な
い
集
団
活
動
の
な
か
に
、
む
し
ろ
却
つ
て
文
化
運
動
の
真
髄
を
掴
ん
だ
も

の
が
、
往
々
あ
つ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
戦
局
緊
迫
を
告
げ
る
昨
今
に
於
て
は
、
文
化
運
動
も
文
学
運
動
も
な
い
、

と
い
ふ
や
う
な
声
を
、
屡
々
国
民
上
下
の
間
に
聞
く
や
う
に
な
つ
て
来
た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
文
化
運
動
も
文
学
運
動
も
、
実
は
旗
印
な
ど
仰
々
し
く

掲
げ
る
必
要
の
な
い
運
動
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
世
間
が
ど
う
騒
が
う
と
、

な
に
に
夢
中
に
な
ら
う
と
、
苦
悩
の
さ
な
か
、
絶
望
の
さ
な
か
に
さ
へ
も
、

一
点
、
高
き
を
目
指
す
精
神
と
精
神
と
の
繋
り
さ
へ
あ
れ
ば
、
黙
々
と
し
て
、

倶
に
、
明
日
の
日
本
の
光
栄
を
夢
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
運
動
の
弾
力
性
と
は
正
に
か
く
の
如
き
も
の
を
云
ふ
の
で
あ
ら
う
。

　
た
ゞ
、
最
後
に
云
ひ
た
い
こ
と
は
、
「
地
方
文
学
」
の
創
造
者
た
ち
は
、

今
後
、
決
し
て
孤
独
に
甘
ん
じ
て
ゐ
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

孤
独
を
感
じ
る
の
は
、
或
は
文
学
者
の
常
か
と
も
思
ふ
が
、
そ
れ
も
極
め
て

高
い
意
味
に
於
て
な
ら
格
別
、
若
し
仮
に
、
今
後
の
「
地
方
文
学
」
に
於
て
、

孤
独
に
ひ
た
る
作
者
の
誇
ら
し
げ
な
表
情
を
映
す
や
う
な
こ
と
が
あ
つ
た
ら
、
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そ
れ
こ
そ
地
方
文
学
の
発
展
の
為
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
少
き
は
も
ち
ろ
ん
、

国
歩
艱
難
と
も
云
ふ
べ
き
今
日
、
ま
こ
と
に
国
民
と
し
て
不
甲
斐
な
き
仕
儀

と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
地
方
文
学
」
擡
頭
の
機
運
は
、
要
す
る
に
、
東
京
に
於
け
る
い
は
ゆ
る
文

士
生
活
の
崩
潰
を
前
提
と
し
、
新
た
な
国
土
計
画
に
基
く
文
学
の
疎
開
と
い

ふ
形
を
と
る
と
こ
ろ
に
落
ち
つ
く
と
思
は
れ
る
が
、
か
う
い
ふ
外
面
的
な
条

件
を
別
に
し
て
、
私
が
ひ
そ
か
に
待
ち
望
ん
で
ゐ
る
の
は
、
烈
々
た
る
郷
土

精
神
の
文
学
的
表
現
を
得
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
の
時
代
を
最
も
大
き
く
動

か
す
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
曙
光
だ
け
は
早
く
も
既
に
見
え
て
ゐ
る
と
、

私
は
断
言
す
る
も
の
で
あ
る
。
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