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現
代
の
わ
が
国
の
も
っ
た
最
も
綜
合
的
な
文
化
の
恩
人
た
る
故
寺
田
寅
彦

先
生
の
全
貌
を
語
る
こ
と
は
、
今
日
の
日
本
の
も
つ
教
養
の
最
高
峰
を
語
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
単
に
物
理
学
の
部
門
で
の
先
生
の
一
門
下
生
た
る
自
分
な

ど
の
な
し
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
何
人
が
そ
の
任
に
当

っ
て
も
恐
ら
く
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
先
生
は
、
外
見
上
は
全
く
異
な
る
二
方
面
に
お
い
て
、
今
日
の
わ
が
国
の

文
化
の
最
高
標
準
を
示
す
活
動
を
続
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
一
は
物
理
学
者

と
し
て
で
あ
っ
て
、
帝
国
学
士
院
会
員
、
東
京
帝
大
教
授
と
し
て
の
ほ
か
に

理
化
学
研
究
所
、
地
震
研
究
所
、
航
空
研
究
所
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
研
究

室
を
持
ち
、
多
彩
の
研
究
を
ほ
と
ん
ど
間
断
な
く
発
表
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
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る
。
他
の
一
面
は
漱
石
門
下
の
逸
材
吉
村
冬
彦
と
し
て
の
生
活
で
あ
っ
て
、

そ
の
随
筆
も
ま
た
わ
が
国
の
文
学
史
上
に
不
朽
の
足
跡
を
止
め
て
い
る
。
こ

の
一
見
全
然
相
反
す
る
二
方
面
の
仕
事
が
先
生
の
場
合
に
は
渾
然
と
し
て
融

合
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
生
は
あ
る
時
、
自
分
に
そ
の
点
に
つ
い
て
「
科

学
者
と
芸
術
家
と
は
最
も
縁
の
遠
い
も
の
の
よ
う
に
考
え
る
人
も
あ
る
が
、

自
分
に
は
そ
う
は
思
え
な
い
。
趣
味
と
生
活
と
が
一
致
し
て
い
る
と
い
う
点

で
は
こ
れ
く
ら
い
似
寄
っ
た
も
の
は
な
い
」
と
語
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

科
学
も
芸
術
も
と
も
に
職
業
と
せ
ず
し
て
生
活
と
さ
れ
て
い
た
先
生
の
頭
の

中
で
は
、
こ
の
両
者
は
実
は
区
別
が
出
来
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
物
理
学
者
と
し
て
の
先
生
の
事
績
を
外
面
的
に
見
れ
ば
、
英
文
で
書
か
れ

た
論
文
が
三
千
ペ
ー
ジ
に
及
ん
で
お
り
、
そ
の
部
門
が
地
球
物
理
学
、
気
象
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学
、
広
い
範
囲
に
お
け
る
実
験
物
理
学
、
そ
の
他
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
で
あ
ろ
う
。
そ
の
お
の
お
の
の
部
門
に
お
け
る
研
究
が
、
ど
れ
も
文
字
通

り
に
日
本
の
物
理
学
界
を
世
界
的
の
水
準
ま
で
引
き
揚
げ
る
の
に
重
要
な
役

割
を
し
て
い
た
こ
と
は
今
さ
ら
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
英
国
の
科
学
雑
誌
ネ

ー
チ
ュ
ア
誌
に
、
世
界
の
目
ぼ
し
い
研
究
を
毎
回
少
数
ず
つ
拾
っ
て
紹
介
し

て
い
る
中
に
、
先
生
の
研
究
が
わ
が
国
か
ら
は
一
番
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
天
才
的
な
そ
の
研
究
が
、
た
ま
た
ま
わ
が
国
で
は

奇
異
の
眼
を
も
っ
て
見
る
よ
う
な
人
を
生
じ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
実
際
の

と
こ
ろ
、
そ
の
研
究
は
、
広
い
意
味
に
お
い
て
極
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な

物
理
の
大
道
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
結
局
こ

の
場
合
に
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
近
年
先
生
の
頭
の
中
に
次
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第
に
醗
酵
し
て
き
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
新
物
理
学
」
の
体
系
こ
そ
は
、
誠

に
人
智
の
恐
る
べ
き
企
て
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
「
新
物
理
学
」
の
内
容
は
、
も
は
や
何
人
も
窺
知
す
る
こ
と
を
許
さ

ぬ
世
界
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
と
な
っ
て
は
近
年
の
先
生
の
研
究

題
目
の
中
か
ら
こ
れ
を
推
測
す
る
よ
り
他
に
仕
方
が
な
い
。
盲
人
が
象
を
さ

ぐ
る
譬
え
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
大
胆
な
こ
と

が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
そ
の
一
つ
の
相
は
生
物
の
現
象
の
物
理
的
研
究

で
あ
る
。
「
藤
の
実
の
割
れ
方
の
研
究
」
「
椿
の
花
の
落
ち
方
に
つ
い
て
」

「
生
命
と
割
れ
目
」
な
ど
の
論
文
が
そ
の
一
面
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
最

後
の
論
文
を
草
せ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
欧
文
の
細
胞
学
の
専
門
書
を
五
、
六

冊
も
繙
か
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
今
一
つ
の
相
は
、
粉
体
の
力
学
、
砂
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の
崩
れ
方
の
研
究
な
ど
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
形
の
決
ま
っ
た
固
体
の

力
学
も
、
形
の
な
く
な
っ
た
流
体
の
力
学
も
、
と
も
に
現
在
の
物
理
学
の
取

扱
う
範
囲
で
あ
る
。
し
か
し
形
は
あ
っ
て
も
極
め
て
微
小
で
、
し
か
も
そ
の

お
の
お
の
は
あ
ら
ゆ
る
複
雑
な
形
を
し
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
集
合

が
全
体
と
し
て
は
あ
る
一
定
の
法
則
に
従
う
と
い
う
の
が
粉
体
の
力
学
で
あ

る
。
こ
れ
な
ら
ば
物
理
学
に
縁
の
な
い
人
で
も
、
現
在
の
物
理
学
の
範
囲
を

出
た
問
題
で
あ
る
こ
と
が
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
の
相
を
な
す
も
の
は
、
先
生
の
い
わ
ゆ
る
「
形
の
物
理
学
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
具
体
的
に
発
表
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
電
気
火
花
の
形
の
問
題
お

よ
び
割
れ
目
の
研
究
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
先
生
は

自
分
に
極
め
て
意
味
深
い
言
葉
を
洩
ら
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
形
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の
同
じ
も
の
な
ら
ば
、
必
ず
現
象
と
し
て
も
同
じ
法
則
が
支
配
し
て
い
る
も

の
だ
。
形
の
類
似
を
単
に
形
式
上
の
一
致
と
し
て
見
逃
す
の
は
、
形
式
と
い

う
言
葉
の
本
当
の
意
味
を
知
ら
な
い
人
の
す
る
こ
と
だ
」
と
い
う
意
味
の
言

葉
で
あ
っ
た
。
割
れ
目
の
物
理
学
は
第
一
段
と
し
て
は
今
一
息
と
い
う
所
ま

で
進
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
病
床
に
お
け
る
先
生
は
、
有
能
な
助
手
の

人
の
努
力
に
よ
っ
て
、
こ
の
研
究
が
着
々
進
行
し
て
ゆ
く
姿
を
心
に
画
い
て

お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
最
後
に
、
ま
だ
着
手
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

随
筆
の
中
に
ほ
の
め
か
さ
れ
た
重
要
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
の
物
理

学
の
「
方
法
」
が
「
分
析
」
に
偏
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
綜
合
の
物
理

学
」
を
建
て
よ
う
と
企
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
に

あ
る
複
雑
な
形
の
波
形
が
あ
る
。
そ
れ
を
応
用
数
学
の
力
で
い
わ
ゆ
る
フ
ー
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リ
エ
級
数
に
展
開
し
て
、
分
析
し
て
研
究
す
る
の
が
現
在
の
物
理
学
の
方
法

で
あ
る
。
先
生
は
こ
れ
を
「
複
雑
な
形
の
波
全
体
」
と
し
て
何
か
わ
れ
わ
れ

の
感
覚
に
触
れ
さ
せ
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
こ
の
波
形

の
高
低
を
ト
ー
キ
ー
の
フ
ィ
ル
ム
上
に
濃
淡
で
印
画
し
て
、
波
全
体
を
一
種

の
雑
音
と
し
て
聞
こ
う
と
い
う
企
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
現
在
の
科
学
の
方

法
論
の
根
柢
に
触
れ
る
考
え
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
種
々
相
か
ら
勝
手
な
推
論
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
こ
そ
本

当
の
意
味
で
の
「
新
物
理
学
」
の
創
設
で
あ
る
。
先
生
の
ル
ク
レ
チ
ウ
ス
の

科
学
の
評
論
に
は
次
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
が
附
加
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の

物
理
学
の
形
式
は
全
く
ギ
リ
シ
ア
時
代
の
人
間
の
考
え
方
と
ほ
と
ん
ど
差
が

な
い
。
こ
れ
は
西
洋
的
の
物
の
考
え
方
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
思
考
形
式
で
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あ
っ
て
、
人
間
の
頭
脳
の
力
が
文
化
に
よ
っ
て
い
か
に
強
く
支
配
さ
れ
て
い

る
か
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
東
洋
の
全
く

異
っ
た
文
化
に
育
成
さ
れ
て
き
た
者
の
も
つ
意
識
は
、
全
く
新
し
い
形
式
の

科
学
の
創
設
に
重
要
な
役
割
を
し
な
い
と
は
断
言
出
来
な
い
。
問
題
を
物
理

学
に
限
定
す
れ
ば
、
現
代
の
物
理
学
は
、
量
的
に
計
測
し
得
る
も
の
、
あ
る

い
は
数
学
の
式
で
取
扱
い
得
る
現
象
の
物
理
学
で
あ
る
。
自
然
に
は
そ
れ
以

外
の
物
理
現
象
が
い
く
ら
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
取
扱
う
別
の
物
理

学
も
あ
っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
と
い
う
の
が
先
生
の
持
論
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
見
る
と
、
人
類
の
文
化
に
か
な
り
本
質
的
な
貢
献
を
な
す
べ
き
考

え
、
少
く
と
も
そ
の
萌
芽
が
、
一
九
三
五
年
の
十
二
月
三
十
一
日
、
先
生
の

肉
体
と
と
も
に
永
久
に
消
え
去
っ
て
、
再
び
花
を
開
く
日
が
こ
な
い
の
で
は

10文化史上の寺田寅彦先生



な
か
ろ
う
か
と
悼
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
文
学
史
上
に
残
さ
れ
た
吉
村
冬
彦
と
し
て
の
業
績
に
つ
い
て
は
自
分
ら
の

能
く
論
じ
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
漱
石
同
門
の
尊
敬
す
べ
き
文

学
者
な
ど
の
見
解
を
借
り
て
み
て
も
、
先
生
の
随
筆
は
科
学
者
の
余
技
な
ど

と
し
て
見
逃
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
今
日
わ
が
国
に
お
い
て
随
筆
と
い
う

形
式
の
文
学
が
全
盛
を
極
め
て
い
る
こ
と
は
看
過
し
得
ざ
る
一
つ
の
文
化
現

象
で
あ
る
。
こ
の
現
代
の
随
筆
を
徳
川
時
代
の
随
筆
と
比
較
し
て
み
る
時
、

そ
の
内
容
的
な
ら
び
に
形
式
的
の
進
化
に
最
も
貢
献
し
た
人
を
探
す
な
ら
ば
、

何
人
も
吉
村
冬
彦
の
名
を
挙
げ
る
に
躊
躇
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
英
国
文
学
に

お
け
る
エ
ッ
セ
イ
の
地
位
ま
で
、
わ
が
国
の
随
筆
を
引
き
上
げ
る
た
め
に
は
、

『
藪
柑
子
集
』
以
来
の
三
十
年
に
近
い
先
生
の
筆
の
力
を
必
要
と
し
た
の
で
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あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
『
冬
彦
集
』
以
来
の
先
生
の
随
筆
集

は
、
漢
詩
の
世
界
の
中
か
ら
日
本
語
の
詩
を
産
み
出
し
た
『
藤
村
詩
集
』
と

同
じ
よ
う
な
地
位
を
、
随
筆
文
学
の
中
に
占
め
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
約
十
年
く
ら
い
前
の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
先
生
の
書
斎
に
お
い
て
、
随
筆

に
関
す
る
先
生
の
見
解
を
聞
く
機
会
を
得
た
こ
と
が
あ
る
。
一
国
の
「
文
化
」

が
高
ま
り
、
個
人
の
教
養
が
深
く
な
る
に
つ
れ
て
、
文
学
は
随
筆
の
形
式
を

と
る
よ
う
に
な
る
、
あ
る
い
は
も
っ
と
精
確
に
い
え
ば
、
随
筆
が
文
学
の
あ

る
か
な
り
重
要
な
領
域
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
を
助
成
す
る
外
界
の

条
件
と
し
て
は
、
人
々
の
生
活
が
忙
し
く
な
っ
て
長
い
小
説
な
ど
を
読
む
よ

う
な
時
間
が
な
く
な
る
と
い
う
、
極
め
て
卑
近
で
は
あ
る
が
動
か
し
難
い
事

実
が
あ
る
。
内
面
的
に
も
っ
と
重
要
な
事
柄
は
、
文
学
の
意
味
を
「
人
生
の
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記
録
と
予
言
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
傾
向
が
多
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
の
下
で
は
、
主
観
的
真
実
の
記
録
た
る
随
筆
が
、
文

学
の
重
要
な
部
門
を
占
め
る
こ
と
は
自
然
の
勢
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
随
筆
の
目
指
す
目
的
は
、
結
局
科
学
の
目
指

す
所
と
同
一
で
あ
っ
て
、
先
生
の
頭
の
中
で
、
物
理
的
の
研
究
と
随
筆
と
が

全
く
融
合
し
て
い
た
の
も
ま
た
不
思
議
で
は
な
い
。
『
触
媒
』
の
中
の
一
文

中
に
は
、
「
顕
微
鏡
で
花
の
構
造
を
仔
細
に
点
検
し
て
も
花
の
美
し
さ
は
消

滅
し
な
い
。
花
の
植
物
生
理
的
機
能
を
学
ん
で
後
に
初
め
て
十
分
に
咲
く
花

の
喜
び
と
散
る
花
の
哀
れ
を
感
ず
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
」
と
書
か
れ

て
い
る
。
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本
質
論
を
離
れ
て
、
広
い
意
味
で
の
科
学
技
術
的
に
先
生
の
随
筆
を
見
て

も
、
科
学
の
研
究
と
同
じ
方
法
が
そ
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る

で
あ
ろ
う
。
第
一
に
そ
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
対
象
は
、
そ
れ
が
外
界
で
あ

る
と
内
界
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
十
分
に
よ
く
「
見
て
」
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
至
る
所
に
「
発
見
」
を
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
試
み
に
『
蒸
発
皿
』

の
巻
頭
に
あ
る
「
烏
瓜
の
花
と
蛾
」
を
開
い
て
み
る
な
ら
ば
、
ほ
と
ん
ど
各

ペ
ー
ジ
に
一
つ
ま
た
は
二
つ
の
「
発
見
」
が
惜
し
気
も
な
く
羅
列
し
て
あ
る

の
に
驚
か
ぬ
人
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
問
題
と
す
べ
き
は
そ
の
記
述
の
方

法
で
あ
る
。
先
生
の
文
章
は
勿
論
美
文
で
は
な
い
。
し
か
し
い
わ
ゆ
る
達
意

の
文
と
い
う
も
の
と
も
少
し
異
る
も
の
で
あ
る
。
最
も
近
い
も
の
を
探
せ
ば
、

そ
れ
は
科
学
的
名
著
と
か
優
れ
た
研
究
者
の
論
文
と
か
い
う
種
類
の
も
の
で
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あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
生
産
能
」
を
包
有
し
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
勿
論
先
生

の
比
類
な
く
高
い
教
養
と
、
お
よ
そ
何
物
を
も
愛
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
心

情
と
が
、
そ
の
肉
附
け
を
し
て
い
る
点
は
事
新
し
く
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
以
上
の
ほ
か
に
も
先
生
の
俳
諧
論
映
画
論
な
ど
に
お
け
る
研
究
で
問
題
と

す
べ
き
事
柄
は
い
く
ら
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
る
余
裕
を
与
え
ら
れ

て
い
な
い
。
先
生
の
全
集
出
版
の
企
て
が
あ
る
由
で
、
こ
れ
ら
の
科
学
と
文

学
と
の
両
域
に
わ
た
る
全
労
作
が
、
日
本
の
文
化
史
を
飾
る
日
も
遠
く
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
全
集
は
ゲ
ー
テ
以
来
あ
ま
り
数
多
く
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
先
生
の
如
き
人
こ
そ
吾
ら
が
同
時
代
に
生
れ
た
光
栄
を
喜
ぶ
べ
き

第
一
の
人
で
あ
ろ
う
。
　
　
（
昭
和
十
一
年
二
月
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
）
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