
〔書評〕

『
難
摘
発
の
詩
と
小
説
』

『
難
醐
欝
の
詩
と
小
説
』
（
嘉
三
年
六
月
三
。
日
発
行
、
和
泉
轟
）
。

『
国
木
田
独
歩
の
文
学
』
『
国
木
田
独
歩
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
論
他
』
に
次
ぐ
北

野
昭
彦
氏
の
大
著
に
、
た
と
え
ば
副
題
と
し
て
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の

民
友
社
文
学
」
　
と
銘
打
っ
て
み
る
誘
惑
を
禁
じ
え
な
い
。

近
年
、
作
品
論
の
集
積
か
ら
一
人
の
作
家
を
読
み
う
る
な
ど
と
い
う
幸
福

な
夢
想
を
抱
い
て
い
る
者
は
一
人
も
い
な
い
し
、
作
品
の
完
結
性
＝
自
閉
性

と
い
う
楽
天
的
な
等
式
は
少
し
ず
つ
切
り
崩
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
作
家
の
伝
記

的
生
涯
が
、
そ
の
作
品
に
影
響
を
与
え
ず
に
お
か
な
い
の
と
全
く
同
様
に
、

作
品
が
同
時
代
テ
ク
ス
ト
と
無
媒
介
に
関
わ
り
合
い
、
よ
り
広
範
な
同
時
代

の
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
へ
と
限
り
な
く
開
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
も
は
や

自
明
の
前
提
で
あ
る
。
本
書
に
お
け
る
北
野
氏
の
問
題
意
識
も
、
ま
ず
は
湖

処
子
文
学
と
独
歩
文
学
の
同
時
代
性
に
発
し
、
湖
処
子
か
ら
独
歩
へ
の
継
承

と
飛
躍
が
論
じ
ら
れ
、
そ
れ
を
追
求
す
る
た
め
の
有
効
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し

て
（
田
園
文
学
）
の
枠
組
み
を
設
定
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
何
よ
り
も
見
落

と
し
て
ほ
な
ら
な
い
の
は
、
さ
ら
に
そ
の
背
後
で
機
能
し
続
け
て
い
る
へ
民

友
社
文
学
）
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

森

　

本

　

隆

　

子

単
な
る
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
（
田
園
文
学
）
の
考
察
な
ら
ば
、
本
書
も
引

用
す
る
前
田
愛
氏
の
「
明
治
立
身
出
世
主
義
の
系
譜
」
が
、
（
帰
省
）
と
い

う
揺
り
方
で
早
く
に
方
向
性
を
示
し
て
い
た
し
、
た
と
え
ば
滝
藤
満
義
氏
の

「
様
々
な
帰
郷
」
な
ど
は
、
そ
の
具
体
的
検
証
と
称
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い

だ
ろ
う
。
一
方
、
森
英
一
氏
『
明
治
三
十
年
代
文
学
の
研
究
』
は
、
明
治
三

〇
年
代
文
学
の
横
断
面
か
ら
、
独
歩
を
包
摂
し
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
宙
外
、

盛
花
、
藤
村
を
中
心
と
し
た
田
園
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
を
見
事
に
切
り
取
っ
て

い
る
。
し
か
も
、
一
瞥
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
明
治
二
〇
年
代
に
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
を
迎
え
る
（
帰
省
小
説
）
の
ジ
ャ
ン
ル
と
自
然
主
義
の
様
相
を
深
め
た

明
治
三
〇
年
代
の
（
田
園
文
学
）
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
脈
絡
を
も
た
ず
に
切
り

離
さ
れ
た
ま
ま
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
の
た
。
こ

の
よ
う
な
研
究
史
の
現
状
は
、
ま
た
両
ジ
ャ
ン
ル
に
足
を
か
け
る
独
歩
文
学

が
当
然
、
卒
ま
ざ
る
を
え
な
い
ロ
マ
ン
的
側
面
と
自
然
主
義
的
側
面
と
の
矛

盾
、
よ
り
広
く
は
明
治
二
〇
年
代
ロ
マ
ン
主
義
と
俗
に
言
う
明
治
三
〇
年
代

の
前
期
自
然
主
義
の
相
関
を
い
か
に
読
み
解
く
か
と
い
う
明
治
文
学
研
究
史

上
最
大
の
難
所
を
指
し
示
し
て
も
い
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
本
書
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
を
論
じ
る
有
効
な
切
り
口
と
し
て

民
友
社
文
学
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
提
起
さ
れ
て
み
る
と
、
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
本
来
、
一
つ
に
落
ち
合
っ
て
（
田
園
文
学
）
の
系
譜
と
で
も
い
う
べ
き
も

の
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
（
田
園
）

へ
の
関
心
自
体
が
民
友
社
の
平
民
主
義
、
つ
ま
り
は
蘇
峰
提
唱
す
る
と
こ
ろ

の
「
田
舎
紳
士
」
論
に
一
つ
の
淵
源
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
み
る
と
、

明
治
二
〇
～
三
〇
年
代
の
田
園
文
学
に
底
流
す
る
へ
近
代
化
を
担
う
べ
き
豪

農
層
－
帰
省
（
故
郷
）
小
説
－
ロ
ー
カ
ル
色
豊
か
な
自
然
文
学
）
と
い
う
流

れ
が
鮮
や
か
に
見
え
て
く
る
。
あ
る
い
は
、
湖
処
子
の
田
園
文
学
が
す
で
に

民
友
社
固
有
の
社
会
性
を
寧
み
持
つ
構
造
は
、
そ
の
ま
ま
ロ
マ
ン
性
と
現
実

直
視
の
両
極
を
振
幅
す
る
明
治
二
〇
～
三
〇
年
代
へ
田
園
文
学
）
を
解
読
す

る
貴
重
な
鍵
と
も
な
ろ
う
。
本
書
が
た
び
た
び
指
摘
す
る
「
湖
処
子
に
よ
っ

て
開
拓
さ
れ
」
「
独
歩
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
」
「
後
続
の
澄
花
・
花
袋
・
藤
村
」

へ
続
い
て
ゆ
く
（
田
園
文
学
）
は
、
い
わ
ば
民
友
社
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
支
え

ら
れ
る
こ
と
で
、
初
め
て
一
つ
の
系
譜
性
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
る
の
た
。
そ

れ
は
、
文
学
史
の
塗
り
替
え
な
ど
と
い
う
域
を
超
え
た
文
化
的
社
会
的
コ
ン

テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
民
友
社
文
学
の
発
見
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

以
下
、
こ
の
視
点
か
ら
本
書
の
お
お
よ
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
若
干
の
問

題
提
起
を
ま
じ
え
な
が
ら
概
観
を
試
み
た
い
。

ま
ず
第
一
章
「
宮
崎
潮
処
子
『
帰
省
』
と
（
故
郷
）
に
取
材
し
た
諸
作
」

第
二
章
「
宮
崎
湖
処
子
『
村
落
小
話
』
再
見
」
第
三
章
「
宮
崎
湖
処
子
『
自

然
児
』
試
論
」
第
四
章
「
宮
崎
湖
処
子
『
入
賞
』
論
」
は
、
田
園
文
学
の
開

拓
者
と
し
て
の
湖
処
子
文
学
の
特
質
と
意
義
を
民
友
社
派
の
文
学
論
を
光
源

と
し
て
照
ら
し
出
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

明
治
二
〇
年
代
の
民
友
社
派
を
代
表
す
る
作
家
で
あ
り
な
が
ら
、
現
在
、

不
当
に
も
「
帰
省
」
わ
ず
か
一
作
で
名
を
留
め
る
湖
処
子
で
あ
る
が
、
本
書

は
そ
の
不
遇
が
、
彼
が
籍
を
置
い
た
民
友
社
の
文
学
そ
の
も
の
の
文
学
史
上

に
お
け
る
冷
遇
視
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。
た
と

え
ば
「
帰
省
」
。
か
つ
て
北
野
氏
は
「
帰
去
来
」
論
（
『
国
木
田
独
歩
「
忘
れ

ぇ
ぬ
人
々
」
論
他
』
所
収
）
　
に
お
い
て
、
こ
れ
と
独
歩
「
帰
去
来
」
と
の
差

異
を
問
い
、
（
田
園
文
学
）
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
中
で
、
き
わ
め
て
シ
ャ
ー
プ

に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
鮮
や
か
な
論
旨
I
I
I
「
帰

省
」
と
は
〝
知
憲
の
果
〟
を
食
っ
て
上
京
し
た
農
村
出
身
者
の
失
楽
園
、
つ

ま
り
は
故
郷
喪
失
と
痛
切
な
回
帰
願
望
の
物
語
で
あ
る
、
と
す
る
読
み
の
基

本
は
、
本
書
で
も
踏
襲
さ
れ
て
動
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
た
す
で
に
指

摘
ず
み
の
豪
農
に
生
ま
れ
た
三
男
と
い
う
湖
処
子
の
出
自
に
、
こ
こ
で
改
め

て
民
友
社
派
の
文
学
論
を
重
ね
て
み
る
と
、
彼
こ
そ
が
蘇
峰
提
唱
す
る
と
こ

ろ
の
「
田
舎
紳
士
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
豪
農
・
地

主
を
地
盤
と
し
た
自
営
自
活
の
田
舎
紳
士
と
は
、
ま
さ
し
く
彼
の
出
身
階
層

そ
の
も
の
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
「
帰
省
」
の
背
景
に
は
「
田
舎
人
の
眼
」
を

以
て
「
田
舎
の
消
息
」
を
描
出
す
る
「
田
舎
紳
士
」
の
文
学
を
待
望
し
、
ひ

い
て
は
近
代
化
推
進
の
主
体
を
、
藩
閥
権
力
か
ら
彼
ら
の
手
へ
奪
回
せ
ん
と

す
る
民
友
社
の
平
民
主
義
が
静
か
に
流
れ
て
い
た
の
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
民
友
社
の
平
民
主
義
を
視
座
と
し
て
、
忘
れ
去
ら
れ
た
湖

処
子
文
学
の
全
貌
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
都
会
に
在
っ
て
故
郷
を
詩
化
す
る

「
帰
省
」
と
は
裏
腹
な
、
平
民
主
義
そ
の
も
の
の
具
現
と
も
言
い
う
る
、
き
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も
め
て
社
会
性
の
濃
い
作
品
辞
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
「
帰
省
」
を

「
無
韻
の
詩
」
（
蘇
峰
評
）
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
地
方
農
村
の
現
実

を
直
視
、
描
写
し
た
も
の
で
、
湖
処
子
自
ら
「
田
家
小
説
」
と
命
名
す
る
と

こ
ろ
の
系
譜
で
あ
り
、
い
う
ま
で
も
な
く
花
袋
、
藤
村
の
自
然
主
義
文
学
を

先
取
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
等
し
く
故
郷
、
も
し
く
は
田
園
を
素

材
と
し
な
か
ら
、
ロ
マ
ン
的
憧
憬
と
リ
ア
ル
な
現
実
描
写
に
引
き
裂
か
れ
る

潮
処
子
文
学
の
全
体
像
が
、
初
め
て
開
一
杯
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い。

湖
処
子
の
埋
も
れ
た
作
品
群
の
中
か
ら
本
書
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、

主
に
「
村
落
小
記
」
「
自
然
児
」
「
人
妻
」
　
の
三
作
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け

「
村
落
小
記
」
と
「
自
然
児
」
が
湖
処
子
の
こ
の
両
極
性
を
端
的
に
示
し
て

い
て
興
味
深
い
。
「
村
落
小
話
」
は
新
時
代
の
農
村
に
押
し
寄
せ
た
秩
序
改

革
の
様
相
を
肯
定
的
に
描
い
た
も
の
で
、
地
方
産
業
の
振
興
、
そ
の
担
い
手

と
し
て
の
平
民
出
身
の
子
弟
た
ち
の
向
日
的
生
き
方
を
活
写
す
る
。
こ
れ
を

湖
処
子
文
学
の
平
民
主
義
的
側
面
と
す
る
な
ら
ば
、
「
自
然
児
」
は
、
あ
た

か
も
そ
の
代
償
行
為
で
あ
る
か
、
の
よ
う
に
、
現
実
的
視
点
を
一
挙
に
後
退
さ

せ
た
も
の
で
、
農
村
は
再
び
神
話
的
モ
チ
ー
フ
と
さ
え
相
僕
っ
て
、
桃
源
郷

と
化
し
て
い
る
。
都
会
に
在
り
な
が
ら
や
み
が
た
い
郷
愁
の
対
象
と
な
り
続

け
て
い
た
湖
処
子
の
〝
故
郷
〟
は
、
こ
こ
で
は
主
人
公
〝
自
然
児
〟
の
無
垢

な
少
年
性
に
仮
託
さ
れ
な
が
ら
、
帰
る
べ
き
始
源
の
世
界
と
し
て
形
象
化
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
潮
処
子
文
学
か
ら
平
民
主
義
の
影
響
を

差
し
引
い
て
、
な
お
残
る
残
余
の
部
分
、
い
や
独
自
性
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

六
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潮
処
子
文
学
と
民
友
社
文
学
と
の
重
な
り
は
、
結
果
と
し
て
、
そ
の
ズ
レ

を
も
鮮
明
に
際
立
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
評
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ

に
、
民
友
社
文
学
か
ら
は
る
か
に
大
き
く
は
み
出
し
た
湖
処
子
固
有
の
（
故

郷
）
像
、
す
な
わ
ち
土
俗
的
な
農
村
共
同
体
の
世
界
に
誇
凍
り
に
も
深
く
呪

縛
さ
れ
た
湖
処
子
文
学
の
特
質
が
、
鮮
や
か
に
照
射
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

続
く
第
五
章
「
宮
崎
潮
処
子
と
国
木
田
独
歩
」
は
、
（
心
は
つ
ね
に
故
郷

に
帰
る
）
湖
処
子
文
学
と
相
対
さ
せ
な
が
ら
、
実
体
的
故
郷
の
喪
失
者
で
あ

る
独
歩
の
自
然
観
を
論
じ
て
、
潮
処
子
論
か
ら
独
歩
論
へ
の
接
点
を
示
す
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
き
わ
め
て
土
着
的
な
湖
処
子
の
郷
土
意
識
に
対
し
て
、

独
歩
の
場
合
、
（
田
舎
の
各
地
）
が
（
心
の
故
郷
）
と
化
し
、
ひ
い
て
は
現

実
の
橙
椿
か
ら
飛
翔
し
た
へ
天
外
）
の
（
自
由
の
郷
）
　
へ
と
昇
華
さ
れ
て
ゆ

く
と
い
う
基
本
構
造
は
、
す
で
に
前
々
著
『
国
木
田
独
歩
の
文
学
』
が
明
快

に
取
り
出
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
、
両
者
の
詩
編

に
着
目
し
な
が
ら
、
そ
の
差
異
が
具
体
的
に
探
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
「
山

林
に
自
由
存
す
」
諭
は
、
〝
山
林
〟
が
遠
望
の
姿
勢
を
以
て
遠
く
か
ら
思
慕

す
る
対
象
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
故
に
へ
自
由
）
の
象
徴
へ
と
昇
華
さ
れ
う

る
逆
説
的
構
造
を
、
詩
型
の
自
由
や
韻
律
、
詩
句
か
ら
説
き
明
か
し
て
魅
力

的
で
あ
る
。
両
者
の
こ
の
特
質
は
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
郷
土
に
対
す
る

へ
定
住
〉
の
発
想
と
〈
非
定
住
〉
の
発
想
　
－
　
浪
漫
主
義
の
二
つ
の
祖
型

と
し
て
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
示
唆
的
で
あ
る
が
、
本
書
全
体
の
流
れ
か
ら
み

れ
ば
、
む
し
ろ
、
湖
処
子
の
故
郷
像
を
挺
子
に
し
て
実
り
出
さ
れ
て
く
る

へ
独
歩
文
学
の
特
異
性
）
に
こ
そ
、
注
意
は
喚
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

独
歩
文
学
の
特
異
性
と
は
、
ま
ず
基
層
と
し
て
は
、
湖
処
子
の
（
定
住
）

の
発
想
と
は
対
照
的
な
、
父
の
離
再
婚
、
相
次
ぐ
転
任
が
も
た
ら
し
た
故
郷

の
喪
失
、
郷
土
か
ら
の
遊
離
で
あ
り
、
文
学
的
発
想
と
し
て
は
、
こ
の
「
漂

逆
の
㌍
結
団
国
男
評
）
的
性
格
が
形
づ
く
っ
た
二
つ
の
柱
で
あ
る
。
一

っ
は
他
郷
著
感
覚
　
－
　
〝
住
み
慣
れ
ぬ
〟
旅
人
の
眼
で
対
象
と
の
新
鮮
な
出

会
い
を
切
り
取
っ
て
く
る
人
生
観
照
の
態
度
で
あ
り
、
二
つ
め
は
世
俗
的
価

値
観
の
転
倒
が
も
た
ら
し
た
「
小
民
」
の
発
見
で
あ
る
。
エ
ト
ラ
ン
ゼ
感
覚

と
は
、
お
そ
ら
く
独
歩
自
身
の
愛
用
語
「
驚
異
」
を
一
般
化
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
が
、
世
俗
的
因
習
、
習
性
か
ら
の
解
放
を
可
能
な
ら
し
め
る
「
驚
異
」

志
向
は
、
『
国
木
田
独
歩
の
文
学
』
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
今
、
着
目

し
た
い
の
は
後
者
の
転
倒
性
で
あ
る
。

社
会
の
底
辺
に
無
意
味
な
生
涯
を
送
る
凡
俗
の
小
民
を
価
値
化
す
る
こ
と

は
、
名
利
、
成
功
に
攫
わ
れ
た
世
俗
的
価
値
観
、
ひ
い
て
は
若
き
日
の
政
治

青
年
独
歩
自
身
か
ら
の
、
ま
き
に
根
本
的
転
倒
で
あ
る
。
北
野
氏
が
説
く
よ

ぅ
に
、
そ
の
背
後
に
、
土
俗
に
根
ざ
し
た
共
同
体
的
関
わ
り
よ
り
も
時
空
を

超
え
て
遍
在
す
る
者
た
ち
と
の
瞬
間
的
黙
契
を
志
向
す
る
「
漂
透
の
児
」
的

人
生
観
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
『
国
木
田
独
歩
の
文
学
』

は
、
小
民
を
、
社
会
的
現
実
を
克
服
で
き
な
か
っ
た
独
歩
に
と
っ
て
の
代
償

的
存
在
と
し
て
把
握
し
て
い
た
が
、
そ
の
消
極
性
は
、
鍵
概
念
「
驚
異
」
そ

の
も
の
の
、
世
俗
的
価
値
か
ら
の
瞬
間
的
逸
脱
と
も
見
え
か
ね
な
い
性
格
と

大
い
に
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
本
書
に
お
け
る
世
俗
的
価
値
基
準
か
ら
の

逸
脱
な
ら
ぬ
転
倒
を
僕
っ
て
、
「
小
民
」
は
、
初
め
て
独
歩
文
学
の
特
異
性

を
明
か
す
要
の
位
置
づ
げ
を
得
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
独
歩
文
学
の
基

層
と
特
質
を
一
直
線
に
結
ん
で
、
そ
の
魅
力
の
構
造
を
開
示
す
る
（
転
倒
）

の
発
見
と
解
明
は
、
本
書
最
大
の
収
穫
で
あ
ろ
う
。

第
六
章
「
国
木
田
独
歩
の
（
精
神
上
の
大
革
命
）
」
第
七
章
「
民
友
社
精

神
と
国
木
田
独
歩
の
『
源
お
ち
』
」
第
八
章
「
国
木
田
独
歩
『
武
蔵
野
』
論
」

は
、
こ
の
（
転
倒
）
を
引
き
起
こ
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
精
緻
な
論
証

で
あ
る
が
、
特
に
、
そ
れ
を
民
友
社
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
関
わ
り
と
離
陸
、

す
な
わ
ち
（
受
容
と
創
造
）
の
祝
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
点
に
着
日
し
た
い
。

独
歩
に
お
け
る
価
値
観
の
転
倒
、
す
な
わ
ち
小
民
の
価
値
化
は
、
周
知
の

ご
と
く
明
治
二
五
年
秋
の
〝
精
神
上
の
大
革
命
〟
を
契
機
と
す
る
わ
け
だ
が
、

北
野
氏
は
、
こ
の
精
神
革
命
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
蘇
峰
の
平
民
主
義
か
ら
の

影
響
と
自
立
と
い
う
視
点
か
ら
見
事
に
解
読
し
て
み
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
滞

神
革
命
の
直
接
的
導
火
線
と
も
い
う
べ
き
カ
ー
ラ
イ
ル
の
『
英
雄
崇
拝
論
』

と
の
出
会
い
、
お
よ
び
自
然
へ
の
開
眼
は
民
友
社
、
わ
け
て
も
蘇
峰
の
影
響

な
く
し
て
あ
り
え
な
い
が
、
カ
ー
ラ
イ
ル
的
英
雄
観
か
ら
小
民
発
見
へ
の
さ

ら
な
る
展
開
は
、
植
村
正
久
の
ワ
ー
ズ
ワ
ス
論
の
媒
介
な
し
に
あ
り
え
な
い

－
　
こ
れ
が
北
野
氏
の
精
神
革
命
論
の
骨
子
で
あ
る
。
確
か
に
蘇
峰
の
平

民
主
義
は
、
「
口
碑
」
「
旧
人
民
の
生
活
」
の
導
き
を
独
歩
に
教
え
は
し
た
も

の
の
、
小
民
の
人
間
的
価
値
を
感
得
し
、
そ
れ
を
文
学
表
現
へ
形
象
化
す
る

た
め
に
は
、
植
村
の
持
つ
一
種
の
哲
学
性
、
換
言
す
れ
ば
平
民
観
に
は
決
定

的
に
欠
如
し
て
い
る
内
的
深
さ
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
植
村
の
「
自
然

界
の
予
言
者
ウ
ォ
ル
ズ
ウ
オ
ル
ス
」
に
見
ら
れ
る
「
偉
人
も
、
随
巷
に
生
ま

れ
て
随
巷
に
死
す
る
も
の
も
（
中
略
）
た
ゞ
人
類
」
「
取
る
に
足
ら
ず
と
見

倣
せ
る
も
の
ゝ
う
ち
に
極
美
極
大
な
る
憲
義
真
理
の
存
す
」
な
ど
の
字
句
と

独
歩
の
小
民
観
の
重
な
り
を
考
証
し
な
か
ら
、
独
歩
文
学
に
お
け
る
小
民
像

六
五



形
成
の
基
盤
を
探
っ
て
ゆ
く
北
野
氏
の
手
際
は
実
に
鮮
や
か
で
、
ま
た
、
植

村
受
容
を
機
に
独
歩
が
蘇
峰
、
お
よ
び
湖
処
子
「
帰
省
」
の
批
判
者
へ
転
じ

て
ゆ
く
道
筋
の
展
開
は
、
ざ
わ
め
て
説
得
的
で
あ
る
。

な
お
、
民
友
社
文
学
の
影
響
の
具
体
的
作
品
へ
の
反
映
と
し
て
は
、
「
源

お
ち
」
と
「
武
蔵
野
」
　
の
ケ
ー
ス
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
源
お
ぢ
」
　
の
場

合
、
大
佐
・
人
情
の
「
不
可
測
の
深
淵
」
を
探
求
せ
ん
と
呼
び
か
け
る
蘇
峰

の
文
学
論
を
下
敷
き
に
し
た
時
、
初
め
て
一
篤
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
山
の
蔭
、

水
の
辺
」
に
沢
な
る
小
民
の
意
味
あ
る
一
生
、
つ
ま
り
は
源
の
「
開
く
事
叶

は
ぬ
箱
」
　
の
ご
と
き
内
奥
の
秘
密
に
絞
り
込
め
る
。
そ
れ
は
、
程
度
の
差
こ

そ
あ
れ
、
実
生
活
上
の
破
婚
体
験
の
投
影
を
免
れ
え
ず
、
作
品
の
意
味
を
孤

独
と
愛
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
解
消
し
て
き
た
従
来
の
「
源
お
ぢ
」
研
究
か
ら
の
、

見
事
な
跳
躍
で
あ
る
。
ま
た
「
武
蔵
野
」
論
で
は
、
日
本
人
の
自
然
観
の
革

命
と
も
称
す
べ
き
落
葉
林
の
発
見
が
、
蘇
峰
に
よ
る
新
し
い
自
然
文
学
の
提

唱
、
二
葉
亭
へ
の
「
あ
ひ
ゞ
き
」
　
の
翻
訳
依
頼
と
い
う
二
重
の
媒
介
を
経
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
と
り
あ
け
「
あ
ひ
ゞ
き
」
　
の
感
覚
、
表

現
が
、
愛
唱
、
作
中
へ
の
引
用
（
筆
写
）
な
ど
の
リ
ズ
ム
の
反
復
を
通
し
て
、

し
だ
い
に
独
歩
そ
の
人
へ
と
乗
り
移
り
、
そ
の
口
語
文
体
を
開
花
さ
せ
て
ゆ

く
プ
ロ
セ
ス
の
検
証
は
き
わ
め
て
精
彩
に
富
む
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

最
後
の
セ
ク
シ
ョ
ン
、
第
九
章
「
独
歩
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
」
第
十
章
「
国
木
田
独
歩
『
運
命
論
者
』
の
衝
撃
」
第
十
一
章
「
国
木

田
独
歩
『
春
の
鳥
』
と
『
画
の
悲
み
』
」
第
十
二
軍
「
国
木
田
独
歩
『
竹
の

木
戸
』
論
」
は
、
著
者
自
身
の
言
を
借
り
る
な
ら
ば
「
短
篇
ス
タ
イ
ル
の
開

拓
・
完
成
」
を
論
じ
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
珠
玉
の
短
篇
群
が
取
り
上
げ
ら

六
六

れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
筆
者
と
し
て
は
、
こ
れ
を
あ
え
て
独
歩
に
お
け
る

へ
転
倒
）
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
揺
り
な
が
ら
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

な
ぜ
な
ら
、
氏
の
読
み
に
従
え
ば
、
こ
れ
ら
諸
作
の
構
造
に
は
、
共
通
し

て
そ
の
基
底
に
（
転
倒
）
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
で
は
、
人
の
交
わ
り
の
深
浅
と
時
間
の
長
短
、

お
よ
び
友
借
・
恩
愛
の
有
無
と
の
相
関
性
に
二
重
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
　
ー

つ
ま
り
転
例
を
潜
め
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
機
軸
に
「
忘
れ
て
叶
ふ
ま
じ
き
人
」

か
ら
「
忘
れ
え
ぬ
人
」
　
へ
の
価
値
の
転
倒
が
な
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、

「
運
命
論
者
」
「
竹
の
木
戸
」
は
、
人
生
に
対
す
る
主
体
性
や
積
極
性
が
、
不

条
理
な
運
命
に
瞬
く
間
に
巻
き
込
ま
れ
て
自
滅
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
ゆ
く
物

語
で
あ
り
、
氏
は
こ
れ
を
近
代
　
－
　
人
間
の
意
志
や
主
知
性
に
信
頼
を
置

く
近
代
的
常
識
に
対
す
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
へ
と
収
敷
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
「
源
お
ち
」
「
武
蔵
野
」
も
含
め
て
本
書
の
後
半
は
、
独
歩
文

学
の
基
底
に
潜
む
（
価
値
の
転
倒
）
の
華
麗
な
変
奏
の
趣
さ
え
持
っ
て
い
る

わ
け
だ
が
、
中
で
も
二
重
の
転
倒
を
巧
み
に
織
り
合
わ
せ
な
が
ら
紡
ぎ
上
げ

ら
れ
た
名
篇
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
読
み
は
圧
巻
で
あ
る
。
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」

の
難
解
さ
は
、
た
と
え
ば
同
じ
へ
山
林
海
浜
の
小
民
）
を
描
く
「
源
お
ぢ
」

が
短
篇
小
説
の
セ
オ
リ
ー
に
則
っ
て
一
源
叔
父
の
人
生
の
経
過
を
中
心
に
物

語
化
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
三
つ
の
小
民
像
が
、
何
ら
物
語
性
と
は
無

縁
な
瞬
間
的
な
印
象
描
写
に
お
い
て
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
点
に
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
北
野
氏
は
、
む
し
ろ
こ
の
抽
象
性
を
積
極
的
に
評
価
し
て
、

小
民
と
「
周
囲
の
光
景
」
と
の
「
美
し
き
配
合
」
が
成
っ
た
一
瞬
に
彼
ら
の

営
み
の
意
味
深
い
結
実
を
読
む
。
大
津
の
語
り
が
展
開
す
る
、
そ
の
時
間
的

移
り
の
過
程
に
浮
上
す
る
三
つ
の
心
象
像
の
連
続
を
、
連
句
の
付
け
合
い
に

見
立
て
、
響
き
に
な
ぞ
ら
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
在
の
「
忘
れ
え
ぬ

人
々
」
論
の
最
高
峰
を
示
す
読
み
で
あ
ろ
う
が
、
一
つ
の
不
満
を
覚
え
る
の

は
、
氏
が
、
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
に
お
け
る
セ
オ
リ
ー
破
り
を
論
の
前
提
と

し
、
そ
れ
を
作
品
の
特
異
性
と
し
て
積
極
的
に
評
価
し
な
が
ら
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
大
津
の
語
り
、
も
し
く
は
時
間
的
展
開
に
物
語
性
の
「
付
与
」
を

認
め
よ
う
と
す
る
点
で
あ
る
。
氏
の
論
に
見
ら
れ
る
こ
の
若
干
の
揺
れ
は
、

お
そ
ら
く
従
来
の
諸
論
が
表
明
し
て
き
た
、
各
小
民
像
の
「
内
容
」
が
「
具

体
」
性
を
欠
き
（
中
島
健
蔵
氏
）
、
「
物
語
」
世
界
を
支
え
る
に
足
る
「
手
だ

て
」
を
持
た
な
い
（
海
燕
満
義
氏
）
、
と
い
う
不
満
と
も
一
致
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
北
野
氏
が
提
起
す
る
〝
俳
句
〟
の
概
念
は
、
筆
者
な
ど
に
は

物
語
的
因
果
性
の
積
極
的
な
廃
棄
を
夢
想
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
（
転
倒
）

と
は
、
小
説
の
セ
オ
リ
ー
、
常
道
に
対
す
る
転
倒
に
も
通
じ
て
い
は
し
な
か
っ

た
か
、
と
。
こ
の
発
想
は
、
本
書
も
言
及
す
る
桶
谷
行
人
民
の
論
を
置
い
て

み
る
と
、
い
っ
そ
う
見
や
す
い
。
桶
谷
氏
の
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
は
、

同
じ
く
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
に
「
根
本
的
な
倒
錯
」
を
指
摘
す
る
の
だ
が
、

柄
谷
氏
の
い
う
転
倒
は
、
む
し
ろ
近
代
文
学
の
出
現
そ
の
も
の
が
寧
む
転
倒

性
の
比
喩
で
あ
る
。
近
代
の
成
立
と
は
起
源
の
問
題
で
は
な
く
、
記
号
論
的

な
布
置
そ
の
も
の
の
転
例
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
氏
の
一
貫
し
た
主
張
で
あ

る
が
、
物
語
性
を
伝
統
に
、
俳
句
、
な
か
ん
ず
く
連
句
の
付
け
合
い
を
、
そ

れ
へ
の
裏
切
り
と
置
き
換
え
て
み
れ
ば
、
実
は
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
に
お
け

る
物
語
の
廃
棄
こ
そ
が
、
桶
谷
氏
の
い
う
「
悪
意
」
あ
る
「
ね
じ
れ
」
、
つ

ま
り
は
近
代
の
出
現
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

実
は
、
筆
者
の
こ
の
粗
雑
に
す
ぎ
る
仮
説
は
、
し
か
し
、
北
野
氏
が
同
じ

く
最
後
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
取
り
上
げ
て
い
る
も
う
一
つ
の
作
品
「
春
の
鳥
」

の
読
み
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
氏
は
「
春
の
鳥
」
に
、

ロ
マ
ン
性
に
亀
裂
を
走
ら
せ
る
近
代
的
知
性
の
確
実
な
働
き
を
読
み
取
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
中
、
六
歳
少
年
の
〝
白
痴
〟
と
い
う
属
性

に
自
然
性
、
ひ
い
て
は
天
上
性
を
見
よ
う
と
す
る
幻
想
を
抑
止
し
て
、
そ
の

痛
ま
し
さ
、
地
上
性
を
事
実
と
し
て
提
示
す
る
。
こ
こ
で
、
た
と
え
ば
田
園

文
学
に
お
け
る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
一
つ
の
典
型
と
し
て
、
潮
処
子
文
学
、

ひ
い
て
は
ワ
ー
ズ
ワ
ス
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
原
初
性
、
神
話
性
を
想
足
し

て
み
る
な
ら
は
、
確
か
に
独
歩
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
郷
土
か
ら
の
遊
離
そ
の

も
の
が
、
血
縁
・
地
縁
の
橙
椿
か
ら
解
き
放
た
れ
た
近
代
性
で
あ
る
と
同
時

に
、
土
俗
的
世
界
に
対
す
る
裏
切
り
行
為
で
あ
っ
た
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ

こ
に
こ
そ
、
近
代
小
説
の
始
租
た
る
独
歩
の
面
目
は
躍
如
と
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
「
春
の
鳥
」
が
浪
漫
主
義
と
近
代
主
知
主
義
の
「
微
妙
な
均

衡
」
の
上
に
成
り
立
つ
作
品
で
あ
る
よ
う
に
、
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
は
、
小

民
像
を
、
「
源
お
ぢ
」
の
物
語
的
世
界
か
ら
最
高
度
に
近
代
性
の
極
へ
と
振
っ

た
、
究
極
の
作
品
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

思
え
ば
、
独
歩
文
学
に
内
在
す
る
ロ
マ
ン
主
義
と
近
代
性
と
の
葛
藤
と
は
、

早
く
に
北
野
氏
自
身
が
『
国
木
田
独
歩
の
文
学
』
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
た

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
リ
ア
リ
ズ
ム
、
〝
天
地
生
存
の
感
〟
と
〝
社
会
生
存
の

感
〟
の
相
克
を
想
起
さ
せ
る
。
拙
論
が
冒
頭
に
提
示
し
た
民
友
社
文
学
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
捉
え
直
せ
ば
、
前
者
が
潮
処
子
文
学
の
ロ
マ
ン
性
、
後
者

が
民
友
社
派
の
社
会
性
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
だ
な
い
。

六
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北
野
氏
が
独
歩
文
学
に
つ
い
て
直
観
し
て
き
た
両
極
性
は
、
そ
も
そ
も
民
友

社
文
学
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
内
包
す
る
二
面
性
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ

ら
は
、
せ
め
ぎ
あ
い
な
が
ら
も
決
し
て
分
か
た
れ
る
こ
と
な
く
、
深
く
根
底

で
結
び
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
北
野
氏
が
『
国
木
田
独
歩
の
文
学
』
で
提

起
し
、
『
国
木
田
独
歩
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
論
他
』
で
は
と
り
あ
え
ず
個
々
の

作
品
に
つ
い
て
試
み
た
独
歩
文
学
の
統
一
的
把
握
は
、
本
書
に
お
い
て
見
事

に
回
答
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
も
り
も
と
・
た
か
こ
　
静
岡
大
学
助
教
授
）

立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
会
則

第
一
章
　
総
　
則

第
一
条
　
（
会
の
名
称
）

本
会
は
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
と
い
う
。

第
二
条
　
（
会
の
本
部
）

本
会
は
本
部
を
立
命
館
大
学
文
学
部
日
本
文
学
専
攻
内
に
置
く
。

第
三
条
　
（
会
の
目
的
）

本
会
は
日
本
文
学
の
研
究
を
推
進
す
る
と
共
に
会
員
相
互
の
親
睦
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

第
四
条
　
（
会
の
事
業
）

本
会
は
次
の
事
業
を
行
な
う
。

l
　
大
会
・
研
究
会
の
開
催
　
2
　
機
関
誌
「
論
究
日
本
文
学
」
の
刊
行

3
　
そ
の
他
の
事
業

第
二
章
　
会
　
員

第
五
条
　
（
会
員
の
資
格
）

本
会
の
会
員
は
立
命
館
大
学
文
学
部
日
本
文
学
専
攻
の
専
任
教
員
（
元
教
員

を
含
む
）
・
卒
業
生
・
在
学
生
と
す
る
。

第
六
条
　
（
名
誉
会
員
）

元
専
任
教
員
で
定
年
退
職
し
た
者
は
名
誉
会
員
と
す
る
。

第
七
条
　
（
会
員
の
活
動
）

会
員
は
本
会
の
事
業
に
参
加
し
、
機
関
誌
の
配
布
を
受
け
る
。

第
八
条
　
（
会
費
の
納
入
）

会
員
は
会
費
を
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
名
誉
会
員
は
こ
の
限
り
で
は

ない。
第
三
章
　
役
　
員

第
九
条
　
（
役
員
）

本
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。

l
会
長
　
2
評
議
員
　
3
会
計
監
査
　
4
編
集
委
員
　
5
談
話
会
委
員

6
国
語
教
育
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
委
員
　
1
運
営
委
員
　
8
学
生
部
会
役
員

第
十
条
　
（
役
員
の
任
期
）

役
員
の
任
期
は
一
年
と
す
る
。
但
し
重
任
を
妨
げ
な
い
。

第
十
一
条
　
（
役
員
の
選
出
）

役
員
は
総
務
に
お
い
て
選
出
す
る
。

第
四
軍
　
組
織
お
よ
び
運
営

第
十
二
条
　
（
総
会
）

総
会
は
年
一
回
開
催
し
、
当
該
年
度
の
事
業
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
審
議

決
定
す
る
。
但
し
必
要
に
応
じ
て
会
長
は
臨
時
総
会
を
召
集
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
十
三
条
　
（
評
議
員
会
）

評
議
員
会
は
本
会
の
運
営
に
つ
い
て
協
議
し
、
総
会
に
原
案
を
提
出
す
る
。

第
十
四
条
　
（
学
生
部
会
）

学
生
部
会
は
専
任
教
員
の
助
言
の
も
と
に
学
部
学
生
に
よ
っ
て
運
営
す
る
。

第
五
章
　
会
　
計

第
十
五
条
　
（
経
費
）

本
会
の
経
費
は
会
費
・
寄
付
金
・
そ
の
他
の
収
入
に
よ
る
。

第
十
六
条
　
（
会
計
報
告
）

会
計
報
告
は
総
会
に
お
い
て
行
な
う
。

第
十
七
条
　
（
会
計
年
度
）

本
会
の
会
計
年
度
は
毎
年
六
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
五
月
末
日
に
終
わ
る
。

第
六
章

第
十
八
条
　
（
会
則
の
変
更
）

会
則
の
変
更
は
総
会
に
お
い
て
行
な
う
。

付
則

こ
の
会
則
は
一
九
九
一
年
六
月
九
日
よ
り
施
行
す
る
。


