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三
十
六 

日
本
精
神
史
を
た
ど
る 

 

広
告
で
『
日
本
精
神
史
』
と
い
う
書
物
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
塾
を
開
い
て
在
野
で
哲
学
の

思
索
に
励
む
人
長
谷
川
宏
の
著
作
だ
。
こ
の
列
島
に
生
き
た
人
々
の
精
神
の
歴
史
と
い
う
関
心
を
引
く
テ

ー
マ
を
、
哲
学
者
が
論
じ
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
書
店
の
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
注
文

し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
よ
う
に
関
心
を
も
っ
た
人
が
す
で
に
読
ん
で
い
て
、
レ
ヴ
ュ
ー
を
書

き
こ
ん
で
い
る
。
上
巻
と
下
巻
に
対
し
て
、
「
歴
史
書
の
さ
わ
り
を
な
ぞ
る
だ
け
の
精
神
史
」
、
「
深
さ

が
足
り
な
い
。
新
た
な
切
り
口
を
期
待
し
た
が
だ
め
だ
っ
た
」
と
、
と
て
も
厳
し
い
コ
メ
ン
ト
を
し
、
評

価
点
は
五
段
階
の
最
低
１
。
わ
た
し
は
気
持
ち
を
そ
が
れ
て
、
注
文
を
と
り
や
め
た
。
し
か
し
著
者
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
重
要
な
哲
学
書
『
歴
史
哲
学
講
義
』
や
『
精
神
現
象
学
』
な
ど
を
翻
訳
し
、
自
作
の
書
物
も

出
版
し
て
い
る
哲
学
の
徒
だ
。
そ
の
著
作
が
一
言
で
一
刀
両
断
さ
れ
る
よ
う
な
程
度
と
い
う
の
も
信
じ
が

た
い
。
し
ば
ら
く
し
て
、
と
に
か
く
手
に
取
っ
て
み
る
値
打
ち
は
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
な
お
し
、
購
入
し

た
。 

 

本
の
帯
に
、
「
一
気
呵
成
の
二
〇
〇
〇
枚
超
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
清
新
な
翻
訳
か
ら
二
〇
年
余
、
著
者
畢
生

の
大
作
、
つ
い
に
な
る
！
」
、
「
日
本
の
美
術
・
思
想
・
文
学
を
人
々
の
精
神
の
歴
史
と
し
て
流
麗
な
文
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体
で
描
き
き
っ
た
比
類
な
き
傑
作
‼
」
と
い
う
文
字
。
畢
生
の
大
作
に
一
気
呵
成
と
い
う
言
葉
を
か
ぶ
せ

る
言
語
感
覚
は
少
し
お
か
し
い
が
、
よ
ほ
ど
の
名
著
だ
と
宣
言
し
て
い
る
。
こ
れ
を
読
ん
だ
人
の
レ
ヴ
ュ

ー
と
の
落
差
は
い
ち
じ
る
し
い
。
ど
う
し
て
な
の
か
疑
問
を
い
だ
き
な
が
ら
、
読
み
始
め
る
。 

  

厳
し
い
批
評
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
ど
う
し
て
も
用
心
し
な
が
ら
読
ん
で
し
ま
う
。
最
初
の
四
つ
の
章
は
、

三
内
丸
山
遺
跡
、
火
炎
土
器
と
土
偶
、
銅
鐸
、
古
墳
を
主
題
に
す
る
。
対
象
は
同
時
代
の
書
か
れ
た
史
料

の
な
い
も
の
で
、
先
史
と
言
え
る
時
代
の
こ
と
だ
。
著
者
は
、
仏
教
の
受
容
を
扱
う
第
五
章
で
、
聖
徳
太

子
が
『
三
経
義
疏
』
を
書
い
た
の
で
は
な
い
と
す
る
新
し
い
知
見
を
と
り
入
れ
る
ほ
か
は
、
縄
文
時
代
と

弥
生
時
代
に
つ
い
て
、
従
来
の
古
い
歴
史
解
釈
の
ま
ま
に
、
水
稲
耕
作
が
紀
元
前
三
〇
〇
年
こ
ろ
始
ま
り
、

わ
ず
か
五
〇
年
ほ
ど
の
短
期
間
で
九
州
か
ら
近
畿
ま
で
広
が
っ
た
と
す
る
。
第
四
章
・
第
六
章
の
古
墳
と

『
古
事
記
』
の
時
代
に
つ
い
て
も
、
『
記
・
紀
』
に
書
か
れ
た
記
事
を
批
判
な
く
受
け
入
れ
、
近
世
・
近

代
以
来
続
く
古
代
史
解
釈
の
流
れ
に
沿
っ
て
歴
史
を
理
解
し
、
そ
の
う
え
で
対
象
を
評
価
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
そ
う
い
う
歴
史
理
解
は
、
本
質
的
に
解
釈
の
作
業
と
言
え
る
著
者
の
方
法
か
ら
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
の
社
会
と
人
々
の
暮
ら
し
に
根
ざ
し
た
心
持
の
解
釈
に
影
響
し
な
い
わ
け
に
い
く
ま
い
。 

 

し
か
し
、
炭
素1

4

を
用
い
た
年
代
測
定
に
よ
っ
て
、
水
稲
耕
作
は
紀
元
前
千
年
近
く
ま
で
さ
か
の
ぼ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
へ
の
移
行
の
歴
史
は
組
み
立
て
直
し
が
必
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要
な
の
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
が
書
か
れ
た
時
代
ま
で
の
歴
史
に
つ
い
て
も
、
無
視
で
き
な
い
疑
問
が
提

出
さ
れ
て
い
る
。
古
代
の
説
話
に
つ
い
て
の
著
者
の
解
釈
と
鑑
賞
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
第
六

章
ま
で
の
題
材
に
つ
い
て
、
歴
史
解
釈
に
あ
ま
り
依
拠
し
な
い
考
察
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
と
こ

ろ
が
著
者
は
、
現
在
定
説
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
歴
史
理
解
を
記
述
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
解
釈
を
広
げ

て
古
代
人
の
心
を
推
察
し
、
思
い
入
れ
を
込
め
て
鑑
賞
す
る
。
こ
れ
が
、
Ｔ
・
ジ
ャ
ッ
ト
の
言
う
「
物
語

に
必
要
な
本
当
ら
し
さ
」
を
弱
め
て
、
「
物
語
を
語
る
際
の
確
信
の
度
合
い
」
を
薄
め
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、
「
流
麗
な
文
体
」
が
む
し
ろ
本
当
ら
し
さ
か
ら
遠
ざ
け
る
働
き
を
し
て
い
る
。
引
用
し
た
レ
ヴ
ュ
ー

を
書
い
た
人
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
最
初
の
数
章
の
こ
う
い
う
書
き
ぶ
り
に
不
満
を
感
じ
て
、
評
価
を

下
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
対
し
て
著
者
は
、
日
本
列
島
に
現
わ
れ
た
精
神
を
時
代
順
に
記
述
す
る
立
場

か
ら
、
こ
う
い
う
章
立
て
に
し
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
書
物
の
質
を
傷
つ
け
な
い
た
め
に
、
初
め
の
方
は
、

後
続
す
る
時
代
へ
の
つ
な
が
り
を
準
備
す
る
だ
け
に
し
て
、
書
き
過
ぎ
ず
に
あ
っ
さ
り
と
要
点
を
お
さ
え

る
こ
と
に
し
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

不
満
を
感
じ
な
が
ら
も
、
性
急
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
先
に
進
む
。
用
心
し
て
読
む
わ
た
し
に

は
、
歴
史
時
代
に
な
っ
て
も
、
歴
史
の
流
れ
の
と
ら
え
方
に
精
確
さ
が
欠
け
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
。
第
十
四
章
で
、
『
今
昔
物
語
』
を
「
時
代
の
大
き
な
移
り
変
わ
り
を
示
す
書
物
」
と
と
ら
え
、
時
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代
の
背
景
を
「
支
配
貴
族
の
凋
落
と
い
う
社
会
変
動
」
や
「
旧
支
配
層
の
衰
退
」
と
書
く
こ
と
に
、
大
き

な
誤
り
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
十
二
世
紀
前
半
に
書
か
れ
た
『
今
昔
物
語
』
と
、
十
二
世
紀
後
半
に

描
か
れ
た
絵
巻
物
を
同
じ
章
に
置
き
、
法
然
を
考
え
る
第
十
七
章
で
、
地
方
官
人
だ
っ
た
法
然
の
父
が
荘

園
の
預
所
の
夜
襲
を
受
け
て
殺
さ
れ
た
十
二
世
紀
前
半
を
、「
乱
世
の
激
動
は
地
方
の
村
に
ま
で
及
ん
だ
」

と
す
る
表
現
は
適
切
で
な
い
。
「
平
安
末
か
ら
鎌
倉
時
代
へ
と
移
る
激
動
の
時
代
」
と
と
ら
え
る
の
は
正

し
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
保
元
・
平
治
の
乱
の
起
き
た
十
二
世
紀
後
半
を
十
二
世
紀
前
半
と
な
ら
し
て
と
ら

え
る
見
方
に
、
わ
た
し
は
疑
問
を
も
つ
。
土
台
に
あ
る
社
会
の
変
動
は
た
し
か
に
連
続
的
に
続
い
て
い
た

だ
ろ
う
。
そ
れ
が
武
士
の
台
頭
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
院
政
期
、
土
地
支
配
の
あ
り
方
が
変
化
し
、
皇

族
や
摂
関
家
な
ど
の
上
級
貴
族
の
支
配
に
受
領
層
の
中
級
貴
族
が
食
い
こ
ん
で
い
く
こ
と
と
、
在
地
で
の

武
士
の
土
地
管
轄
権
が
強
ま
る
こ
と
が
平
行
し
て
起
き
て
い
た
の
だ
が
、
十
二
世
紀
前
半
の
在
地
の
武
士

の
あ
い
だ
の
闘
争
は
、
ま
だ
合
戦
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
戦
い
で
は
な
い
。
京
都
の
支
配
層
は
、
時
代
の
移

り
行
き
を
う
す
う
す
感
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
ま
だ
そ
れ
と
し
て
明
確
な
意
識
は
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。

「
乱
世
の
激
動
」
と
い
う
認
識
が
一
般
的
に
な
っ
た
の
は
、
現
実
に
保
元
・
平
治
の
乱
が
起
き
て
か
ら
だ

ろ
う
。
社
会
の
変
化
は
ゆ
る
や
か
に
進
む
と
き
と
流
動
す
る
と
き
が
あ
る
。
京
都
で
戦
争
が
起
き
て
か
ら

目
に
見
え
る
変
化
に
な
っ
た
は
ず
だ
。
こ
の
観
点
が
移
り
行
く
時
代
の
精
神
を
考
え
る
の
に
も
必
要
だ
、

と
わ
た
し
は
考
え
る
。
仏
教
思
想
の
変
化
を
た
ど
る
と
き
に
も
、
こ
の
書
物
は
推
移
を
十
分
書
い
て
い
る
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の
だ
け
れ
ど
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
「
末
法
の
世
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
で
は
、
社
会
の
変
化
が
及
ぼ
し
た

精
神
現
象
の
微
妙
な
差
異
が
こ
ぼ
れ
お
ち
て
し
ま
う
。 

 

も
う
一
つ
、
そ
の
仏
教
思
想
の
論
じ
方
に
も
不
満
を
も
っ
た
。
第
十
章
の
最
澄
と
空
海
の
と
こ
ろ
で
、

二
人
の
高
僧
に
つ
い
て
よ
く
知
ら
な
い
わ
た
し
は
哲
学
者
の
論
評
を
聞
き
た
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
思
想

は
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
思
う
。
法
然
と
親
鸞
に
つ
い
て
の
第
十
七
章
で
も
、
宗
教
と
信
仰
の
考

察
が
徹
底
し
て
い
な
い
と
感
じ
た
。
『
歎
異
抄
』
の
「
悪
人
正
機
説
」
が
、
普
通
の
解
釈
で
し
か
記
述
さ

れ
て
い
な
い
。
親
鸞
が
自
分
を
悪
人
と
と
ら
え
て
い
る
と
言
及
さ
れ
て
い
る
の
に
そ
う
だ
。
こ
の
逆
説
に

は
、
い
っ
た
い
本
当
の
善
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
倫
理
的
な
問
い
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き

だ
。
自
分
を
含
め
て
人
間
に
善
人
な
ど
い
な
い
と
知
っ
て
、
そ
れ
で
も
救
わ
れ
る
と
す
る
こ
と
は
、
た
ん

に
人
々
に
救
済
を
説
い
て
安
心
を
与
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
、
信
仰
の
核
心
で
あ
る
「
信
」
の

問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
哲
学
者
が
そ
の
問
題
を
論
じ
な
い
こ
と
に
失
望
し
た
。 

 

対
し
て
、
上
巻
最
後
の
第
十
八
章
で
『
正
法
眼
蔵
』
を
読
み
解
く
と
こ
ろ
は
精
彩
が
あ
る
。
強
く
て
し

な
や
か
な
道
元
の
理
論
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
学
徒
に
論
じ
や
す
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
著
者
の
現
代

語
訳
と
そ
の
解
釈
に
教
え
ら
れ
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。 

  

ど
う
も
目
く
じ
ら
を
た
て
る
読
み
方
を
し
て
、
多
く
は
枝
葉
の
記
述
の
不
精
確
さ
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
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に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
な
っ
た
の
は
、
書
名
に
期
待
し
て
読
み
進
ん
だ
の
に
、
予
期
し
た
論
述
に
出

会
え
な
く
て
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
感
じ
た
せ
い
で
あ
る
。
わ
た
し
が
書
名
か
ら
期
待
し
て
い
た
の
は
、

哲
学
者
と
し
て
の
著
者
が
、
日
本
に
生
き
た
人
々
の
示
し
た
精
神
を
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
、
歴
史
を
つ
ら
ぬ
い
て
存
在
す
る
特
徴
は
何
か
、
な
ど

の
考
察
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ど
う
も
主
眼
は
や
や
こ
し
い
議
論
に
あ
る
の
で
は
な
い
ら
し
い
。
た
し
か

に
著
者
は
、
日
本
の
歴
史
に
現
わ
れ
た
精
神
の
現
象
に
つ
い
て
、
今
言
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
記
述
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
議
論
は
そ
れ
ほ
ど
徹
底
し
た
も
の
で
は
な
い
。 

 

こ
の
書
物
は
む
し
ろ
、
広
く
読
者
に
日
本
の
歴
史
的
精
神
現
象
を
解
説
す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
だ
。
三

十
五
の
章
に
分
け
て
主
要
な
題
材
を
と
り
あ
げ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
過
去
の
精
神
の
現
わ
れ
を
、
大
部
で
は

あ
る
が
一
つ
の
書
物
に
記
述
し
て
通
観
す
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
る
の
だ
。
記
述
は
、
題
材
を
ま
ず
提
示
し

て
説
明
し
、
そ
の
主
要
な
と
こ
ろ
を
解
釈
し
、
さ
ら
に
鑑
賞
す
る
、
と
い
う
ふ
う
に
進
む
。
各
章
は
分
量

的
に
制
限
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
考
察
は
深
み
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
残
念
な
が
ら
、
議
論
が
日

本
か
ら
出
て
外
国
の
精
神
史
と
の
比
較
ま
で
広
が
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
著
者
の
構
想
は
大
き

な
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
な
じ
み
の
な
か
っ
た
多
く
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
日
本
で
生
じ
た

精
神
現
象
の
お
お
よ
そ
の
見
取
り
図
を
描
け
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

長
谷
川
宏
が
哲
学
書
の
翻
訳
で
評
価
さ
れ
た
の
は
、
哲
学
の
文
章
な
の
に
よ
く
こ
な
れ
て
い
て
理
解
し
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や
す
い
と
い
う
点
だ
っ
た
。
こ
ん
ど
の
著
書
の
文
章
を
意
識
し
て
読
ん
で
み
て
、
そ
の
特
徴
が
分
か
っ
た
。

強
い
語
句
が
選
ば
れ
、
そ
れ
ら
が
畳
み
か
け
る
よ
う
に
連
続
し
、
同
じ
よ
う
な
文
章
が
く
り
返
し
現
わ
れ

て
、
段
落
が
何
度
か
波
打
つ
よ
う
に
し
て
論
が
進
ん
で
い
く
。
読
者
は
、
そ
の
文
章
に
乗
せ
ら
れ
て
著
者

の
思
索
に
同
化
す
れ
ば
、
臨
場
感
を
感
じ
な
が
ら
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
感
じ
れ
ば
、
本
の

帯
の
称
賛
が
ま
ん
ざ
ら
間
違
い
で
は
な
い
。
美
術
品
や
文
学
作
品
に
つ
い
て
、
思
い
入
れ
た
っ
ぷ
り
に
語

る
文
章
は
魅
力
的
で
あ
る
。
も
と
も
と
情
緒
的
な
対
象
に
つ
い
て
、
評
論
が
独
断
論
的
な
傾
向
を
お
び
る

こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
も
こ
の
書
物
は
、
論
評
よ
り
も
作
品
を
肯
定
的
に
受
け
入
れ
て
鑑
賞
す
る

こ
と
に
力
を
そ
そ
ぐ
か
ら
、
文
体
が
前
面
に
出
る
。
た
だ
、
同
じ
調
子
が
全
体
を
お
お
う
の
で
、
歴
史
に

触
れ
思
想
を
論
じ
る
と
こ
ろ
で
わ
た
し
に
警
戒
心
を
引
き
起
こ
す
の
だ
。 

 

読
み
進
む
に
つ
れ
て
、
わ
た
し
は
開
か
れ
た
態
度
で
こ
の
書
物
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
。
下
巻
も
取
り

寄
せ
た
。 

  

と
こ
ろ
が
、
下
巻
冒
頭
の
第
十
九
章
で
、
案
内
さ
れ
て
洗
練
の
極
み
の
『
新
古
今
和
歌
集
』
を
鑑
賞
し

た
あ
と
、
後
半
部
分
で
ま
た
と
ま
ど
っ
た
。『
愚
管
抄
』
に
対
す
る
論
評
に
違
和
感
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。

一
見
そ
の
解
釈
に
理
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
題
材
は
歴
史
書
で
、
そ
こ
で
の
歴
史
記
述
と
作

者
慈
円
の
見
解
に
対
す
る
評
価
が
主
題
だ
か
ら
、
批
判
が
十
分
で
あ
る
か
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。 
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導
入
部
で
、
慈
円
の
父
や
兄
弟
た
ち
が
摂
政
・
関
白
に
な
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
な
が
ら
、
議
論
の
要
素

と
な
る
は
ず
の
、
父
が
保
元
の
乱
の
一
方
の
当
事
者
で
あ
っ
た
こ
と
（
敵
だ
っ
た
叔
父
は
戦
死
）
に
触
れ

て
い
な
い
。
摂
関
家
と
し
て
所
領
を
減
ら
し
た
け
れ
ど
も
、
朝
廷
で
の
最
上
位
の
地
位
を
保
ち
、
鎌
倉
幕

府
が
成
立
し
て
か
ら
も
そ
の
地
位
を
維
持
し
た
家
の
慈
円
が
、
著
者
の
言
う
よ
う
な
階
級
意
識
を
も
っ
て

い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
人
物
が
、
自
分
の
家
の
悲
哀
と
安
堵
の
ま
じ
る
複
雑
な
思
い

と
階
級
意
識
を
超
え
て
、
「
武
士
の
世
に
な
っ
た
」
と
歴
史
の
推
移
を
正
し
く
認
識
す
る
の
は
や
は
り
非

凡
な
こ
と
で
あ
る
。
慈
円
が
歴
史
の
「
道
理
」
を
見
つ
け
た
こ
と
を
正
当
に
評
価
す
べ
き
だ
。 

 

著
者
は
、
保
元
の
乱
に
つ
い
て
の
慈
円
の
記
述
を
、
『
方
丈
記
』
や
『
今
昔
物
語
』
の
「
時
代
の
動
向

を
見
る
目
に
比
べ
て
も
」
、
「
政
権
中
枢
の
動
き
に
視
野
が
固
定
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
」
と
判
定
す
る
。
現

代
の
歴
史
観
を
当
て
は
め
る
こ
と
を
い
さ
め
て
い
る
の
に
、
こ
の
判
定
は
じ
つ
は
現
代
の
見
方
を
入
り
こ

ま
せ
て
い
る
。
こ
の
比
較
は
不
公
平
で
も
あ
る
。
『
愚
管
抄
』
は
、
前
二
書
と
ち
が
う
事
柄
を
扱
う
歴
史

書
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
代
以
前
の
歴
史
書
は
、
東
洋
で
も
西
洋
で
も
、
政
治
史
が
中
心
課
題
だ
っ
た
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
が
皇
帝
に
な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
「
支
配
層
・
非
支
配
層
を
大
き
く
包
み
こ
ん
で
」
展
開
さ

せ
た
歴
史
は
、
「
権
力
中
枢
の
内
紛
な
ど
」
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
政
治
史
に
深
く
か
か
わ
っ
た
家

の
人
物
が
、
自
分
の
知
っ
て
い
る
そ
の
経
緯
を
語
る
の
は
、
歴
史
を
ゆ
が
め
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
意
味

の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
『
愚
管
抄
』
は
史
料
と
し
て
も
価
値
あ
る
同
時
代
史
で
あ
る
。 
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激
動
の
時
代
の
背
後
に
「
社
会
全
体
の
構
造
変
化
」
が
あ
る
と
著
者
が
言
う
の
は
、
た
し
か
に
一
般
的

な
真
理
で
あ
る
。
し
か
し
慈
円
の
時
代
の
歴
史
で
、
「
無
数
の
農
民
の
動
き
」
や
「
農
村
共
同
体
の
構
造

の
変
化
」
を
前
面
に
出
す
の
は
時
期
尚
早
だ
と
思
う
。
京
都
の
皇
室
と
藤
原
氏
で
の
兄
弟
間
の
内
紛
は
、

公
領
・
荘
園
の
個
人
的
な
利
権
化
（
私
領
化
）
が
進
行
す
る
中
で
、
伝
統
的
な
氏
族
意
識
が
う
す
れ
家
意

識
に
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
権
力
中
枢
の
人
々
の
意
識
の
底
に
は
、
農
地
の
支
配
形
態
の
変
化

が
影
を
落
と
し
て
い
る
。
そ
の
変
化
は
在
地
の
武
士
の
管
轄
権
の
拡
大
・
領
地
化
と
並
行
し
て
起
き
た
。

そ
し
て
、
武
士
団
の
軍
事
力
が
旧
支
配
層
を
圧
倒
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
支
配
形
態
の
変
化
を

慈
円
が
ど
の
く
ら
い
正
確
に
概
念
化
し
て
い
た
か
は
問
題
だ
が
、
実
感
し
て
い
た
の
は
確
か
だ
。
そ
れ
が

彼
を
、
「
武
者
の
世
に
な
っ
た
」
と
い
う
苦
い
認
識
に
導
い
た
。
こ
こ
で
、
土
地
と
農
民
を
支
配
す
る
基

本
構
造
は
変
化
し
て
い
ず
、
「
農
村
共
同
体
の
構
造
の
変
化
」
や
「
無
数
の
農
民
の
動
き
」
が
変
化
の
主

要
な
局
面
で
は
な
い
。 

 

と
こ
ろ
で
『
愚
管
抄
』
は
、
安
定
へ
の
途
上
に
あ
っ
た
鎌
倉
幕
府
を
、
京
都
側
が
転
覆
さ
せ
よ
う
と
す

る
承
久
の
乱
を
目
前
に
す
る
時
期
に
書
か
れ
た
。
そ
れ
が
後
鳥
羽
上
皇
の
歴
史
の
移
行
を
無
視
す
る
無
謀

を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
た
め
に
書
か
れ
た
と
い
う
説
の
真
偽
は
と
も
か
く
、
京
都
政
権
の
人
々
に
大
局
観

を
説
く
時
論
と
し
て
見
て
も
優
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
。 

 



10 
 

人
間
の
歴
史
は
複
雑
で
あ
る
。
一
般
的
で
抽
象
的
な
少
数
の
概
念
だ
け
で
は
粗
い
像
し
か
描
け
な
く
て
、

歴
史
の
多
層
性
と
人
間
の
多
面
性
を
と
ら
え
そ
こ
な
う
、
と
思
う
。
こ
う
考
え
る
わ
た
し
は
、
対
象
全
体

の
大
き
さ
に
対
す
る
書
物
の
制
約
の
せ
い
で
、
著
者
の
歴
史
批
判
が
い
く
つ
か
の
章
で
十
分
で
は
な
か
っ

た
の
だ
と
思
う
。
思
想
に
つ
い
て
も
分
量
の
制
限
が
議
論
を
制
約
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
第
三

十
章
で
江
戸
の
儒
学
を
評
す
る
の
に
、
哲
学
で
あ
る
朱
子
学
の
本
質
と
日
本
で
の
受
容
に
つ
い
て
、
哲
学

者
が
月
並
み
な
と
て
も
短
い
記
述
し
か
し
な
い
の
に
不
満
を
感
じ
た
。
こ
の
書
物
は
、
長
谷
川
宏
と
い
う

人
の
理
よ
り
も
情
の
側
面
を
映
し
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

 

見
解
の
対
立
を
際
立
た
せ
る
書
き
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
わ
た
し
は
こ
の
書
物
を
否
定
し
て
い
る

の
で
は
な
い
。
日
本
の
歴
史
上
の
美
術
や
文
学
や
広
く
思
想
の
表
現
で
あ
る
文
物
を
鑑
賞
す
る
こ
の
書
物

の
よ
い
と
こ
ろ
を
受
け
取
り
そ
こ
な
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
思
う
。
自
分
の
非
力
を
見
よ
う
と
せ
ず
そ
れ

を
棚
に
上
げ
て
、
他
者
の
手
柄
に
難
癖
を
つ
け
よ
う
と
す
る
の
が
凡
人
の
悪
い
く
せ
だ
。
身
を
顧
み
て
、

自
分
を
磨
く
こ
と
に
力
を
そ
そ
ぐ
べ
き
な
の
だ
。
道
案
内
に
導
か
れ
て
こ
の
列
島
に
生
き
た
先
人
た
ち
の

つ
く
り
出
し
た
も
の
を
た
ど
り
、
そ
こ
に
働
い
て
い
た
精
神
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
一
六
年
、
一
月 
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付
記 

 
本
文
は
二
〇
一
五
年
中
に
書
き
終
え
語
句
の
推
敲
を
残
す
だ
け
に
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
年
が
改
ま
っ
て
、

辺
見
庸
の
『
１
★
９
★
３
★
７
』(

金
曜
日)

を
読
ん
で
次
の
よ
う
に
思
っ
た
。
哲
学
者
長
谷
川
宏
の
思
索
に
の

ぼ
っ
た
「
日
本
精
神
史
」
は
、
詩
人
の
鋭
敏
な
身
心
を
も
つ
辺
見
庸
の
自
身
へ
と
ぎ
り
ぎ
り
と
刻
み
こ
む
思
考

に
よ
っ
て
釘
づ
け
に
さ
れ
た
、
と
。
二
つ
の
書
物
『
日
本
精
神
史
』
と
『
１
★
９
★
３
★
７
』
の
あ
と
が
き
は
、

二
〇
一
五
年
、
国
会
が
成
文
を
書
き
変
え
る
こ
と
も
せ
ず
再
び
憲
法
を
変
更
し
つ
つ
あ
っ
た
と
き
、
前
者
が
七

月
に
、
後
者
が
九
月
に
記
さ
れ
た
。 


