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評

皇
學
館
論
叢

第
五
十
巻
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二
号

平
成
二
十
九
年
四
月
十
日

半
田
美
永
著
『
近
代
作
家
の
基
層

文
学
の
〈
生
成
〉
と
〈
再
生
〉・
序
説
』

永

栄

啓

伸

波
乱
の
多
い
生
活
を
送
っ
て
き
た
評
者
の
目
に
は
、
半
田
美
永
氏
の
健

全
で
着
実
な
生
き
方
が
晴
れ
や
か
に
見
え
る
。
そ
う
し
た
人
生
の
過
ご
し

方
は
文
学
研
究
の
姿
勢
に
も
重
ね
ら
れ
、
長
年
の
堅
実
な
積
み
重
ね
の
成

果
が
、
何
の
ケ
レ
ン
も
な
い
素
直
な
集
大
成
と
し
て
、
四
○
○
ペ
ー
ジ
を

越
え
る
大
著
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
を
心
か
ら
慶
び
た
い
。

作
品
を
読
み
、
考
え
る
こ
と
が
、
自
己
を
高
め
、
探
求
す
る
こ
と
で

あ
っ
て
み
れ
ば
、「
作
品
の
い
の
ち
」
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
昨
今
の
文

学
研
究
に
不
満
を
抱
く
の
も
当
然
で
あ
る
。
人
を
思
い
や
る
こ
こ
ろ
と
同

様
に
、
作
家
や
作
品
の
い
の
ち
を
大
切
に
読
み
取
ろ
う
と
す
る
信
念
の
も

と
に
、
孤
立
し
た
営
為
と
し
て
の
文
学
研
究
に
向
か
う
姿
勢
を
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

あ
る
時
期
か
ら
、
近
代
文
学
に
関
す
る
学
術
論
文
に
は
、
作
品
の
い

の
ち
が
息
を
潜
め
、
そ
の
魅
力
が
伝
わ
ら
な
い
も
の
が
あ
る
の
に
気

づ
い
た
。
一
体
、
何
の
た
め
の
研
究
な
の
か
。
論
文
を
読
む
よ
り
、

作
品
そ
れ
自
体
を
読
む
方
が
は
る
か
に
お
も
し
ろ
い
。
研
究
に
よ
っ

て
、
作
品
が
封
印
さ
れ
、
作
家
の
魅
力
や
可
能
性
を
限
定
し
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。（
中
略
）
本
書
に
集
め
た
文
集
に

は
、
私
の
関
心
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
貧
し
い
な
が
ら
、
し
か
し
あ
る

傾
向
が
現
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品

に
底
流
す
る
〈
さ
け
び
〉〈
い
か
り
〉〈
か
な
し
み
〉〈
く
る
し
み
〉〈
よ

み
が
え
り
〉〈
よ
ろ
こ
び
〉〈
い
の
り
〉
な
ど
、
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の

作
品
に
は
、
異
質
な
世
界
と
の
衝
撃
に
よ
っ
て
壊
れ
、
そ
し
て
〈
再

生
〉
す
る
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
こ
と
ば
を
介
在
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
別
の
様
相
を
見
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
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世
界
と
は
、
作
家
の
内
奥
の
孤
独
や
苦
悩
や
哀
し
み
と
の
た
た
か
い

か
ら
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
作
品
は
、
や
は
り
作
家
の

産
物
な
の
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
作
家
と
作
品
と
は
不
分
離
な

い
の
ち
を
共
有
し
、
作
品
に
よ
っ
て
、
作
家
も
ま
た
深
化
（
進
化
）

成
熟
し
て
い
る
か
ら
だ
。

本
書
の
ね
ら
い
を
よ
く
表
し
た
一
節
で
あ
ろ
う
。「
作
品
に
秘
め
ら
れ

た
い
の
ち
を
ひ
き
だ
す
」
た
め
に
読
み
の
必
要
性
を
説
き
な
が
ら
、「
理

論
に
整
合
し
な
い
作
品
は
、
ダ
メ
な
作
品
だ
と
思
う
錯
覚
が
、
い
か
に
傲

慢
な
読
者
を
作
っ
て
き
た
か
」
と
牽
制
し
つ
つ
、
研
究
の
た
め
の
基
礎
資

料
の
重
要
性
を
語
る
の
で
あ
る
。

「
文
学
と
は
人
間
を
培
う
学
問
」
だ
と
す
る
著
者
が
、
個
々
の
作
品
に

伏
流
す
る
〈
情
念
〉
を
い
か
に
掬
い
取
り
〈
再
生
〉
を
読
み
取
れ
る
か
。

そ
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
構
成
さ
れ
た
本
書
は
、
次
の
四
部
に
分
か
た

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ⅰ

近
代
作
家
の
基
層

Ⅱ

作
家
の
跫
〈
評
論
・

エ
ッ
セ
イ
〉

Ⅲ

熊
野
・
伊
勢
〈
紀
行
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
講
演
録
〉

Ⅳ

阪
中
正
夫
作
品
【
小
説
・
放
送
台
本
】

解
題
と
本
文

で

あ
る
。

ち
な
み
に
、
Ⅰ
部
の
論
文
の
章
立
て
を
見
て
み
る
。

第
一
章

文
学
に
み
る
西
方
志
向

折
口
信
夫
『
死
者
の
書
』
の

場
合

第
二
章

歌
集
『
海
や
ま
の
あ
い
だ
』
の
基
層

迢
空
の
揺
曳
と

覚
悟

第
三
章

別
離
か
ら
の
出
発

天
田
愚
庵
『
順
礼
日
記
』
攷

第
四
章

鷗
外
に
お
け
る
独
逸
体
験
と
《
東
洋
》

『
舞
姫
』
か
ら

歴
史
小
説
へ

第
五
章

斎
藤
茂
吉
の
紀
伊
半
島
・
熊
野

『
念
珠
集
』
の
風
景

第
六
章

佐
藤
春
夫
「
風
流
論
」
の
基
層

『
熊
野
路
』
の
伏
流
水

第
七
章

母
と
娘
の
相
克
と
愛

有
吉
佐
和
子
『
香
華
』
試
論

第
八
章

丹
羽
文
雄
『
青
麥
』
の
位
置

「
ま
ん
中
」
か
ら
の
脱
却

第
九
章

丹
羽
文
雄
に
お
け
る
《
母
と
父
》

『
親
鸞
』
へ
の
道
の
り

第
十
章

井
上
靖
『
孔
子
』
の
旅

「
逝
く
も
の
」
の
彼
方
に

第
十
一
章

阪
中
正
夫
『
抒
情
小
曲
集

生
ま
る
ゝ
映
像
』
の
誕
生

第
十
二
章

近
代
文
学
の
土
壌

和
歌
山
県
の
場
合

目
次
か
ら
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
の
は
、
こ
れ
ほ
ど
広
汎
に
わ
た
る

作
家
と
作
品
を
論
じ
な
が
ら
、
そ
の
視
線
の
行
く
手
に
は
、
和
歌
山
が
あ

り
伊
勢
が
あ
り
、
熊
野
が
あ
り
、
紀
伊
半
島
が
あ
る
と
い
う
テ
ー
マ
の
統

一
性
で
あ
る
。
早
く
か
ら
、
著
者
は
東
京
（
中
央
）
に
相
対
す
る
地
方
と

風
土
と
い
う
視
点
を
持
ち
続
け
て
き
た
が
、
そ
の
延
長
上
に
紀
伊
半
島
を

移
す
と
、
古
都
奈
良
・
京
都
に
対
峙
す
る
熊
野
と
い
う
構
図
に
な
り
、

「〈
紀
伊
半
島
〉
に
埋
蔵
す
る
歴
史
的
文
化
的
遺
産
」
へ
の
文
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
き
た
成
果
と
言
え
よ
う
。
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と
り
わ
け
、
地
方
や
風
土
へ
の
関
心
の
深
さ
を
示
す
の
は
、
Ⅲ
部
に
収

め
ら
れ
た
「
波
及
す
る
近
代
、
創
造
す
る
熊
野
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
熊
野
そ
の
信
仰
と
文
学
・
美
術
・
自
然
」
に
発

表
さ
れ
た
も
の
に
加
筆
訂
正
を
施
し
た
も
の
だ
が
、
折
口
信
夫
、
佐
藤
春

夫
、
中
上
健
次
、
岡
本
太
郎
、
前
登
志
夫
な
ど
を
引
き
な
が
ら
、
作
家
の

目
に
熊
野
が
ど
の
よ
う
に
映
っ
た
か
を
検
証
し
て
い
る
。
中
上
は
「
固
有

の
精
神
文
化
」
を
育
ん
だ
熊
野
を
意
識
し
な
が
ら
「
半
島
を
〈
負
〉
の
要

素
を
抱
え
込
む
地
域
と
考
え
た
」
け
れ
ど
も
、
一
方
坂
口
安
吾
は
「
伊
勢

を
見
据
え
て
」「
歴
史
の
変
動
に
も
殆
ど
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
」
と
い

う
対
照
的
な
観
点
に
も
、「
古
来
不
変
の
要
素
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
」
点

に
共
通
項
を
見
出
し
て
い
る
。
ま
た
與
謝
野
鉄
幹
、
田
山
花
袋
な
ど
文
人

た
ち
の
熊
野
訪
問
に
ふ
れ
、
さ
ら
に
作
品
に
取
り
込
ま
れ
た
熊
野
を
論
じ

て
三
島
由
紀
夫
、
井
上
靖
、
司
馬
遼
太
郎
な
ど
を
扱
っ
て
い
る
。
南
国
の

明
る
さ
を
強
調
す
る
佐
藤
春
夫
に
対
し
て
、「
熊
野
の
抱
え
る
光
と
闇
」

を
読
む
中
上
健
次
な
ど
を
通
し
て
、
著
者
は
熊
野
を
「
仏
界
で
い
う
穢
土

と
浄
土
が
混
在
す
る
「
聖
地
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
「
敗
者
」
を

も
受
け
入
れ
る
器
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

信
仰
の
場
と
し
て
の
視
点
も
加
え
て
、〈
熊
野
〉
を
死
と
再
生
の
ト
ポ
ス

と
見
な
す
考
え
は
、
そ
の
ま
ま
著
者
の
抱
く
人
生
観
と
共
鳴
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
多
く
の
作
家
や
作
品
を
丹
念
に
た
ど
り
適
確
に
位
置
づ
け

る
作
業
は
、
渉
猟
に
定
評
の
あ
る
著
者
の
得
意
分
野
の
一
つ
で
あ
ろ
う

が
、『
紀
伊
半
島
を
め
ぐ
る
文
人
た
ち
』（
の
ち
増
補
『
文
人
た
ち
の
紀
伊

半
島
』
二
○
○
五
年

皇
學
館
大
学
出
版
部
）
を
著
書
に
持
つ
半
田
氏
に

し
か
で
き
な
い
、
幅
広
く
目
配
り
の
き
い
た
論
考
と
し
て
読
ん
だ
。

さ
て
、
紀
伊
半
島
へ
の
熱
い
ま
な
ざ
し
に
呼
応
す
る
か
た
ち
で
、
Ⅰ
部

の
作
品
論
は
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
い
ま
逐
一
検
討
す
る
余
裕
は
な

い
。
評
者
の
き
わ
め
て
偏
っ
た
関
心
に
し
た
が
え
ば
、
第
三
章
の
「
別
離

か
ら
の
出
発
」
は
、
天
田
愚
庵
へ
の
緻
密
な
調
査
に
よ
る
も
の
で
、
京
都

か
ら
伊
勢
路
を
た
ど
っ
て
熊
野
ま
で
の
旅
を
記
し
た
『
順
礼
日
記
』
を
紀

行
文
学
と
と
ら
え
、
そ
の
生
涯
に
「
苦
難
と
犠
牲
の
上
に
培
わ
れ
た
明
治

の
高
質
な
精
神
」
の
再
生
を
読
む
展
開
は
、
清
水
次
郎
長
の
登
場
も
相

ま
っ
て
、
さ
な
が
ら
一
編
の
物
語
を
読
む
思
い
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
第
十
章
の
「
井
上
靖
『
孔
子
』
の
旅
」
で
は
、「
逝
く
も
の
」

を
従
来
の
無
常
と
い
う
解
釈
で
は
な
く
「
厭
世
的
絶
望
感
は
払
拭
さ
れ
て

い
る
」
と
し
て
肯
定
的
に
と
ら
え
、「
負
函
」
の
地
が
、
井
上
靖
に
と
っ

て
故
郷
願
望
に
通
じ
、
ま
た
物
語
の
構
成
上
、
こ
の
地
を
境
に
語
り
手
と

作
者
が
一
体
化
す
る
こ
と
な
ど
、
こ
こ
ろ
の
故
郷
に
い
た
る
経
緯
を
明
解

に
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
「「
逝
く
川
」
の
彼
方
に
は
、
理
想
の
世
界
が

あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
み
」
と
い
う
個
所
に
「
生
の
哲
理
」
を
見
る
。

こ
の
よ
う
な
川
と
故
郷
と
作
者
の
生
い
立
ち
の
問
題
は
、
Ⅱ
部
の
「
有

半
田
美
永
著
『
近
代
作
家
の
基
層

文
学
の
〈
生
成
〉
と
〈
再
生
〉・
序
説
』（
永
栄
）
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吉
佐
和
子
と
歌
舞
伎
」
で
論
じ
ら
れ
る
『
有
田
川
』
の
世
界
と
も
通
底
す

る
。
ま
た
そ
れ
は
『
紀
ノ
川
』
の
末
尾
で
、
華
子
が
和
歌
山
城
の
望
遠
鏡

を
通
し
て
河
口
に
広
が
る
海
を
眺
め
、「
茫
洋
と
し
て
謎
あ
り
げ
な
海
」

に
未
来
を
空
想
す
る
こ
と
に
も
符
合
し
よ
う
。
幼
年
期
を
過
ご
す
こ
と
の

な
か
っ
た
〈
幻
影
の
ふ
る
さ
と
〉
を
持
つ
有
吉
佐
和
子
に
つ
い
て
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
。

有
吉
佐
和
子
の
描
く
「
川
」
は
、
時
代
を
も
取
り
込
み
な
が
ら
、
意

志
的
に
生
育
し
て
ゆ
く
女
性
の
可
能
性
と
不
分
離
の
関
係
に
あ
る
。

作
品
『
有
田
川
』
も
決
し
て
例
外
で
な
く
、
む
し
ろ
こ
こ
に
描
か
れ

る
千
代
こ
そ
、
家
や
し
き
た
り
の
呪
縛
か
ら
も
潔
く
み
ず
か
ら
を
解

き
放
ち
、
新
し
い
生
を
獲
得
し
て
ゆ
く
出
色
の
「
女
」
な
の
で
あ
る
。

そ
の
過
程
に
「
川
」
や
「
水
」
の
力
学
は
、
大
き
な
役
割
を
担
っ
て

い
る
。

た
し
か
に
、『
香
華
』
を
論
じ
た
第
七
章
の
「
母
と
娘
の
相
克
と
愛
」

に
お
い
て
も
、「
寄
せ
る
波
は
あ
っ
て
も
返
す
波
が
無
い
と
い
う
」「
片
男

波
」
の
波
音
を
聞
き
な
が
ら
、
朋
子
と
母
郁
子
が
対
立
か
ら
同
化
に
向
か

う
と
き
同
様
の
機
能
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
有
吉
作
品
に
認
め
ら

れ
る
「
型
の
対
立
」
を
、
む
し
ろ
調
和
へ
の
道
筋
だ
と
見
な
す
著
者
の
姿

勢
が
鮮
明
に
う
か
が
え
る
。

作
者
の
生
い
立
ち
と
い
う
点
で
は
、
第
九
章
の
「
丹
羽
文
雄
に
お
け
る

《
母
と
父
》」
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
自
分
の
小
説
は
自
伝
小
説
だ
が

「
写
実
的
な
私
小
説
で
は
な
い
」
と
言
明
し
、「
現
実
に
は
お
こ
ら
な
か
っ

た
可
能
性
を
多
分
に
描
い
て
い
る
」
と
自
解
し
た
点
に
焦
点
を
あ
て
、「
可

能
性
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
内
実
の
変
容
を
読
ん
で
い
る
。
元
来
こ
れ
は
生

母
の
美
化
と
い
う
よ
う
な
虚
構
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
も
の
だ
が
、
現
実

に
二
児
を
置
い
て
旅
芸
人
と
出
奔
し
た
母
や
「
救
い
よ
う
の
な
い
行
為
」

の
父
を
描
く
こ
と
が
、「
ほ
か
な
ら
ぬ
自
己
を
把
握
し
自
己
を
語
る
こ
と
」

で
あ
っ
た
と
気
づ
く
「
作
家
の
自
覚
」
と
苦
悩
に
言
及
す
る
。
そ
の
よ
う

な
父
母
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
人
間
親
鸞
〉
の
悩
み
が
理
解
で
き
、

自
ら
の
罪
を
犯
す
可
能
性
を
回
避
さ
せ
て
く
れ
た
と
い
う
苦
し
い
背
理
を

背
負
っ
て
、
小
説
「
親
鸞
」
を
書
く
に
い
た
る
過
程
を
く
わ
し
く
論
じ
て

い
る
。
出
自
の
問
題
を
原
点
に
も
つ
作
家
の
特
色
と
独
自
性
を
指
摘
し
つ

つ
、
親
鸞
へ
傾
斜
す
る
丹
羽
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
「
自
己
を
再
生
さ
せ
る

営
み
で
あ
り
、
母
と
父
の
塑
像
を
み
ず
か
ら
の
手
で
構
築
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
」
と
述
べ
て
、〈
事
実
〉
が
〈
作
品
〉
と
し
て
再
構
築
さ
れ
る
手

順
を
読
む
。
伝
記
的
事
実
と
作
品
世
界
が
重
な
る
こ
と
の
多
い
作
家
だ

が
、
そ
の
足
跡
を
検
証
す
る
と
は
「
丹
羽
文
学
を
丹
念
に
読
み
、
そ
の
文

学
の
本
質
を
発
見
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
現
実
の
い
ち
い
ち
を
確
認

す
る
こ
と
と
は
違
う
」
と
断
言
す
る
と
こ
ろ
に
著
者
の
方
法
論
が
表
明
さ

れ
て
い
る
。

思
え
ば
、
作
品
の
読
み
と
は
、
伝
記
的
要
素
を
踏
ま
え
、
作
者
の
意
図

や
作
品
自
体
が
自
律
的
に
も
つ
意
味
性
を
と
ら
え
、
さ
ら
に
研
究
者
の
分
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析
が
加
え
ら
れ
た
包
括
的
な
作
業
だ
と
言
え
る
。
著
者
は
そ
の
核
を
「
作

品
の
い
の
ち
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
作
品
の
解
釈
が
作
家
へ
の
単
な
る
遡

行
で
は
な
く
、
さ
ら
に
本
質
に
直
結
す
る
よ
う
な
読
み
を
目
指
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
親
鸞
の
中
に
発
見
し
た
も
の
と
「
こ
れ
ま
で
作
品
に
お
い

て
追
究
し
て
き
た
「
可
能
性
」
と
の
統
合
」
に
「
丹
羽
文
雄
の
真
実
の
〈
宇

宙
〉」
を
見
よ
う
と
す
る
よ
う
に
、
綿
密
な
調
査
と
丁
寧
な
読
み
を
通
し

て
作
家
の
全
体
像
に
ま
で
た
ど
り
着
こ
う
と
す
る
本
書
の
構
想
は
、
大
き

く
豊
か
な
う
ね
り
を
も
っ
て
い
る
。
う
ね
り
の
源
は
、
作
家
論
や
作
品
論

や
読
み
を
さ
さ
え
る
基
礎
的
研
究
へ
の
揺
る
ぎ
な
き
確
信
と
実
践
で
あ

る
。
そ
の
熱
情
と
真
摯
な
ま
な
ざ
し
が
『
近
代
作
家
の
基
層
』
と
い
う
書

名
を
冠
す
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
長
年
に
お
よ
ぶ
研
究
生
活
で
関

わ
っ
た
人
々
に
対
し
て
敬
意
を
払
い
感
謝
し
な
が
ら
、「
副
題
と
な
っ
た

〈
生
成
〉
と
〈
再
生
〉
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
わ
た
く
し
自
身
の
た
め
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
」
と
記
す
と
き
、
文
学
研
究
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
改

め
て
問
い
返
さ
れ
る
思
い
が
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
一
端
に
し
か
触
れ
ら

れ
な
か
っ
た
が
、
今
後
さ
ら
に
〈
半
島
〉
へ
の
命
題
が
発
展
、
深
化
す
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

（
和
泉
書
院
、
二
○
一
七
年
三
月
三
○
日
発
行
、

四
○
八
頁
、
本
体
価
格
五
○
○
○
円
）

（
な
が
え

ひ
ろ
の
ぶ
・
近
代
文
学
研
究
家
）

半
田
美
永
著
『
近
代
作
家
の
基
層

文
学
の
〈
生
成
〉
と
〈
再
生
〉・
序
説
』（
永
栄
）
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