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昭
和
四
十
年
十
一
月
、
同
志
杜
大
学
国
文
学
会
が
結
成
さ
れ
、
こ
こ
に
機
関
誌
「
同
志
杜
国
文
学
」
の
創
刊
号
が
発
行
さ
れ
る
運
び
に
な
っ
た

こ
と
を
、
会
員
諸
氏
と
と
も
に
、
ま
ず
喜
び
た
い
と
思
う
。

　
本
学
会
は
、
会
則
の
第
二
条
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
文
学
・
国
語
学
及
び
国
語
教
育
の
研
究
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
本
誌
は
そ
れ

ら
の
研
究
活
動
の
成
果
を
発
表
す
る
場
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
面
で
は
会
員
の
研
究
活
動
に
何
ら
か
の
貢
献
を
し
よ
う
と
す
る
意
味
を
持
っ
と

共
に
、
他
而
で
は
広
く
わ
が
国
に
お
け
る
国
文
学
・
国
語
学
・
国
語
教
育
の
研
究
に
対
し
て
も
、
そ
の
一
翼
を
担
お
う
と
す
る
公
的
・
杜
会
的
な

意
志
の
表
明
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
今
後
の
研
究
活
動
を
ど
の
よ
う
に
進
め
れ
ば
よ
い
か
、
こ
の
際
み
ん
な
で
考
え
て
み
る
こ
と
も
必
要

で
あ
ろ
う
。
私
は
国
文
学
の
研
究
に
従
事
す
る
者
で
あ
る
か
ら
、
問
題
を
国
文
学
に
限
っ
て
、
所
感
め
い
た
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
明
冶
以
後
の
国
文
学
の
研
究
の
歴
史
を
顧
み
る
と
、
ド
イ
ツ
の
文
献
学
の
方
法
と
近
世
国
学
の
伝
統
を
受
継
い
だ
芳
賀
矢
一
に
始
ま
る
文
献
学

的
研
究
、
次
い
で
文
献
学
の
雑
学
性
の
批
判
と
し
て
起
こ
っ
た
ド
イ
ツ
文
献
学
の
流
れ
を
汲
む
岡
崎
義
恵
の
日
本
文
芸
学
、
さ
ら
に
文
芸
学
の
思

弁
性
・
観
念
性
を
批
判
し
、
作
品
を
歴
史
的
杜
会
的
な
人
問
生
活
と
の
連
関
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
を
文
学
研
究
の
中
心
と
し
た
石
山
徹
郎
に
始

ま
る
歴
史
的
杜
会
的
研
究
、
ま
た
文
学
に
個
人
的
な
も
の
よ
り
も
民
族
的
な
信
仰
や
伝
承
の
要
素
を
重
視
す
る
折
口
信
夫
ら
の
民
俗
学
的
研
究
、

戦
後
ド
ィ
ツ
・
ス
ィ
ス
に
拾
頭
し
て
き
た
い
わ
ゆ
る
解
釈
学
派
の
方
法
を
学
ん
だ
解
釈
学
的
研
究
な
ど
、
研
究
の
動
向
は
幾
度
か
の
変
遷
を
経

て
、
現
在
に
至
っ
て
お
り
、
近
年
は
ま
た
改
め
て
文
学
研
究
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
、
し
ば
し
ば
論
議
に
上
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
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学
と
し
て
の
文
学
研
究
が
、
一
筋
縄
で
は
行
か
ぬ
困
難
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
文
学
研
究
に
お
け
る
困
難
さ
の
一
っ
は
、
研
究
対
象
と
し
て
の
「
文
学
」
が
、
自
然
諸
科
学
の
よ
う
に
一
義
性
を
持
た
ず
、
存
在
で
あ
る
と
共

に
価
値
で
あ
る
と
い
う
二
義
性
に
よ
る
も
の
で
、
文
学
が
享
受
者
に
対
し
て
持
っ
意
味
と
し
て
の
価
値
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
人
生
如
何
に
生
く

べ
き
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
あ
る
い
は
広
義
の
快
楽
体
験
、
自
己
充
足
的
、
自
律
的
体
験
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
従

っ
て
文
学
研
究
は
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
、
　
「
文
学
と
は
何
か
」
と
い
う
難
問
を
背
負
い
こ
ん
で
い
る
わ
け
で
、
む
し
ろ
こ
の
難
問
に
答
え
る
こ

と
が
文
学
研
究
の
究
極
の
目
的
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
文
学
研
究
に
お
け
る
学
的
方
法
の
困
難
さ
も
、
右
の
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
。
文
献
学
、
文
芸
学
、
文
学
批
評
（
作
晶
批
評
）
、
　
解
釈
学
、
文

学
吏
な
ど
、
文
学
を
対
象
と
す
る
学
的
な
方
法
の
必
要
性
と
可
能
性
に
関
す
る
論
議
は
、
学
者
の
文
学
観
を
め
ぐ
っ
て
今
後
も
続
け
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
し
、
ま
た
続
け
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
も
そ
の
よ
う
な
問
題
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
が
、
抽
象
的
な

文
学
研
究
の
方
法
論
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
な
文
学
研
究
の
中
で
そ
の
問
題
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
う
。

　
わ
れ
わ
れ
の
国
文
学
会
は
、
必
ず
し
も
「
文
学
」
と
「
文
学
研
究
」
に
っ
い
て
一
致
し
た
見
解
を
持
っ
者
の
集
団
で
は
な
い
か
ら
、
会
員
各
自

が
自
ら
の
文
学
観
と
研
究
方
法
に
従
っ
て
研
究
を
進
め
て
行
け
ば
よ
く
、
む
し
ろ
独
自
の
方
法
を
示
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
願
わ
く

ば
ど
の
よ
う
な
研
究
で
あ
っ
て
も
、
　
「
文
学
」
の
問
題
に
何
ら
か
の
拘
わ
り
を
持
っ
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
さ
ら
に
文
学
研
究
の
意
義
な
い
し
而

白
さ
を
教
え
て
く
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

　
人
間
に
と
っ
て
、
と
く
に
人
問
阻
外
の
傾
向
の
強
ま
り
つ
つ
あ
る
現
代
の
社
会
に
お
い
て
、
人
間
性
回
復
の
た
め
の
一
つ
の
重
要
な
場
と
し
て

の
文
学
に
関
心
を
持
ち
、
進
ん
で
研
究
に
従
事
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
我
々
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
ま
た
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
、
国
語
教
育
の

重
要
な
任
務
を
自
覚
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
原
理
的
．
技
術
的
な
諸
問
題
に
関
す
る
研
究
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
誌
の
今
後
の
発
展
を
期

待
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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