
白
方
佳
果
氏
は
泉
鏡
花
を
中
心
と
す
る
近
代
文
学
の
研
究
者
で
あ
る
。
昨
年
は
じ
め
て
の
著

書
と
し
て
、
臨
川
書
店
か
ら
『
泉
鏡
花
作
品
研
究
│
│
同
時
代
背
景
の
注
釈
的
検
討
を
通
し
て

│
│
』
を
上
梓
し
た
。

評
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
内
容
を
か
ん
た
ん
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

第
一
部
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
『
錦
帯
記
』
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、『
婦
系
図
』
や

『
高
野
聖
』
の
よ
う
に
有
名
な
作
品
で
は
な
い
か
ら
、
一
応
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

私
娼
か
ら
高
利
貸
に
ま
で
成
り
あ
が
っ
た
主
人
公
お
礼
は
、
詐
欺
に
あ
っ
て
財
産
を
失
い
、
残

さ
れ
た
家
作
で
暮
ら
し
を
立
て
て
い
る
。
か
つ
て
彼
女
に
恩
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
時
次
郎
が

そ
の
身
な
り
を
あ
わ
れ
ん
で
帯
を
贈
る
が
、
長
屋
の
店
子
た
ち
は
二
人
の
仲
を
疑
い
騒
動
を
引

き
お
こ
す
。
遺
骸
と
な
っ
た
お
礼
を
前
に
、
時
次
郎
は
「
一
層
此
死
骸
と
結
婚
し
な
い
か
」
と

す
す
め
ら
れ
る
。

お
礼
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
滝
夜
叉
姫
の
面
影
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
著
者
は
む
し
ろ
作
中
に
登
場
す
る
マ
ニ
ラ
煙
草
「
イ
サ
ベ
ラ
」
に
注
意
を
う
なに

が
す
。
レ
ッ
テ
ル
に
描
か
れ
た
女
王
像
（
ス
ペ
イ
ン
女
王
イ
サ
ベ
ル
二
世
）
は
「
お
礼
と
肖

う
ぬ

て
」
お
り
、
さ
ら
に
彼
女
は
「
ま
や
か
し
も
の
ゝ
和
製
」
煙
草
を
つ
く
っ
て
「
汝
が
像
を
、
写

真
で
入
れ
」
売
り
だ
し
た
過
去
が
あ
っ
た
。
一
方
『
錦
帯
記
』
が
発
表
さ
れ
る
前
年
に
は
、
マ

ニ
ラ
湾
を
舞
台
に
米
西
戦
争
が
勃
発
し
、
た
っ
た
四
箇
月
の
う
ち
に
ス
ペ
イ
ン
が
敗
北
し
て
い

る
。
お
礼
が
死
ん
だ
の
は
、
休
戦
の
成
立
し
た
八
月
十
二
日
。
す
な
わ
ち
鏡
花
に
は
女
主
人
公

の
零
落
を
「
日
の
沈
ま
ぬ
国
」
の
衰
運
に
重
ね
あ
わ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
（
第
一
章
）。

『
錦
帯
記
』
に
は
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
小
道
具
が
登
場
す
る
。
時
次
郎
が
贈
っ
た
蝦
夷
錦
の

帯
（
た
だ
し
「
ま
や
か
し
も
の
」）
だ
。
白
方
氏
は
綿
密
な
調
査
に
よ
っ
て
、
当
時
こ
れ
を
利

用
し
た
詐
欺
が
横
行
し
て
い
た
こ
と
を
つ
き
と
め
、
作
品
を
以
下
の
よ
う
に
読
み
と
く
。「
ま

や
か
し
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
お
礼
の
半
生
を
暗
喩
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
れ
だ

お
し

け
で
は
な
い
。「
も
う
一
度
ぐ
ら
ゐ
圧
は
利
き
ま
す
よ
」
と
考
え
た
彼
女
は
、
も
ら
っ
た
帯
を

し
め
て
店
子
た
ち
と
対
峙
す
る
。
に
せ
の
蝦
夷
錦
は
「
過
剰
な
自
尊
心
」「
虚
勢
」
の
象
徴
で

い

も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
帯
を
す
す
め
る
時
次
郎
の
「
綺
麗
だ
か
ら
可
い
で
し
や
う
、
輝
い
て

る
か
ら
立
派
に
見
え
ま
す
よ
」
と
い
う
言
葉
は
、
お
礼
の
「
虚
勢
を
は
っ
て
一
途
に
生
き
、
挫

折
し
た
」
人
生
へ
の
肯
定
で
あ
り
、
物
語
の
最
後
に
あ
ら
わ
れ
る
救
済
な
の
だ
ろ
う
（
第
二

章
）。第

二
部
は
『
霊
象
』
論
。
こ
れ
も
世
に
知
ら
れ
た
作
と
は
い
い
が
た
い
が
、
い
か
に
も
鏡
花

ら
し
い
佳
篇
で
あ
る
。
窮
迫
の
す
え
夫
か
ら
心
中
を
持
ち
か
け
ら
れ
た
主
人
公
美
波
子
は
、
い

っ
た
ん
承
知
し
な
が
ら
、
幼
な
じ
み
志
摩
吉
と
の
再
会
を
き
っ
か
け
に
迷
い
が
生
じ
、
死
に
お
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く
れ
て
し
ま
う
。
不
義
を
う
た
が
わ
れ
た
二
人
は
、
殺
人
者
と
し
て
裁
か
れ
、
は
げ
し
い
社
会

的
糾
弾
を
受
け
る
の
だ
っ
た
。
美
波
子
が
監
獄
を
出
る
日
、
興
奮
す
る
群
衆
の
前
に
志
摩
吉
と

と
こ
し
へ

白
象
が
あ
ら
わ
れ
、
彼
女
を
「
長
に
続
く
べ
き
奇
怪
な
る
新
婚
旅
行
」
へ
連
れ
さ
っ
て
ゆ
く
。

著
者
は
ま
ず
美
波
子
夫
婦
に
モ
デ
ル
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
小
説
の
舞
台
、
な
か
ん
ず
く
監
獄

の
描
写
が
金
沢
を
思
わ
せ
る
こ
と
な
ど
指
摘
し
た
う
え
で
、
主
人
公
た
ち
の
事
件
が
「
悪
三
郎

み
だ
し

と
か
云
ふ
一
大
毒
殺
事
件
が
あ
つ
た
処
か
ら
」「
第
二
の
大
何
三
郎
と
標
題
を
置
い
」
て
報
道

さ
れ
た
点
に
着
目
す
る
。「
悪
三
郎
」
は
野
口
男
三
郎
の
あ
て
こ
み
で
、『
霊
象
』
が
書
か
れ
た

前
々
年
、
殺
人
未
遂
の
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
、
新
聞
紙
上
を
し
き
り
に
賑
わ
せ
た
有
名
人
で
あ
っ

た
。
鏡
花
は
そ
う
し
た
世
相
か
ら
「「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
装
置
」
と
し
て
の
新
聞
報
道
」
│
│
刺

激
的
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
憶
測
を
も
い
と
わ
ず
記
事
に
し
、
大
衆
の
好
奇
心
を
あ
お
る
│
│
と

い
う
視
点
を
得
、
作
品
の
な
か
に
持
ち
こ
ん
だ
に
違
い
な
い
。
美
波
子
と
志
摩
吉
も
ま
た
、
加

熱
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
な
か
で
「
夫
を
毒
殺
し
た
密
通
者
」
と
い
う
虚
像
が
か
た
ち
づ
く

ら
れ
、
人
々
の
義
憤
を
駆
り
た
て
て
ゆ
く
（
第
三
章
）。

美
波
子
に
対
し
て
、
社
会
は
し
か
る
べ
き
制
裁
を
求
め
て
や
ま
な
い
。
出
獄
す
る
彼
女
を
尼

寺
に
押
し
こ
め
よ
う
と
群
衆
が
押
し
よ
せ
る
な
か
、「
口
上
い
ひ
」
に
扮
し
た
志
摩
吉
が
白
象

に
乗
っ
て
登
場
し
、
救
出
劇
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。
従
来
、
仏
教
説
話
や
能
『
江
口
』
と
の

関
係
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
白
方
氏
は
新
た
に
ベ
ル
ヌ
『
八
十
日
間
世
界

一
周
』
か
ら
の
影
響
（
寡
婦
殉
死
を
強
い
ら
れ
た
美
女
を
助
け
だ
し
、
象
に
乗
っ
て
逃
げ
る
）

を
指
摘
し
、
俗
世
の
常
識
や
因
襲
に
逆
ら
っ
て
愛
を
つ
ら
ぬ
く
人
間
像
を
見
出
す
。「
人
を
見

世
物
化
す
る
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
装
置
」
や
世
間
の
た
め
に
、
秘
め
た
想
い
を
衆
目
に
晒
さ
れ
、

さ
ら
に
は
そ
れ
を
罪
と
し
て
「
地
獄
」
に
堕
と
さ
れ
た
美
波
子
た
ち
は
、「
世
の
掟
」
に
従
わ

ず
見
世
物
師
と
な
る
こ
と
で
、「
不
埒
な
畜
生
」
と
し
て
恋
を
成
就
さ
せ
る
」（
第
四
章
）。

第
三
部
は
戯
曲
『
恋
女
房
』
を
扱
う
。
主
人
公
お
柳
は
引
手
茶
屋
の
娘
。
吉
原
を
焼
き
つ
く

し
た
大
火
に
心
を
痛
め
、
夫
と
と
も
に
婚
家
を
去
っ
て
廓
の
再
生
を
誓
う
。
だ
が
、
二
人
は
火

を
あ
や
つ
る
妖
魔
「
赤
魔
婆
」
の
た
め
に
高
熱
に
苦
し
め
ら
れ
、
体
ご
と
氷
づ
け
に
す
る
荒
療

治
で
一
命
を
と
り
と
め
る
。
病
癒
え
た
お
柳
た
ち
は
す
っ
か
り
茶
屋
の
主
人
ら
し
く
な
り
、
し

つ
こ
く
迫
り
く
る
赤
魔
婆
も
退
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

『
恋
女
房
』
は
一
九
一
一
年
の
吉
原
大
火
に
取
材
し
て
お
り
、
時
事
色
の
濃
い
作
品
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
「
一
夜
の
内
に
、
又
も
と
の
、
廓
は
極
楽
浄
土
と
成
ら
う
」
と
示
唆
さ
れ

る
復
興
は
か
な
ら
ず
し
も
実
態
を
反
映
し
な
い
。
白
方
氏
に
よ
れ
ば
、
吉
原
は
当
時
す
で
に
凋

落
の
き
ざ
し
を
見
せ
て
お
り
、
小
説
家
が
描
い
た
の
は
「
現
実
で
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
、
あ

る
い
は
も
う
果
た
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
夢
」
で
あ
っ
た
。
お
柳
夫
婦
が
氷
づ
け
に
さ
れ
る
場
面

は
一
種
の
心
中
と
解
釈
で
き
る
が
、
遊
女
の
よ
う
に
「
無
縁
の
投
込
み
に
成
る
身
体
」
を
経
験

す
る
こ
と
で
、
彼
女
は
「
吉
原
の
女
」
と
し
て
よ
み
が
る
（
心
中
し
た
女
郎
は
投
込
み
墓
に
葬

ら
れ
る
）。
そ
れ
は
あ
り
え
な
い
夢
を
成
就
さ
せ
る
た
め
の
「
試
練
」
と
位
置
づ
け
う
る
の
で

は
な
い
か
（
第
五
章
）。

以
上
五
章
、
い
ず
れ
も
鏡
花
の
小
説
、
戯
曲
を
つ
ぶ
さ
に
考
覈
し
て
あ
ま
す
と
こ
ろ
が
な

い
。
行
論
は
ほ
と
ん
ど
注
釈
と
呼
ん
で
さ
し
つ
か
え
な
い
ほ
ど
の
精
密
さ
で
あ
っ
て
、
大
小
の

新
聞
、
雑
誌
は
も
と
よ
り
、
稗
史
戯
作
の
た
ぐ
い
か
ら
地
誌
、
伝
記
、
風
俗
書
に
い
た
る
ま
で

著
者
は
ひ
ろ
く
資
料
を
た
ず
ね
、
作
品
の
基
盤
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
や
や
も
す
れ
ば

テ
キ
ス
ト
を
離
れ
た
読
み
に
は
し
り
が
ち
な
近
代
文
学
の
研
究
に
あ
っ
て
、
実
証
的
な
姿
勢
は

高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
本
書
の
功
績
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
丁
寧
な
調
査
を
通
じ
て
作
品
の
新
た
な
魅
力

を
引
き
だ
し
た
こ
と
に
あ
る
。
ま
や
か
し
の
う
ち
に
生
き
る
女
の
意
地
と
あ
わ
れ
さ
、
む
ご
さ

に
思
い
い
た
ら
ね
ば
、『
錦
帯
記
』
は
趣
向
だ
お
れ
の
凡
作
で
あ
ろ
う
。
見
ら
れ
る
と
い
う
辱

め
が
一
転
し
て
恋
の
凱
歌
と
な
る
構
成
の
妙
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
、『
霊
象
』
は
た
だ
の
お
と

ぎ
話
に
過
ぎ
な
い
。
著
者
は
読
み
と
実
証
を
二
つ
な
が
ら
追
求
し
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
文
学

の
本
道
を
歩
む
。
行
く
に
径
に
よ
ら
ざ
る
志
は
じ
つ
に
爽
快
で
あ
る
。

さ
て
、
副
題
に
も
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
本
書
の
ね
ら
い
は
単
に
「
注
釈
的
検
討
」
を
積

み
か
さ
ね
る
の
で
な
く
、
そ
こ
に
「
同
時
代
背
景
」
と
い
う
視
点
を
導
入
し
、
全
体
の
統
一
を

は
か
ろ
う
と
し
た
点
に
あ
っ
た
。

鏡
花
文
学
の
同
時
代
性
の
問
題
は
、
現
在
、
検
討
す
べ
き
課
題
と
し
て
様
々
な
視
点
か
ら

検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
前
近
代
の
文
芸
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
精
緻
な

実
証
的
研
究
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
比
べ
る
と
、
同
時
代
性
の
問
題
に
関
し

て
は
、
未
だ
看
過
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。（
中
略
）
以
上
の
よ
う
な
現
状
を
踏

ま
え
、
本
書
所
収
の
論
文
で
は
同
時
代
の
状
況
、
と
く
に
時
事
的
な
話
題
の
摂
取
が
見
過

ご
さ
れ
て
き
た
、
あ
る
い
は
注
意
を
払
わ
れ
な
が
ら
も
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

書
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鏡
花
作
品
三
作
『
錦
帯
記
』、『
霊
象
』、『
恋
女
房
』
を
お
も
な
検
討
の
対
象
と
し
、
注
釈

的
な
検
討
を
基
盤
と
し
た
作
品
論
を
試
み
た
。

（
は
じ
め
に
）

た
し
か
に
鏡
花
と
い
え
ば
、
だ
れ
し
も
が
能
、
歌
舞
伎
、
読
本
、
草
双
紙
、
あ
る
い
は
怪
談

や
民
間
伝
承
と
い
っ
た
「
前
近
代
の
文
芸
と
の
関
係
」
を
思
い
う
か
べ
る
だ
ろ
う
。
作
家
が
生

き
、
作
品
が
書
か
れ
た
時
代
相
に
つ
い
て
は
お
の
ず
か
ら
等
閑
に
付
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
近
年
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
時
事
的
な
話
題
の
摂
取
」
に
関
心
が
向
か
い
つ
つ
あ
る
。『
泉

鏡
花
作
品
研
究
』
も
か
か
る
流
れ
に
棹
さ
し
、「
同
時
代
性
の
問
題
に
関
し
て
」「
精
緻
な
実
証

的
研
究
」
を
試
み
る
も
の
だ
っ
た
。
イ
サ
ベ
ラ
煙
草
や
蝦
夷
錦
の
詐
欺
、
野
口
男
三
郎
事
件
な

ど
は
、
そ
の
重
要
な
成
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

も
と
よ
り
、
時
と
と
も
に
研
究
が
深
ま
り
を
見
せ
て
ゆ
く
の
は
よ
こ
ろ
ぶ
べ
き
傾
向
で
あ

る
。
し
か
し
評
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
前
近
代
性
と
同
時
代
性
を
対
立
的
に
と
ら
え
る
枠
組

み
に
は
な
お
検
討
す
べ
き
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
鏡
花
に
と
っ
て
の
「
前
近
代
」
と
は
、

要
す
る
に
江
戸
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
近
世
文
学
の
場
合
、
前
時
代
的
な
も
の
（
雅
）
と

同
時
代
的
な
も
の
（
俗
）
は
相
反
す
る
こ
と
な
く
融
和
し
、
お
互
い
に
刺
激
を
与
え
な
が
ら
ひ

と
つ
の
世
界
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
平
親
王
将
門
が
忘
れ
形
見
滝
夜
叉
姫
は
、
身
を
や
つ
し
て

傾
城
如
月
と
は
な
ら
な
か
っ
た
か
。
源
頼
信
に
仕
え
る
は
ず
の
大
宅
太
郎
は
、
島
原
に
遊
ん
で

「
三
の
切
れ
た
る
三
味
線
も
、
弾
か
る
る
ほ
ど
は
弾
い
て
見
ん
」
と
い
う
通
人
ぶ
り
を
見
せ
は

し
な
か
っ
た
か
。
王
朝
の
昔
を
語
ろ
う
と
し
て
な
ぜ
か
現
代
の
色
町
が
登
場
す
る
と
こ
ろ
に
、

歌
舞
伎
や
草
双
紙
の
魅
力
が
ひ
そ
む
。
戯
作
者
た
ち
の
眼
に
は
、
今
と
昔
、
当
世
ぶ
り
と
古
典

世
界
が
二
重
う
つ
し
に
な
っ
て
い
た
。

そ
う
し
た
意
味
で
は
、
じ
つ
は
鏡
花
こ
そ
も
っ
と
も
江
戸
的
な
作
家
な
の
で
あ
る
。『
錦
帯

記
』
の
お
礼
に
大
時
代
な
見
得
を
切
ら
せ
な
が
ら
、
近
ご
ろ
の
は
や
り
の
イ
サ
ベ
ラ
煙
草
や
蝦

夷
錦
を
小
道
具
に
あ
し
ら
う
呼
吸
は
、
ま
さ
し
く
春
水
や
黙
阿
弥
の
流
れ
を
引
く
も
の
で
あ
っ

た
。
う
つ
ろ
い
ゆ
く
明
治
風
俗
を
背
景
に
、
張
り
と
意
気
地
に
生
き
る
女
が
伝
統
的
類
型
と
し

て
描
か
れ
て
ゆ
く
。
あ
た
か
も
そ
れ
は
深
川
の
裏
長
屋
に
暮
ら
す
丹
次
郎
が
、
は
る
か
に
業
平

の
面
影
を
受
け
つ
ぐ
の
と
軌
を
一
に
し
よ
う
。「
鏡
花
は
前
近
代
の
文
芸
を
独
自
の
感
性
で
作

品
に
取
り
込
む
一�

方�

で�

、
同
時
代
の
事
象
に
も
強
い
関
心
を
持
ち
、
そ
れ
を
自
ら
の
創
作
に
た

く
み
に
取
り
入
れ
た
」（
は
じ
め
に
）
の
は
事
実
だ
が
、
も
し
「
一
方
で
」
が
「
に
も
か
か
わ

ら
ず
」
の
謂
い
だ
と
す
れ
ば
、
か
な
ら
ず
し
も
正
確
な
理
解
と
は
い
え
ま
い
。「
前
近
代
の
文

芸
」
と
「
同
時
代
の
事
象
」
が
ご
く
自
然
に
同
居
し
て
い
る
あ
た
り
、
鏡
花
は
す
で
に
前
近
代

的
（
江
戸
的
）
な
の
で
あ
る
。

今
後
の
鏡
花
研
究
は
、
緻
密
な
実
証
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
近
世
的
な
文
学
観
と
の
か
か

わ
り
を
含
め
、
全
体
を
よ
り
ひ
ろ
い
視
野
か
ら
と
ら
え
な
お
す
必
要
が
あ
る
。
白
方
氏
の
こ
れ

か
ら
に
期
待
し
た
い
。

書
評

（3）


