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石
原
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我
が
国
で
今
日
に
於
け
る
程
日
本
精
神
な
る
も
の
が
高
調
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
恐
ら
く
未
曾
有
で
あ
ろ
う
と
云
わ
れ
る
。
こ
の
事
は
、

国
力
の
充
実
拡
大
の
必
要
に
対
す
る
強
烈
な
自
覚
意
識
の
発
動
と
し
て
実
に
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
、
さ
て
こ
の
日
本
精
神

が
我
々
に
と
っ
て
、
い
か
に
換
え
難
い
立
派
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
代
の
時
勢
に
処
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
に
は
、

こ
れ
を
裸
の
　ま

ま儘　
で
持
ち
出
し
た
の
で
は
役
に
立
た
な
い
。
近
頃
問
題
に
な
っ
て
い
る
、
イ
タ
リ
ヤ
と
エ
チ
オ
ピ
ア
と
の
戦
争
の
場
合
に

　つ
い就　
て
も
見
る
が
よ
い
。
エ
チ
オ
ピ
ア
人
と
て
も
、
数
千
年
の
帝
国
を
保
続
し
て
い
る
エ
チ
オ
ピ
ア
魂
を
か
な
り
強
く
持
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
　か

か
わ拘　ら
ず
　な

に
ゆ
え

何
故　
彼
等
が
今
日
の
戦
争
に
於
て
非
力
を
嘆
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
答
は
甚
だ
簡
単

で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
等
は
近
代
文
化
の
衣
裳
を
　か缺　
い
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
近
代
文
化
の
特
質
が
科
学
の
発
達
に
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
古
代
の
ギ
リ

シ
ヤ
文
明
や
支
那
文
明
の
　ご

と如　
き
も
の
に
つ
い
て
も
、
精
神
的
に
は
必
ず
し
も
高
度
で
な
い
と
は
云
い
難
い
の
で
あ
る
。
　し

か併　
し
近
代
文
化

が
　こ

れ
ら
之
等　
と
全
く
異
な
る
の
は
、
そ
れ
が
偉
大
な
る
科
学
を
所
有
す
る
点
に
あ
る
。
科
学
な
し
に
は
、
我
々
が
現
代
を
左
右
し
よ
う
と
し

て
も
そ
れ
は
断
じ
て
不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
即
ち
こ
の
関
係
に
於
て
科
学
の
重
大
な
意
味
を
十
分
に
　ち

し
つ

知
悉　
し
、
そ
し

て
　こ

れ之　
を
我
々
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
心
が
け
る
必
要
が
あ
る
。

科
学
は
　な

に
ゆ
え

何
故　
に
さ
ほ
ど
偉
大
な
効
果
を
も
ち
得
る
の
で
あ
る
か
。
我
々
人
間
文
化
の
進
歩
な
る
も
の
が
即
ち
科
学
の
進
歩
に
外
な
ら

な
い
と
云
っ
て
よ
い
程
で
あ
る
の
は
、
果
し
て
何
に
依
る
か
。
我
々
は
　こ

れ之　
を
十
分
に
理
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
、
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　い
た
ず徒　ら
に
現
代
文
化
の
　け

っ
か
ん

缺
陥　
を
見
て
、
　こ

れ之　
を
　た

だ
ち直　に
科
学
の
罪
に
帰
す
る
よ
う
な
極
め
て
皮
相
的
な
見
解
さ
え
も
行
わ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。

科
学
の
本
質
は
自
然
、
社
会
、
文
化
等
に
於
け
る
諸
事
実
間
の
関
係
を
、
最
も
忠
実
に
探
求
　せ

ん
め
い

闡
明　
す
る
に
あ
る
。
自
然
に
関
す
る
も

の
を
自
然
科
学
と
称
す
る
の
で
あ
る
が
、
　こ

れ之　
が
す
べ
て
の
科
学
の
基
礎
を
な
し
、
最
も
著
る
し
く
発
達
し
て
居
り
、
　か且　
つ
物
質
的
に
極

め
て
多
く
の
恩
恵
を
我
々
に
与
え
て
い
る
の
で
、
今
日
単
に
科
学
と
云
え
ば
、
多
く
の
場
合
　も

っ
ぱ専　ら
自
然
科
学
を
意
味
す
る
有
様
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
産
業
に
対
し
て
、
又
交
通
や
武
器
や
日
常
生
活
上
の
諸
設
備
や
治
病
、
衛
生
に
対
し
て
自
然
科
学
が
い
か
に
多
大
な
効
果
を

挙
げ
て
い
る
か
は
、
実
に
驚
く
　ば

か許　
り
で
あ
る
。

自
然
科
学
が
か
く
も
偉
大
で
あ
り
得
る
の
は
、
我
々
が
　こ

れ之　
に
よ
っ
て
よ
り
よ
く
自
然
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
人
々
は

科
学
が
自
然
を
征
服
す
る
と
云
う
。
自
然
の
　ま

ま儘　
で
は
見
得
ら
れ
な
い
処
を
科
学
が
実
現
し
、
そ
こ
に
、
全
く
新
ら
し
い
物
質
世
界
を
創

造
す
る
か
の
　ご

と如　
く
見
え
る
点
で
は
そ
う
で
あ
る
が
、
　し

か併　
し
我
々
の
科
学
は
い
つ
で
も
本
質
的
な
自
然
を
利
用
し
て
い
る
の
に
外
な
ら
な

い
。
自
然
こ
そ
我
々
の
依
頼
す
べ
き
唯
一
の
力
の
根
源
で
あ
り
、
　こ

れ之　
に
随
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
隠
れ
た
自
然
の
本
質
を
発
揮
せ
し
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
征
服
す
る
の
は
自
然
の
単
な
る
外
観
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
本
質
で
は
な
い
。
自
然
の
力
に
　よ拠　
ら
な

い
で
は
、
た
だ
に
一
歩
を
も
自
由
に
踏
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

自
然
の
な
か
に
包
蔵
せ
ら
れ
る
本
質
的
な
関
係
、
我
々
は
そ
れ
を
科
学
的
真
理
と
云
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
実
に
厳
然
と
し
た

存
在
で
あ
る
。
我
々
は
科
学
的
研
究
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
　ぜ

ん
じ
漸
次　
そ
の
深
奥
に
突
き
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
共
に
、
こ
の
知
識
を
体

験
す
る
と
こ
ろ
の
各
々
の
人
は
、
恐
ら
く
そ
こ
に
人
間
以
上
の
無
限
に
偉
大
な
力
を
仰
視
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
厳

格
な
法
則
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
あ
ら
ゆ
る
絶
妙
な
調
和
と
、
自
然
に
於
け
る
こ
の
よ
う
な
科
学
的
真
理
に
対
す
る
畏
敬
こ
そ
、
実
に

我
々
の
宗
教
的
感
情
の
最
も
純
粋
な
る
も
の
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
る
。
す
べ
て
の
古
代
的
宗
教
は
、
単
に
我
々
の
未
知
な
世
界
の
不

思
議
を
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
が
、
そ
こ
に
は
不
思
議
な
謎
に
対
す
る
荒
唐
無
稽
な
解
説
が
　ま

ん
え
ん

蔓
延　
す
る
こ
と
の
あ
る
の
も

当
然
で
あ
る
。
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　こ
れ之　
に
反
し
て
科
学
的
に
獲
得
せ
ら
れ
る
宗
教
的
感
情
は
、
既
知
の
真
理
に
対
す
る
最
も
正
し
い
畏
敬
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
一
切
の
利

己
的
な
祈
願
を
受
容
す
る
よ
う
な
、御
都
合
主
義
の
神
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、自
然
の
真
理
を
不
動
に
確
守
す
る
至
公

至
平
な
神
が
存
在
す
る
。
真
に
我
々
の
感
謝
に
値
す
る
も
の
が
　こ

れ之　
で
な
く
し
て
何
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
生
き
る
　ゆ

え
ん

所
以　
も
、
自
然
に
よ
っ

て
そ
し
て
ま
た
科
学
に
よ
っ
て
恩
恵
を
　う享　
け
得
る
　ゆ

え
ん
所
以　
も
、
　す

べ総　
て
は
か
よ
う
な
神
の
存
在
に
帰
し
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

我
々
が
現
在
に
於
て
所
有
し
て
い
る
科
学
は
ま
だ
ま
だ
甚
だ
不
完
全
で
あ
っ
て
、
我
々
の
望
む
処
を
十
分
に
果
し
得
な
い
の
は
　も

ち
ろ
ん

勿
論　

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
日
迄
の
科
学
の
発
達
が
持
ち
来
し
た
燦
然
た
る
効
果
に
　い

た
ず徒　ら
に
眩
惑
し
て
し
ま
っ
て
　こ

れ之　
を
そ
の
一
切
で
あ
る
か

の
　ご

と如　
く
見
誤
り
、
　も

し若　
く
は
そ
の
由
来
し
た
　け

っ
か
ん

缺
陥　
を
指
摘
し
て
早
計
に
も
科
学
的
文
化
を
呪
う
人
々
さ
え
も
あ
る
。
我
々
は
　し

か併　
し
ど
こ
ま

で
も
正
当
に
科
学
の
帰
趨
を
見
究
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
科
学
的
文
化
が
我
々
の
生
活
を
必
ず
し
も
幸
福
に
し
な
い
と
云
う
こ
と
に

対
し
て
は
種
々
の
理
由
が
あ
る
。
　た

と例　
え
ば
、都
会
生
活
や
工
場
労
働
の
　ご

と如　
き
が
甚
だ
し
い
不
健
康
を
結
果
す
る
な
ど
は
、な
お
　こ

れ之　
に
対
す

る
衛
生
的
設
備
を
　か缺　
く
か
ら
で
あ
る
。
産
業
の
発
達
や
資
本
主
義
の
支
配
が
　い謂　
わ
ゆ
る
極
度
に
　せ

ち
が
ら

世
智
辛　
い
世
情
を
生
じ
、
我
々
の
生
活

を
不
安
な
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
科
学
的
に
合
理
な
経
済
制
度
の
確
立
を
見
な
い
か
ら
で
あ
る
。
特
に
深
刻
な
　こ

れ
ら

之
等　
の
現
代
の
悩
み
を

取
り
除
く
こ
と
は
、
実
に
容
易
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
　こ

れ之　
に
関
し
て
は
、
今
日
迄
の
自
然
科
学
が
資
本
主
義
と
　あ

い
ま
相
俟　
っ
て
発
達
し
た
事

実
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
罪
は
科
学
そ
れ
自
身
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
　む

し寧　
ろ
資
本
主
義
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
　こ

れ之　

を
い
か
に
改
革
す
べ
き
か
と
云
う
問
題
は
、
そ
れ
こ
そ
現
代
に
於
て
最
も
重
要
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

客
観
的
に
社
会
科
学
の
健
全
な
る
発
展
に
よ
っ
て
解
決
を
求
む
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
上
で
は
政
治
、
経
済
に
　わ

た亘　
る
広
汎
な
関

係
を
有
す
る
点
で
非
常
な
困
難
と
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　し

か併　
し
そ
れ
に
し
て
も
、
問
題
の
困
難
な
故
を
も
っ
て
い
つ
ま
で
も
そ
の
　ま

ま儘　

に
放
置
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
　こ

れ之　
に
対
す
る
科
学
的
な
征
服
こ
そ
最
も
望
ま
し
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
最

も
科
学
的
で
あ
る
こ
と
が
我
々
の
理
想
で
あ
る
。
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
、
私
は
、
人
間
が
科
学
的
で
あ
る
こ
と
の
た
め
に
感
情
的
に
生
き
る
こ
と
を
妨

げ
る
で
あ
ろ
う
と
は
思
わ
な
い
。
科
学
の
関
す
る
処
は
知
識
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
又
科
学
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的
で
あ
る
と
云
う
語
を
物
質
的
の
意
味
に
誤
解
す
る
人
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
科
学
の
抽
象
性
を
十
分
に
理
解
し
な
い
か
ら
で
、
我
々
の

物
質
科
学
は
一
つ
の
抽
象
面
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
の
み
に
　と

ら捉　
わ
れ
る
の
は
決
し
て
真
の
意
味
で
の
科
学
的
で
は
な
い
。
　ひ

っ
き
ょ
う

畢
竟　
、

現
代
に
於
て
文
化
人
と
し
て
の
資
格
は
、
そ
の
人
が
ど
こ
ま
で
真
に
科
学
的
で
あ
り
得
る
か
と
云
う
点
に
あ
る
と
、
私
は
思
う
。
　し

か併　
し

そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
事
が
い
か
に
実
践
の
上
で
困
難
で
あ
る
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

今
日
の
科
学
時
代
に
於
て
、
し
か
し
な
お
科
学
の
不
備
で
あ
る
処
に
乗
じ
て
、
い
か
に
多
く
科
学
的
で
あ
り
得
な
い
事
柄
が
一
般
的

に
行
わ
れ
て
い
る
か
。
　こ

れ
ら
之
等　
を
一
々
に
追
究
し
て
見
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
そ
の
　

お
び
た
だ
夥　
し
い
の
に
驚
く
で
あ
ろ
う
。
更
に
ま
た
通
俗
な
世
間

に
於
て
は
、
い
か
に
非
科
学
的
な
迷
信
の
勢
い
が
強
い
か
に
対
し
て
、
　む

し寧　
ろ
　ぼ

う
ぜ
ん

呆
然　
と
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
程
で
あ
る
。
家
相
と

か
方
位
と
か
月
日
と
か
の
吉
凶
や
身
上
判
断
や
、
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
占
い
事
、
怪
し
げ
な
祈
祷
や
ま
じ
な
い
や
、
そ
の
他
の
類
似
の

行
為
は
平
然
と
し
て
行
わ
れ
、
そ
し
て
　こ

れ
ら
之
等　
に
信
頼
す
る
人
々
の
い
か
に
数
多
い
か
を
思
う
な
ら
ば
、
そ
れ
が
昭
和
聖
代
の
世
相
で
あ

る
と
は
信
じ
難
い
有
様
で
あ
る
。

或
る
人
々
は
　し

き
り頻　に

科
学
の
万
能
で
な
い
こ
と
を
揚
言
す
る
。
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
、
科
学
が
万
能
で
な
い
の
は
確
か
で
あ
っ
て
も
、
　し

か併　
し
そ
れ
が
知

識
的
に
非
科
学
的
な
も
の
よ
り
も
よ
り
多
く
の
信
頼
を
お
き
得
る
こ
と
は
、
ま
た
疑
い
を
　い容　
れ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
　こ

れ之　
を
疑
う
の

は
、
結
局
自
ら
人
間
の
理
性
を
否
定
す
る
の
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。
科
学
は
我
々
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
　こ

れ之　
を
出
来
る

だ
け
利
用
す
る
事
が
我
々
の
特
権
な
の
で
あ
る
。
た
だ
　い

ま
し戒　む
べ
き
は
、
現
在
の
科
学
的
知
識
が
一
切
を
　つ

く盡　
し
て
い
る
と
誤
信
す
る
処
に

あ
る
が
、そ
れ
は
科
学
の
誇
り
に
浸
り
過
ぎ
る
点
に
端
を
発
す
る
の
で
あ
っ
て
、そ
れ
ら
の
過
失
の
故
に
科
学
を
顧
慮
し
な
い
の
は
、更

に
一
層
の
大
き
な
誤
り
を
犯
す
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い
。

（
昭
和
十
一
年
一
月
）
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•
底
本
に
は
、『
科
学
の
た
め
に
』（
科
学
主
義
工
業
社
、
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
一
月
二
十
五
日
）
を
使
用
し
た
。

•
読
み
や
す
さ
の
た
め
に
適
宜
振
り
仮
名
を
追
加
し
た
。

•

旧
漢
字
は
新
漢
字
に
、
旧
か
な
使
い
は
新
か
な
使
い
に
変
更
し
た
。

•
P
D
F

化
に
はL AT

E
X
2ε

で
タ
イ
プ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、d

v
ip
d
fm

x

を
使
用
し
た
。

科
学
の
古
典
文
献
の
電
子
図
書
館
「
科
学
図
書
館
」

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
a
m
.
h
i
-
h
o
.
n
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