
『
孤』
は
大
正
五年
五
月
発
行
の
雑
誌
「
希
望」
に
発
表
さ
れ
た
小
さ
な
作

江
1)

品
で
あ
る。
批
評
の
対
象
に
な
る
こ
と
も
な
く
埋
れ
た
作
品
と
な
っ
て
い
る

が、
こ
の
作
品
を
支
え
る
批
評
精
神
に
沼
目
し
て
み
る
と
き、
五
箇
月
後
の

十
月
に
発
表
さ
れ
た
「
手
巾
」
の
重
要
な
形
象
索
地
を
な
し
て
い
る
と
考
え

注
(
2

}

ら
れ
る。
三
好
行
雄
氏
は、
「
手
巾
」
に
つ
い
て

小
説
の
表
だ
っ
た
主

図
は、
型
と
化
し
た
人
生
態
度
の
拒
絶
に
あ
る
の
だ
ろ
う。
近
代
の
固
め
た

眼
に
よ
る
武
士
道
の
批
判
と
い
う
テ
ー
マ
は
明
確
で
あ
る」
と
論
じ
て
お
ら

れ
る
が、
こ
の
批
評
観
点
は、
そ
の
ま
ま、
「
孤
」
に
適
用
し
得
る
も
の
で

あ
る。近

代
の
醒
め
た
批
評
眼
が、
「
加
州
瑶
の
古
老
に
関
い
た
話
j

(
「
新
思

潮」
第
九
号、
後
記）
を
裁
断
し
て
い
く
そ
の
形
象
過
程
に
お
い
て、
ど
う

い
う
個
性
を
結
実
さ
せ
て
い
る
か、
勿
論
速
断
は
し
が
た
い
が、
今
昔
物
語

を
素
材
と
し
た
歴
史
小
説
の
特
性
か
ら
推
し
て、
先
人
の
多
く
の
影
幽
の
も

と
に
巧
緻
な
工
夫
を
凝
ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
そ
し
て、
強
い
影
謳
を

受
け
た
先
人
の
作
品
と
し
て
は、
夏
目
漱
石
の
r
吾
茄
は
猫
で
あ
る
」
（
以

は
じ
め
に

r
手
巾」

『

風
』

の
批
評
精
神
と
の
関
連

ー|ー

（

芥

川

龍
之

介
）

下r
猫
」
と
略
記）
と
r
拶
十
夜」
（
第
七
夜。
以
下．「
第
七
夜」
と
略
記）

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
0

.

こ
の
小
論
で
は、
ま
ず、
漱
石
の
r
猫
」
に
共
通
す
る
「
風」
の
批
評
朽

神
を
抑
え、
つ
い
で、
「
弧
」
の
イ
メ
ー
ジ
形
象
の
支
え
と
な
っ
て
い
る
r
第

七
夜
J

の
影
響
に
注
目
し、
最
後
に、
「
手
巾
」
の
主
人
公
•
長
谷
川
謹
造

先
生
の
形
象
素
地
を
な
す
r
風
」
の
作
品
史
的
位
ば
を
母
ね
て
み
た
い。

元
治
元
年
の
長
州
征
伐
は、
蛤
御
門
の
変
の
処
罰
と
し
て
落
府
が
軍
を
派

遣
し
た
も
の
で
あ
る
が、
武
力
を
誇
示
し
な
が
ら
開
国
を
要
求
し
て
き
た
ア

メ
リ
カ
に
屈
服
し
締
結
し
た
不
平
等
な
日
米
和
親
条
約、
誼
要
輸
出
品
の
高

騰
が一
般
物
価
に
も
波
及
し
生
じ
た
国
内
経
済
の
混
乱、
こ
れ
ら
に
伴
う
国

内
政
治
の
混
迷、
そ
し
て、
硲
府
と
朝
廷
と
の
間
IL
立
っ
て、
新
た
な
国
政

を
目
指
す
政
治
迎
動、
こ
う
し
た
激
動
期
に
起
る、
八
月
十
八
日
の
政
変
と

蛤
御
門
の
変
と
長
州
征
伐
と
い
う一
連
の
甲
件
は、
国
述
に
も
OO
る
緊
迫
し

「
風」＇
の
批
評
精
神
と
「
猫」

考
覚
え

書
き

吉

田

俊

彦
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た
歴
史
事
件
で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

．

《
元
治
元
年
十一
月
二
十
六
日、
京
都
守
護
の
任
に
当
つ
て
ゐ
た、
加
州

家
の
同
勢
は、
折
か
ら
の
長
州
征
伐
に
加
は
る
為、

国
家
老
の
長
大
隅
守

を
大
将
に
し
て、
大
阪
の
安
治
川
口
か
ら、
船
を
出
し
た。
／
（
略）
紅

臼
の
紺
を
風
に
ひ
ろ
が
へ
し
て、
川
口
を
洵
へ
の
り
出
し
た
時
の
致
色
は、

如
何
に
も
勇
ま
し
い
も
の
だ
っ
た
さ
う
で
あ
る。
》
(
r
弧
」
一
）

．

稚
府
に
深
く
OO
り
を
持
つ
加
州
家
に
と
っ
て、

長
州
征
伐
は
家
迎
と
国
運

の
か
か
る
型
戦
と
言
え
る
も
の
で
あ
り、
「
長
州
征
伐
に
加
は
ろ
為」
に
船

出
す
ろ
「
如
何
に
も
勇
ま
し
い
」
様
子
の
説
明
か
ら
は、

簡
潔
な
が
ら、
激

動
期
の
緊
迫
し
た
歴
史
の
相
貌
を
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う。
と
こ
ろ
が、

こ
の
船
出
の
説
明
に
つ
づ
く
船
内
の
状
況
描
写
に
は、

厳
粛
な
歴
史
的
使
命

を
担
っ
た
加
州
家
の
人
々
の
勇
壮
な
志
気
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い。
こ

の
よ
う
に、
船
出
す
る
勇
壮
9
船
の
外
貌
と
風
騒
動
に
腐
心
す
る
船
内
の
様

子
と
の
対
照
を
描
く
芥
川
に
は、

漱
石
の
「
猫
」
と
同
質
の
笑
い
の
批
評
精

神
が
鋭
利
に
働
い
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

．
 

．
 《
吾
故
の
主
人
は
滅
多
に
吾
輩
と
顔
を
合
せ
ろ
事
が
な
い。
職
業
は
教
師

だ
さ
う
だ。
学
校
か
ら
伺
る
と
終
日
昏
斎
に
這
入
っ
た
ぎ
り
殆
ん
ど
出
て

来
る
事
が
な
い。
家
の
も
の
は
大
変
9
勉
強
家
だ
と
思
っ
て
居
る。
当
人

も
勉
強
家
で
あ
る
か
の
如
く
見
せ
て
居
る。
》
（
「
猫
」
i

)

「
猫
」
の
こ
の
一
節
は、
「
乱
」
の
船
出
の
説
明
部
に
当
る
部
分
で
あ
る。

「
職
業
は
教
師」
「
学
校
か
ら
伺
ろ
と
終
日
昏
斎
に
這
入
っ
た
ぎ
り
殆
ん
ど

出
て
来
る
事
が
な
い
」
と
い
う
説
明
に
よ
っ
て
読
者
に
喚
び
起
こ
す
主
人
公

・
苦
沙
弥
先
生
の
イ
メ
ー
ジ
は、
研
究
に
精
励
す
る
実
直
な
教
育
者
の
姿
で

あ
る。
と
こ
ろ
が、
こ
の
外
面
的
な
人
物
描
写
に
つ
づ
く
生
活
実
態
の
説
明

部
か
ら
は、
精
神
の
弛
緩
し
た
怠
惰
な
生
活
者
の
姿
し
か
浮
び
出
て
こ
な
い。

こ
の
よ
う
な
苦
沙
弥
先
生
の
生
活
実
態
の
暴
露
は、
猫
の
視
点
を
用
い
て
な

さ
れ
て
い
る
が、＇
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て、

苦
沙
弥
先
生
の
人
間
的
価
ぼ
は、＇

一
図
大
き
な
低
落
振
り
を
見
せ
る
の
で
あ
る。
「
風
」
に
は、
こ
の
よ
う
な

動
物
視
点
の
導
入
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が、
「
身
動
き
も
殴
に
出
来
な
い
程

狭
い
」
（一
）
船
中
に
「
沢
陥
泊」
（
同）
の
「
呉
気」
（
同）
を
充
摘
さ

せ、
そ
こ
に
大
瓜
の
乱
を
発
生
さ
せ、
そ
し
て、
そ
の
瓦
に
よ
っ
て
加
州
家

の
侍
全
貝
を
悩
ま
せ
る
状
況
設
定
は、

猫
の
視
点
と
同
様
に、
人
間
の
価
値

の
低
落
化
を
招
く
重
要
な
力
に
な
っ
て
い
る。

江
3)

梅
原
揉
氏
は、
「
ペ
ル
グ
ソ
ン
の
笑
い
の
理
論
批
判
」
の
中
で、
ペ
ル
グ

ソ
ン
の
「
機
械
的
な
こ
わ
ば
り」
理
論
を
排
し`

云i
値
低
下
の
ト
リ
ッ
ク」

に
箸
目
さ
れ
な
が
ら、
沿
稽
は
「
人
が
一
人
の
人
間
の
注
意
深
い
し
な
や
か

さ
と、
生
き
生
き
と
し
た
屈
伸
性
を
見
出
そ
う
と
す
ろ
と
こ
ろ
に
機
械
的
な

こ
わ
ば
り
が
あ
る
」
か
ら
で
は
な
く、
「
価
値
あ
る
も
の
が、

突
然
に
価
伯

の
な
い
姿
を
さ
ら
し、
価
値
あ
る
も
の
と
価
値
な
い
も
の
の
n
ン
ト
ラ
ス
ト

が
生
じ、
そ
の
結
果
価
餡
低
下
が
生
じ
る
か
ら」
生
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
が、

「
風
」
と
「
猫
」
の
両
作
に
認
め
ら
れ
る
笑
い
の
批
評
精
神
は、
こ
の
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
と
価
値
低
下
に
よ
る
滑
稽
化
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
で、
研
究
に
精
励
す
る
実
直
な
教
育
者
の
外
見
と
は
対
照
的
な、

惰
眠
を
貪
ろ
苦
沙
弥
先
生
の
生
活
実
態
の
暴
露
部
分
に
当
る
r
風
」
の
描
出
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「
し
か
し、
そ
の
船
へ
乗
組
ん
で
ゐ
る
迎
中
は、
中
中
勇
ま
し
が
つ

て
ゐ
ろ
所
の
騒
ぎ
で
は
な
い」
と
い
う
言
菜
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
る
風
騒
動

の
場
面
で
あ
る
が、
こ
こ
に
は、
滑
稽
化
の
二
謳
構
造
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

た
鋭
利
な
批
評
精
神
の
動
き
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ろ。

ま
ず
第一
は、
観
念
的
合
理
性
を
機
軸
と
し
た
森
権
之
進
の
功
利
的
な
生

活
論
理
で
あ
る。
彼
だ
け
は
「
不
思
議
に、・
風
を
と
ら
な
い」
（
二）
の
で

あ
ろ
が、
こ
れ
は
彼
だ
け
が
風
に
食
わ
れ
な
い
た
め
で
は
な
い。
「
体
に
風

が
ゐ
ろ
と、
必
ら
く
ら
く
刺
す」
（
同）
の
で、
「
ど
う
し
て
も
掻
き
た
＜

な」
（
同）
り、
や
が
て、
「
痒
い
と
思
つ
て
掻
い
て
ゐ
る
中
に、
自
然
と

掻
い
た
所
が、
熱
を
持
っ
た
や
う
に
温
く
な」
（
同）
り、
そ
し
て、
「
睡

つ
き
も
い
い
し、
風
も
ひ
か
な
い」
（
同）
か
ら
で
あ
る。
つ
ま
り、

彼
自

g
の
論
理
に
よ
っ
て
証
さ
れ
た
功
利
性
を
確
信
し
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
な

い。
こ
の
観
念
的
合
理
性
を
機
軸
と
し
た
功
利
的
な
論
理
が
鹿
爪
ら
し
く
展

開
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど、
彼
の
主
張
の
論
理
展
開
に
瓶
る
高
尚
な
文
化
性

と
そ
の
主
張
の
モ
チ
ー
フ
と
な
ろ
風
と
い
う
低
俗
な
非
文
化
性
と
の
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
が
鮮
明
に
な
っ
て
い
く
と
と
も
に、
そ
の
主
張
の
価
伍
低
落
が
起
り、

不
毛
な
尊
大
さ
の
み
を
露
呈
す
る
の
で
あ
る。
し
か
も、
こ
の
不
毛
な
尊
大

．
．

さ
を
振
り
か
ざ
し、
風
論
議
に
耽
ろ
意
沿
の
低
俗
性
は、
長
州
征
伐
と
い
う

厳
粛
な
歴
史
的
使
命
の
高
尚
性
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
鮮
明
に
し
な
が
ら、

••

そ
の
厳
棗
な
歴
史
的
使
命
の
価
値
低
落
を
も
惹
き
起
こ
す
の
で
あ
る。

•

第
二
は、
伝
統
的
な
道
徳
観
念
を
支
え
と
し
た
井
上
典
蔵
の
批
判
的
論
理

で
あ
ろ。
彼
は
「
森
の
風
論
に
反
対
す
る

phari
si
e
n
」
（
三）
の

品1

部
は

（
同）
で
あ
る
が、
「
風
が
ゐ
た
か
ら
と
云
つ
て、
人
間
の
体
は
決
し

て
温
ま
る
も
の
で
は
な
い」
（
同）
と
い
う
主
張
に
加
え、
「
身
体
侵
膚
之

を
父
母
に
受
く、
敢
て
毀
偽
せ
ざ
る
は
孝
の
始
な
り」
（
同）
と
す
る
「
孝

経
」
の
精
神
を
支
え
に、

「
仕
体
を、
風
如
き
に
食
は
せ
る」
（
同）
非
を

窃
め
る
も
の
で
あ
る。
こ
の
高
邁
な
道
徳
精
神
が
鹿
爪
ら
し
く
主
張
さ
れ
れ

ば
さ
れ
る
ほ
ど、
そ
の
精
神
に
隈
る
高
尚
な
文
化
性
と
そ
の
主
張
の
モ
チ
ー

フ
と
な
る
風
と
い
う
低
俗
な
非
文
化
性
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
鮮
明
に
な
っ

て
い
く
と
と
も
に、
そ
の
主
張
の
価
ぽ
低
落
が
起
り、
不
毛
な
尊
大
さ
の
み

を
露
呈
す
る
の
で
あ
る。
そ
の
結
果、

長
州
征
伐
と
い
う
厳
粛
な
歴
史
的
使

命
の
価
値
低
落
ま
で
も
招
く
こ
と
は、
森
権
之
進
の
場
合
と
同
様
で
あ
ろ。

第
三
は、
刃
傷
沙
汰
ま
で
惹
き
起
こ
し
な
が
ら、
「
風。
風」
と
叫
び
つ

づ
け
る
森、
井
上
両
侍
の
争
い
で
あ
る
が、
こ
の
二
人
の
争
い
に
も、
滑
稽

化
の
二
重
構
造
に
よ
っ
て
生
き
る
諷
刺
的
な
批
評
精
神
が
有
効
に
機
能
し
て

い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い。

《
か
う
云
う
具
合
に、

船
中
の
侍
た
ら
が、
風
の
為
に
刃
傷
沙
汰
を
引
起

し
て
ゐ
る
閥
で
も、
五
百
石
m
の
金
毘
隠
船
だ
け
は、
ま
る
で
そ
ん
な
事

に
は
類
荷
し
な
い
や
う
に、

紅
臼
の
紐
を
寒
風
に
ひ
る
が
へ
し
な
が
ら、

遥
々
と
し
て
長
州
征
伐
の
途
に
上
る
ぺ
く、
雪
も
よ
ひ
の
空
の
下
を、
西

ヘ
西
へ
と
走
つ
て
行
っ
た。
》
（
四）

頭
」

r
風」
の
批
評
精
神
と
「
第
七
夜」
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c

れ
は
r
弧
』
の
末
尾
の
一
節
で
あ
る
が、
こ
の
一
節
に
仕
掛
け
ら
れ
た

．．
 形
象
的
機
能
は、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
価
値
低
落
を
誘
う
も
の
と
言

う
こ
と
は
で
き
な
い。
こ
こ
に
は、
卑
俗
な
日
常
次
元
に
下
り
き
っ
て
生
活

す
る
人
々
の
個
人
的
蓮
命
を
冷
厳
に
支
配
す
る
歴
史
的
迎
命
が、
象
徴
的
に

イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
て
い
ろ
と
言
え
る
の
で
あ
る。
こ
の
唐
突
な
イ
メ
ー
ジ
形

象
に
は、．
漱
石
の
「
第
七
夜
」
の
強
い
影
編
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

《
「
此
の
船
は
西
へ
行
く
ん
で
す
か」
／
船
の
男
は
怪
既
な
領
を
し
て、

し
ば
ら
く
自
分
を
見
て
居
た
が、
や
が
て、
／
「
何
故」
と
問
ひ
返
し
た。

／
「
苔
ち
て
行
く
日
を
追
懸
け
る
様
だ
か
ら」
／
船
の
男
は
呵
々
と
笑
っ

た。
さ
う
し
て
向
ふ
の
方
へ
行
っ
て
仕
刃
っ
た。
／
「
西
へ
行
く
日
の、

果
は
東
か。
そ
れ
は
本
真
か。

東
出
る
日
の、

四
里
は
西
か。
そ
れ
も
本

哀
か．
身
は
波
の
上。
狐
枕。
流
せ
流
せ」
と
囃
し
て
ゐ
る。

（
略）
／

自
分
は
大
変
心
細
く
な
っ
た。

何
時
陸
へ
上
が
れ
る
m
か
分
ら
な
い。
さ

う
し
て
何
処
へ
行
く
の
だ
か
知
れ
な
い。
只
黒
い
恒
を
吐
い
て
波
を
切
つ

て
行
く
事
丈
は
迄
か
で
あ
る。
》
（
「
第
七
夜
J

)

「
落
ら
て
行
く
日
を
追
懸
け
ろ
様」
に
進
む
船
は、
当
然、
西
に
向
っ
て

い
ろ
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る。
が、
そ
れ
だ
け
に、
そ
の
よ
う
な
認
裟
を

「
呵
々
と」
笑
い、
そ
し
て
囃
し
た
て
る
水
夫
達
の
歌
声
に
は、
重
い
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

坂
本
浩
氏
は、
と
の

水夫

注
工

達
の
歌
E
に
つ
い
て、

「
も
ら
ろ
ん
讃
英
歌
で
は
な
い。

東
洋
と
西
洋
と
の

両
万
の
波
を
か
ぶ
っ
て、
当
て
も
な
く
流
さ
れ
る
近
代
日
本
の
姿で
あ
り、

漱
石
自
g
の
文
明
観
で
も
あ
る。

永
遠
へ
の

侑仰
を
頭
で
は
知
り
な
が
ら、

心
に
は
信
じ
え
な
い
自
己
へ
の
俄
疑
で
あ
ろ。
ま
た、

東
洋
の
血
脈
を
体
感

し
な
が
ら、
そ
の
具
体
化
へ
も
随
頌
し
え
な
い
自
己
へ
の
反
省
で
も
あ
る」

と
論
じ
て
お
ら
れ
る
が、
確
か
に、
水
夫
の
歌
声
は
漱
石
自
身
の
存
在
不
安

と
密
接
な
関
り
を
持
つ
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う。

「
そ
れ
か
ら
」
に
お
い
て、
「
西
洋
の
圧
迫
を
受
け」
（
六）
な
が
ら
「
牛

と
競
争
す
る
蛙」
（
同）
の
恩
を
煎
ね、
そ
し
て、
「
無
理
に
も一
等
閲
の

仲
閻
入
を
し
ゃ
う」
（
同）
と
す
る
日
本
の
「
精
神
の
困
惣」
（
同）
と

「身

体
の
衰
弱」
（
同）
と
「
辺
語
の
敗
退」
（
同）
を
捉
え
た
漱
石
は、
「
行

人
」
に
お
い
て
は、

「
英
的
に
も
伶
迎
的
に
も、
知
的
に
も
鋭
敏
過
ぎ」
0ニ

十
八）
る
内
省
的
知
悶
人
・
一
郎
の
存
在
不
安
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
が、

こ
う
し
た
文
明
論
的
不
安
と
存
在
論
的
不
安
と
の
融
合
し
た
底
知
れ
な
い
不

安を
夙
に
唸
知
し、

象
徴
的
に
形
象
化
し
た
の
が
「
第
七
夜
」
で
あ
る
と
言

え
よ
う。
「
船」
は、

西
洋
の
圧
迫
下
で
背
伸
び
し
な
が
ら
近
代
化
を
急
ぐ

日
本
の
歴
史
的
迎
命
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り、

「
自
分」
の
不
安
は、
そ

う
し
た
歴
史
的
迎
命
の
も
と
で、

自
己
の
存
在
的
意
味
を
問
い．
つ
づ
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
内
省
的
知
諧
人
の
苦
悩
と
不
安
を
象
徴
す
る
も
の
と
見

ろ
こ
と
が
で
き
る。

「
西
へ
西
へ
と
走
つ
て
行」
（
四）
く
と
い
う
方
向
性
に
よ
っ
て
印
象
的

イ
メ
ー
ジ
を
定
沼
さ
せ、
そ
し
て、
「
船」
に
日
本
の
歴
史
的
動
向
を
象
徴

注(
S)

化
す
る
「
風
」
末
尾
の
形
象
的
工
夫
は、
こ
の
「
第
七
夜
」
と
全
く
同
エ
の

も
の
で
あ
る。
問
図
は、
船
の
イ
メ
ー
ジ
に
象
徴
化
し
た
歴
史
的
動
向
と
対

峙
す
る
作
者
の
批
評
桁
神
の
質
的
違
い
で
あ
ろ．
「
第
七
夜
」
の
漱
石
が、
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「
船」
に
象
徴
化
し
た
歴
史
の
動
向
を
不
可
避
な
歴
史
的
迎
命
と
し
て
厳
困

に
受
け
と
め
な
が
ら、

そ
の
支
院
の
も
と
で
解
体
し
て
い
き
そ
う
な
己
れ
の

存
在
危
機
と
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
の
に
対
し、
r
風
」
の
芥
川
は、

「
船」
に
象
徴
化
し
た
歴
史
の
動
向
を
不
可
避
な
歴
史
的
迎
命
と
し
て
受
け

と
め
て
い
る
と
は
言
え
な
い。

加
州
家
の
侍
達
に、

高
邁
な
武
士
の
精
神
性
を
鹿
爪
ら
し
く
発
揮
さ
せ
な

が
ら、

そ
の
精
神
に
祇
る
高
尚
な
文
化
性
と
そ
の
主
張
の
モ
チ
ー
フ
と
な
る

・
風
と
い
う
低
俗
な
非
文
化
性
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
合
わ
せ、

そ
の
精
神
性

の
価
値
低
落
を
誘
い、

そ
し
て、

そ
こ
に
生
じ
る
滑
稽
さ
に
よ
っ
て
武
士
的

存
在
性
を
相
対
化
し
た
「
風
」
の
芥
川
は、

歴
史
的
動
向
を
示
す
瓜
大
な
国

甲
を
も
相
対
化
し
て
い
る
の
で
あ
る。
つ
ま
り、
「
風
」
の
文
脈
に
は、

武

士
的
存
在
性
と
と
も
に
歴
史
的
動
向
を
も
相
対
化
す
ろ
視
点
が
確
立
し
て
い

た
と
言
え
る
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
が、

「
船
中
の
侍
た
ち
が、

風
の
為
に
刃

•

.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

低
沙
汰
を
引
起
し
て
ゐ
る
間
で
も」
「
ま
ろ
で
そ
ん
な
事
に
は
頓
珀
し
な
い

．

．

．

 

ゃ
う
に
」
（
四、

傍
点
引
用
者）

と
侍
達
の
生
活
と
は
無
関
係
な
船
の
進
行

状
態
を
強
調
的
に
描
き
出
し
な
が
ら、

「
西
へ
西
へ
と
走
つ
て
行」
（
同）

＜
船
の
イ
メ
ー
ジ
を
印
象
的
に
定
著
さ
せ
た
「
風
」
末
尾
の
形
象
性
は、

卑

．

俗
な
日
常
次
元
に
下
り
き
っ
て、

楽
観
的
に
生
活
す
る
民
衆
的
人
間
の
生
を

冷
厳
に
支
配
す
る
歴
史
的
迎
命
の
象
徴
と
し
て
機
能
し
は
じ
め
て
い
る
の
で

あ
る。

芥
川
は、

す
で
に
相
対
化
し
た
は
ず
の
歴
史
的
動
向
に、

何
故
店
突

．
に、

高
次
の
絶
対
的
な
力
を
与
え
な
お
し、

そ
し
て、

侍
達
の
生
を
相
対
化

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か。
こ
こ
で、

芥
川
の
文
明
論
に
着
目
し
て

み
た
い。

《
吾
人
は
到
底、

維
新
前
後
の
攘
夷
家
の
如
く、

日
本
の
神
国
た
る
所
以

を
以
て、

世
界
の
列
閲
は
当
然
我
に
劣
る、

寄
壌
の
差
あ
る
も
の
と
盲
信

•

•

•

•

•

す
る
能
は
ず。

又、

無
邪
気
な
る
帝
国
主
義
者
の
如
く、

我
国
に
不
利
な

る
も
の
は
悉
人
道
に
違
反
す
る
も
の
に
し
て、＇
我
園
に
有
利
な
る
も
の
は

•

•

•

•

•

•

•

•

•

悉、

天
下
の
公
迫
に
一
致
す
る
も
の
な
り
と
の
盲
断
を
下
す
平
を
得
ず。

従
っ
て
対
米
問
図
に
於
て
も
亦、

加
州
人
士
の
迎
動
が
一
面
に
於
て
甚
無

理
な
き
を
感
ぜ
ざ
る
能
は
ざ
る
也。

吾
人
は
常
に
現
代
の
日
本
を
憐
ま
ざ

,．

る
を
得
ず。

こ
は
如
何
な
る
愛
国
的
熱
情
を
以
て
す
る
も、

到
底
認
め
ざ

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

 

る
を
得
ざ
る
m
実
な
り。

経
済
情
態
に
於
て
も
文
化
の
程
度
に
於
て
も
日

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

 

本
の
如
く
窮
迫
せ
ら
れ、

日
本
の
如
く
貧
弱
な
る
国
家
は、

恐
ら
く
他
に

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．
．

類
を
見
ざ
る
所
な
る
可
し。
》
（
傍
点
引
用
者）

こ
れ
は、

高
等
学
校
時
代
（
明
治
四
三、

九
ー
大
正
二、

七）
の
も
の
と

推
定
さ
れ
る
論
説
文
『
対
米
問
阻
J

の
中
の
一
節
で
あ
る。

明
治―
二
十
九
年

の
満
州
市
場
の
門一
戸
開
放
に
絡
む
険
悪
な
日
米
関
係
の
も
と
で
顕
現
す
る
「
白

人
の
偏
見」
と
「
黄
人
の
国
家
的
品
位」
の
問
匹
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
で

あ
る
が、

芥
川
の
問
題
把
握
の
特
徴
は、

対
米
問
匹
を
大
き
く
対
白
人
問
図

と
し
て
捉
え
な
お
し、

そ
し
て、

そ
の
対
白
人
問
題
の
根
底
に、

白
人
の
偏

見
も
さ
る
こ
と
な
が
ら、

日
本
の
貧
弱
な
経
済
状
況
と
か
文
化
状
況
の
問
題

が
大
き
な
比
重
を
も
っ
て
占
め
て
い
る
と
す
る
点
に
あ
る。

こ
の
よ
う
な
認

識
を
持
つ
芥
川
に
は、

漱
石
の
よ
う
に、

西
洋
的
近
代
化
へ
の
急
傾
斜
に
よ

っ
て
費
さ
れ
る
自
己
存
在
の
危
機
感
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
よ
り
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も、
低
迷
し
て
い
る
貧
弱
な
日
本
の
文
化
状
況
に
対
す
ろ
危
機
感
が、
よ
り

切
実
t

oo
心
事
で
あ
り、
そ
れ
が
「
風
」
の
主
要
な
形
象
モ
チ
ー
フ
に
も
影

細
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

と
こ
ろ
で、

第一
次
長
州
征
伐
の
参
謀
を
務
め
た
西
郷
隆
盛
が、
「
正
々

堂
々
の
兵
を
も
つ
て
長
賊
を
駆
り
つ
く
し
申
す
ぺ
く」
と
言
っ
た
禁
門
の
変

の
際
と
は
異
な
り、
実
力
行
使
を
避
け
る
た
め
に
長
州
瀞
の
内
綸
も
め
を
利

用
し
よ
う
と
し
た
そ
の
苦
心
の
背
後
に
は、
出
兵
す
る
殴
用
の
負
担
に
苦
し

ん
で
い
た
諸
瀦
の
事
情
と
か、
い
ざ
出
陣
と
な
れ
ば、
武
器
類
も
古
く
て
用

を
足
さ
ず、

修
紹
の
た
め
に
多
く
の
日
時
を
要
す
る
務
府
自
身
の
事
情
が
あ

注
(

6
}

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る。
維
新
前
後
の
攘
夷
家
の
盲
信
を
相
対
化
し、
日
本

の
国
惰
を
冷
静
に
見
究
め、
そ
し
て、
「
経
済
情
態
に
於
て
も、

文
化
の
程

度
に
於
て
も
日
本
の
如
く
窮
迫
せ
ら
れ、
日
本
の
如
く
祖
弱
な
る
国
家
は
恐

ら
く
他
に
類
を
見
ざ
る
所
な
る
可
し」
と
い
う
認
謡
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
芥
川
に
と
っ
て、
こ
う
し
た
長
州
征
伐
に
お
け
ろ
硲
府
お
よ
び
諸
藩
の

困
窮
状
態
と
か
権
威
主
義
の
策
略
は、

恰
好
の
題
材
で
あ
っ
た
と
言
え
ろ
の

で
あ
り、
こ
れ
を
作
品
化
し
よ
う
と
す
ろ
と
き、
.r
対
米
問
題
」
の
中
で
す

で
に
整
理
し
お
え
て
い
た
日
本
の
文
明
状
況
に
つ
い
て
の
認
益
は、

自
ず
と、

作
品
形
象
に
投
影
し
た
と
言
え
よ
う。

国動

きも
汲
に
出
来
な
い
程
狭
い
」

（一
）．
船
中
に
「
沢
陪
消」
（
同）
の
「
呉
気」
（
同）
を
充
脇
さ
せ、
そ

こ
に
大
国
の
風
を
発
生
さ
せ
る
状
況
設
定
と
か、
ま
た、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の

の
価
値
低
落
を
惹
き
起
こ
す
武
士
的
存
在
性
の
滑
稽
化
は、
必
然
の
結
果
で

あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

貧
弱
な
生
活
水
準
を
設
定
し、

非
文
化
的
な
次
元
の
風
騒
動
に
加
州
家
の

侍
逹
を
没
入
さ
せ、
そ
し
て、

武
士
の
高
邁
な
精
神
性
と
長
州
征
伐
と
い
う

国
m
の
諄
厳
性
と
時
流
の
方
向
を
示
す
為
政
者
の
権
勢
を
笑
殺
し
去
っ
た
芥

川
に
は（
そ
の
文
脈
上、
「
第
七
夜
」
の
漱
石
の
よ
う
に、
「
船」
の
象
徴

的
イ
メ
ー
ジ
を、

絶
対
的
な
支
配
力
を
持
っ
た
歴
史
的
迎
命
の
象
徴
と
し
て

機
能
さ
せ
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
り、
作
品
末

尾
に
お
け
ろ
「
船」
の
イ
メ
ー
ジ
形
象
は、
「
第
七
夜
」
の
未
消
化
な
導
入

と
考
え
ざ
ろ
を
得
な
い。
こ
の
未
消
化
な
導
入
は、

形
象
上
の
破
綻
を
招
い

た
だ
け
で
は
な
く、
武
士
の
尊
大
振
っ
た
形
式
主
義
の
欺
恥
性
を
露
呈
し
な

が
ら
卑
俗
な
日
常
的
必
要
性
に
固
執
し
つ
づ
け
る
加
州
家
の
侍
逹
に、
し
た

た
か
な
民
衆
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
探
り
当
て
て
い
く
新
た
な
認
益
祝
角
を
開
く

―77

こ
と
も
不
可
能
に
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

「
乱」

の
批
評
精
神
と
r
手
巾」

福
沢
諭
吉
は、

巻
府
へ
の
建
白
苔
の
中
で、

「
朝
敵
だ
勤
王
だ
と
い
つ
て

も、
つ
ま
り
は
兵
力
の
弛
弱
で
ど
う
に
で
も
な
り、

勅
命
な
ど
と
い
う
の
は、

ロ
J
マ
法
皇
の
命
令
と
同
様
で、
た
だ
兵
力
に
名
義
を
つ
け
た
よ
う
な
も
の

注(7)

だ」
と
断
じ
た
と
宮
わ
れ
て
い
ろ
が、

芥
川
の
「
雑
筆
」
の
中
に
は、
こ
の

諭
吉
と
同
質
の
政
治
力
学
に
対
す
る
認
識
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る。

《
流
俗
と
は、

何
時
も
前
代
に
有
用
だ
っ
た
真
理
を
固
有
し
て
ゐ
る
人
間

で
あ
ろ。
尤
も一
時
代
の
長
さ
は
何
年
と、
精
密
に
き
ま
つ
て
ゐ
ろ
訳
で

は
な
い。
（
略）
一
時
代
前
に
有
用
だ
っ
た
真
理、
二
時
代
前
に
有
用
だ



‘
っ
た
真
理、
三
時
代
前
に
有
用
だ
っ
た
真
理、

＇ーl
流
俗
も
そ
の
真
理
の

時
代
な
み
に、
何
種
類
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ。
し
か
し
流
俗

の
有
害
な
程
度
は、
そ
の
固
守
し
て
ゐ
る
真
理
の
時
代
の
新
し
さ
に
丁
度

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

正
比
例
す
る。
嘘
だ
と
思
っ
た
ら、
尊
王
攘
夷
の
精
神
な
ど
が
如
何
に
今

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

 

は
無
害
に
な
っ
た
か
を
見
る
が
好
い。
》
（
「
雑
箪
J

〈
流
俗
〉

傍
点

引
用
者）

尊
王
攘
夷
の
精
神
が
新
た
な
政
治
秩
序
を
目
指
し
て
暮
政
と
対
立
す
る
と

．
き、
そ
の
精
神
は
幕
府
に
と
っ
て
袴
威
で
あ
り、
そ
の
精
神
の
は
奉
者
は
秩

序
破
製
を
狙
う
奸
賊
に
外
な
ら
な
い。
し
か
し、
「

何
種
類
も
あ
る」
真
理

を
時
流
の
中
で
相
対
化
し
て
考
え
る
芥
川
に
と
っ
て
は、

永
久
不
変
の
絶
対

的
奸
賊
な
ど
あ
り
得
る
は
ず
も
な
い
の
で
あ
る。
大
正
九
年
七
月
に
発
表
さ

れ
た
「
雑
班」
は
「
乱
」
の
発
表
時
期
よ
り
四
年
下
る
も
の
で
あ
る
が、
「
流

俗」
の
相
対
性
を
「
真
理」
の
相
対
性
と
の
OO
迎
の
も
と
に
捉
え
る
「

雑印』

の
認
器
的
特
徴
は、
武
士
的
存
在
性
を
滑
稽
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
武
士

の
高
邁
な
箔
神
性
と
国
事
の
尊
厳
性
と、
そ
し
て、
為
政
者
の
権
勢
を
笑
殺

し
た
「
風
」
の
相
対
化
の
姿
勢
に
そ
の
ま
ま
直
結
す
る
も
の
で
あ
る`

こ
の

姿
勢
は、
さ
ら
に
ま
た、
「
手
巾
」
の
主
要
人
物、
長
谷
川
先
生
の
モ
デ
ル

と
な
っ
た
新
渡
戸
稲
辺
に
対
す
る
批
判
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
ろ·.

《
人
間
は
色
々
汚
い
も
の
を
有
つ
て
ゐ
る
か
ら、

友
達
同
志
で
も
醜
い
も

の
を
遠
慮
な
く
さ
ら
け
出
し
合
ふ
と、
互
に
愛
想
が
尽
き
て
世
は
成
立
な

い。
（
略）
沿
々
と
し
て
堕
落
す
る
と
言
は
れ
た
出
が
あ
り
ま
す。
私
は

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

之
を
聴
い
て
非
常
に
憤
既
し
ま
し
た。
（
略）
事
実
を
糊
塗
す
る
の
は
怪

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

し
か
ら
ん
と
思
ひ
ま
し
た
か
ら、
そ
れ
以
来
倫
理
の
譲
袈
を
休
む
こ
と
に

し
ま
し
た。
》
(
r
明
日
の
道
徳
」
大
正一
三、
六

傍
点
引
用
者）

こ
れ
は、
古
い
時
代
の
倫
理
観
を
固
守
し、
人
閥
の
哀
情
を
糊
塗
す
る
偽

善
性、
つ
ま
り、
生
の
実
体
を
伴
わ
な
い
空
虚
な
形
式
主
毅
へ
の
反
揆
か
ら

発
し
た
批
判
と
解
し
て
よ
か
ろ
う。
こ
の

批判
を
支
え
る
批
評
精
神
は、

「
風
」
と
「
手
巾
」
の
両
作
に
共
通
し
て
働
く
も
の
と
言
え
る
が、
こ
こ
で、

「
盈
」
と
「
手
巾
」
両
作
の
対
応
関
係
に
注
目
し
て
み
た
い。

‘

第一
は、
長
州
征
伐
に
出
航
す
る
加
州
家
の
船
の
雌
姿
と
長
谷
川
先
生
の

文
明
論
と
の
対
応
で
あ
る。

2

《
先
生
の
信
ず
る
所
に
よ
ろ
と、
日
本
の
文
明
は、
最
近
五
十
年
間
に、

物
質
的
方
面
で
は、
可
成
顕
箸
な
進
歩
を
示
し
て
ゐ
る。
が、
精
神
的
に

は、
殆、
こ
れ
と
云
ふ
程
の
進
歩
も
認
め
る
事
が
出
来
な
い。
否、
寧、

或
意
味
で
は、
堕
落
し
て
ゐ
る。
で
は、
現
代
に
お
け
る
思
想
家
の
急
務

と
し
て、
こ
の
堕
落
を
救
済
す
る
途
を
講
ず
る
の
に
は、
ど
う
し
た
ら
い

い
の
で
あ
ら
う
か。
先
生
は、
こ
れ
を
日
本
固
有
の
武
士
道
に
よ
る
外
は

9
い
と
論
断
し
た。
》
(
r
手
巾
」
）

「
物
質
的
方
面
で
は、
可
成
顕
箸
9
迫
歩
を
示
し
て
ゐ
る」
が、
「
精
神

的
に
は」
「
寧、
或
意
味
で
は、
堕
落
し
て
ゐ
る」
と
考
え
る
長
谷
川
先
生

の
時
代
認
開
は、
「
奥
行
を
削
つ
て、
一
等
国
だ
け
の
間
口
を
張
つ」
（「
そ

れ
か
ら
」
六）
た
日
露
戦
争
後
の
日
本
の
昭
黒
状
況
を
裁
く
漱
石
の
文
明
批

評
と
も
照
応
す
る
も
の
で
あ
り、
ま
た、

歴
史
世
の
時
代
説
明
か
ら
見
て
も、

.:... 78-



至
当
な
状
況
認
識
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

注
(

8)

《
日
露
戦
争
後、
日
本
は
ば
く
大
な
外
資
を
輸
入
し
な
が
ら、
工
業
生
産

は
相
変
ら
ず
急
速
に
発
展
さ
せ
た
も
の
の、
一
九
0
七
年
の
恐
慌
以
来、

本
格
的
な
好
景
気
に
も
ど
る
こ
と
は
な
か
っ
た。
（
略）
国
民
の
大
多
数

を
し
め
る
農
民
と
労
働
者
は
き
わ
め
て
貧
し
く、
国
内
市
場
は
余
り
に
も

せ
ま
か
っ
た。
そ
し
て
過
大
な
軍
B
費
と
梢
民
地
支
配
翌
の
た
め
に、
国

．

家
財
政
は
ほ
と
ん
ど
破
産
し
そ
う
で
あ
っ
た。
一・
九一
四
年
の
外
領
の
残

高
は
一
九
億
八
千
万
円、
同
年
の
租
税
収
入
の
六
倍
を
こ
え、
そ
の
利
払

い
に
も
こ
ま
っ
た。
貿
易
は
入
超
つ
づ
き
で、
正
貨
の
現
在
高
は
迎
年
減

少
し、
兌
換
制
度
維
持
に
も
苦
し
ん
で
い
た。
こ
の
経
済
状
況
を
背
景
に

し
て、
民
衆
は
閾
族
打
倒、
取
借
拡
張
反
対、
廃
税、
減
税
の
要
求
を
も

っ
て、
官
僚・
軍
閥
政
府
を
攻
撃
し
て
や
ま
ず、＇
民
衆
巡
動
が
つ
づ
け
ざ

ま
に
二
代
の
内
閣
を
倒
し
た。
》

と
こ
ろ
で、
問
題
は、
精
神
的
に
堕
落
し
た
時
代
状
況
に
対
す
ろ
長
谷
川

先
生
の
救
済
策
で
あ
る。
莫
大
な
外
債、
貿
易
入
超
を
余
儀
な
く
し
て
い
る

日
本
の
国
際
競
争
力、．
植
民
地
の
拡
大
を
狙
う
対
外
政
策、
殷
民、
労
働
者

の
貧
困、
あ
る
い
は、
近
代
的
自
我
の
未
成
熟、
こ
れ
ら
種
々
の
混
迷
が
輻

較
す
る
外
発
的
近
代
化
の
歪
み
を、
日
本
固
有
の
武
士
道
精
神
に
よ
っ
て
一

元
的
に
解
決
し
て
い
く
こ
と
は
至
難
の
わ
ざ
で
あ
る。
武
士
道
精
神
と
キ
リ

ス
ト
教
精
神
の
一
致
点
を
見
出
し、
武
士
辺
精
神
を、
堕
落
し
た
「
日
本
の

精
神
的
文
明」
の
「
救
済」
の
た
め
の
み
な
ら
ず、
「
欧
米
各
国
民
と
日
本

困
民」
と
の
「
相
互
の
理
解」
や
「
国
際
間
の
平
和」
「
促
進」
の
た
め
の

力
に
し
よ
う
と
す
る
長
谷
川
先
生
の
考
え
は、
現
実
の
複
雑
怪
奇
な
具
体
的

問
四
か
ら
遊
難
し
た
観
念
的
理
想
論
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い。
こ
れ
は、

「
風
」
に
お
い
て、
長
州
征
伐
に
向
っ
て
出
航
す
る
加
州
家
の
船
が、
出
兵

す
る
質
用
の
負
担
に
苦
し
ん
で
い
る
諸
濡
の
逼
追
し
た
経
済
事
情
と
か
武
器

類
の
多
く
が
破
担
し
て
使
用
不
能
に
な
っ
て
い
る
幕
府
の
困
窮
状
隔
な
ど、

弱
体
的
な
戟
力
基
盤
の
閥
囮
を
阻
蔽
し、
し
か
も、
戦
閾
を
回
漑
す
る
戦
略

を
立
て
な
が
ら、
「
蛤
御
門
の
変」
の
処
罰
を
旗
印
に
睾
や
か
に
出
航
す
る

虚
勢
と
国
な
り
合
う
も
の
で
あ
る。
い
ず
れ
も、．
芥
川
に
と
っ
て、
容
認
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う。

第
二
は、

森、
井
上
の
風
論
議
と
西
山
夫
人
の
武
士
道
精
神
と
の
対
応
で

あ
ろ。

，7
 

《
膝
の
上
に
は、
手
巾
を
持
っ
た
手
が、
の
つ
て
ゐ
る。
（
略）
同
時
に、
一

先
生
は、
婦
人
の
手
が、
は
げ
し
く、
ふ
る
へ
て
ゐ
る
の
に
気
が
つ
い
た。

（
略）

ーー
婦
人
は、
顔
で
こ
そ
笑
つ
て
ゐ
た
が、

実
は
さ
つ
き
か
ら、

全
身
で
泣
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る。
／
（
略）
そ
れ
か
ら、
二
時
間
の
後
で

あ
る。
（
略）

ーー
先
生
の
頭
の
中
は、
西
山
篤
子
夫
人
の
け
な
げ
な
振

冥
で、
禾
だ
に
一
ば
い
に
な
つ
て
ゐ
た。
》
（
「
手
巾
」
）

「
西
洋
人
の
街
動
的
な
感
惰
の
表
白」
（
「
手
巾
」
）
に
「
怪
跨」
（
同）

な
思
い
を
抱
く
長
谷
川
先
生
が、
感
情
の
抑
制
の
強
く
利
い
た
西
山
夫
人
の

「
け
な
げ
な
振
舞」
（
同）
に、
強
い
共
感
を
党
え
る
の
は
当
然
の
成
り
行

き
で
あ
る。
三
島
由
起
夫
の
作
品
解
説
の
中
に、
芥
川
は
「
無
意
識
の
う
ち

に、
西
山
夫
人
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
ブ
な
人
生
的
荻
技
を
―
つ
の
静
止
し
た
形



で、
．
〈
型
〉
の
英
と
認
め
て
い
た」
と
い
う
指
摘
が
見
ら
れ
る
が、

無
意
塁

の
衝
迫
を
捉
え
る
と
す
る
な
ら
ば、＇
「
手
巾
」
の
芥
川
は、

「
型」
の
美
だ

け
で
は
な
く、
if

ttJ
々
自
身
の
悲
哀
も
し
く
は
苦
痛
を
露
す
こ
と
に
よ
り
他

人
の
快
楽
も
し
く
は
安
静
を
也
せ
ざ
る
よ
う
要
求
す
る」
「
礼」．
の
枠
組
み

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
き
る、

人
間
的
な
祟
高
さ
と
翌
か
さ
を
認
め
て
い
た

と
宮
え
な
い
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う。
こ
の
い
ず
れ
に
せ
よ、．
対
照
化
と
価
．

値
低
落
に
よ
る
滑
稽
諷
刺
を
生
か
そ
う
と
す
る
と
き、•
西
山
夫
人
は、・
高
い

人
間
的
伍
値
を
備
え
た
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
こ
れ

．
は、
「
風
』
に
お
い
て»

森、

井
上
の
両
侍
が
瓦
論
議
の
中
で
用
い
る
高
冦

な
言
辞
と
同
質
の
機
能
を
持
っ
た
も
の
で
あ
ろ。

「
孝
経
」
の
精
神
を
支
え
に、

「
身
体
を、

風
如
き
に
食
は
せ
る
」
（
三）

非
を
窒
め
る
井
上
の
高
邁
な
道
毎
主
義
と
か
「
た
と
ひ
恩
を
若
ぬ
に
せ
よ、

妄
に
生
類
の
命
を
断
つ
な
ど
ヽ
は、

言
語
道
断」
と
い
う
森
の
人
倫
主
張
は、

そ
れ
が
高
尚
な
文
化
性
を
持
て
ば
持
つ
ほ
ど、

風
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
鮮

明
と
な
り、

諷
刺
が
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
が、
こ
れ
と
同
様
に、

西
山
夫

人
の
感
情
抑
制
の
利
い
た
武
士
追
精
神
が
「
け
な
げ
な
振
舞」
と
し
て
美
し

く
描
き
上
げ
ら
れ
れ
ば
描
き
上
げ
ら
れ
る
ほ
ど、・
「
ス
ト
リ
ン
ト
ベ
ル
ク
の

．

指
弾
す
る
菰
出
法」
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
鮮
明
と
な
り、・
価
伍
低
落
を
伴

・
う
諷
刺
が
生
き
て
く
る
の
で
あ
る。．

．

．

．

 

「
訊
」
と
は
異
な
る
『
手
巾
」
の
形
象
破
綻
は、

高
邁
な
西
山
夫
人
の
精

神
性
が、

不
幸
な
状
況
に
図
か
れ
た

了人
間
の
重
い
人
格
的
存
在
の
総
体
を

通
し、

生
き
生
き
と
呉
象
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り、
こ
れ
は、

む

す

ぴ

風
に
よ
っ
て
価
値
低
落
を
起
こ
す
森、

井
上
の
形
骸
化
し
た
言
辞
と
は
異
な

注
立

り、

芥
川
自
身、

ま
だ
裁
き
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
頂
い
人
間
的
価
位
を
備

え
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か．

‘’

第
三
は、

「
風」
と
「
ス
ト
リ
ン
ト
ペ
ル
ク
の
指
弾
し
た
浜
出
法」
と
の

対
応
で
あ
る。
こ
れ
は、

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に、

石
尚
な
も
の
の
価
値

低
落
を
惹
き
起
こ
す
頂
要
な
仕
掛
け
で
あ
る。

高
邁
な
武
士
的
存
在
性
を
は

じ
め
と
し
て、

生
の
実
体
を
伴
わ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
主
袈
や
そ
の
欺
盛

性
を
裁
い
て
い
く
重
要
な
武
器
に
な
っ
て
い
る。

こ
の
よ→
9
な
対
応
要
素
は、

作
品
形
象
の
機
軸
を
な
す
も
の
で
あ
り、

r
風」
は
「
手
巾
」
の
重
要
な
形
象
素
地
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る。

「
猫
」
の
諷
刺
精
神
を
生
か
し、

さ
ら
に、
「
第
七
夜
』
の
形
象
イ
メ
ー

ジ
を
も
導
入
し
よ
う
と
し
た
「
乱
」
の
芥
川
は、

作
品
の
末
尾
に
お
い
て、

僻
明
な
イ
メ
ー
ジ
を
定
怨
さ
せ
な
が
ら
も、

認
識
上
の
破
綻
を
招
い
た
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い。
こ
れ
は、

人
物、

状
況、

事
件
な
ど、

作
品
構
成
の
要

紫
古
今
東
西
の
文
学
作
品
の
中
に
関
捜
し、

独
自
の
モ
チ
ー
フ
の
も
と
に、

絵
画
的
な
再
構
築
を
図
ろ
造
形
作
家
・
芥
川
の
四
き
と
言
え
ろ
が、
「
孤
」

の
破
綻
部
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
「
民
衆」
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は、

長
い
時
間
の

経
過
の
後、
「
蜜
柑
」
や
「
一
塊
の
土
」
な
ど
の
主
人
公
の
し
た
た
か
な
生

の
姿
に
具
象
化
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る。
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(

4

)

〈
「
拶
十
夜」
の
迎
念
と
構
想
ー_
人
間
存
在
の
探
求

9
〉
(

一
九
七
九、
四、
明
治
困
院
刊
〈．
夏
目
漱
石
ー_
作
品
の
深
囮
世
界

ー
〉

所
収）

也
店）

(
1)
吉
田
精
i

氏
は
《
「
乱」
は
一
週
閻
経
た
な
い
内
に
出
来
た
も
の
で

彼
に
と
っ
て
は
最
初
の
原
稿
料

ーー
一
枚
三
拾
銭
だ
っ
た

1
を
得
た
作
品

で
あ
る
（
続
野
人
生
計
m)
と
い
う
以
外、
多
く
云
ふ
必
要
は
な
い。
》

（
〈
芥
川
龍
之
介
の
芸
術
と
生
涯
〉
一
九
五
二‘
1
0、

河
出
宙
房）
と
評

さ
れ
て
い
る。

(
2)
〈
「
羅
生
門
・
昇
・
芋
粥」
作
品
解
説
〉
(
-
九
七
八、
七、
角
川

(

3

)

〈
笑
い
の
構
造
〉
（
一
九
八
三、
四、

角
川
宙
店
刊〈
削
の
パ
ト
ス
〉

〈
注
〉

r
風
」
の
芥
川
は、

笑
い
の
批
評
精
神
を
有
効
に
機
能
さ
せ
な
が
ら、

船

利な
諷

刺を少丸味よ
く
生
か
し
て
い
る
が、
『

手巾』
の

芥川
は、
こ
の
批
評
朽

神
の
裁
断
を
潜
り
抜
け
て
い
く、
意
外
に
重
い
或
る
生
命
体
と
向
か
い
合
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
そ
れ
は、
不
幸
な
状
況
に
磁
か
れ
な

が
ら
も、

芙
し
く
身
を
処
し
て
い
こ
う
と
す
る
西
山
夫
人
の
人
間
的
存
在
感

の
重
み
で
あ
る。
「
地
嶽
変
」
「
奉
教
人
の
死
」
な．
ど
の
主
人
公
に
見
ら
れ

る
苦
渋
に
満
ち
た
生
の
美
し
さ
と
r
煙
草
と
悪
限
』
「
神
々
の
微
笑
」
な
ど

の
作
品
世
界
に
広
が
る

文化
風
土
の
問

題は

C
の

西山
夫
人
の
生
の
重
み
の
認

微
線
上
に
捉
え
ら
れ
た
も
の
と
ra
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

(
5)
「
死
相
」
「
尾
生
の
信
」
に
お
け
る
「
夢
十
夜
」
の
受
容
度
（
拙
稿

〈
r
父
」
（
芥
川
龍
之
介）
小
考
〉
一
九
八
三、
七、
岡
山
県
立
短
期
大
学

研
究
紀
要
参
照）
を
合
わ
せ
考
え
る
と
き、
『
風
』
に
及
ぼ
す
「
第
七
夜
』
の
影

響
度
は
十
分
推
定
で
き
る。

(
6)
〈
日
本
の
歴
史
10

明
治
維
新
〉
（一
九
六
三、
四、
読
売
新
聞
社）

参
照。
(

7

)

注
(
6)
に
同
じ。
(
8)
井
上
府
著
〈
日
本
の
歴
史
下
〉

（一
九
七
二、
七、
岩
波
祖
店）
・

'

(
9)
〈
芥
川
龍
之
介
「
南
京
の
基
督」
（
角
川
版）
解
説
〉
（
一
九
五
七、

九、
新
蘭
社
刊
〈
現
代
小
説
は
古
典
た
り
得
る
か
〉
所
収）

．

(
10)
新
渡一
戸
稲
造
著
〈
武
士
辺
〉
（一
九
八
三、
五、
岩
波
困
店）

(
11)．
碩
貝
英
夫
氏
の
「
あ
き
ら
か
に
西
山
夫
人
の
問
図
を
考
え
つ
め
て
は

い
な
い
」
（
国
文
学、
一
九
七
二、
ー
ニ、

学
短
社、
〈
作
品
論
手
巾
〉
）

と
さ
れ
る
見
解
と
佐
版
泰
正
氏
の
磯
貝
綸
を
踏
ま
え
「
人
圃
不
在
の
劇
に
終

っ
た
と
こ
ろ
に
こ
の
作
の
致
命
的
な
欠
陥
が
あ
ろ
う」
（
別
冊
国
文
学、

一
九
七
九、
二、

学
燈
社）．
と
さ
れ
る
見
解
は
国
要
で
あ
る。

所
収）
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