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一

　
大
正
九
年
の
「
南
京
の
基
督
」
と
大
正
十
五
年
の
「
湖
南
の
扇
」
の
間
に
、

芥
川
の
中
国
旅
行
（
大
正
十
年
）
が
あ
る
。
こ
の
旅
行
が
芥
川
の
中
国
認
識
に
、

か
け
が
え
の
な
い
意
味
を
持
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
大
正
十
年
の
中
国

旅
行
ま
で
、
す
で
に
数
々
の
中
国
に
関
係
す
る
作
品
を
世
に
送
り
出
し
た
芥
川

は
、
こ
の
旅
行
を
通
じ
て
、
現
実
の
中
国
を
体
験
す
る
こ
と
が
出
来
、
想
像
す

る
中
国
と
現
実
の
中
国
の
差
も
き
っ
と
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
単
援
朝
は
「
自
分
自
身
と
現
実
の
「
支
那
」
と
い
う
も
の
を
介
在
さ
せ
、

両
者
の
接
点
と
し
た
」、「
文
学
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
「
支
那
」
の
夢
が
、
単

に
現
実
と
の
接
点
に
留
ま
ら
ず
、
現
実
認
識
な
い
し
は
価
値
判
断
の
基
準
と
し

て
機
能
す
る
」
と
述
べ
、
こ
の
旅
行
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
旅
行
前
と
そ
の
後
の
、
芥
川
文
学
の
中
で
、「
文
学
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ

た
「
支
那
」」
と
現
実
の
「
支
那
」
の
差
は
、
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
の
差
を
探
る
一
つ
の
試
み
と
し
て
、「
南
京
の
基
督
」
と
「
湖

南
の
扇
」
を
例
に
と
り
、
両
者
を
結
び
付
け
て
考
え
れ
ば
何
か
が
分
か
る
の
で

は
な
い
か
。
端
的
に
言
う
と
「
南
京
の
基
督
」
は
芥
川
の
中
国
旅
行
前
の
作
品

で
あ
る
ゆ
え
、
ま
さ
に
「
文
学
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
「
支
那
」」
で
あ
る
。

一
方
で
は
、「
湖
南
の
扇
」
は
中
国
旅
行
後
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
た
め
、

現
実
の
中
国
の
反
映
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
作
品
の
比
較
を
通
じ

て
、
芥
川
に
お
け
る
想
像
の
中
国
と
、
現
実
の
中
国
の
差
が
見
出
さ
れ
る
の
で

（
1
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近
年
、
芥
川
の
大
正
十
年
の
中
国
旅
行
に
つ
い
て
の
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
、
旅
行
前
と
旅
行
後
を
比
較
し
、
そ
の
変
化
に
つ
い
て
の

研
究
が
ま
だ
少
な
い
状
況
に
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
旅
行
前
と
旅
行
後
の
変
化
を
探
る
一
つ
の
試
み
と
し
て
「
南
京
の
基
督
」
と
「
湖
南
の
扇
」
を
例
に
と
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
金
花
と
玉
蘭
を
比
較
し
、
そ
の
人
物
造
型
か
ら
芥
川
の
旅
行
前
と
旅
行
後
の
中
国
人
女
性
像
の
差
を
見
出
し
て
み
る
。
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は
な
い
か
。
本
文
で
は
、
そ
の
差
の
一
つ
と
し
て
、
芥
川
の
中
国
旅
行
前
に
持
っ

て
い
た
中
国
人
女
性
像
と
、
旅
行
後
に
獲
得
し
た
中
国
人
女
性
像
と
の
差
を
見

出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
中
国
旅
行
前
、
中
国
人
女
性
を
ヒ
ロ
イ
ン
と
す
る
作
品
に
は
「
南
京
の
基
督
」

が
あ
る
。
旅
行
前
の
中
国
女
性
像
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
こ
の
作
品
を
分
析
す

る
ほ
う
が
適
当
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
「
南
京
の
基
督
」
に
つ
い
て
の
先
行
研

究
は
、
主
人
公
金
花
の
「
基
督
性
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、「
中
国
人
」

と
い
う
要
素
が
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
し
か
し
、
芥
川
の

旅
行
前
の
中
国
人
女
性
に
対
す
る
認
識
の
反
映
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
金
花
は

重
要
な
意
味
を
持
つ
人
物
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
旅
行
後
の
中
国
人
女
性
に
つ

い
て
も
、『
支
那
遊
記
』
に
中
国
人
女
性
に
つ
い
て
の
描
写
の
幾
つ
か
が
見
ら

れ
る
が
、
小
説
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
「
湖
南
の
扇
」
し
か
な
い
。「
南
京

の
基
督
」
の
金
花
と
「
湖
南
の
扇
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
玉
蘭
と
の
比
較
を
通
じ
て
、

芥
川
に
お
け
る
旅
行
前
と
そ
の
後
の
中
国
人
女
性
像
の
捉
え
方
を
見
て
い
き
た

い
。

　
次
に
先
行
研
究
に
お
け
る
金
花
と
玉
蘭
の
位
置
づ
け
を
見
て
い
く
。
ま
ず
、

今
ま
で
の
「
南
京
の
基
督
」
に
関
す
る
先
行
研
究
の
い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
て

紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　「
南
京
の
基
督
」
が
発
表
さ
れ
た
直
後
の
七
月
十
一
日
の
「
東
京
日
日
新
聞
」

に
、
南
部
修
太
郎
の
「『
南
京
の
基
督
』
最
近
の
創
作
を
読
む
（
六
）」
が
、
こ

の
作
品
を
「
小
綺
麗
に
小
器
用
に
纏
め
上
げ
たF

ictio
n

を
書
い
て
、
気
持
ち

好
さ
さ
う
に
遊
ん
で
ゐ
て
」
と
述
べ
る
一
方
、「
心
の
動
き
が
な
い
」
作
品
に
属

す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
七
月
十
三
日
の
「
読
売
新
聞
」
に

掲
載
さ
れ
た
安
倍
能
成
の
「
七
月
雑
誌
を
見
て
、
芥
川
君
の
『
南
京
の
基
督
』」

で
は
、「
巧
み
に
造
ら
れ
た
お
話
」
と
評
さ
れ
、
七
月
十
四
日
の
「
時
事
新
報
」

に
お
い
て
、
久
米
正
雄
の
「『
南
京
の
基
督
』」
で
、「
格
を
外
さ
ぬ
文
体
の
美
し

さ
」、「
全
篇
を
作
す
態
度
の
一
糸
乱
れ
な
い
立
派
さ
、
所
々
を
機
知
で
救
ふ
気

稟
の
閃
き
」
な
ど
と
高
く
評
価
す
る
一
方
、「
趣
味
ば
か
り
で
固
め
た
メ
ル
ヘ
ン

の
領
域
」
の
作
で
、「
作
者
の
「
心
の
動
き
」
が
ど
う
も
真
の
意
味
で
の
材
料
へ

の
食
ひ
入
り
方
が
、
為
に
疎
外
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
て
な
ら
な
い
」

と
い
う
批
評
も
加
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
宮
本
顕
冶
は
「
敗
北
の
文
学
」
で
、「
氏

の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
溢
れ
て
ゐ
る
」「
儚
い
夢
に
氏
は
憐
憫
と
愛
撫
を
そ
ゝ
い

で
ゐ
る
」
と
、
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
時
代
評
で
は
「
南
京
の
基
督
」

を
肯
定
的
に
評
価
す
る
も
の
が
あ
る
一
方
、
批
判
も
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。

　
し
か
し
、
そ
れ
以
後
の
評
価
が
前
と
異
な
っ
た
。
宮
坂
覚
が
「
果
た
し
て
ロ

マ
ン
チ
シ
ズ
ム
だ
け
で
裁
断
で
き
る
だ
ろ
う
か
」と
い
う
異
議
を
提
起
し
、「
日

本
旅
行
者
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
メ
ル
ヘ
ン
〉
が
中
空
か
ら
地
上

に
引
き
摺
り
下
ろ
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
芥
川
の
南
部
修
太
郎

宛
て
の
二
通
の
書
簡
が
注
目
さ
れ
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
論
も
多
い
。
技
巧
の
面
で

は
、
三
島
由
紀
夫
が
「『
手
巾
』『
南
京
の
基
督
』
ほ
か
」
に
、「
短
編
小
説
と

い
ふ
ジ
ャ
ン
ル
を
、
大
正
九
年
に
こ
こ
ま
で
も
つ
て
ゆ
く
こ
と
は
他
の
誰
に
も

で
き
な
か
っ
た
。
近
代
日
本
の
急
激
な
跛
行
的
発
展
の
一
つ
の
頂
点
の
文
学
的

あ
ら
は
れ
」
と
絶
賛
し
、
三
好
行
雄
も
「
手
馴
れ
た
技
巧
が
、
し
か
し
う
わ
す

べ
り
の
な
い
重
さ
で
、
が
っ
ち
り
し
た
小
宇
宙
を
造
型
す
る
の
で
あ
る
」
と
い

う
評
価
を
与
え
る
。

　
ま
た
、
二
十
世
紀
七
十
、八
十
年
代
の
先
行
研
究
は
、
金
花
の
楊
梅
瘡
の
完

治
か
潜
伏
か
を
め
ぐ
っ
て
、
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
。
三
好
行
雄
は
、「
日
本

人
が
残
酷
な
事
実
の
暴
露
を
た
め
ら
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
作
者
自
身

も
、
夢
を
見
る
金
花
か
ら
現
実
の
〈
事
実
〉
を
奪
い
と
る
こ
と
に
た
め
ら
っ
た
」、

「
曖
昧
さ
か
ら
、
―
―
や
や
不
鮮
明
な
構
図
の
内
側
に
や
が
て
、
も
う
ひ
と
つ

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）
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の
「
南
京
の
基
督
」
を
胚
胎
す
る
こ
と
に
な
る
」、「
芥
川
龍
之
介
自
身
が
小
説

の
終
わ
っ
た
地
点
で
、
も
う
ひ
と
つ
べ
つ
の
小
説
を
書
い
て
み
せ
た
」
と
評
し
、

金
花
の
病
気
の
治
癒
が
〈
事
実
〉
で
あ
る
と
し
て
読
む
。
宮
坂
覚
は
、「
着
想
と
、

創
作
過
程
の
中
で
結
実
さ
れ
て
い
っ
たO

d
io

u
s tru

th

暴
露
の
テ
ー
マ
が
「
南

京
の
基
督
」
で
完
全
に
合
体
さ
れ
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」（
前
出
）

と
し
て
、「
着
想
と
テ
ー
マ
」
の
分
離
を
指
摘
す
る
。

　
そ
し
て
、「
南
京
の
基
督
」
に
お
け
る
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
注
目
す

る
論
も
あ
る
。
笹
淵
友
一
は
「
芥
川
龍
之
介
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
」
に
お
い
て
、

「
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
や
信
徒
を
欺
け
る
意
図
を
持
っ
た
作
品
」
で
、

「
キ
リ
ス
ト
教
の
冒
瀆
を
意
図
し
た
」
と
批
判
す
る
。
宮
坂
覚
は
、
芥
川
に
は

キ
リ
ス
ト
教
を
「「
軽
ん
ず
る
為
」「
嘲
る
為
」
と
い
う
目
的
意
識
の
も
と
に
書

か
れ
た
作
品
は
な
か
っ
た
」（
前
出
）
と
し
て
、「
青
年
時
代
の
実
存
的
求
道
、

“
聖
な
る
愚
人
”
室
賀
文
武
と
の
関
わ
り
が
金
花
に
翳
り
を
落
と
し
て
い
る
」

こ
と
を
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
と
述
べ
、「
東
洋
的
エ
ト
ス
」
の
視
点
を
導
入

し
て
肯
定
的
に
論
ず
る
。

二

　
右
に
紹
介
し
た
先
行
研
究
の
概
括
に
よ
っ
て
、「
南
京
の
基
督
」
が
様
々
な

視
点
か
ら
読
ま
れ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
先
述
し
た
通
り
、
中
国
人
女
性
と
い

う
点
に
注
目
す
る
論
が
ま
だ
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
大
正
九
年
の

時
点
で
、
ま
だ
中
国
を
訪
れ
た
こ
と
の
な
い
芥
川
は
、
中
国
人
女
性
に
ど
の
よ

う
な
認
識
を
持
っ
て
、
宋
金
花
を
創
り
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
の
推
測

と
し
て
、
彼
は
読
書
か
ら
得
た
知
識
に
基
づ
い
て
、
金
花
を
創
り
上
げ
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

　
芥
川
は
、
半
自
伝
的
な
作
品
「
大
道
寺
信
輔
の
半
生
」
に
お
い
て
、「
実
際

彼
は
人
生
を
知
る
為
に
街
頭
の
行
人
を
眺
め
な
か
つ
た
。
寧
ろ
行
人
を
眺
め
る

為
に
本
の
中
の
人
生
を
知
ら
う
と
し
た
。」
と
書
き
、
人
生
に
つ
い
て
の
知
識

を
本
か
ら
得
た
と
告
白
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
創
作
に
お
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が

言
え
る
だ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
芥
川
は
い
わ
ゆ
る
「
支
那
趣
味
」
を
持
っ

て
い
る
作
家
で
あ
る
た
め
、
中
国
の
書
籍
を
数
多
く
読
ん
だ
こ
と
が
容
易
に
想

像
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
の
芥
川
蔵
書
目
録
に
は
、
和

漢
書
が
四
六
五
点
、
一
八
二
二
冊
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
読
書
家
の
芥
川
は
こ

れ
ら
の
和
漢
書
を
あ
さ
っ
て
、
中
国
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
近
代
以
前
の
中
国
文
学
に
出
て
く
る
女
性
た
ち
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に

認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
芥
川
の
蔵
書
を
一
冊
ず
つ
考
察
す
る
こ
と

が
出
来
な
い
が
、
石
川
忠
久
編
の
『
中
国
文
学
の
女
性
像
』
の
「
序
」
に
、
古

代
か
ら
近
代
ま
で
の
中
国
女
性
像
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
漢
代
に
至
っ
て
、
儒
教
倫
理
が
確
立
す
る
と
、
こ
こ
に
、
節
義
を
最
高

の
規
範
と
す
る
女
性
観
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
く
る
。（
中
略
）
六
朝

に
至
っ
て
、
志
怪
の
世
界
で
、
背
徳
の
女
性
を
描
く
も
の
も
表
れ
た
。
ま

た
、
唐
代
の
伝
奇
や
変
文
の
世
界
で
は
、
社
会
情
勢
の
複
製
多
様
化
に
伴

な
う
各
層
各
種
の
女
性
が
描
き
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
儒
教
倫
理

に
殉
ず
る
女
性
の
顕
彰
や
、
仏
教
倫
理
に
よ
る
勧
戒
性
も
色
濃
く
う
か
が

わ
れ
る
。（
中
略
）
宋
の
戯
文
、
明
の
擬
話
本
、
清
の
『
紅
楼
夢
』
等
に

於
い
て
は
、
白
話
と
い
う
表
現
形
式
の
力
を
得
て
、
女
性
像
を
深
化
し
、

情
の
世
界
が
緻
密
に
描
か
れ
る
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
近
・
現
代
文
学

に
於
け
る
女
性
像
・
女
性
観
は
、
西
欧
文
化
の
流
入
の
も
と
、
婦
人
解
放

の
動
き
と
関
わ
っ
て
い
る
。
自
立
を
求
め
る
女
性
の
あ
り
方
や
、
性
差
別

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）
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の
問
題
が
主
要
な
テ
ー
マ
と
な
り
、
女
性
か
ら
の
女
性
観
の
表
明
も
起
っ

て
く
る
。

　
引
用
文
か
ら
中
国
人
女
性
に
つ
い
て
の
描
写
は
「
儒
教
倫
理
に
殉
ず
る
女
性

の
顕
彰
や
、
仏
教
倫
理
に
よ
る
勧
戒
性
も
色
濃
く
」、「
情
の
世
界
が
緻
密
に
描

か
れ
る
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
芥
川
が
好
む
中
国
古
典
文
学

は
、
時
代
を
別
と
し
て
、『
西
遊
記
』
や
『
聊
斎
志
異
』
の
よ
う
な
志
怪
文
学
、

『
太
平
廣
記
』
や
『
剪
燈
新
話
』
の
よ
う
な
伝
記
文
学
、
そ
し
て
『
繪
圖
牡
丹

奇
縁
』、『
繪
圖
第
二
奇
書
』（
民
国
一
年
石
印
）、『
模
範
夫
妻
』
の
よ
う
な
小

説
類
で
あ
る
こ
と
が
、
彼
の
蔵
書
目
録
か
ら
読
み
取
れ
る
。
右
の
引
用
文
を
読

む
と
、
六
朝
の
志
怪
文
学
に
は
、
背
徳
の
女
性
も
描
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
主

流
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
引
用
文
に
書
か
れ
て
い
る

中
国
人
女
性
に
つ
い
て
の
描
き
方
の
変
遷
を
読
む
と
、
や
は
り
各
時
代
の
女
性

が
儒
教
倫
理
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
儒
教
倫
理
が
確

立
さ
れ
た
の
は
漢
代
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
、
儒
教
が
中
国
人
精
神
構
造
の
基

本
と
な
り
、
女
性
の
生
き
方
も
決
し
て
儒
教
倫
理
か
ら
外
れ
る
こ
と
が
な
い
。

背
徳
女
性
、
情
に
溺
れ
る
女
性
を
描
く
こ
と
も
、
そ
の
背
徳
の
度
合
い
が
儒
教

を
基
準
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　「
南
京
の
基
督
」
を
読
む
と
、
金
花
は
基
督
教
徒
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
女
の

言
動
か
ら
、
儒
教
倫
理
の
影
響
が
や
は
り
感
じ
ら
れ
る
。
次
に
金
花
に
つ
い
て

の
描
写
を
挙
げ
る
。

　
少
女
は
名
を
宋
金
花
と
云
つ
て
、貧
し
い
家
計
を
助
け
る
た
め
に
、夜
々

そ
の
部
屋
に
客
を
迎
え
る
、
当
年
十
五
歳
の
私
窩
子
で
あ
つ
た
。
秦
淮
に

多
い
私
窩
子
の
中
に
は
、
金
花
ほ
ど
の
容
貌
の
持
ち
主
な
ら
、
何
人
で
も

い
る
の
に
違
い
な
か
つ
た
。
が
、
金
花
ほ
ど
気
立
て
の
優
し
い
少
女
が
、

二
人
と
こ
の
土
地
に
い
る
か
ど
う
か
、そ
れ
は
少
く
と
も
疑
問
で
あ
つ
た
。

彼
女
は
朋
輩
の
売
笑
婦
と
違
つ
て
、嘘
も
つ
か
な
け
れ
ば
我
儘
も
張
ら
ず
、

夜
毎
に
愉
快
さ
う
な
微
笑
を
浮
べ
て
、
こ
の
陰
鬱
な
部
屋
を
訪
れ
る
、
さ

ま
ざ
ま
な
客
と
戯
れ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
彼
等
の
払
つ
て
行
く
金
が
、
稀

に
約
束
の
額
よ
り
多
か
つ
た
時
は
、
た
つ
た
一
人
の
父
親
を
、
一
杯
で
も

余
計
好
き
な
酒
に
飽
か
せ
て
や
る
事
を
楽
し
み
に
し
て
ゐ
た
。

�

（
全
集
第
六
巻
）

　
右
の
引
用
文
か
ら
、
金
花
は
職
業
が
娼
婦
で
、
容
貌
が
特
別
綺
麗
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
が
、「
気
立
て
の
優
し
い
」
少
女
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
芥
川

が
こ
こ
で
強
調
し
て
い
る
の
は
金
花
の
性
格
の
こ
と
で
あ
る
。
金
花
は
性
格
が

温
順
で
、
一
家
の
家
計
を
助
け
る
た
め
に
自
分
を
犠
牲
に
し
て
い
る
こ
と
も
読

み
取
れ
る
。
こ
こ
か
ら
見
る
と
、
彼
女
に
は
近
代
的
な
自
我
、
個
性
、
強
い
て

言
う
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
か
け
ら
も
な
い
。
金
花
が
父
親
の
た
め
に
活
き
て
い
る

こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
女
の
行
動
規
範
は
、
ま
さ
に
儒
教

の
女
に
対
す
る
掟
の
「
三
従
四
徳
」（
嫁
ぐ
前
は
父
に
従
い
、
嫁
い
だ
ら
夫
に

従
い
、
夫
が
い
な
く
な
る
と
子
供
に
従
う
）
の
反
映
で
あ
る
。

　
大
正
時
代
の
日
本
は
、
西
欧
文
明
の
流
入
に
よ
り
、
女
性
も
「
個
性
」
や
「
自

我
」
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
で
あ
る
。
し
か
し
、「
個
性
」
や
「
自
我
」

が
度
を
越
え
る
と
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
な
る
。「
南
京
の
基
督
」
よ
り
三
ヶ
月
前

に
発
表
さ
れ
た
「
秋
」
に
描
か
れ
た
信
子
と
照
子
と
い
う
姉
妹
は
、
ま
さ
に
こ

の
よ
う
な
近
代
的
な
女
性
で
あ
る
。
日
本
の
近
代
的
な
女
性
に
失
望
し
た
芥
川

が
、
中
国
女
性
に
伝
統
的
な
要
素
を
求
め
た
と
考
え
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

た
だ
、
伝
統
的
な
金
花
を
作
り
出
し
た
の
は
、
当
時
の
芥
川
に
女
性
問
題
が
あ

（
12
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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る
こ
と
も
、
看
過
で
き
な
い
。
大
正
八
年
六
月
に
、
芥
川
が
「
愁
人
」
と
呼
ば

れ
る
女
性
の
秀
し
げ
子
と
知
る
。
し
か
し
、
後
に
芥
川
は
秀
し
げ
子
の
「
動
物

本
能
」（「
或
阿
呆
の
一
生
」）
を
憎
く
思
い
、
大
正
十
年
の
中
国
旅
行
を
機
会

と
し
、
や
っ
と
彼
女
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
後
年
、
芥
川
は

自
伝
的
な
作
品
の
「
或
阿
呆
の
一
生
」
に
、「
前
の
人
力
車
に
乗
つ
て
ゐ
る
の

は
或
狂
人
の
娘
だ
つ
た
。
の
み
な
ら
ず
彼
女
の
妹
は
嫉
妬
の
為
に
自
殺
し
て
ゐ

た
。「
も
う
ど
う
に
も
仕
か
た
は
な
い
。」
彼
は
も
う
こ
の
狂
人
の
娘
に
、
―
動

物
的
本
能
ば
か
り
強
い
彼
女
に
あ
る
憎
悪
を
感
じ
て
ゐ
る
。」（
二
十
一
）
と
書

き
、
後
悔
の
念
を
示
す
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
て
、
芥
川
は
日
本
の
近
代

的
な
女
性
に
飽
き
、
金
花
を
伝
統
的
な
女
性
に
創
り
上
げ
た
と
推
測
で
き
る
。

　
読
書
経
験
か
ら
の
影
響
と
芥
川
の
実
情
と
い
う
原
因
の
ほ
か
、
直
接
の
原
因

と
し
て
、
谷
崎
潤
一
郎
の
「
秦
淮
の
一
夜
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
、
芥
川
は

自
ら
述
べ
て
い
る
。
芥
川
が
「
南
京
の
基
督
」
の
付
記
に
、「
谷
崎
潤
一
郎
作
「
秦

淮
の
一
夜
」
に
負
う
所
尠
か
ら
ず
」
と
記
し
て
い
る
。
谷
崎
潤
一
郎
は
、
大
正

七
年
の
末
、
中
国
を
旅
行
し
、
翌
年
「
秦
淮
の
夜
」「
蘇
州
紀
行
」「
南
京
希
望

街
」
な
ど
の
作
品
を
発
表
す
る
。
芥
川
が
参
考
に
し
て
い
る
「
秦
淮
の
夜
」
に

は
、
金
花
に
近
い
女
性
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

　
ガ
ラ
ン
と
し
た
洞
穴
の
や
う
な
部
屋
の
一
隅
に
、
十
六
七
に
な
る
一
人

の
娘
が
、
荒
寺
の
本
堂
に
安
置
さ
れ
た
木
彫
の
佛
像
の
や
う
に
な
っ
て
、

寒
そ
う
に
頤
を
わ
な
な
か
せ
な
が
ら
、
怪
し
い
異
国
の
紳
士
の
闖
入
を
訝

え
る
が
如
く
目
を
光
ら
せ
て
居
た
の
で
あ
る
。
そ
の
目
は
支
那
式
に
圓
く

飛
び
出
て
居
な
い
け
れ
ど
も
、
且
華
や
か
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
底
の
知

れ
ぬ
哀
愁
に
充
ち
た
潤
ひ
を
帯
び
て
、
横
に
長
く
切
れ
て
居
た
。（
中
略
）

年
は
十
七
で
、
名
前
を
花
月
楼
と
呼
ん
で
、（
中
略
）
挟
ん
で
見
る
と
掌

の
中
に
す
つ
ぽ
り
隠
れ
て
し
ま
ふ
ほ
ど
な
小
さ
な
愛
ら
し
い
顔
で
あ
つ

た
。
力
を
籠
め
て
ぎ
ゅ
つ
と
壓
し
た
ら
ば
、
壊
れ
て
し
ま
ひ
そ
う
な
柔
ら

か
な
骨
組
で
あ
つ
た
。
大
人
の
や
う
に
整
つ
た
、
赤
児
の
や
う
に
生
ゝ
し

い
目
鼻
立
ち
で
あ
る
と
私
は
思
つ
た
。

 

（『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』　
第
六
巻
　
中
央
公
論
社
　
昭
和
五
十
六
年
十
月
）

　
右
の
文
に
出
て
い
る
「
花
月
楼
」
は
、
芥
川
に
当
時
の
中
国
人
女
性
の
イ
メ
ー

ジ
を
与
え
た
に
違
い
な
い
。
洞
穴
の
よ
う
な
部
屋
の
一
隅
に
、「
底
の
知
れ
ぬ

哀
愁
に
充
ち
た
潤
ひ
を
帯
び
」
る
目
を
す
る
可
憐
な
十
六
七
の
娘
は
、
過
酷
な

運
命
に
従
い
な
が
ら
「
怪
し
い
異
国
の
紳
士
の
闖
入
を
訝
え
る
が
如
く
」
見
る
。

こ
の
よ
う
な
谷
崎
の
中
国
人
女
性
に
つ
い
て
の
描
写
は
、
な
ん
と
な
く
中
国
の

伝
統
的
な
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
さ
せ
る
。
大
正
七
年
の
時
点
、
中
国
が
す

で
に
近
代
に
入
っ
て
い
な
が
ら
も
、
古
典
的
な
要
素
が
ま
だ
多
く
残
さ
れ
て
い

た
年
で
あ
る
。
中
国
で
は
、
女
性
運
動
が
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
以
後
に
盛

ん
に
な
っ
た
た
め
、そ
れ
以
前
の
中
国
女
性
は
殆
ど
古
典
的
な
雰
囲
気
で
あ
る
。

谷
崎
の
「
秦
淮
の
夜
」
や
「
蘇
州
紀
行
」
は
、
作
品
全
体
に
古
色
蒼
然
と
し
た

中
国
が
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
花
月
楼
の
よ
う
な
伝
統
的
な
雰
囲
気
を
持
ち
合

わ
せ
た
女
性
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
も
、
ご
く
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
先
述
し
た
通
り
、
伝
統
的
イ
コ
ー
ル
儒
教
的
で
あ
る
。
儒
教
は
、
漢
代
か
ら

近
代
ま
で
、
ず
っ
と
中
国
社
会
を
秩
序
付
け
る
プ
リ
ン
シ
プ
ル
で
あ
っ
た
。
儒

教
の
三
綱
（
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
）
の
中
で
、
女
性
を
夫
に
従
わ
せ
る
と
い
う

原
則
を
作
り
な
が
ら
も
、「
三
従
四
徳
」
な
ど
の
掟
を
決
め
、
女
性
を
「
従
順
」

的
に
育
て
て
き
た
。
こ
れ
は
当
時
の
中
国
に
お
い
て
、
知
識
人
を
は
じ
め
、
大

多
数
の
国
民
の
持
つ
女
性
に
つ
い
て
の
倫
理
構
造
で
あ
る
。
た
ま
に
背
徳
的
な

女
性
へ
の
賛
美
が
、
中
国
古
典
文
学
に
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

（
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も
個
別
な
現
象
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
谷
崎
の
描
い
た
花
月
楼
の
「
底
の
知
れ
ぬ
哀
愁
に
充
ち
た
」
目
か
ら
も
、
運

命
に
対
す
る
彼
女
の
無
反
抗
な
態
度
が
読
み
取
れ
る
。彼
女
に
近
い
女
性
像
は
、

た
と
い
近
代
の
中
国
文
学
に
お
い
て
も
、
決
し
て
珍
し
い
存
在
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
魯
迅
の
「
祝
福
」（
一
九
二
四
）
に
お
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
祥
林
嫂
の
描

写
を
見
る
と
、「
伏
し
目
が
ち
に
ひ
と
こ
と
も
口
を
き
か
ぬ
」
の
よ
う
な
従
順

的
な
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
て
い
る
。
善
良
、
従
順
か
つ
無
反
抗
的
な
態
度
は
、

儒
教
倫
理
構
造
の
下
の
伝
統
的
な
女
性
に
あ
る
特
色
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い

て
、
金
花
の
場
合
も
そ
う
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
ほ
か
に
、
金
花
に
基
督
教
徒
と
い
う
特
徴
も
見
ら
れ
る
。
基
督
教
を

信
じ
る
点
は
す
ぐ
に
金
花
の
近
代
性
が
連
想
さ
れ
る
が
、し
か
し
、金
花
に
と
っ

て
の
基
督
教
は
罪
意
識
が
あ
る
か
ら
信
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
基
督
教
に
よ
る

近
代
の
「
個
」
に
目
覚
め
た
か
ら
信
じ
た
も
の
で
も
な
い
、
た
だ
単
純
に
「
基

督
」
に
救
わ
れ
た
い
だ
け
で
信
じ
た
の
で
あ
る
。
関
係
部
分
を
以
下
の
よ
う
に

引
用
す
る
。

　
少
女
の
眼
は
こ
の
耶
蘇
を
見
る
毎
に
、
長
い
睫
毛
の
後
ろ
の
寂
し
い
色

が
、
一
瞬
間
ど
こ
か
へ
見
え
な
く
な
つ
て
、
そ
の
代
り
に
無
邪
気
な
希
望

の
光
が
、
生
き
生
き
と
よ
み
返
つ
て
い
る
ら
し
か
つ
た
。

　（
中
略
）

　「
し
か
し
だ
ね
、
―
―
し
か
し
こ
ん
な
稼
業
を
し
て
い
た
の
で
は
、
天

国
に
行
か
れ
な
い
と
思
や
し
な
い
か
。」

　「
い
い
え
」

　
金
花
は
ち
よ
い
と
十
字
架
を
眺
め
な
が
ら
、
考
え
深
そ
う
な
眼
つ
き
に

な
つ
た
。

　「
天
国
に
い
ら
つ
し
や
る
基
督
様
は
、
き
つ
と
私
の
心
も
ち
を
汲
み
と

つ
て
下
さ
る
と
思
い
ま
す
か
ら
。
―
―
そ
れ
で
な
け
れ
ば
基
督
様
は
姚
家

巷
の
警
察
署
の
御
役
人
も
同
じ
事
で
す
も
の
。」

　
引
用
文
か
ら
分
か
る
こ
と
だ
が
、
金
花
は
基
督
を
「
姚
家
巷
の
警
察
署
の
御

役
人
」
と
比
較
し
て
い
る
。
警
察
は
こ
ん
な
「
稼
業
」
を
し
て
い
る
自
分
の
心

も
ち
が
分
か
ら
な
い
が
、基
督
な
ら
き
っ
と
分
か
っ
て
く
れ
る
と
信
じ
て
い
る
。

こ
ん
な
「
稼
業
」
を
し
て
い
る
自
分
が
分
か
っ
て
く
れ
る
か
ら
、
金
花
は
基
督

を
「
無
邪
気
」
に
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
引
用
文
の
「
無
邪
気
な
希
望
の
光
」

と
い
う
表
現
は
そ
の
よ
う
な
金
花
の
単
純
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。「
基
督
」
を

無
邪
気
に
信
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
金
花
と
の
一
晩
の
代
金
を
払
わ
な
い
た
め

に
逃
げ
た
「
無
頼
な
混
血
児
」
を
「
基
督
」
だ
と
信
じ
込
む
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。「
基
督
」
を
心
か
ら
信
じ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
彼
女
の
単
純
さ
が

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
金
花
の
基
督
教
徒
と
い
う
設
定
に
つ

い
て
、
李
秀
卿
は
「
芥
川
龍
之
介
が
書
い
た
中
国
人
女
性
」
と
い
う
論
文
の
中

で
「
作
品
を
よ
く
読
む
と
、
金
花
の
基
督
性
は
無
理
な
設
定
で
あ
る
こ
と
に
気

づ
く
。
金
花
の
高
尚
な
行
為
は
基
督
に
よ
る
感
化
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
数
千

年
の
中
国
の
伝
統
文
化
に
よ
る
も
の
だ
と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
思
わ
れ
る
」

（
筆
者
訳
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、「
南
京
の
基
督
」
に
お
い
て
、
金
花
は
儒
教
倫
理
の
下
に

あ
る
単
純
な
少
女
と
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
金
花
の
人
物
像
か
ら

当
時
の
芥
川
の
抱
い
た
中
国
人
女
性
像
は
伝
統
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
19
）
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三

　
芥
川
は
、
中
国
人
女
性
に
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
、
大
正
十
年
三
月

下
旬
か
ら
中
国
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
旅
行
中
に
出
会
っ
た
中
国
女
性
は
、
旅

行
後
の
紀
行
文
に
書
か
れ
て
い
る
。
順
番
に
拾
っ
て
み
る
と
、
最
初
の
到
着
地

の
上
海
で
、
芸
者
に
会
う
場
面
が
次
に
挙
げ
ら
れ
る
。

　
こ
れ
は
色
の
白
い
、
小
造
り
な
、
御
嬢
様
じ
み
た
美
人
で
あ
る
。
宝
尽

く
し
の
模
様
を
織
つ
た
、
薄
紫
の
緞
子
の
衣
裳
に
、
水
晶
の
耳
環
を
下
げ

て
ゐ
る
の
も
、一
層
こ
の
妓
の
品
の
好
さ
を
助
け
て
ゐ
る
の
に
違
ひ
な
い
。

早
速
名
前
を
尋
ね
て
見
た
ら
、
花
宝
玉
と
云
ふ
返
事
が
あ
つ
た
。（
中
略
）

す
る
と
其
処
の
電
燈
の
下
に
は
、
あ
の
優
し
い
花
宝
玉
が
、
で
つ
ぷ
り
肥

つ
た
阿
姨
と
一
し
よ
に
、
晩
餐
の
食
卓
を
囲
ん
で
ゐ
た
。
食
卓
に
は
皿
が

二
枚
し
か
な
い
。
そ
の
又
一
つ
は
菜
ば
か
り
で
あ
る
。
花
宝
玉
は
そ
れ
で

も
熱
心
に
、
茶
碗
と
箸
と
を
使
つ
て
ゐ
る
ら
し
い
。
私
は
思
は
ず
微
笑
し

た
。
小
有
天
に
来
て
ゐ
る
花
宝
玉
は
、
成
程
南
国
の
美
人
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
こ
の
花
宝
玉
は
、
―
菜
根
を
嚙
ん
で
ゐ
る
花
宝
玉
は
、
蕩
児
の
玩

弄
に
任
す
べ
き
美
人
以
上
の
何
物
か
で
あ
る
。私
は
こ
の
時
支
那
の
女
に
、

初
め
て
女
ら
し
い
親
し
み
を
感
じ
た
。

 

（「
上
海
遊
記
」「
十
七
　
南
国
の
美
人
（
下
）」）

　
こ
こ
で
、
芥
川
が
何
故
花
宝
玉
に
親
し
み
を
感
じ
た
か
と
い
う
と
、
彼
女
は

菜
根
を
噛
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
芥
川
は
、
貧
し
く
て
も
め
げ
な
い
、
菜
根

を
噛
ん
で
い
る
花
宝
玉
に
、
宝
尽
く
し
の
模
様
の
衣
裳
と
水
晶
の
耳
環
を
し
て

い
る
時
と
違
う
人
間
ら
し
さ
を
感
じ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
菜
根
を
齧
る
花
宝

玉
は
、
ま
さ
に
西
瓜
の
種
を
食
べ
る
金
花
の
よ
う
な
女
性
だ
と
感
動
し
、
親
し

み
を
感
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
か
ら
、
蘇
州
で
、
芥
川
は
「
青
麦
の
畠
の
間
に
、
紅
い
花
を
つ
け
た
玫

瑰
の
棚
、
―
さ
う
云
ふ
風
景
の
処
処
に
、
白
壁
の
農
家
が
何
軒
も
見
え
る
。
殊

に
風
流
に
思
つ
た
の
は
、
そ
ん
な
農
家
を
通
り
過
ぎ
る
毎
に
、
窓
の
中
を
覗
き

こ
む
と
、
上
さ
ん
だ
か
娘
だ
か
、
刺
繍
の
針
を
動
か
し
て
ゐ
る
、
若
い
女
も
少

な
く
な
い
。」
と
い
う
。
昔
の
女
性
が
よ
く
や
る
「
刺
繍
」
に
芥
川
が
風
流
を

感
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
中
国
旅
行
で
、
そ
の
よ
う
な
女
性
ば
か
り

に
会
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
時
代
の
中
国
は
、
も
は
や
近
代
に
入
り
つ
つ
あ

る
中
国
で
あ
り
、
五
・
四
運
動
や
新
文
化
運
動
の
影
響
に
よ
り
、
中
国
女
性
た

ち
も
近
代
的
な
人
間
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ま
ず
、
近

代
的
な
女
性
を
作
り
出
す
時
代
環
境
を
見
て
お
き
た
い
。

　
一
八
四
〇
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
以
来
、
中
国
は
絶
え
ず
西
欧
列
強
と
戦
っ
て
来

た
が
、
殆
ど
敗
北
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
芥
川
が
中
国
を
旅
行
す

る
大
正
十
年
も
、
中
国
の
各
階
層
が
中
国
を
救
う
為
に
努
力
し
続
け
る
最
中
で

あ
っ
た
。
辛
亥
革
命
（
一
九
一
一
年
）
か
ら
、
五
四
運
動
（
一
九
一
九
年
）
や

中
国
共
産
党
の
成
立
（
一
九
二
一
年
）
な
ど
の
様
々
な
救
国
運
動
が
行
わ
れ
、

有
識
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
形
で
中
国
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
中
で
、
陳
獨
秀
の
「
新
文
化
運
動
」
は
、
思
想
の
面
か
ら
当
時
の
中

国
人
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。
政
府
の
「
中
体
西
用
」（
精
神
的
な
も

の
は
中
国
伝
統
的
な
も
の
を
用
い
る
、
物
質
や
技
術
的
な
も
の
は
西
洋
の
も
の

を
用
い
る
）
と
い
う
政
策
に
対
し
、
陳
獨
秀
を
は
じ
め
、
魯
迅
、
李
大
釗
な
ど

の
文
人
た
ち
は
、
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
「
全
面
西
洋
化
」
を
提
唱
す
べ
き

だ
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
雑
誌
や
新
聞
を
使
っ
て
、
猛
烈
に
西
洋
化
を
宣
伝
し

（
20
）
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た
の
で
あ
る
。
政
府
と
民
間
の
努
力
に
よ
っ
て
、
西
洋
化
は
、
た
ち
ま
ち
当
時

の
中
国
で
大
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
時
代
の
雰
囲
気
を
鋭
敏
に
感
じ
取
っ
た
芥
川
は
、「
今
度
初
め

て
支
那
へ
渡
り
ま
し
た
が
、
来
て
見
る
と
モ
ツ
ト
早
や
く
来
れ
ば
好
か
つ
た
と

思
ひ
ま
し
た
。
支
那
は
早
く
来
な
い
と
時
と
共
に
段
々
古
い
も
の
が
破
壊
さ
れ

て
行
き
ま
す
」
と
言
い
、
中
国
の
近
代
的
な
変
化
に
嘆
い
た
の
で
あ
る
。
ま
さ

に
芥
川
の
言
う
通
り
、
当
時
の
中
国
で
は
、
古
い
も
の
が
ど
ん
ど
ん
破
壊
さ
れ
、

何
か
ら
何
ま
で
西
洋
風
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
蘇
州
で
見
物
し
た

芥
川
は
、
蘇
州
七
塔
を
「
桃
色
と
金
―
か
う
云
ふ
色
の
配
合
は
、
妙
に
肉
感
的

な
所
が
あ
る
だ
け
、
如
何
に
も
現
代
の
南
国
ら
し
い
。」
と
述
べ
、
建
築
に
さ

え
近
代
化
を
感
じ
た
ら
し
い
。

　
実
は
、
当
時
の
中
国
で
は
、
破
壊
さ
れ
た
の
は
物
だ
け
で
は
な
く
、
伝
統
的

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
破
壊
さ
れ
る
寸
前
で
あ
っ
た
。「
新
文
化
運
動
」
の
儒
教

批
判
や
、
五
・
四
運
動
の
反
封
建
主
義
な
ど
の
影
響
を
受
け
、
人
々
の
精
神
が
、

伝
統
的
な
儒
教
か
ら
西
洋
の
い
わ
ゆ
る
「
自
由
」「
平
等
」「
民
権
」
な
ど
に
転

換
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
自
由
、
平
等
な
ど
の
西
洋
思
想
の

真
意
は
、
当
時
の
人
々
（
知
識
人
の
一
部
分
以
外
）
に
と
っ
て
、
内
実
が
何
で

あ
る
か
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
等
は
、
ま
ず
儒

教
的
な
過
去
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
る
で
過
去
を
否
定
す

れ
ば
、
近
代
人
に
な
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
運
動
の
影
響
に
よ
っ
て
、

女
性
解
放
運
動
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
女
性
た
ち
は
、
反
帝
国
主
義
・

反
封
建
主
義
の
五
・
四
運
動
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
目
覚
め
た
の

で
あ
る
。「
新
文
化
運
動
」
の
機
関
誌
「
新
青
年
」
は
、
家
族
制
度
、
儒
教
制

度
の
下
で
最
大
の
抑
圧
を
受
け
る
女
性
を
解
放
し
よ
う
と
し
、
女
性
の
自
立
を

様
々
な
面
か
ら
論
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
運
動
は
、
知
識
人
女
性

以
外
、
普
通
の
女
性
に
も
多
少
の
感
化
を
与
え
た
に
違
い
な
い
。

　「
湖
南
の
扇
」
の
作
品
舞
台
で
あ
る
湖
南
で
は
、
毛
沢
東
が
、
湖
南
学
生
聨

合
会
の
機
関
紙
「
湘
江
評
論
」
に
、
三
回
に
わ
た
っ
て
「
民
衆
の
大
連
合
」
を

書
き
、
小
さ
な
連
合
か
ら
大
き
な
連
合
を
作
り
上
げ
よ
う
と
呼
び
か
け
た
の
で

あ
る
。
女
性
の
連
合
を
呼
び
か
け
る
箇
所
で
は
、
女
性
も
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
人

間
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
政
治
へ
の
参
加
や
交
際
を
許
さ
な
い
の
か
と
抗
議

し
、
女
性
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
位
置
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
中
、
一
九
一
九
年
十
一
月
十
四
日
に
、
湖
南
の
長
沙
で
、
花
嫁
が
嫁
入

り
か
ご
の
中
で
自
殺
す
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
趙
五
貞
と
い
う
女
学
生
が
、
嫁

入
り
の
日
に
カ
ミ
ソ
リ
で
頸
を
切
っ
て
自
殺
し
、
両
親
の
取
り
決
め
た
結
婚
に

反
対
し
た
た
め
で
あ
る
。こ
の
事
件
は
湖
南
で
重
大
な
反
響
を
巻
き
起
こ
し
た
。

毛
沢
東
は
「
大
公
報
」
に
九
篇
ば
か
り
の
花
嫁
自
殺
事
件
に
関
す
る
評
論
を
発

表
し
、
そ
の
ほ
か
の
人
々
も
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
、
封
建
的
婚
姻
制
度
な
ど
の

封
建
的
体
制
・
思
想
打
破
の
思
想
を
一
般
民
衆
に
訴
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

影
響
の
下
で
、
長
沙
の
女
性
解
放
運
動
は
大
き
な
進
展
を
遂
げ
た
。

　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
中
国
を
視
察
す
る
た
め
、中
国
滞
在
中
の
芥
川
は
、

風
物
よ
り
中
国
人
の
方
を
興
味
深
く
観
察
し
た
。「
江
南
遊
記
」
の
「
九
　
西

湖
（
四
）」
に
、
芥
川
が
「
断
橋
、
孤
山
、
雷
峰
塔
、
―
そ
れ
等
の
美
を
談
ず

る
事
は
、
蘇
峰
先
生
に
一
任
し
て
も
好
い
。
私
に
は
明
媚
な
山
水
よ
り
も
、
や

は
り
人
間
を
見
て
ゐ
る
方
が
、
ど
の
位
愉
快
だ
か
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。」
と

述
べ
る
。
当
時
の
女
子
学
生
の
服
装
の
「
白
の
着
物
へ
黒
の
ス
カ
ア
ト
を
は
い

た
」
と
い
う
格
好
ま
で
、
注
意
深
く
観
察
し
た
芥
川
は
、
中
国
女
性
の
近
代
化

に
気
づ
か
な
い
訳
が
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
決
し
て
、
近
代
的
な
女
性
に
好
感

を
示
さ
な
か
っ
た
。
上
海
で
、
芥
川
が
「
彼
等
（
娼
婦
た
ち
　
引
用
者
注
）
は

ど
う
云
ふ
料
簡
か
、
大
抵
眼
鏡
を
か
け
て
ゐ
ま
す
。
事
に
よ
る
と
今
の
支
那
で

（
21
）

（
22
）

（
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）
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）
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は
、
女
が
眼
鏡
を
か
け
る
事
は
、
新
流
行
の
一
つ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。」
と
、

嘲
笑
め
い
た
言
い
方
を
す
る
。
ま
た
、
蘇
州
の
女
を
「
漆
の
や
う
に
髪
が
光
つ

た
、
若
い
女
が
二
三
人
、
鶸
色
や
薄
紫
の
着
物
の
尻
を
わ
ざ
と
振
る
や
う
に
歩

い
て
ゐ
て
も
、
何
処
か
鄙
び
た
寂
し
さ
が
あ
る
。」（「
江
南
遊
記
」「
十
四
　
蘇

州
城
内
（
中
）」）
と
述
べ
、
決
し
て
ハ
イ
カ
ラ
な
女
性
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
。

北
京
で
近
代
的
な
女
性
を
見
る
と
、「
新
月
北
京
の
天
に
懸
り
、
ご
み
ご
み
し

た
る
往
来
に
背
広
の
紳
士
と
腕
を
組
み
た
る
新
時
代
の
女
子
の
通
る
の
を
見

る
。
あ
あ
言
ふ
連
中
も
必
要
さ
へ
あ
れ
ば
、
忽
―
斧
は
揮
は
ざ
る
に
も
せ
よ
、

斧
よ
り
も
鋭
利
な
る
一
笑
を
用
ゐ
、
御
亭
主
の
脳
味
噌
を
と
ら
ん
と
す
る
な
る

べ
し
。」
と
想
像
し
、「
新
時
代
の
女
子
」
を
残
酷
な
人
間
と
し
て
認
識
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
帰
国
す
る
直
前
、
天
津
で
、
今
回
の
中
国
旅
行
を

振
り
返
る
芥
川
の
感
想
に
も
、「
支
那
の
学
生
で
も
断
髪
し
て
ゐ
る
婦
人
で
も

非
常
に
新
ら
し
が
つ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
実
際
は
一
種
の
カ
ブ
レ
で
あ
る
か
ら
頗

る
危
険
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。」
と
い
う
批
判
も
見
ら
れ
た
。

四

　
次
に
、
大
正
十
年
の
中
国
旅
行
の
見
聞
を
材
料
に
し
て
、
大
正
十
五
年
一
月

に
発
表
さ
れ
た
「
湖
南
の
扇
」
を
見
て
い
き
た
い
。
主
人
公
の
玉
蘭
は
、
芥
川

の
中
国
旅
行
後
に
書
い
た
唯
一
の
中
国
人
女
性
で
あ
る
。
大
正
十
五
年
と
い
う

時
点
で
、
す
で
に
死
を
間
近
に
控
え
た
芥
川
は
、
旅
行
中
に
出
会
っ
た
中
国
女

性
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
玉
蘭
を
創
り
上
げ
た
に
違
い
な
い
。
ま
ず
先
行
研
究

に
お
け
る
玉
蘭
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
吉
田
精
一
は「
小
説
と
し
て
よ
り
も
、旅
行
記
の
一
節
と
い
っ
た
や
う
な
淡
々

と
し
た
味
が
あ
り
、
苦
心
の
わ
り
に
報
い
ら
れ
な
い
」
と
評
す
る
。
紅
野
敏
郎

は
「「
わ
た
し
は
喜
ん
で
わ
た
し
の
愛
す
る
…
…
黄
老
爺
の
血
を
味
は
ひ
ま
す
」

と
い
う
こ
と
ば
を
聞
い
た
と
き
、「
僕
は
体
の
震
へ
る
の
を
感
じ
た
」
と
は
書

い
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
ヤ
マ
バ
は
こ
の
前
後
の
一
瞬
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
一
人
の
こ
の
美
し
い
女
性
の
、
し
た
た
か
な
気
質
に
大
き
な
意
味

を
発
見
し
た
故
に
、
一
編
の
物
語
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
、

「
あ
ま
り
に
も
芸
術
的
な
話
に
し
た
て
あ
げ
す
ぎ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

関
口
安
義
は
「
語
り
手
は
湖
南
の
民
、
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
中
国
人
の
情
熱
的

行
為
に
目
を
み
は
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。人
血
の
し
み
こ
ん
だ
ビ
ス
ケ
ッ
ト（
人

血
饅
頭
）
を
食
べ
る
と
い
う
の
は
、
無
病
息
災
に
な
る
と
い
う
迷
信
を
超
え
、

こ
こ
で
は
殺
さ
れ
た
愛
人
へ
の
レ
ク
イ
エ
ム
、
玉
蘭
と
い
う
女
の
情
熱
を
語
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
積
極
的
な
評
価
を
下
す
。
ま
た
、
劉
建
輝
は
「
女
主

人
公
に
代
表
さ
れ
る
湖
南
の
「
負
け
ぬ
気
の
強
い
」
土
地
柄
が
、
ど
こ
か
で
上

海
な
ど
で
目
に
し
て
い
た
あ
の
半
植
民
地
的
な
「
だ
ら
し
の
な
い
」
混
沌
と
比

較
さ
れ
て
い
る
」
と
認
識
し
て
い
る
。

　
以
上
の
先
行
研
究
か
ら
、
玉
蘭
を
「
し
た
た
か
な
気
質
」「
情
熱
的
」「
負
け

ぬ
気
の
強
い
」
と
い
う
女
性
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
実
は
、

芥
川
自
身
も
「
湖
南
の
扇
」
の
冒
頭
に
「
僕
は
湖
南
へ
旅
行
し
た
時
、
偶
然
ち

よ
つ
と
小
説
じ
み
た
下
の
小
事
件
に
遭
遇
し
た
。
こ
の
小
事
件
も
こ
と
に
よ
る

と
、
情
熱
に
富
ん
だ
湖
南
の
民
の
面
目
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な

い
。」
と
書
き
、「
情
熱
に
富
ん
だ
」
湖
南
人
を
書
き
た
い
と
意
図
を
示
す
。
こ

こ
で
の

｢

僕｣

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
芥
川
の
分
身
で
あ
る
。
芥
川
が
湖
南
省

の
首
府
長
沙
を
訪
れ
た
日
は
、
大
正
十
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
六
月
一
日
ま
で

の
三
泊
四
日
で
あ
る
。
彼
の
書
簡
に
あ
る
、「
長
沙
に
来
り
葉
徳
輝
の
蔵
書
を

見
た
り
」、「
長
沙
は
湘
江
に
望
ん
だ
町
だ
が
、
そ
の
所
謂
清
湘
な
る
も
の
も
一

面
の
濁
り
水
だ
　
暑
さ
八
十
度
を
越
へ
て
ゐ
る
　
バ
ン
ド
の
柳
の
外
に
は
町
中

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（
32
）
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殆
樹
木
を
見
ぬ
　
此
処
の
名
物
は
新
思
想
と
チ
ブ
ス
だ
」
な
ど
の
記
述
か
ら

も
、
湖
南
に
来
た
事
実
が
分
か
る
。

　
ヒ
ロ
イ
ン
の
玉
蘭
が
愛
人
の
血
に
染
込
ま
せ
た
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
食
べ
た
の
を

目
撃
し
た
「
僕
」
は
、
玉
蘭
が
負
け
ず
嫌
い
で
情
熱
的
な
女
に
見
え
、
小
説
を

仕
上
げ
た
と
い
う
。
で
は
、
次
に
本
文
か
ら
玉
蘭
の
人
物
造
型
を
確
認
し
て
み

よ
う
。「
僕
」
が
最
初
に
玉
蘭
を
見
た
場
面
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
顋
の
四
角
い
彼
女
の
顔
は
唯
目
の
大
き
い
と
言
ふ
以
外
に
格
別
美
し
い

と
は
思
は
れ
な
か
つ
た
。
が
、
彼
女
の
前
髪
や
薄
い
黄
色
の
夏
衣
裳
の
川

風
に
波
を
打
つ
て
ゐ
る
の
は
遠
目
に
も
綺
麗
に
違
ひ
な
か
つ
た
。

 

（
全
集
第
十
三
巻
）

　
引
用
文
か
ら
分
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
玉
蘭
は
「
格
別
美
し
い
」
女
性
で
は

な
い
よ
う
で
、「
僕
」
も
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
次
に
「
僕
」

が
玉
蘭
を
見
た
の
は
妓
館
の
中
で
あ
る
。

　
彼
女
は
外
光
に
眺
め
る
よ
り
も
幾
分
か
は
美
し
い
の
に
違
ひ
な
か
つ
た
。

少
な
く
と
も
彼
女
の
笑
ふ
度
に
エ
ナ
メ
ル
の
や
う
に
歯
の
光
る
の
は
見
事

だ
つ
た
の
に
違
ひ
な
か
つ
た
。
し
か
し
僕
は
そ
の
歯
並
み
に
お
の
づ
か
ら

栗
鼠
を
思
ひ
出
し
た
。
栗
鼠
は
今
で
も
不
相
変
、
赤
い
更
紗
の
布
を
下
げ

た
硝
子
窓
に
近
い
鳥
籠
の
中
に
二
匹
と
も
滑
ら
か
に
上
下
し
て
ゐ
た
。

 

（
傍
線
部
　
引
用
者
）

　
右
の
文
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
最
初
遠
く
か
ら
玉
蘭
を
見
た
と
き
、
あ
ま
り

感
心
し
な
か
っ
た
様
子
で
あ
る
。
次
に
、
妓
館
の
中
で
玉
蘭
を
見
た
と
き
、「
お

の
づ
か
ら
栗
鼠
を
」
思
い
出
し
た
と
い
う
。
実
は
「
湖
南
の
扇
」
を
読
む
と
、

「
栗
鼠
」
と
い
う
言
葉
が
、
重
要
な
小
道
具
で
あ
る
こ
と
に
す
ぐ
気
づ
く
。
こ

の
小
道
具
に
よ
っ
て
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
性
格
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

　
妓
館
に
入
っ
て
来
る
と
き
、「
僕
」
の
目
に
、「
こ
の
部
屋
の
天
井
の
隅
に
は

針
金
細
工
の
鳥
籠
が
一
つ
、
硝
子
窓
の
側
に
ぶ
ら
下
げ
て
あ
つ
た
。
そ
の
又
籠

の
中
に
は
栗
鼠
が
二
匹
、
全
然
何
の
音
も
立
て
ず
に
止
ま
り
木
を
上
つ
た
り
下

つ
た
り
し
て
ゐ
た
。」
と
い
う
光
景
が
目
に
映
る
。
そ
れ
か
ら
、
最
初
に
栗
鼠

を
見
た
せ
い
か
、
又
妓
館
の
妓
女
た
ち
を
栗
鼠
と
し
て
想
像
し
た
の
か
、
芥
川

は
、
右
の
場
面
以
後
も
、
栗
鼠
を
何
回
も
登
場
さ
せ
る
。
妓
館
で
会
っ
た
妓
女

の
林
大
嬌
を
、「
テ
ニ
ス
か
水
泳
か
の
選
手
ら
し
い
体
格
も
具
へ
て
ゐ
た
。
僕

は
こ
う
言
う
彼
女
の
姿
に
美
醜
や
好
悪
を
感
ず
る
よ
り
も
妙
に
痛
切
な
矛
盾
を

感
じ
た
。
彼
女
は
実
際
こ
の
部
屋
の
空
気
と
、
―
殊
に
鳥
籠
の
中
の
栗
鼠
と
は

吊
り
合
は
な
い
存
在
に
違
ひ
な
か
つ
た
」
と
言
い
、
体
格
の
良
い
彼
女
が
「
殊

に
鳥
籠
の
中
の
栗
鼠
と
は
吊
り
合
は
な
い
」
と
強
調
す
る
。
こ
こ
で
、
体
格
の

い
い
林
大
嬌
よ
り
、
玉
蘭
の
ほ
う
が
は
る
か
に
「
栗
鼠
」
に
似
合
う
存
在
で
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。「
細
い
金
縁
の
眼
鏡
を
か
け
た
」「
夏
衣
装
に
ダ
イ
ア

モ
ン
ド
を
い
く
つ
も
輝
か
せ
て
い
た
」
と
い
う
林
大
嬌
の
外
見
か
ら
見
て
も
、

そ
の
後
の
彼
女
の
行
動
か
ら
見
て
も
、
林
大
嬌
は
「
栗
鼠
」
に
似
合
わ
な
い
強

い
存
在
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
林
大
嬌
は
、
お
母
さ
ん
を
出
迎
え
る
と
言
っ
て
、

実
際
に
彼
氏
を
出
迎
え
た
含
芳
に
、「
突
然
林
大
嬌
は
持
つ
て
ゐ
た
巻
煙
草
に

含
芳
を
指
さ
し
、
嘲
る
や
う
に
何
か
言
ひ
放
つ
た
」
と
い
う
強
い
態
度
を
示
す
。

そ
の
よ
う
な
林
大
嬌
と
比
べ
る
と
、
玉
蘭
は
か
よ
わ
く
、
従
順
で
、
鳥
籠
に
鎖

さ
れ
る
栗
鼠
の
よ
う
な
存
在
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
栗
鼠
」
と
い
う
小

道
具
を
使
っ
て
二
人
を
対
比
さ
せ
、人
物
像
を
一
層
鮮
明
に
押
し
出
す
こ
と
が
、

芥
川
の
狙
い
で
あ
ろ
う
。

（
33
）
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し
か
し
、
強
気
の
林
大
嬌
に
、
黄
老
爺
の
血
が
し
み
こ
ん
だ
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を

勧
め
る
場
面
を
見
る
と
、「
林
大
嬌
は
ち
よ
つ
と
顔
を
し
か
め
、
斜
め
に
彼
の

手
を
押
し
戻
し
た
」
と
い
う
、
ま
さ
に

｢

栗
鼠｣

に
似
合
う
行
動
を
取
る
。
普

通
に
考
え
る
と
、
林
大
嬌
の
行
動
は
お
か
し
く
な
い
。
死
人
の
血
が
し
み
こ
ん

だ
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
女
性
は
、
い
く
ら

｢

無
病
息
災｣

と

言
わ
れ
て
も
、
食
べ
な
い
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
、「
僕
」
は
、「
栗
鼠
」

の
よ
う
な
玉
蘭
が
、
血
の
し
み
こ
ん
だ
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
食
べ
、「
わ
た
し
は
喜

ん
で
わ
た
し
の
愛
す
る
…
…
黄
老
爺
の
血
を
味
は
ひ
ま
す
。
あ
な
た
が
た
も
ど

う
か
わ
た
し
の
や
う
に
、
：
：
：
あ
な
た
が
た
の
愛
す
る
人
を
…
…
」
と
い
う

強
気
な
言
葉
を
吐
い
た
の
を
目
撃
し
て
驚
い
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
鳥
籠
の
中
に

鎖
さ
れ
る
「
栗
鼠
」
に
似
合
わ
な
い
行
動
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
は
る
か
に
「
僕
」
の
想
像
を
超
え
た
玉
蘭
を
見
て
、「
僕
」

の
受
け
た
衝
撃
は
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
玉
蘭
は
、
明
ら
か
に
伝
統

的
な
金
花
と
違
う
性
格
を
持
つ
女
性
だ
か
ら
で
あ
る
。父
親
の
た
め
に
生
き
る
、

ま
だ
近
代
的
な
自
我
が
目
覚
め
て
い
な
い
金
花
と
異
な
り
、
玉
蘭
の
言
動
か
ら

は
、
金
花
の
よ
う
な
従
順
や
無
反
抗
な
イ
メ
ー
ジ
が
感
じ
ら
れ
な
い
反
面
、
情

熱
的
で
且
つ
反
抗
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
感
じ
取
れ
る
。
玉
蘭
の
よ
う
な
女
性

を
描
く
こ
と
は
「
湖
南
の
扇
」
の
創
作
意
図
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
大
正
十
年
の
中
国
旅
行
中
、
長
沙
に
滞
在
し
た
芥
川
は
、
長
沙
の
女
子
師
範

学
校
に
附
属
す
る
高
等
小
学
校
を
参
観
し
た
。こ
の
こ
と
が「
雑
信
一
束
」
の「
学

校
」
に
書
か
れ
て
あ
る
。
そ
の
中
に
「
女
学
生
は
皆
排
日
の
為
に
鉛
筆
や
何
か

を
使
は
な
い
か
ら
、
机
の
上
に
筆
硯
を
具
へ
、
幾
何
や
代
数
を
や
つ
て
ゐ
る
始

末
だ
。
次
手
に
寄
宿
舎
も
一
見
し
た
い
と
思
ひ
、
通
訳
の
少
年
に
掛
け
合
つ
て

貰
ふ
と
、
教
師
愈
仏
頂
面
を
し
て
曰
、「
そ
れ
は
お
断
り
申
し
ま
す
。
先
達
も

こ
こ
の
寄
宿
舎
へ
は
兵
卒
が
五
六
人
闖
入
し
、
強
姦
事
件
を
惹
き
起
し
た
後
で

す
か
ら
！
」」
と
い
う
箇
所
が
あ
る
。
江
口
渙
は
『
わ
が
文
学
半
生
記
』
に
お
い

て
、
芥
川
が
自
分
に
述
べ
た
長
沙
師
範
学
校
参
観
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
回

想
す
る
。

　
女
学
生
た
ち
は
日
本
が
帝
国
主
義
的
侵
略
を
や
め
る
ま
で
は
断
じ
て
こ

の
運
動
は
や
め
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
決
意
と
闘
志
の
は
げ
し
さ
を

実
際
に
見
た
と
き
、
芥
川
は
も
う
少
し
で
涙
が
出
そ
う
に
な
る
ほ
ど
の
感

動
に
打
た
れ
た
、
と
い
っ
て
い
た
。「
中
国
人
と
い
う
民
族
は
全
く
た
い

し
た
民
族
だ
ね
。
い
ま
に
見
た
ま
え
。
い
ま
に
、
君
。
中
国
は
た
い
し
た

国
に
な
る
よ
。」

　
こ
の
話
の
あ
と
で
芥
川
は
感
慨
ぶ
か
い
表
情
と
と
も
に
こ
う
つ
け
加
え
た
。

　
女
子
学
生
の
激
し
い
排
日
運
動
に
感
動
を
覚
え
た
芥
川
は
、
湖
南
人
の
「
決

意
と
闘
志
の
は
げ
し
さ
」
に
心
が
動
か
さ
れ
て
「
湖
南
の
扇
」
を
作
り
上
げ
た

と
い
う
見
方
も
提
示
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
「
湖
南
の
扇
」
の
冒
頭
に
書
か
れ
て

い
る
「
広
東
に
生
れ
た
孫
逸
仙
等
を
除
け
ば
、
目
ぼ
し
い
支
那
の
革
命
家
は
、

―
黄
興
、
蔡
鍔
、
宋
教
仁
等
は
い
づ
れ
も
湖
南
に
生
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
勿
論

曾
国
藩
や
張
之
洞
の
感
化
に
も
よ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
の
感
化
を
説

明
す
る
為
に
は
や
は
り
湖
南
の
民
自
身
の
負
け
ぬ
気
の
強
い
こ
と
も
考
へ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。」
と
い
う
記
述
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
革
命
家
は
言
う
ま
で
も

な
い
が
、
ま
だ
幼
い
女
子
学
生
も
こ
の
よ
う
な
負
け
ぬ
気
の
強
い
気
質
を
持
っ

て
い
る
こ
と
に
、
芥
川
は
深
く
心
が
打
た
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
負
け
ぬ
気
の

強
い
湖
南
人
を
書
く
た
め
に
、
芥
川
は
、
芸
者
の
玉
蘭
を
そ
の
代
表
と
し
て
選

ん
だ
。
何
故
芸
者
を
選
ん
だ
か
と
い
う
と
、
芥
川
は
中
国
滞
在
中
、
何
回
か
芸

者
と
同
席
し
た
経
験
が
あ
っ
た
た
め
、
リ
ア
ル
に
書
け
る
か
ら
だ
と
推
測
で
き

（
34
）

（
35
）

（
36
）
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る
。

　
芥
川
が
、
西
洋
と
日
本
帝
国
に
侵
略
さ
れ
て
い
た
当
時
の
中
国
で
生
き
て
い

る
負
け
ず
嫌
い
、
反
抗
的
な
性
格
を
持
つ
中
国
人
女
性
を
描
い
た
こ
と
は
、
彼

の
旅
行
中
の
中
国
人
女
性
、
ひ
い
て
は
、
当
時
の
中
国
人
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ

の
現
わ
れ
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
芥
川
は
「
湖
南
の
扇
」
を
「
将

軍
」
や
「
桃
太
郎
」
と
い
っ
た
作
品
の
続
き
と
し
て
、
彼
自
身
の
帝
国
主
義
侵

略
者
へ
の
抗
議
を
示
し
た
と
も
言
え
よ
う
。

五

　
読
書
か
ら
得
た
「
南
京
の
基
督
」
に
お
け
る
伝
統
的
な
金
花
と
、
中
国
旅
行

後
に
書
い
た
「
湖
南
の
扇
」
に
反
映
さ
れ
た
、
負
け
ぬ
気
の
強
い
玉
蘭
と
の
比

較
を
見
る
と
、
大
正
十
年
の
中
国
旅
行
に
よ
る
芥
川
の
中
国
人
女
性
観
の
変
化

が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
時
代
の
中
国
の
妓
女
を
描
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

谷
崎
と
芥
川
と
で
は
、
読
者
に
提
示
す
る
中
国
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
全
く
異
な

る
。
こ
の
旅
行
な
し
で
は
、
玉
蘭
の
よ
う
な
中
国
人
女
性
像
は
、
決
し
て
生
ま

れ
て
来
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
愛
人
の
血
が
染
み
込
ん
だ
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
食
べ
る

玉
蘭
が
ま
だ
近
代
的
な
女
性
で
あ
る
と
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、し
か
し
、

作
者
の
芥
川
は
、
玉
蘭
の
人
物
像
に
排
日
運
動
に
参
加
し
て
い
る
女
子
生
徒
を

重
ね
た
に
違
い
な
い
。
強
い
て
言
う
と
、
芥
川
は
激
動
の
時
代
を
生
き
る
負
け

ぬ
気
の
強
い
中
国
人
女
性
に
、
近
代
中
国
の
鼓
動
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）「
芥
川
龍
之
介
『
支
那
遊
記
』
の
世
界
」「
国
語
と
国
文
学
」
一
九
九
一
年
九
月

（
２
）「
改
造
」
一
九
二
九
年
八
月

（
３
）「「
南
京
の
基
督
」
論
」「
文
芸
と
思
想
」
福
岡
女
子
大
学
　
一
九
七
六
年
二
月

（
４
） 「
解
説
」
芥
川
龍
之
介
『
南
京
の
基
督
』
角
川
文
庫
　
一
九
五
六
（
昭
和
三
十
一
）

年
九
月

（
５
）「
作
品
解
説
」　『
杜
子
春
・
南
京
の
基
督
』
角
川
文
庫
　
一
九
六
八
年
一
〇
月
二
〇
日

（
６
）「
地
底
に
潜
む
も
の
―
「
南
京
の
基
督
」
前
後
」「
国
語
と
国
文
学
」
一
九
七
一
年
一
月

（
７
）「
芥
川
龍
之
介
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
」「
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
五
八
年
八
月

（
８
） 「
中
央
公
論
」
第
四
十
年
第
一
号
　
一
九
二
五
（
大
正
十
四
）
年
一
月
一
日
　
全
集

第
十
二
巻

（
９
） 「
支
那
趣
味
」
と
い
う
言
葉
が
最
初
に
現
れ
た
の
は
一
九
二
二
（
大
正
十
一
）
年
一

月
号
の
「
中
央
公
論
」
で
あ
っ
た
。
一
月
号
の
「
中
央
公
論
」
に
、「
支
那
趣
味
の

研
究
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
、
五
篇
の
文
章
が
並
ん
だ
。
小
杉
未
醒
「
唐
土
雑

観
」、
佐
藤
功
一
「
私
の
支
那
趣
味
観
」、
伊
藤
忠
太
「
住
宅
か
ら
見
た
支
那
」、
後

藤
朝
太
郎
「
支
那
文
人
と
文
房
具
」、
谷
崎
潤
一
郎
「
支
那
趣
味
と
云
ふ
こ
と
」
と

い
う
順
番
で
あ
る
。そ
れ
以
来
、「
支
那
趣
味
」と
い
う
言
葉
は
ま
た
た
く
間
に
広
が
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
10
）
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
芥
川
蔵
書
目
録
に
よ
る
。

（
11
）
石
川
忠
久
編
　
汲
古
書
院
　
一
九
八
二
（
昭
和
五
十
七
）
年
三
月

（
12
） 

芥
川
の
蔵
書
に
あ
る
。
李
昉
な
ど
撰
　
談
愷
校
刊
　
唐
詩
同
校
　
黄
晟
校
刊
　
道
光

二
十
六
鐫

（
13
）
芥
川
の
蔵
書
に
あ
る
。
瞿
佑
著
　
洪
武
十
一
序

（
14
）
芥
川
の
蔵
書
に
あ
る
。
散
鶴
山
人
原
稿
　
光
緒
二
十
三
年
石
印

（
15
）
芥
川
の
蔵
書
に
あ
る
。
王
理
堂
著
　
民
国
十
年

（
16
）「
中
央
公
論
」
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
四
月
　
全
集
第
六
巻

（
17
）「
改
造
」
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
十
月
　
遺
稿
　
全
十
第
十
六
巻

（
18
）「
秦
淮
の
夜
」
の
初
出
は
大
正
八
年
の
「
中
外
」
で
あ
る
。

（
19
） 「
西
南
民
族
大
学
学
報
・
人
文
社
科
版
」
第
十
一
期
　
二
〇
〇
五
年
九
月
　
原
文
は
「
仔

细
阅
读
作
品
后,

我
们
感
到
这
件
强
加
在
少
女
身
上
的
宗
教
外
衣
是
多
么
勉
强
。
与

其
说
宋
金
花
的
这
种
高
尚
行
为
是
基
督
耶
稣
感
召
的
结
果,

倒
不
如
说
这
是
数
千
年

的
中
华
传
统
文
化
濡
染
的
结
晶
」
で
あ
る
。

（
20
）「
江
南
遊
記
」「
十
六
　
天
平
と
霊
巌
と
（
上
）」
全
集
第
八
巻

（
21
） 「
新
芸
術
家
の
眼
に
映
じ
た
支
那
の
印
象
」「
日
華
公
論
」
第
八
巻
第
八
号
　

一
九
二
一
（
大
正
十
）
年

（
22
）
一
九
一
九
年
七
月
発
刊

（
23
）「
湘
江
評
論
」
二
―
四
期
、
一
九
一
九
年
七
月
二
十
一
日
、
二
十
八
日
、
八
月
四
日

（
24
）「
江
南
遊
記
」「
十
一
、
西
湖
（
六
）

（
25
）「
上
海
遊
記
」「
十
四
、
罪
悪
」

（
37
）

（
38
）
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（
26
）
同
注
⑱

（
27
） 「
湖
南
の
扇
」
は
初
刊
本
『
湖
南
の
扇
』、
全
集
第
十
三
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
草

稿
が
『
芥
川
龍
之
介
資
料
集
』（
山
梨
県
立
文
学
館
　
一
九
九
三
年
一
一
月
三
日
）

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
28
）『
芥
川
龍
之
介
』
三
省
堂
　
一
九
四
二
年
十
二
月

（
29
） 『
近
代
日
本
文
学
誌
―
本
・
人
・
出
版
社
』
紅
野
敏
郎
　
早
稲
田
大
学
出
版
部
　

一
九
八
八
年
十
月

（
30
） 『
特
派
員
　
芥
川
龍
之
介
―
中
国
で
何
を
視
た
の
か
―
』
毎
日
新
聞
社
　
一
九
九
七

年
二
月

（
31
）『
魔
都
上
海
』
劉
建
輝
　
講
談
社
　
二
〇
〇
〇
年
六
月

（
32
）
一
九
二
一
（
大
正
十
）
年
五
月
三
十
一
日
　
石
田
幹
之
助
宛

（
33
） 

一
九
二
一
（
大
正
十
）
年
五
月
三
十
一
日
　
滝
井
孝
作
宛
　
ち
な
み
に
、
こ
の
書
簡

に
あ
る
「
八
十
度
」
は
摂
氏
二
六
・
七
度
に
当
た
る
。

（
34
）
初
出
未
詳
　
初
刊
本
『
支
那
遊
記
』
改
造
社
　
一
九
二
五
年
十
一
月
　
全
集
十
二
巻

（
35
）『
わ
が
文
学
半
生
記
』
江
口
渙
著
　
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
　
一
九
八
九
年
十
月

（
36
）『
支
那
遊
記
』（
改
造
社
　
一
九
二
五
年
十
一
月
）
に
そ
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

（
37
） 

一
九
二
二
（
大
正
十
一
）
年
一
月
一
日
発
行
の
「
改
造
」
第
四
巻
第
一
号
に
掲
載
さ

れ
、
の
ち
『
将
軍
』『
沙
羅
の
花
』『
芥
川
龍
之
介
集
』
に
収
め
ら
れ
た
。

（
38
） 

一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
七
月
一
日
発
行
の
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
第
三
年
第
二
八

号
に
掲
載
さ
れ
た
。

　
本
文
で
の
芥
川
作
品
の
引
用
は
す
べ
て
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』（
二
十
四
巻
）
岩
波
書
店

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

王
　
書
瑋
　
北
京
科
技
大
学
外
国
語
学
院


