
周
作
人
の
対
日
連
帯
感
情

－
明
治
以
来
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
及
ぴ
東
洋
情
緒
と
の
関
係
1

趨

京
　
　
　
華

（135）周作人の対目連帯感惰

　
卓
越
し
た
日
本
文
化
理
解
者
で
あ
る
周
作
人
（
一
八
八
五
｛
一

九
六
七
）
の
目
本
観
を
支
え
て
い
る
の
は
彼
の
生
涯
に
維
持
し
続

け
た
対
目
連
帯
感
情
で
あ
る
。
日
本
留
学
経
験
を
持
つ
人
間
と
し

て
、
こ
の
感
惰
の
形
成
は
当
然
な
が
ら
、
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
方

面
と
関
わ
っ
て
い
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
中
で
最
も
重
要

な
関
わ
り
は
、
お
よ
そ
三
つ
の
要
素
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一

つ
は
青
年
時
代
の
六
年
間
の
留
学
体
験
、
と
く
に
明
治
の
、
日
露

戦
争
前
後
か
ら
目
本
国
民
の
間
に
広
が
う
て
い
る
ア
ジ
ア
意
識
、

あ
る
い
は
素
朴
な
汎
ア
ジ
ア
主
義
と
い
う
社
会
思
潮
の
感
化
。
も

う
一
つ
は
明
治
末
年
か
ら
大
正
時
期
に
か
け
て
の
東
洋
学
復
興
気

運
の
中
で
現
れ
た
、
目
本
人
の
目
本
文
化
研
究
著
作
か
ら
の
影
響
。

そ
し
て
第
三
は
、
永
井
荷
風
、
谷
崎
潤
一
郎
ら
を
代
表
と
す
る
日

本
文
人
の
、
「
文
明
開
化
」
の
贋
物
性
に
抗
議
し
、
失
わ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
文
化
」
を
追
慕
す
る
、
い
わ
ゆ
る
文
学
上
の
「
反
近
代
の
恩
想
」

や
伝
統
回
帰
に
伴
っ
て
現
れ
た
東
洋
情
緒
へ
の
共
感
で
あ
る
。
大

正
時
期
の
東
洋
学
の
系
譜
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
、
筆
者
は
す

で
に
別
の
論
文
で
触
れ
た
の
で
、
本
文
で
は
お
も
に
、
第
一
と
第

三
の
要
索
に
注
目
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
周
作
人
の
目
本
観
の
根
底

に
あ
る
対
日
連
帯
感
情
や
そ
の
複
雑
な
形
成
・
変
化
の
過
程
を
窺

い
た
い
。

　
周
作
人
の
対
目
連
帯
感
情
が
彼
の
日
本
留
学
時
期
、
つ
ま
り
明

治
末
年
に
流
行
っ
て
い
る
汎
ア
ジ
ア
民
族
主
義
と
繋
が
づ
て
い
る

こ
と
は
、
す
で
に
木
山
英
雄
氏
の
『
北
京
苦
住
庵
記
』
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
指
摘
に
よ
れ
ぽ
、
周
作
人
の
目
本
観
及
び
対
日

感
情
は
目
露
戦
争
以
来
、
日
本
国
民
の
間
に
広
が
り
、
そ
し
て
志

士
浪
人
の
支
援
を
受
け
た
清
末
革
命
運
動
の
中
に
も
あ
っ
た
、
汎
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ア
ジ
ア
主
義
の
連
帯
感
情
と
つ
ら
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

後
日
本
人
が
そ
れ
を
裏
切
っ
た
と
い
う
現
実
に
よ
り
、
そ
の
日
本

観
は
結
局
、
彼
の
現
実
的
悲
観
に
し
か
結
び
つ
か
ず
、
二
十
年
代

か
ら
着
手
し
て
き
た
「
日
本
研
究
」
も
、
「
賢
哲
」
に
代
表
さ
れ

る
文
化
日
本
と
、
「
英
雄
」
に
代
表
さ
れ
る
軍
国
日
本
を
統
一
的

に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
精
神
と
歴
史
を
分
裂
さ
せ
た
ま
ま
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

中
断
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
木
山
氏
の
観
点
は
と
く

に
、
周
作
人
の
日
本
観
を
広
範
な
近
代
ア
ジ
ア
に
お
け
る
独
自
な

歴
史
発
展
の
背
景
の
下
に
置
い
て
観
察
し
な
が
ら
そ
の
複
雑
な
構

造
を
見
極
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
示
唆
に
富
む
指
摘

を
受
け
、
さ
ら
に
そ
の
対
日
連
帯
感
情
の
■
形
成
過
程
、
つ
ま
り
、

汎
ア
ジ
ア
主
義
の
感
化
を
受
け
な
が
ら
、
後
に
日
本
の
大
ア
ジ
ア

主
義
の
大
陸
侵
略
へ
の
変
質
に
つ
れ
て
、
周
作
人
は
大
陸
浪
人
や

支
那
通
に
厳
し
い
批
判
を
行
う
時
期
を
経
て
、
つ
い
に
「
芸
術

家
」
荷
風
、
潤
一
郎
ら
の
「
反
近
代
」
や
東
洋
情
緒
に
共
鳴
す
る

の
に
至
っ
た
形
成
過
程
に
注
目
し
て
み
た
。
そ
し
て
こ
の
過
程
で
、

目
本
人
の
半
世
紀
に
及
ぶ
ア
ジ
ア
意
識
の
激
し
い
変
動
に
直
面
し

な
が
ら
、
日
本
文
化
に
親
し
む
周
作
人
に
は
そ
の
対
日
連
帯
感
情

も
「
奮
起
」
、
「
失
望
」
、
「
悲
哀
」
と
い
う
変
化
が
あ
っ
た
。
け
れ

ど
も
中
日
戦
争
の
直
前
に
至
る
ま
で
、
彼
は
な
お
両
国
は
同
じ
ア

ジ
ア
人
で
あ
っ
て
究
極
の
運
命
は
や
は
り
一
致
し
て
い
る
と
考
え

て
い
た
。
近
代
中
国
に
お
け
る
随
一
の
知
日
家
文
人
と
し
て
の
周

作
人
が
そ
の
対
日
連
帯
感
情
を
長
く
維
持
し
得
る
の
は
、
「
共
栄
」

の
理
想
で
は
な
く
、
「
共
苦
」
の
理
念
、
す
な
わ
ち
「
ア
ジ
ア
共

通
の
苦
し
み
」
な
い
し
「
東
洋
人
の
悲
哀
」
と
い
う
宿
命
的
歴
史

認
識
の
上
で
の
冷
静
な
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
筆
者

が
指
摘
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
一
九
四
〇
年
一
二
月
、
日
本
の
い
わ
ゆ
る
二
千
六
百
年
の
建
国

記
念
日
の
前
に
、
周
作
人
は
目
本
国
際
文
化
振
興
会
の
招
き
に
応

じ
て
「
日
本
之
再
認
識
」
を
書
き
、
そ
れ
は
翌
年
同
会
に
よ
っ
て

単
行
本
化
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
二
十
年
間
の

留
学
体
験
を
基
礎
に
し
て
、
文
学
・
芸
術
か
ら
民
俗
・
宗
教
に
及

ぷ
ま
で
、
日
本
文
化
を
観
察
し
て
い
く
、
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を

回
顧
し
た
後
、
自
ら
の
日
本
観
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
概
括
し
て

い
る
。

私
は
こ
の
よ
う
に
日
本
を
見
て
い
る
。
研
究
と
は
言
え
な

い
け
れ
ど
も
若
干
の
理
解
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
私
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は
当
時
日
本
を
一
つ
の
特
異
な
国
と
し
て
見
ず
、
自
分
の
理

解
し
う
る
と
こ
ろ
だ
け
に
注
意
を
払
い
、
他
の
国
と
の
相
違

を
見
出
そ
う
と
し
た
が
、
結
局
、
他
国
と
近
似
し
た
と
こ
ろ

を
多
く
さ
が
し
あ
て
た
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
日
本
の
特
徴
と

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
－
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の

東
亜
性
を
つ
く
づ
く
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
蓋
し
政
治
惰
勢
、

家
族
制
度
、
社
会
習
俗
、
文
字
技
術
の
伝
統
、
儒
釈
思
想
の

交
流
は
東
ア
ジ
ア
各
民
族
の
間
に
お
い
て
は
大
抵
大
同
小
異

で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
か
ら
着
目
し
て
見
て
い
け
ぱ
、
お
の
ず

と
理
解
し
や
す
い
ぱ
か
り
で
な
く
、
甚
だ
有
意
味
で
も
あ
る

と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
目
本
の
東
亜
性
」
の
発
見
は
自
分
に
と
っ
て
ど
ん
な

重
い
意
味
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
荷
風
の
『
江
戸
芸
術
論
』
に
あ

る
「
而
し
て
余
は
今
自
己
の
何
た
る
か
を
反
省
す
れ
ば
…
」
云
々

の
く
だ
り
を
引
い
た
後
に
、
彼
は
こ
う
説
明
し
て
い
る
。

　
永
井
氏
の
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
必
ず
し
も
私
の
そ

れ
と
全
く
同
じ
で
は
な
い
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
私
は
こ
れ

を
読
ん
で
非
常
に
感
動
し
た
。
思
う
に
文
学
や
芸
術
か
ら
全

東
洋
人
の
悲
哀
を
感
得
す
る
の
は
、
文
化
研
究
の
正
道
で
は

な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
亦
き
は
め
て
面
白
い
こ
と
で
は
あ
る

ま
い
か
。
私
は
「
東
京
を
懐
ふ
」
の
一
文
の
中
で
言
っ
て
お

い
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
い
か
に
中
国
と
日
本
と
が
敵
対
的

地
位
に
立
っ
て
い
よ
う
と
も
、
も
し
一
時
的
関
係
を
離
れ
て

永
久
的
姓
質
を
論
ず
る
時
は
、
両
者
は
と
も
に
生
ま
れ
な
が

ら
に
し
て
西
洋
と
遥
か
に
そ
の
運
命
と
境
遇
と
を
異
に
す
る

と
こ
ろ
の
東
洋
人
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
今
日
、
経
験
に

限
定
さ
れ
て
、
な
お
世
界
の
事
情
に
通
ず
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
も
知
れ
な
い
が
、
せ
め
て
東
洋
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
ま
あ
よ
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
自

分
の
才
力
の
及
ば
ぬ
こ
と
を
も
顧
み
ず
に
日
本
文
化
を
議
論

し
た
の
は
、
実
は
こ
の
意
味
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
己

を
知
り
彼
を
知
り
以
て
勝
を
制
せ
ん
こ
と
を
求
め
よ
う
と
い

う
の
で
は
な
く
、
「
吾
も
爾
も
な
ほ
彼
の
。
こ
と
し
」
と
い
う

王
陽
明
の
言
葉
に
感
じ
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
け
だ
し

彼
を
知
ろ
う
と
求
め
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
ほ
さ
ず
己
を
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
〕

ろ
う
と
す
る
た
め
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

自
ら
の
身
体
で
実
感
し
た
留
学
生
活
を
も
と
に
し
て
、
個
人
的
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気
質
上
最
も
関
心
し
愛
着
す
る
文
学
・
芸
術
、
民
俗
・
宗
教
の
視

野
か
ら
出
発
、
日
本
を
文
化
伝
統
に
お
い
て
共
通
す
る
東
ア
ジ
ア

の
一
国
（
特
異
な
国
で
は
な
い
）
と
見
な
し
そ
の
文
化
に
お
け
る

独
自
性
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
が
、
結
局
は
ア
ジ
ア
、
と
く
に
中

国
と
共
通
し
あ
う
「
東
亜
性
」
を
見
出
し
、
互
い
に
文
化
的
に
連

帯
し
て
い
る
運
命
を
痛
感
し
た
。
そ
し
て
、
近
代
中
目
両
国
の
国

家
関
係
の
極
め
て
難
し
い
現
実
を
前
に
し
て
、
彼
は
政
治
、
外
交

の
問
題
を
配
慮
し
な
が
ら
、
「
武
化
日
本
」
を
批
判
す
る
一
方
、

目
本
文
化
の
独
自
な
価
値
を
で
き
る
限
り
認
め
、
自
ら
の
日
本
観

を
打
ち
建
て
た
。
一
方
、
そ
の
日
本
観
の
根
底
に
あ
る
の
は
ほ
か

で
は
な
く
、
「
東
亜
性
」
認
識
の
上
で
維
持
し
て
き
た
対
目
連
帯

感
情
な
の
で
あ
る
。

　
革
命
と
戦
争
の
錯
綜
し
た
近
代
中
国
に
置
か
れ
な
が
ら
、
周
作

人
は
そ
の
一
生
を
通
じ
、
卓
越
し
た
才
能
と
優
れ
た
悟
性
を
も
づ

　
て
、
文
明
批
評
、
散
文
創
作
、
そ
し
て
日
本
文
化
論
と
い
う
文
学

や
恩
想
・
文
化
史
上
の
三
つ
の
奇
観
を
造
り
あ
げ
た
。
も
し
も
文

明
批
評
が
西
欧
近
代
に
お
け
る
個
人
解
放
の
諸
文
化
・
芸
術
の
恩

潮
と
、
王
充
、
李
卓
吾
、
愈
理
初
を
代
表
と
す
る
中
国
固
有
の
正

統
思
想
な
ら
ぬ
異
端
の
伝
統
か
ら
思
想
的
な
資
源
を
取
づ
て
い
る

・
と
す
る
な
ら
、
散
文
創
作
は
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
流
の
エ
ッ
セ
ー

や
三
千
年
の
歴
史
の
あ
る
本
国
の
文
章
芸
術
を
受
け
継
ぎ
、
新
時

代
の
個
性
主
義
精
神
を
取
り
入
れ
た
結
果
だ
っ
た
と
言
え
る
。
で

は
、
彼
の
目
本
文
化
論
、
つ
ま
り
目
本
観
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ

れ
た
の
か
、
そ
の
目
本
文
化
へ
の
愛
着
や
、
荷
風
、
潤
一
郎
な
ど

の
文
学
者
が
い
う
「
東
洋
人
の
悲
哀
」
へ
の
共
感
な
い
し
「
吾
も

爾
も
な
ほ
彼
の
、
こ
と
し
」
と
い
う
自
他
一
体
的
な
対
目
連
帯
感
情

は
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の
か
。
そ
れ
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、

恐
ら
く
次
の
い
く
つ
か
の
要
点
が
あ
る
。
日
本
留
学
の
経
験
、
個

人
的
性
格
上
の
好
み
（
個
人
の
性
分
）
、
反
清
排
満
の
種
族
革
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
よ
る
民
族
主
義
的
な
復
古
恩
想
（
恩
古
の
幽
情
）
な
ど
が
そ
う

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
周
作
人
自
身
は
あ
ま
り
語
っ
て
い
な
い
け

れ
ど
、
実
は
重
要
視
す
べ
き
も
う
一
つ
の
日
本
と
関
わ
っ
て
い
る

要
素
が
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
木
山
氏
が
す
で
に
示
唆
し
た
、

明
治
の
半
ば
頃
か
ら
「
文
明
開
化
」
に
お
け
る
全
面
的
西
洋
化
へ

の
反
動
と
し
て
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
、
お
よ
び
日
本
の
西
洋
模
倣
に

抵
抗
す
る
文
学
上
の
い
わ
ゆ
る
「
反
近
代
」
的
な
東
洋
情
緒
で
あ

る
。

　
一
九
四
三
年
一
月
、
『
留
目
同
学
会
季
刊
』
に
寄
せ
た
、
n
口
本

語
で
書
か
れ
た
「
日
本
留
学
の
思
い
出
」
の
中
で
、
周
作
人
は
留

学
時
期
に
実
感
し
た
明
治
末
年
の
時
代
雰
囲
気
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
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よ
う
に
追
憶
し
て
い
る
。
「
私
が
初
め
て
東
京
へ
行
き
ま
し
た
の

は
清
の
光
緒
三
十
二
年
即
ち
明
治
三
十
九
年
で
、
ち
や
う
ど
目
露

戦
争
が
終
わ
っ
て
か
ら
一
年
後
で
あ
り
ま
し
た
。
（
中
略
）
目
本

は
吾
々
に
二
つ
の
大
き
な
影
響
を
与
へ
て
く
れ
ま
し
た
。
一
つ
は

明
治
維
新
で
あ
り
、
一
つ
は
日
露
戦
争
で
あ
り
ま
す
。
当
時
中
国

の
知
識
階
級
の
人
達
は
祖
国
の
危
機
を
痛
感
し
、
い
か
に
し
て
国

を
救
ひ
い
か
に
し
て
西
洋
各
国
の
侵
略
よ
り
免
れ
得
る
か
を
憂
慮

し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
目
本
の
明
治
維
新
の
成
功
に
鑑
み

変
法
白
強
の
遺
を
発
見
し
て
非
常
に
奮
起
し
、
ま
た
目
本
が
露
西

亜
と
の
戦
ひ
に
勝
利
を
得
た
こ
と
を
知
り
少
な
か
ら
ず
勇
気
を
増

加
せ
し
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
西
洋
に
対
抗
し
て
東
亜
の

保
全
を
計
る
の
は
不
可
能
で
な
い
こ
と
を
悟
り
ま
し
た
」
。
「
も
し

も
こ
の
三
十
年
間
に
波
折
が
起
き
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

れ
ら
の
感
情
は
現
在
に
至
る
ま
で
持
続
さ
れ
、
そ
し
て
い
か
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

難
問
題
も
速
か
に
解
決
さ
れ
た
こ
と
と
思
ひ
ま
す
」
。
そ
こ
で
提

起
し
た
「
明
治
維
新
」
と
「
日
露
戦
争
」
と
い
う
二
つ
の
事
件
は

い
ず
れ
も
、
近
代
同
本
の
社
会
思
想
発
展
に
決
定
的
な
影
響
を
与

え
た
歴
史
的
な
出
来
事
で
あ
る
。
明
治
維
新
の
成
功
は
福
沢
諭
吉

の
「
脱
亜
」
と
い
う
言
葉
が
象
徴
し
た
よ
う
に
、
日
本
国
民
の
単

純
な
西
欧
崇
拝
や
遠
心
的
な
西
洋
文
明
へ
の
憧
れ
を
形
成
さ
せ
た
。

一
方
、
目
露
戦
争
の
勝
利
は
岡
倉
天
心
の
「
ア
ジ
ア
は
一
つ
」
と

い
う
言
語
が
表
現
し
た
よ
う
に
、
目
本
人
の
素
朴
な
ア
ジ
ア
志
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
〕

や
求
心
的
な
ア
ジ
ア
ヘ
の
郷
愁
を
い
っ
そ
う
助
長
し
た
。
周
作
人

が
強
く
感
じ
た
「
奮
起
」
が
明
治
維
新
か
ら
得
た
理
性
的
な
自
覚

だ
っ
た
と
い
え
る
な
ら
、
「
勇
気
」
は
ま
さ
に
日
露
戦
争
に
よ
り

広
が
る
汎
ア
ジ
ア
主
義
の
時
代
潮
流
か
ら
受
け
た
感
情
的
な
刺
激

で
あ
っ
て
、
後
に
彼
が
も
つ
東
ア
ジ
ア
は
一
つ
の
文
化
共
同
体
で

究
極
の
運
命
が
一
致
す
る
、
と
い
う
対
日
連
帯
感
情
の
基
礎
と
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
竹
内
好
の
『
昂
本
の
ア
ジ
ア
主
義
』
と
吉
本
隆
明
の
『
日
本
の

　
　
　
　
　
（
7
）

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
に
よ
れ
ぱ
、
明
治
以
来
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
思

潮
は
三
つ
の
発
展
段
階
が
あ
る
。
第
一
段
階
に
は
明
治
の
半
ぱ
，
こ

ろ
、
日
清
、
日
露
戦
争
の
勝
利
に
伴
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ

ッ
ク
な
情
緒
が
高
ま
り
つ
つ
、
東
亜
隣
国
と
の
連
帯
意
識
が
国
民

の
問
に
生
ま
れ
は
じ
め
た
。
こ
う
い
う
普
遍
的
な
民
族
感
情
は
実

際
、
明
治
以
来
、
西
洋
文
化
の
圧
倒
的
な
勢
カ
か
ら
身
を
守
ろ
う

と
す
る
防
衛
的
意
識
の
表
現
で
あ
り
、
民
族
主
体
性
の
回
復
あ
る

い
は
自
覚
の
現
れ
で
も
あ
る
。
岡
倉
天
心
の
『
東
洋
の
理
想
』
や

樽
井
藤
吉
の
『
大
東
合
邦
論
』
は
ア
ジ
ア
主
義
の
原
形
理
論
と
し

て
、
第
一
段
階
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
を
代
表
し
て
い
る
。
第
二
段
階
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は
明
治
末
年
よ
り
昭
和
初
年
に
か
け
て
の
時
期
の
こ
と
で
、
孫
文

の
中
国
革
命
党
と
深
い
関
係
を
も
つ
宮
崎
稻
天
、
吉
野
作
造
お
よ

ぴ
他
の
大
陸
浪
人
ら
は
中
国
革
命
へ
の
支
援
活
動
を
行
う
た
。
や

が
て
辛
亥
革
命
が
失
敗
、
日
本
国
内
に
は
軍
国
主
義
が
徐
々
に
台

頭
し
、
ア
ジ
ア
主
義
は
軍
人
政
治
と
合
流
し
つ
つ
、
反
動
的
方
向

に
向
か
い
は
じ
め
た
。
第
三
段
階
の
昭
和
十
年
か
ら
十
五
年
の
間

に
は
、
も
と
も
と
素
朴
な
ア
ジ
ア
志
向
が
つ
い
に
「
東
亜
協
同
体

論
」
に
変
わ
り
、
近
衛
声
明
の
理
論
根
拠
と
「
大
東
亜
共
栄
圏
」

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
ー
侵
略
主
義
の
空
虚
な
信
条
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
こ
の
段
階
の
代
表
的
な
人
物
、
尾
崎
秀
実
の
言
葉
を
借
り
れ

ぱ
、
そ
れ
は
日
本
知
識
人
の
た
め
の
「
一
個
の
現
代
の
神
話
・
夢

　
　
　
（
8
〕

た
る
に
終
」
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
．

　
も
し
周
作
人
が
明
治
以
来
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
と
何
ら
か
の
関
わ

り
を
も
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
主
と
し
て
第
一
段
階
の
恩

想
運
動
と
い
う
よ
り
は
一
個
の
時
代
潮
流
か
雰
囲
気
と
し
て
あ
っ

た
ア
ジ
ア
隣
国
同
士
と
の
連
帯
感
情
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
で
受

容
し
た
連
帯
感
情
は
政
治
的
な
も
の
で
は
な
く
、
周
作
人
に
と
っ

て
は
あ
く
ま
で
千
年
以
上
の
文
化
交
流
に
よ
る
習
俗
、
制
度
、
生

活
様
式
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
文
化
的
親
し
み
を
感
じ
る
、

と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
彼
が
「
蓋
し
政
治

情
勢
、
家
族
制
度
、
社
会
習
俗
、
文
字
技
術
の
伝
統
、
儒
釈
思
想

の
交
流
は
東
ア
ジ
ア
各
民
族
の
問
に
お
い
て
は
大
抵
大
同
小
異
で

あ
る
か
ら
」
と
い
う
こ
と
に
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
ア
ジ
ア

主
義
の
原
形
理
論
を
造
り
出
し
た
岡
倉
天
心
が
芸
術
美
学
、
宗
教

信
仰
か
ら
東
洋
文
明
に
共
通
し
あ
う
「
仁
愛
」
精
神
を
見
出
し
、

「
ア
ジ
ア
は
一
つ
」
と
い
う
発
想
が
で
き
た
よ
う
に
、
周
作
人
は

ま
ず
、
初
期
の
素
朴
な
ア
ジ
ア
主
義
の
連
帯
感
情
に
刺
激
を
受
け
、

の
ち
に
文
学
・
芸
術
や
習
俗
・
信
仰
か
ら
東
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
問

に
一
致
す
る
文
化
的
「
東
亜
性
」
を
見
つ
け
て
お
り
、
中
国
と
日

本
は
両
者
「
と
も
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
西
洋
と
遥
か
に
そ
の

運
命
と
境
遇
と
を
異
な
る
と
こ
ろ
の
東
洋
人
」
と
い
う
認
識
に
至

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
大
正
時
代
の
末
か
ら
軍
国
主
義
の
台
頭
と
経
済
、
貿

易
の
大
陸
進
出
に
伴
い
、
大
ア
ジ
ア
主
義
者
や
大
陸
浪
人
ら
が
初

期
ア
ジ
ア
主
義
の
索
朴
な
理
想
に
背
き
、
そ
の
多
く
は
「
目
本
帝

国
主
義
に
よ
る
ア
ジ
ア
侵
略
の
先
丘
ハ
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

し
て
朝
鮮
併
呑
、
大
陸
侵
略
の
事
実
を
見
た
こ
と
で
、
周
作
人
が

留
学
時
代
に
受
け
た
汎
ア
ジ
ア
主
義
の
連
帯
感
情
は
当
の
日
本
人

に
そ
れ
を
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
失
望
か
「
悲
哀
」
を
し

か
持
た
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
も
し
も
こ
の
三
十
年
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（141）周作人の対日連帯感情

問
に
波
折
が
起
き
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
…
…
L
う
ん
ぬ
ん
は

ま
さ
に
、
自
分
に
対
目
連
帯
感
情
を
抱
か
せ
た
汎
ア
ジ
ア
主
義
の

変
質
に
対
し
て
の
遺
憾
や
失
望
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
い
う
失
望
感
は
、
二
十
年
代
に
大
陸
浪
人
と
支
那
通
を
批

判
す
る
文
章
の
中
に
痛
烈
に
表
わ
れ
て
い
る
。
当
時
の
、
北
京
の

漢
文
新
聞
紙
『
順
天
時
報
』
や
『
北
京
週
報
』
に
拠
っ
て
い
る
浪

人
、
支
那
通
、
と
く
に
そ
の
末
流
は
ま
さ
に
、
辛
亥
革
命
失
敗
後
、

日
本
国
内
に
は
軍
国
主
義
が
徐
々
に
台
頭
し
、
ア
ジ
ア
主
義
は
軍

人
政
治
と
合
流
し
つ
つ
、
反
動
的
方
向
に
向
か
い
は
じ
め
た
、
と

い
う
時
代
背
景
の
下
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
日
本
内

閣
の
対
華
政
策
に
呼
応
し
、
腐
敗
し
た
申
国
軍
閥
政
権
を
擁
護
し

な
が
ら
、
多
く
の
理
不
尽
で
不
実
な
暴
論
を
盛
ん
に
発
表
し
て
い

る
。
周
作
人
は
、
一
九
二
四
年
か
ら
一
九
二
八
年
に
か
け
て
の
四

年
問
に
、
数
多
く
の
時
評
を
書
き
、
浪
人
、
支
那
通
が
「
薄
儀
出

宮
事
件
」
「
三
二
八
事
件
」
「
李
大
制
事
件
」
な
ど
を
め
ぐ
っ
て

発
し
た
暴
論
や
流
言
に
反
駁
し
な
が
ら
、
彼
ら
が
中
国
の
保
守
勢

カ
を
護
り
立
て
て
、
ひ
た
す
ら
革
新
運
動
を
壊
す
こ
と
、
ま
た
中

国
文
化
と
現
代
中
国
の
革
命
に
無
理
解
、
往
昔
の
ア
ジ
ア
連
帯
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

識
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
絶
望
の
感
を
い
っ
そ
う
強
め
た
。

彼
は
こ
う
言
う
一
「
打
明
け
て
い
え
ぱ
、
日
本
は
古
代
ギ
リ
シ
ア

と
並
ん
で
私
の
愛
す
る
国
柄
の
一
つ
で
あ
る
。
日
本
に
関
し
て
、

私
は
ギ
リ
シ
ア
の
場
合
と
同
じ
く
こ
れ
と
い
っ
た
研
究
を
し
て
い

な
い
が
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
好
き
な
の
だ
L
。
「
だ
が
私
は
つ

い
に
中
国
人
で
あ
る
。
中
国
の
も
の
ポ
多
く
は
好
き
だ
し
、
中
国

の
文
化
も
ま
た
多
く
は
私
に
と
り
親
密
で
捨
て
難
き
も
の
だ
」
。

そ
し
て
「
い
か
に
目
本
を
愛
し
て
も
、
私
の
意
見
は
結
局
同
本
の

普
通
人
と
大
き
く
隔
た
り
、
し
か
も
彼
ら
の
言
動
に
対
し
て
い
わ

ぱ
憤
怨
を
感
じ
な
い
で
は
す
ま
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
慣
ろ

し
い
の
は
私
の
中
国
人
と
し
て
の
自
尊
心
を
傷
つ
け
る
か
ら
だ
し
、

怨
め
し
い
の
は
私
の
日
本
へ
の
憧
僚
を
ぐ
ら
つ
か
せ
て
し
ま
う
た

（
1
0
）

か
ら
」
だ
。

　
と
は
い
え
、
周
作
人
の
対
同
連
帯
感
惰
や
日
本
文
化
へ
の
愛
着
、

お
よ
び
東
ア
ジ
ア
は
一
つ
の
文
化
共
同
体
で
究
極
の
運
命
が
一
致

す
る
、
と
い
う
認
識
は
全
く
無
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
現
実
の
危
機
は
彼
に
中
日
両
国
に
お
け
る
文
化
理
解

の
重
要
性
を
い
っ
そ
う
感
じ
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
上
記
の
漢
文

新
聞
『
順
天
時
報
』
な
ど
に
結
集
し
て
い
る
大
陸
浪
人
、
支
那
通

た
ち
を
激
し
く
非
難
す
る
時
で
も
、
日
本
側
の
要
請
に
応
じ
て

「
中
目
学
術
協
会
」
や
「
中
日
教
育
会
」
の
設
立
な
ど
に
力
を
尽

し
、
両
国
の
相
互
理
解
と
相
互
提
携
は
絶
対
に
必
要
だ
と
い
う
こ
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（
H
）

と
を
強
調
し
続
け
た
。

　
こ
れ
は
い
ず
れ
も
、
留
学
時
代
に
影
響
を
受
け
た
汎
ア
ジ
ア
主

義
的
な
連
帯
感
情
に
出
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
二
四

年
に
発
表
し
た
「
元
旦
試
筆
」
（
『
雨
天
的
書
』
所
収
）
で
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
主
義
を
信
じ
た
「
五
四
」
時
期
の
、
と
く
に
「
世
界
主

義
」
理
想
の
幻
滅
を
経
て
、
自
分
の
恩
想
は
今
再
び
ア
ジ
ア
主
義

お
よ
ぴ
民
族
主
義
に
戻
っ
た
と
、
周
作
人
は
宣
言
し
た
。
ま
た
一

九
＝
二
年
に
友
人
の
『
朝
鮮
童
話
集
』
に
寄
せ
た
序
文
で
、
申
・

目
・
韓
三
国
の
文
化
交
流
や
そ
の
重
要
性
を
重
視
す
る
、
こ
れ
ま

で
の
姿
勢
を
回
顧
し
た
後
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
朝
鮮
芸
術
に
関
す
る
私
の
知
識
は
李
朝
磁
器
の
僅
か
で
あ

り
、
そ
れ
も
柳
宗
悦
氏
の
著
作
か
ら
間
接
的
に
獲
た
も
の
で
、

と
て
も
解
り
に
く
い
芸
術
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
論
理
上
、

朝
鮮
芸
術
と
そ
の
価
値
を
重
視
し
て
お
り
、
以
前
の
意
見
は

少
し
も
変
わ
っ
て
な
い
。
私
は
自
分
の
意
見
が
や
や
迂
遠
で

現
実
と
か
け
離
れ
て
、
「
大
亜
細
亜
主
義
」
に
近
く
、
今
の

社
会
実
情
に
合
わ
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
知
っ
て
い
る
。
た

だ
両
者
（
朝
鮮
が
中
日
の
間
に
文
化
伝
播
の
役
を
努
め
た
こ

と
と
同
本
研
究
は
中
国
文
化
研
究
に
役
に
立
つ
こ
と
を
指
す
。

筆
者
）
は
と
も
に
事
実
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
ほ
か
な
い
。

中
目
韓
の
文
化
関
係
も
外
交
紛
争
も
大
昔
か
ら
の
こ
と
だ
っ

た
。
（
中
略
）
今
は
平
壌
仁
川
藩
陽
錦
州
の
大
暴
動
が
起
き

た
直
後
に
、
日
韓
の
芸
術
・
文
化
を
調
べ
、
そ
れ
を
理
解
、
。

鑑
賞
す
る
の
は
血
気
盛
ん
な
青
年
た
ち
に
と
っ
て
難
し
い
か

も
知
れ
な
い
が
、
や
は
り
我
々
が
努
め
る
べ
き
こ
と
だ
と

冷
一
。

層
う

　
ま
ず
、
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
序
文
を
書
い
た
日
付
が
一

九
三
一
年
一
〇
月
二
〇
日
で
、
九
・
月
一
八
日
の
満
州
事
件
が
起
き

た
一
ケ
月
ば
か
り
後
の
こ
と
、
そ
し
て
初
め
て
自
分
の
考
え
が

「
犬
亜
綱
亜
主
義
に
近
い
」
と
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
周
作
人
は

日
本
軍
国
主
義
者
が
中
国
を
併
呑
し
よ
う
と
す
る
現
実
を
無
視
し

た
わ
け
で
は
な
い
が
、
文
化
人
、
ま
た
は
日
本
文
化
を
愛
着
す
る

知
日
家
文
人
と
し
て
、
彼
が
ア
ジ
ア
で
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た

「
東
亜
性
」
や
そ
の
文
化
共
同
体
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
、
現
実

の
民
族
、
国
家
、
戦
争
と
い
う
問
題
か
ら
切
り
離
そ
う
と
し
た
こ

と
は
実
に
、
苦
し
い
選
択
だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ

に
青
年
時
代
に
汎
ア
ジ
ア
主
義
の
感
化
を
受
け
入
れ
て
抱
く
よ
う

に
な
う
た
対
日
連
帯
感
情
が
い
か
に
彼
の
日
本
観
に
影
響
を
及
ぽ

脳2



（143）周作人の対日連帯感惰

し
て
い
た
か
が
伺
わ
れ
る
。
こ
の
文
化
人
の
理
想
主
義
的
な
姿
勢

を
、
の
ち
に
書
か
れ
た
「
日
本
管
窺
の
二
」
で
宿
命
論
的
な
感
慨

を
込
め
て
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

　
　
日
本
の
今
昔
の
生
活
と
現
在
「
非
常
時
」
の
行
動
と
を
よ

く
よ
く
考
え
て
み
て
、
私
は
な
お
日
本
と
中
国
は
畢
尭
お
な

じ
ア
ジ
ア
人
で
あ
っ
て
、
盛
衰
禍
福
の
ほ
ど
は
目
下
異
な
る

　
に
せ
よ
、
究
極
の
運
命
は
や
は
り
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
は

　
っ
き
り
見
て
取
る
の
だ
。
ア
ジ
ア
人
は
つ
い
に
淘
汰
の
憂
目

。
を
免
れ
ぬ
の
か
、
そ
れ
を
思
う
と
荘
然
と
な
る
。
衣
食
住
を

語
っ
て
こ
ん
な
結
論
に
落
ち
て
は
、
じ
っ
さ
い
真
暗
な
宿
命

　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

論
と
い
う
ほ
か
に
な
い
。

　
留
学
以
来
、
日
本
民
族
の
目
常
生
活
に
残
る
、
中
国
南
方
の
庶

民
の
暮
ら
し
と
似
通
っ
て
い
る
古
い
民
俗
、
習
慣
か
ら
両
国
の
文

化
的
な
共
通
性
を
覚
え
、
さ
ら
に
千
年
以
上
の
文
化
交
流
の
歴
史
．

か
ら
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
共
通
の
「
東
亜
性
」
を
見
て
取
り
、
つ

い
に
「
同
じ
東
洋
人
と
し
て
」
の
、
歴
史
的
に
「
究
極
の
運
命
は

や
は
り
一
致
す
る
」
連
帯
意
識
に
至
る
、
と
い
う
よ
う
に
し
て
、

周
作
人
は
目
中
開
戦
の
直
前
に
、
自
ら
の
日
本
観
を
確
立
し
た
。

そ
の
四
十
年
余
り
の
期
問
に
は
歴
史
の
変
動
が
激
し
く
、
日
本
の

汎
ア
ジ
ア
主
義
が
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
を
経
て
、
徐
々
に
軍
国
主

義
に
利
用
さ
れ
、
咄
咄
人
に
迫
る
中
国
侵
略
の
「
大
陸
政
策
」
に

変
質
し
て
し
ま
っ
た
。
周
作
人
も
二
十
年
代
に
お
い
て
大
陸
浪
人
、

支
那
通
を
厳
し
く
非
難
し
な
が
ら
、
軍
国
目
本
の
中
国
侵
略
の
野

心
を
は
っ
き
り
洞
察
し
て
お
り
、
青
年
時
代
か
ら
持
っ
た
連
帯
感

は
大
い
な
る
幻
滅
に
帰
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
日
本
文
化
を
愛

着
す
る
が
故
に
、
そ
の
価
値
や
長
所
を
で
き
る
だ
け
認
め
て
研
究

に
努
め
た
が
、
知
識
人
の
文
化
研
究
と
い
う
空
理
空
論
は
何
に
も

役
立
た
な
い
こ
と
を
白
覚
、
一
種
の
「
真
暗
な
宿
命
」
を
悟
っ
た
。

彼
は
の
ち
に
ほ
か
の
文
章
で
こ
の
「
真
暗
な
宿
命
」
を
「
東
洋
人

の
悲
哀
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
一
一

　
「
真
暗
な
宿
命
」
と
「
東
洋
人
の
悲
哀
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
潤
一

郎
の
『
摂
陽
随
筆
』
と
荷
風
の
『
江
戸
芸
術
論
』
か
ら
引
い
た
も

の
で
あ
る
。
『
摂
陽
随
筆
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
陰
騎
礼
賛
」

で
は
、
潤
一
郎
が
目
本
の
民
間
、
と
く
に
関
西
下
町
に
残
っ
て
い

る
古
い
生
活
習
俗
、
屋
根
の
様
式
、
紙
の
肌
理
、
器
呉
の
色
、
料

理
屋
の
座
敷
か
ら
、
歌
舞
伎
の
舞
台
と
人
形
な
い
し
日
本
人
の
皮
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膚
ま
で
、
固
有
の
生
活
に
あ
う
「
陰
窮
」
と
呼
ぱ
れ
て
い
る
東
洋

的
な
美
を
見
出
し
た
。
「
案
ず
る
に
わ
れ
わ
れ
東
洋
人
は
己
れ
の

置
か
れ
た
境
遇
の
中
に
満
足
を
求
め
、
現
状
に
甘
ん
じ
よ
う
と
す

る
風
が
あ
る
の
で
、
暗
い
と
云
う
こ
と
に
不
平
を
感
ぜ
ず
、
そ
れ

は
仕
方
の
な
い
も
の
と
あ
き
ら
め
て
し
ま
い
、
光
線
が
乏
し
い
な

ら
乏
し
い
な
り
に
、
却
っ
て
そ
の
闇
に
沈
潜
し
、
そ
の
中
に
自
ら

な
る
美
を
発
見
す
る
」
と
、
彼
は
言
う
。
し
か
し
近
代
化
に
伴
っ

て
、
様
式
と
規
範
が
全
く
違
う
西
洋
文
化
が
入
り
込
ん
で
、
固
有

の
生
活
と
そ
の
美
学
を
急
速
に
破
壊
し
つ
つ
あ
り
、
潤
一
郎
は
そ

の
霊
魂
の
不
安
や
文
明
喪
失
の
悲
哀
を
痛
感
し
た
。
だ
が
、
同
時

に
、
近
代
化
や
西
洋
文
化
の
歴
史
的
「
進
歩
性
」
、
人
類
世
界
に

一
つ
の
新
時
代
を
開
く
「
革
新
性
」
を
認
め
る
以
上
、
彼
は
、

「
既
に
日
本
が
西
洋
文
化
の
線
に
沿
う
て
歩
み
出
し
た
以
上
、
老

人
な
ど
は
置
き
去
り
に
し
て
勇
往
適
進
す
る
よ
り
外
に
は
仕
方
が

な
い
が
、
で
も
わ
れ
わ
れ
の
皮
膚
の
色
が
変
わ
ら
な
い
限
り
、
わ

れ
わ
れ
に
だ
け
課
せ
ら
れ
た
損
は
永
久
に
背
負
づ
て
い
く
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

覚
悟
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
」
と
、
考
え
さ
ざ
る
を
え
な
か
う
た
。

つ
ま
り
遺
伝
と
革
新
、
歴
史
と
現
実
、
美
学
と
実
用
と
の
矛
盾
す

る
状
態
の
中
で
、
彼
は
東
洋
人
と
し
て
の
暗
黒
な
宿
命
観
を
感
じ

て
い
た
。

　
一
方
、
荷
風
は
潤
一
郎
に
さ
き
だ
っ
て
、
一
九
〇
八
年
フ
ラ
ン

ス
か
ら
帰
国
し
て
以
来
、
文
明
開
化
の
西
洋
模
倣
、
旧
物
破
壊
、

乱
雑
粗
悪
な
社
会
改
造
、
い
わ
ゆ
る
文
明
開
化
の
贋
物
性
を
、
自

ら
熟
知
し
て
い
る
西
洋
文
明
に
対
照
し
な
が
ら
、
痛
烈
な
批
判
を

行
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
江
戸
時
代
の
民
間
文
化
に
残
留
し
て

い
る
古
い
文
化
や
生
活
様
態
を
追
懐
し
続
け
て
い
た
。
そ
し
て

「
失
わ
れ
た
文
化
に
た
い
す
る
挽
歌
で
あ
る
と
と
も
に
、
様
式
と

規
範
と
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
近
代
目
本
へ
の
痛
切
な
抗
議
の

書
」
で
も
あ
る
『
新
帰
朝
者
日
記
』
『
冷
笑
』
『
江
戸
芸
術
論
』
な

ど
を
次
々
と
発
表
し
た
。
近
代
化
と
土
着
の
、
古
い
生
活
様
態
と

の
矛
盾
を
い
か
に
し
て
解
消
で
き
る
か
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
い

く
ら
西
洋
化
し
て
も
、
結
局
、
西
洋
人
の
よ
う
な
人
問
、
西
洋
ら

し
い
社
会
を
造
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
文
化
改
造
の
根
本

的
な
問
題
を
問
い
か
け
る
に
つ
れ
て
、
歴
史
、
遺
伝
、
人
種
に
よ

る
宿
命
観
を
い
っ
そ
う
強
く
感
じ
た
。
こ
の
点
で
は
荷
風
が
潤
一

郎
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
荷
風
は
い
う
。

　
而
し
て
余
は
今
自
己
の
何
た
る
か
を
反
省
す
れ
ば
、
余
は

ヴ
エ
ル
ハ
ア
レ
ン
の
如
く
白
耳
議
人
に
あ
ら
ず
し
て
日
本
人

な
り
き
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
其
の
運
命
と
境
遇
と
を
異
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に
す
る
東
洋
人
な
り
。
恋
愛
の
至
情
は
い
ふ
も
更
な
り
、
異

性
に
対
す
る
凡
て
の
性
欲
的
感
覚
を
以
て
社
会
的
最
大
の
罪

悪
と
な
さ
れ
た
る
法
制
を
戴
く
も
の
た
り
。
泣
く
児
と
地
頭

に
は
勝
つ
可
か
ら
ざ
る
事
を
教
へ
ら
れ
た
る
人
間
た
り
。
物

云
へ
ぱ
唇
寒
き
を
知
る
国
民
た
り
。
ヴ
エ
ル
ハ
ア
レ
ン
を
感

奮
せ
し
め
た
る
生
血
滴
る
羊
の
美
肉
と
芳
醇
の
葡
萄
酒
と
邊

し
き
婦
女
の
画
も
何
か
は
せ
ん
。
鳴
呼
余
は
浮
世
絵
を
愛
す
。

苦
界
十
年
親
の
為
め
に
身
を
売
り
た
る
遊
女
が
絵
姿
は
わ
れ

を
泣
か
し
む
。
竹
格
子
の
窓
に
よ
り
て
唯
だ
荘
然
と
流
る
㌧

水
を
眺
む
る
芸
者
の
姿
は
わ
れ
を
喜
ば
し
む
。
夜
蕎
麦
売
り

の
行
灯
淋
し
気
に
残
る
川
端
の
夜
景
は
わ
れ
を
酔
は
し
む
。

雨
夜
の
月
に
蹄
く
時
鳥
、
時
雨
に
散
る
秋
の
木
の
葉
、
落
花

の
風
に
か
す
れ
行
く
鐘
の
音
、
行
き
暮
る
㌧
山
路
の
雪
、
お

よ
そ
果
敢
な
く
頼
り
な
く
望
み
な
く
、
こ
の
世
は
唯
だ
夢
と

の
み
訳
も
な
く
嵯
嘆
せ
し
む
る
も
の
悉
く
わ
れ
に
は
親
し
、

　
　
　
　
　
（
帖
）

わ
れ
に
は
懐
か
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
、
「
東
洋
人
の
悲
哀
」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
同
時
代
の
文
人
・
恩
想
家
と
し
て
の
周
作
人
が

荷
風
、
潤
一
郎
に
影
響
さ
れ
、
あ
る
い
は
彼
ら
に
共
感
し
た
の
は
、

お
も
に
反
俗
的
な
独
立
主
義
の
精
神
、
反
明
治
国
家
の
文
明
批
評
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

伝
統
へ
の
回
帰
と
い
う
三
点
で
あ
る
。
一
方
、
日
本
文
化
を
愛
着

す
る
知
日
家
と
し
て
の
周
作
人
は
さ
ら
に
、
二
人
の
遺
伝
、
種
族

に
よ
っ
て
悟
っ
た
「
東
洋
人
の
悲
哀
」
と
い
う
宿
命
観
か
ら
「
同

じ
ア
ジ
ア
人
」
と
し
て
の
「
究
極
の
運
命
は
や
は
り
一
致
し
て
い

る
」
と
い
う
連
帯
意
識
を
連
想
し
な
が
ら
、
王
陽
明
式
の
「
吾
も

爾
も
な
ほ
彼
の
中
こ
と
し
」
の
よ
う
な
自
他
一
体
的
同
情
説
に
感
慨

を
深
め
た
。
「
日
本
管
窺
の
二
」
で
周
作
人
は
、
「
谷
崎
潤
一
郎
が

最
近
出
し
た
『
摂
陽
随
筆
』
の
巻
頭
に
「
陰
窮
礼
賛
」
な
る
一
篇

が
あ
り
、
漆
の
椀
に
味
嗜
汁
（
味
喰
で
ス
i
プ
を
つ
く
り
、
茄
子
、

大
根
、
わ
か
め
、
あ
る
い
は
豆
風
を
具
に
す
る
）
を
盛
る
こ
と
の

意
味
を
説
い
て
、
す
こ
ぶ
る
気
の
利
い
た
答
え
を
出
し
て
い
る
。

其
の
理
歯
を
す
べ
て
有
色
人
種
と
い
う
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
行
っ
て

白
色
人
種
と
は
好
み
が
ち
が
っ
て
い
る
の
だ
と
す
る
あ
た
り
は
、

い
さ
さ
か
宿
命
観
の
色
合
が
濃
す
ぎ
る
け
れ
ど
も
、
全
体
と
し
て

は
な
か
な
・
か
面
白
か
っ
た
L
、
と
感
心
し
な
が
ら
、
「
日
本
と
中
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

は
畢
寛
お
な
じ
ア
ジ
ア
人
で
あ
っ
て
－
」
で
文
を
打
ち
切
っ
た
。

ま
た
「
日
本
文
化
を
語
る
手
紙
（
そ
の
二
）
」
で
は
、
荷
風
の
例

の
文
章
を
引
い
た
あ
と
、
「
私
ど
も
が
目
本
文
化
を
研
究
、
理
解

し
あ
る
い
は
語
る
そ
の
目
的
は
、
日
本
民
族
を
代
表
す
る
賢
哲
を
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た
ず
ね
て
同
じ
人
類
な
い
し
東
洋
人
と
し
て
の
悲
哀
に
耳
を
傾
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
〕

よ
う
と
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
L
と
、
告
白
し
て
い
る
。
二

人
の
日
本
文
学
者
が
も
つ
諦
観
的
な
東
洋
情
緒
は
周
作
人
の
日
本

観
や
対
日
連
帯
感
惰
の
形
成
に
強
く
刺
激
を
与
え
た
の
に
違
い
な

い
。

三

　
本
文
の
は
じ
め
に
、
周
作
人
の
「
東
洋
人
の
悲
哀
」
と
い
う
対

日
連
帯
感
情
は
ア
ジ
ア
主
義
の
変
質
に
よ
り
、
結
局
、
彼
の
現
実

的
悲
観
に
し
か
結
び
つ
か
ず
、
そ
の
「
日
本
研
究
」
も
、
「
賢
哲
」

に
代
表
さ
れ
る
文
化
日
本
と
、
「
英
雄
」
に
代
表
さ
れ
る
軍
国
日

本
を
統
一
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
精
神
と
歴
史
を
分
裂

さ
せ
た
ま
ま
」
中
断
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
い
う
木
山
氏
の

指
摘
を
紹
介
し
た
。
本
文
で
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
木
山
氏

の
所
論
は
鋭
く
、
研
究
対
象
の
思
想
実
態
と
合
致
し
て
い
る
。
だ

が
、
少
し
説
明
し
て
置
き
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、

「
日
本
研
究
」
が
中
断
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ

る
が
、
周
作
人
の
対
日
連
帯
感
情
が
戦
争
の
勃
発
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
完
全
に
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
終
戦
前
の
一
九
四
四
年
に
、
彼
は
江
馬
三
枝
子
の
民
俗

学
著
作
『
飛
弾
の
女
達
』
を
紹
介
し
、
そ
の
中
に
記
録
し
て
い
る

日
本
中
部
山
村
の
旧
い
習
俗
、
と
く
に
女
性
生
活
に
注
目
し
た
。

一
見
、
民
俗
学
に
注
意
を
引
か
れ
た
よ
う
だ
が
、
し
か
し
、
紹
介

文
の
最
後
に
、
周
作
人
は
突
然
、
「
共
苦
」
、
す
な
わ
ち
東
洋
人
共

通
の
苦
し
み
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　
人
々
は
し
ば
し
ば
「
ア
ジ
ア
は
一
つ
」
だ
と
言
う
。
こ
れ

は
も
ち
ろ
ん
正
し
い
、
私
も
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
東
ア
ジ
ア
の
文
化
は
一
つ
の
共
同
体
で
あ
っ
て
、
そ
の

運
命
も
一
致
し
て
い
る
、
と
。
し
か
し
、
こ
こ
に
重
要
な
の

は
文
化
の
共
通
性
が
過
去
の
事
実
に
証
明
さ
れ
て
い
る
が
、

現
在
、
そ
れ
を
維
持
、
強
化
し
な
い
と
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
う

て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
運
命
の
一
致
は
事
実
の
証
明
が

な
け
れ
ぱ
、
空
論
に
な
り
か
ね
ず
、
そ
れ
で
は
人
々
の
信
頼

を
得
ら
れ
な
い
。
い
ま
、
最
も
大
切
な
の
は
事
実
に
基
づ
い

て
東
ア
ジ
ア
人
共
通
の
「
苦
」
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
苦
」
の
共
通
性
の
う
え
で
東
亜
団
結
の
基
盤
を

作
り
上
げ
て
、
と
も
に
「
甘
」
の
方
向
に
向
か
っ
て
進
む
こ

と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
い
く
ら
か
希
望
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ

う
。
目
本
の
詩
人
や
文
学
者
ら
が
以
前
、
東
洋
人
の
悲
哀
や
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西
洋
と
遥
か
に
そ
の
運
命
も
境
遇
も
異
な
る
東
洋
人
の
苦
し

み
を
よ
く
口
に
し
た
が
、
私
は
そ
れ
を
読
ん
で
た
い
そ
う
感

じ
入
り
、
そ
れ
こ
そ
中
日
文
学
な
い
し
両
国
の
す
べ
て
の
関

係
の
正
し
い
基
調
で
は
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
恩
っ
た
。
そ

こ
か
ら
出
発
す
る
な
ら
、
接
触
と
調
和
の
い
ず
れ
も
円
満
に

い
く
だ
ろ
う
が
、
も
し
西
洋
本
位
の
模
倣
の
み
に
満
足
す
る

な
ら
、
ひ
る
が
え
つ
て
東
洋
に
対
し
て
は
優
越
感
を
し
か
持

た
ぬ
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
ア
ジ
ア
の
事
情
と
か
け
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

れ
、
何
に
も
で
き
な
く
な
る
と
田
甘
う
。

　
中
［
口
戦
争
勃
発
後
、
偲
偲
政
権
に
よ
つ
て
差
し
出
さ
れ
た
教
育

督
弁
（
文
部
大
臣
）
の
椅
子
に
就
い
て
以
来
、
周
作
人
は
侵
略
戦

争
の
協
カ
者
の
立
場
に
立
た
せ
ら
れ
て
、
「
共
存
共
栄
」
の
宣
伝

に
呼
応
し
て
東
ア
ジ
ア
共
通
の
「
東
亜
性
」
を
し
ぱ
し
ぱ
提
起
し

て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
記
の
文
章
は
彼
が
す
で

に
「
偽
職
」
を
失
つ
て
、
日
本
軍
が
太
平
洋
戦
争
で
不
利
の
状
況

に
な
っ
た
一
仇
四
四
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
な
か
で
も
「
も
し

西
洋
本
位
の
模
倣
の
み
に
満
足
す
れ
ぱ
・
：
」
と
皮
肉
を
言
い
な
が

ら
、
「
共
栄
」
で
は
な
く
、
彼
の
言
葉
で
言
う
と
、
「
共
苦
」
、
す

な
わ
ち
ア
ジ
ア
共
通
の
苦
し
み
と
い
う
観
点
か
ら
、
自
ら
の
立
場

を
主
張
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
こ
れ
を
周
作
人
の
従
来
の
対
日
問
題

観
の
再
提
起
と
見
な
し
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
「
日
本

の
詩
人
や
文
学
者
ら
が
以
前
、
東
洋
人
の
悲
哀
や
西
洋
と
遥
か
に

そ
の
運
命
も
境
遇
も
異
な
る
東
洋
人
の
苦
し
み
を
よ
く
口
に
し
た

が
、
私
は
そ
れ
を
読
ん
で
た
い
そ
う
感
じ
入
り
、
そ
れ
は
中
日
文

学
な
い
し
両
国
の
す
べ
て
の
関
係
の
正
し
い
基
調
で
は
な
け
れ
ぱ

力
ち
な
い
」
だ
、
と
い
う
の
は
あ
ら
た
め
て
、
荷
風
、
潤
一
郎
ら

の
諦
観
的
な
東
洋
清
緒
が
、
彼
の
汎
ア
ジ
ア
意
識
や
対
日
連
帯
感

情
の
形
成
に
重
大
な
影
響
と
刺
激
を
与
え
た
こ
と
を
立
証
し
て
い

る
。

　
ま
と
め
て
み
る
と
、
明
治
末
年
に
お
け
る
汎
ア
ジ
ア
主
義
恩
潮

の
受
容
は
周
作
人
の
目
本
認
識
に
お
け
る
最
初
の
感
情
的
な
基
盤

と
な
る
、
そ
し
て
日
本
の
ア
、
ソ
ア
主
義
の
変
質
に
伴
っ
て
、
彼
の

対
周
感
情
は
大
い
に
幻
滅
さ
せ
ら
れ
た
が
、
荷
風
、
潤
一
郎
ら
に

代
表
さ
れ
る
日
本
文
学
者
の
反
近
代
思
想
や
伝
統
帰
り
に
合
ま
れ

る
東
洋
情
緒
の
刺
激
を
受
け
、
彼
は
自
ら
の
対
日
連
帯
感
情
と
そ

の
日
本
観
を
最
終
的
に
確
立
し
、
し
か
も
晩
年
ま
で
持
ち
続
け
た
。

そ
し
て
そ
の
連
帯
感
情
が
一
貫
し
て
維
款
さ
れ
得
た
の
は
ほ
か
で

も
な
く
、
彼
の
「
共
苦
」
と
い
う
冷
静
な
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ

る
、
と
い
え
よ
う
。
一
〕
う
し
た
対
日
連
帯
感
情
に
お
け
る
複
雑
な
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形
成
過
程
を
通
し
て
、
筆
者
は
近
代
に
お
け
る
中
目
両
国
の
悲
惨

な
歴
史
を
痛
感
す
る
一
方
、
周
作
人
が
や
は
り
文
人
で
あ
り
、
荷

風
・
潤
一
郎
と
の
関
係
が
深
く
、
そ
の
心
底
に
共
通
の
文
人
素
養

や
恩
想
意
識
が
あ
っ
た
、
と
強
く
感
じ
て
い
る
。

（
1
）
　
福
田
恒
存
「
反
近
代
の
恩
想
・
解
説
」
（
「
現
代
目
本
恩
想
大
系

　
3
2
」
の
『
反
近
代
の
恩
想
』
所
収
、
筑
摩
杳
房
、
一
九
六
五
）
参
照
。

（
2
）
　
『
北
京
苦
住
庵
記
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
）
3
5
∫
3
6
ぺ
1
、
ソ

　
参
照
。

（
3
）
　
『
薬
味
集
』
所
収
、
一
九
四
二
年
。
松
枝
茂
夫
の
訳
文
参
照
。

（
4
）
　
「
日
本
的
衣
食
住
」
参
照
、
『
苦
竹
雑
記
』
所
収
、
一
九
三
六
年
。

（
5
）
　
方
紀
生
編
『
周
作
人
先
生
の
こ
と
』
か
ら
引
用
、
風
光
館
、
一

　
九
四
四
年
。

（
6
）
　
橋
川
文
三
「
福
沢
諭
吉
と
岡
倉
天
心
」
参
照
、
『
近
代
日
本
と

　
中
国
』
上
巻
所
収
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
四
年
。

（
7
）
　
竹
内
の
文
は
『
竹
内
好
評
論
集
』
第
3
巻
所
収
、
筑
摩
書
房
、

　
一
九
六
六
年
。
吉
本
の
文
は
「
現
代
目
本
思
想
大
系
4
」
の
『
ナ
シ

　
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
所
収
。
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
。

（
8
）
　
『
竹
内
好
評
論
集
』
第
3
巻
参
照
。

（
9
）
　
周
作
入
の
犬
陸
浪
人
と
支
那
通
に
対
す
る
批
判
の
詳
細
に
つ
い

　
て
一
拙
稿
「
周
作
人
、
同
本
観
の
一
断
面
－
犬
陸
浪
人
と
支
那
通

　
に
対
す
る
批
判
を
め
ぐ
つ
て
1
」
（
二
橋
研
究
』
第
1
9
巻
第
4

　
号
）
参
照
。

（
1
0
）
「
日
本
浪
人
与
『
順
天
時
報
』
」
、
『
談
虎
集
』
所
収
、
一
九
二
五

　
年
、
木
山
英
雄
訳
。

（
u
）
　
「
中
目
教
育
協
会
啓
示
」
（
『
語
締
』
雑
誌
第
9
3
号
掲
載
、
一
九

　
二
六
・
文
集
末
収
）
、
「
目
本
与
中
国
」
（
『
談
虎
集
』
所
収
）
な
ど
参

　
照
。

（
1
2
）
　
「
『
朝
鮮
童
話
集
序
』
」
、
『
看
雲
集
』
所
収
、
一
九
三
二
年
。

（
1
3
）
　
『
苦
茶
随
筆
』
所
収
、
　
一
九
三
五
年
。
木
山
英
雄
訳
。

（
M
）
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
2
0
巻
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
三
十
四

　
年
。

（
蝸
）
　
『
荷
風
金
集
』
第
1
4
巻
1
ー
ぺ
ー
ジ
血
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
九

　
年
。

（
1
6
）
　
と
こ
ろ
で
、
「
東
洋
人
の
悲
哀
」
の
最
初
の
出
典
は
荷
風
の

　
『
冷
笑
』
第
1
2
章
「
夜
の
三
味
線
」
に
あ
る
。

　
主
人
公
の
紅
雨
は
西
洋
と
東
洋
の
音
楽
と
そ
の
違
い
を
比
べ
る
際
に
、

　
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
目
本
の
音
楽
は
末
代
に
な
つ
た
江
戸
の
俗
曲
に
於
て
さ
へ
も
一

　
　
ツ
と
し
て
仏
教
と
交
渉
の
な
い
も
の
は
な
い
。
声
楽
は
其
節
付
か

　
　
ら
よ
り
も
己
に
東
洋
人
の
声
柄
か
ら
し
て
仏
教
の
読
経
に
等
し
い

　
　
処
が
あ
り
、
又
琴
三
絃
笛
鼓
の
如
き
器
楽
が
伝
へ
る
音
調
も
同
じ

　
　
や
う
に
一
不
動
静
止
の
暗
濾
た
る
悲
哀
以
外
に
何
等
其
他
の
感
惰

　
　
を
動
か
す
能
カ
を
有
し
て
居
ら
ぬ
。
此
の
暗
濾
た
る
東
洋
的
悲
哀

　
　
は
幾
代
と
な
き
遺
伝
的
思
想
の
修
養
を
経
て
来
た
も
の
に
非
ず
ん

　
　
到
底
解
釈
せ
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
其
の
空
気
の
中
に
生
ま
れ
て

　
　
其
空
気
の
中
に
生
き
て
い
る
吾
々
は
唯
沈
黙
し
て
か
か
る
悲
哀
の

　
　
存
在
を
承
認
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。
（
『
荷
風
全
集
』
第
4
巻
、
岩
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波
書
店
、
昭
和
三
十
八
年
）

（
1
7
）
　
拙
稿
「
周
作
人
と
永
井
荷
風
・
谷
崎
潤
一
郎
－
反
俗
・
伝
統

　
回
帰
．
東
洋
人
の
悲
哀
－
」
（
『
中
国
研
究
月
報
』
醐
号
）
参
照
。

（
1
8
）
　
「
日
本
管
窺
之
二
」
、
『
苦
竹
雑
記
』
所
収
、
一
九
三
五
年
。
木

　
山
英
雄
訳
。

（
1
9
）
　
「
談
日
本
文
化
書
（
其
二
）
」
、
『
瓜
豆
集
』
所
収
、
一
九
三
六
年
。

　
木
山
英
雄
訳
。

（
2
0
）
　
「
草
圃
与
茅
屋
」
、

『
苦
口
廿
口
』
所
収
、
一
九
四
四
年
。

一
一
鮎
糾
焉
品
搬
轡

（
日
本
大
学
講
師
）
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