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Archetypal Landscape of Hayashi Kyoko’s Story :
Shanghai in Michel’s Lipstick
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Abstract
　Although Hayashi Kyoko is regarded as a writer who depicts the experience of atomic bombing in 
Nagasaki, Shanghai in wartime also constitutes an important theme in her literary creation. Hayashi’s life 
in Shanghai, China until she was 14 years old is one of her “roots of life” and “origin.” Michel’s Lipstick 
collects seven short stories that record the Shanghai experience. It is read as a bildungsroman, or war 
novel. The tone of the story has been debated; however, there is also a tendency to positively describe the 
Shanghai depicted in the work. To understand the writer’s understanding of this period in Shanghai, this 
article attempts to consider Hayashi’s realistic narrative style, analyze the scenery of Shanghai in war and 
the lives of the inhabitants depicted in Michel’s Lipstick, and clarify her view of life and death, home, and 
humanism in her literary practices. Finally, this article attempts to understand Hayashi from the perspective 
of repatriation literature.
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要
旨

　
林
京
子
は
一
般
的
に
長
崎
被
爆
体
験
を
描
い
た
作
家
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、

戦
時
下
の
上
海
も
林
の
文
学
創
作
の
重
要
な
テ
ー
マ
だ
。
十
四
歳
ま
で
中
国
の
上

海
で
過
ご
し
た
人
生
は
林
の「
命
の
根
」の
一
つ
で
あ
り
、「
作
家
・
林
京
子
の
原
点
」

で
も
あ
る
。『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』
は
上
海
体
験
を
想
起
し
て
記
録
す
る
短
編

集
だ
。
今
ま
で
の
研
究
は
こ
の
作
品
を
教
養
小
説
や
戦
争
小
説
と
し
て
読
ん
で
い

る
が
、
作
中
の
上
海
時
代
の
庶
民
生
活
に
対
す
る
語
り
の
基
調
を
め
ぐ
っ
て
論
争

が
行
わ
れ
、
し
か
も
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
上
海
時
代
の
あ
り
よ
う
を
肯
定
的
に

評
価
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
作
家
の
上
海
時
代
に
対
す
る
本
当
の
認
識
を
理
解
す

る
た
め
に
、
本
論
で
は
、
林
の
即
物
的
と
も
い
え
る
語
り
方
を
考
え
な
が
ら
、
作

品
『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』
に
書
か
れ
た
戦
時
下
の
上
海
に
お
け
る
風
土
・
風
景

と
庶
民
の
生
活
の
表
象
を
分
析
し
て
、
林
の
文
学
実
践
に
お
け
る
生
死
観
、
故
郷

観
そ
し
て
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
引
揚
文
学
の
側
面

か
ら
林
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

　
林
京
子
，
上
海
体
験
，
生
死
観
，
故
郷
観
，
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

は
じ
め
に

　
林
京
子
（
一
九
三
〇
～
二
〇
一
七
）
は
一
般
的
に
長
崎
被
爆
体
験
を
描
い
た
作

家
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
十
四
年
間
の
少
女
時
代
を
過
ご
し
た
戦
時

下
の
上
海
も
、
林
の
文
学
創
作
に
お
け
る
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。「
上

海
」
は
、
島
村
輝
氏
と
林
が
対
談
「
被
爆
を
生
き
て
―
作
品
と
生
涯
を
語
る
―
」

（
二
〇
一
一
）
で
使
っ
た
「
作
家
・
林
京
子
の
原
点
」　1）
が
言
う
よ
う
に
、
林
京
子

に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
こ
こ
で
の
「
上
海
」
は
た
だ
の
地
理
的
座
標
の

意
味
で
の
「
上
海
」
で
は
な
く
、
林
が
十
四
歳
ま
で
の
少
女
時
代
を
過
ご
し
た
上

海
時
代
と
い
う
時
間
的
な
意
味
を
持
つ
。
こ
の
上
海
時
代
＝
「
作
家
・
林
京
子
の

原
点
」
と
い
う
認
識
は
、
林
の
社
会
文
学
会
の
一
九
八
七
年
度
秋
季
大
会
で
の
講

演
「
上
海
と
八
月
九
日
と
私
」
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
私
の
命
の
根
で
す
け
れ
ど
、
一
つ
は
私
の
父
と
母
か
ら
貰
い
ま
し
た
母
体

と
し
た
生
命
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
零
歳
か
ら
十
四
歳
ま
で
、
長
崎
の

被
爆
の
時
ま
で
に
な
り
ま
す
。
こ
の
間
ず
っ
と
十
四
年
間
、
ほ
と
ん
ど
上
海
で

生
活
を
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
上
海
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
両
親
と
き
ょ
う
だ
い
た
ち
と
、
中
国
の
方
に
は
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
け
れ

ど
も
、
私
個
人
と
し
て
は
平
穏
で
楽
し
い
上
海
時
代
で
し
た
。
あ
と
一
つ
の
命

の
根
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
八
月
九
日
の
被
爆
を
母
体
に
し
た
命
の

根
で
す
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
長
崎
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
り
ま

林
京
子
の
語
り
の
原
風
景

　
　『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』
の
上
海
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す
。
上
海
時
代
は
、
私
の
人
生
の
中
心
に
あ
っ
た
陽
の
当
た
る
場
所
と
い
た
し

ま
す
。
す
な
わ
ち
プ
ラ
ス
の
時
代
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
八
月

九
日
以
降
の
私
の
命
は
プ
ラ
ス
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
時
代
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
私
の
人
生
の
中
心
に
あ
る
の
を
上
海
時
代
と
す
る
と
、
そ
の
端
っ
こ

に
あ
る
時
代
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
作
品
も
必
然
的
に
、
上
海
時
代
と
長

崎
の
八
月
九
日
か
ら
の
時
代
に
分
か
れ
て
し
ま
い
ま
す
。　2）

　
以
上
の
講
演
か
ら
、
上
海
と
被
爆
は
林
の
二
つ
の
「
命
の
根
」
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
上
海
で
過
ご
し
た
時
代
は
被
爆
し
た
後
の
人
生
と
比
べ
る
と
「
陽
の
当

た
る
」
プ
ラ
ス
の
時
代
だ
と
感
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
八
月
九
日
以
降
の
人
生
が

ひ
た
す
ら
に
「
マ
イ
ナ
ス
」
だ
っ
た
こ
と
と
は
違
っ
て
、
上
海
時
代
は
む
し
ろ
場

合
に
よ
っ
て
「
中
心
に
あ
」
っ
た
り
「
端
っ
こ
に
あ
」
っ
た
り
す
る
。
林
の
文
学

実
践
は
こ
う
い
う
「
根
」
か
ら
芽
を
出
す
も
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
上
海
を
基
礎

＝
原
風
景
と
し
て
成
立
し
た
作
品
に
お
け
る
語
り
の
あ
り
方
は
、
必
ず
し
も
肯
定

的
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
。

　『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
）
は
林
京
子
が
自
ら
の
上

海
時
代
を
テ
ー
マ
と
し
て
創
作
し
た
初
の
作
品
集
だ
。
こ
こ
に
は
七
八
年
の
日
中

平
和
友
好
条
約
の
調
印
を
契
機
に
、
七
九
年
一
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
雑
誌

『
海
』
に
連
載
さ
れ
た
「
老
太
婆
の
路
地
」「
群
が
る
街
」「
は
な
の
な
か
の
道
」「
黄

浦
江
」「
耕
地
」「
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
」
と
、
同
年
十
二
月
に
『
婦
人
公
論
』
に

発
表
さ
れ
た
「
映
写
幕
」
の
七
編
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
一
人
称
「
私
」

が
少
女
時
代
の
上
海
体
験
を
想
起
し
て
描
く
作
品
だ
。
た
だ
し
、「
映
写
幕
」
だ

け
は
引
き
揚
げ
後
の
諫
早
市
の
映
画
館
で
上
海
時
代
の
知
り
合
い
に
邂
逅
し
た
こ

と
を
契
機
に
、
被
爆
後
の
少
女
が
上
海
生
活
を
回
想
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

上
海
の
記
憶
に
基
づ
く
作
品
に
は
、
林
京
子
の
上
海
に
対
す
る
態
度
が
集
中
的
に

見
ら
れ
る
。

　
し
か
し
今
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
作
中
の
上
海
時
代
の
庶
民
生
活
に
対
す
る

語
り
の
基
調
を
め
ぐ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
論
争
が
行
わ
れ
て
き
た
。
川
西
政
明
氏

は
『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』
の
世
界
に
は
「
父
と
母
の
子
供
と
し
て
無
垢
な
『
私
』

が
い
た
。
無
垢
と
は
壊
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
を
暗
示
す
る
。
そ
の
よ
う
に
生
き

た
場
所
が
上
海
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
林
京
子
に
と
っ
て
、
上
海
は
壊
し
て
は
な
ら

な
い
生
を
刻
ん
だ
場
所
な
の
だ
」　3）
と
評
価
し
て
い
る
。
対
し
て
、
黒
古
一
夫
氏

は
川
西
の
評
価
は
余
り
に
「
情
緒
的
＝
美
的
」
に
傾
い
た
と
反
対
し
、
戦
乱
と
死

が
多
く
描
か
れ
て
い
る
『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』
の
世
界
で
は
、
む
し
ろ
「
恒
常

的
な
「
危
険
＝
戦
乱
」
状
態
の
合
間
に
平
穏
な
日
々
が
挟
ま
れ
て
い
た
」　4）
と
言
っ

た
ほ
う
が
適
切
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
、
黒
古
氏
は
林
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
面
を
説
明
す
る
た
め
に
、「
私
」
一
家
と
老
太
婆
一
家
の
関
係
を
「
平
等
・

対
等
」
の
「
信
頼
関
係
」
と
評
価
し
て
い
る
　5）
が
、熊
芳
氏
は
、そ
れ
は
む
し
ろ
「
支

配
側
と
被
支
配
側
」、「
侵
略
側
と
被
侵
略
側
」
の
関
係
に
過
ぎ
な
い
　6）
と
分
析
し

て
い
る
。

　
川
西
政
明
氏
の
解
説
よ
り
、
黒
古
一
夫
氏
の
「
恒
常
的
な
「
危
険
＝
戦
乱
」
状

態
の
合
間
に
平
穏
な
日
々
が
挟
ま
れ
て
い
た
」
と
い
う
理
解
は
客
観
的
だ
が
、
熊

芳
氏
に
よ
っ
て
「
支
配
側
」
に
お
け
る
と
指
摘
さ
れ
る
母
を
「
対
等
・
平
等
」
と

評
価
す
る
の
は
楽
観
し
す
ぎ
だ
ろ
う
。『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』
を
肯
定
的
に
評

価
し
よ
う
と
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
上
海
時
代
の
出
来
事
は
い
い
か
ど
う
か
と

は
別
に
、
そ
れ
ら
の
出
来
事
を
林
が
ど
う
見
る
か
が
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
上

海
時
代
に
対
す
る
林
の
態
度
を
さ
ら
に
解
明
す
べ
き
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思

う
。
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
林
に
と
っ
て
、
上
海
時
代
の
「
プ
ラ
ス
」
は
被
爆
後

の
「
マ
イ
ナ
ス
」
と
比
べ
て
の
「
プ
ラ
ス
」
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
た
め
、
上

海
時
代
を
人
生
の
「
プ
ラ
ス
」
の
部
分
と
考
え
る
こ
と
は
、
上
海
時
代
を
「
プ
ラ

ス
」
に
描
く
こ
と
と
同
一
で
は
な
い
と
い
う
事
実
を
念
頭
に
置
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
上
海
は
彼
女
に
と
っ
て
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
場
所
だ
ろ
う
か
。

上
海
は
林
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
上
海
は
ど
の

よ
う
に
林
の
語
り
に
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
、
本
論
で
は
、
林
の
語
り
方
に
注
目
し
な
が
ら
、
短
編
集
『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口

紅
』
に
書
か
れ
た
戦
時
下
の
上
海
に
お
け
る
風
土
・
風
景
と
庶
民
の
生
活
の
表
象
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を
分
析
し
て
、
林
の
生
死
観
、
故
郷
観
そ
し
て
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
を
検
討
す

る
。
ま
た
、『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』
は
「
成
長
し
て
い
く
少
女
を
主
人
公
に
し

た
教
養
小
説
の
一
変
種
」
或
い
は
「
戦
争
文
学
」
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
　7）
が
、

本
研
究
で
は
、
引
揚
者
と
し
て
の
作
者
の
語
り
に
も
注
目
し
、
引
揚
文
学
の
側
面

か
ら
林
を
捉
え
た
い
。

「
あ
り
の
ま
ま
」
に
書
く
こ
と

　『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』
の
創
作
方
法
に
つ
い
て
、
林
は
「
子
供
の
目
で
、
あ

り
の
ま
ま
書
く
」　8）
と
述
べ
て
い
る
。「
あ
り
の
ま
ま
書
く
」
と
は
「
叙
情
的
な
言

葉
は
一
切
避
け
よ
う
と
思
っ
」　9）
て
書
く
こ
と
で
あ
り
、「
余
分
な
贅
肉
」
の
な
い

「
き
り
き
り
に
や
せ
た
言
葉
で
、
味
も
そ
っ
け
も
な
い
」　10）
言
葉
で
書
く
こ
と
だ
と

も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
や
せ
た
」
と
い
う
表
現
は
林
自
ら
の
説
明
で
は
「
私
の

記
憶
」
で
あ
る
が
「
記
録
で
あ
ろ
う
と
し
た
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
　11）
。
つ
ま
り
、

情
緒
的
な
表
現
を
意
図
的
に
避
け
、
是
非
善
悪
の
価
値
判
断
や
想
像
を
挟
ま
ず
に

上
海
体
験
の
記
憶
を
記
録
す
る
意
図
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
林
の
「
子
供
の
目
で
、
あ
り
の
ま
ま
書
く
」
と
い
う
語
り
の
志
向
性

と
ズ
レ
る
部
分
が
作
品
に
は
あ
る
。
熊
芳
氏
は
「
映
写
幕
」
を
分
析
し
、「
母
の

視
線
」
な
ど
の
「
他
者
の
視
線
」
の
介
入
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
作
品
に
「
重

層
的
な
視
線
」　12）
が
存
在
す
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
実
際
に
、

「
重
層
的
な
視
線
」
は
「
私
」
と
い
う
人
称
の
分
裂
か
ら
も
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

一
人
称
「
私
」
は
子
ど
も
の
「
私
」
と
作
品
を
書
く
時
点
の
「
私
」
に
分
け
ら
れ

る
か
ら
だ
。
例
え
ば
、「
最
近
、
地
名
と
方
角
を
正
確
に
知
る
た
め
に
、
旧
上
海
の

地
図
を
調
べ
て
い
た
ら
、
意
外
な
発
見
を
し
た
。
八
字
橋
の
川
と
虹
口
ク
リ
ー
ク

が
、
曲
が
り
く
ね
り
な
が
ら
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
都
会
の
生

活
に
組
み
込
ま
れ
た
ク
リ
ー
ク
と
、
雨
水
の
流
れ
が
土
地
を
削
っ
て
作
っ
た
自
然

河
川
が
一
本
だ
と
知
っ
た
と
き
、
私
は
改
め
て
、
虹
口
地
区
が
中
国
大
陸
の
一
部

で
あ
っ
た
の
を
知
ら
さ
れ
た
」（「
耕
地
」）
が
示
す
よ
う
に
、
作
品
を
書
く
時
点

で
の
「
私
」
の
意
識
が
作
品
に
強
く
介
在
し
て
い
る
。
地
図
を
調
べ
る
「
私
」
は

語
り
手
の
「
私
」
だ
が
、
子
ど
も
の
「
私
」
は
語
り
手
の
視
点
が
そ
の
「
私
」
に

移
入
さ
れ
る
も
の
だ
。
両
者
の
視
点
は
そ
れ
ぞ
れ
一
人
称
視
点
と
三
人
称
視
点
と

な
る
か
ら
、語
り
手
の
「
私
」
と
上
海
時
代
の
「
私
」
と
は
距
離
を
取
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
距
離
感
は
作
者
の
態
度
を
曖
昧
に
す
る
。

　
ま
た
、「
あ
り
の
ま
ま
」
の
語
り
は
一
見
す
る
と
中
立
的
で
客
観
的
だ
が
、
テ

キ
ス
ト
を
細
か
く
読
み
込
ん
で
い
く
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
面
が
見
ら
れ

る
。
即
ち
、
林
が
距
離
を
と
り
、
記
録
す
る
対
象
か
ら
独
立
し
た
客
観
的
な
立
場

を
獲
得
す
る
ほ
ど
、
記
録
す
る
対
象
へ
の
告
発
の
視
線
が
強
く
な
る
。
ま
た
反
対

に
、「
子
ど
も
で
あ
る
私
に
、
国
や
民
族
の
意
識
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

長
崎
に
逃
げ
て
帰
る
以
前
よ
り
も
、
内
地
を
思
う
度
合
い
は
深
く
な
っ
て
い
た
」

（「
老
太
婆
の
路
地
」）
と
い
う
よ
う
な
表
現
も
見
ら
れ
る
。
子
ど
も
の
「
私
」
が

長
崎
の
土
と
日
本
人
に
親
し
み
を
持
つ
の
は
想
像
で
き
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
国

や
民
族
の
意
識
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
語
る
の
は
弁
解
を
急
ぐ
感
じ
が
あ

る
。
成
年
後
の
林
が
上
海
時
代
に
対
処
す
る
と
き
、
国
と
民
族
は
気
に
な
る
だ
ろ

う
。
大
人
に
な
っ
た
林
は
、
戦
時
以
来
の
日
中
関
係
を
気
に
し
て
上
海
時
代
に
対

す
る
肯
定
的
な
思
い
を
直
接
に
語
る
こ
と
を
避
け
た
が
、
作
中
に
お
い
て
、「
国

や
民
族
の
意
識
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
」
子
ど
も
と
し
て
上
海
を
懐
か
し
む
立

場
を
獲
得
す
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
上
海
時
代
に
対
す
る
弁
解
と
自
省
の

正
反
対
の
語
り
が
生
じ
た
。
そ
の
た
め
、
林
は
叙
情
性
が
そ
ぎ
落
と
さ
れ
た
言
葉

で
「
あ
り
の
ま
ま
書
く
」
こ
と
に
徹
し
た
の
だ
。
他
人
事
を
述
べ
る
よ
う
な
態
度

を
も
っ
て
、
偏
り
す
ぎ
な
い
事
実
の
語
り
を
求
め
た
の
だ
。

黄
浦
江
と
生
死
観
、
そ
し
て
即
物
的
な
語
り

　
上
海
時
代
の
生
と
死
の
あ
り
方
と
は
何
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
林
の
生
死
観

と
言
葉
に
影
響
し
た
か
。
具
体
的
に
確
認
し
て
い
く
。『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』

で
は
、
黄
浦
江
は
「
私
」
の
生
活
の
場
を
構
成
す
る
重
要
な
部
分
で
あ
り
、「
生
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と
死
」
が
絡
み
合
っ
て
い
る
場
で
も
あ
る
。
作
品
集
で
は
、
黄
浦
江
に
関
す
る
描

写
は
数
多
く
登
場
す
る
。

①
私
は
、
河
に
面
し
た
窓
を
開
け
た
。
春
先
の
、
水
気
を
含
ん
だ
柔
ら
か
い
風
が

吹
き
込
ん
で
、
窓
一
面
に
黄
色
い
水
を
た
た
え
た
黄
浦
江
が
広
が
っ
た
。
駆
け

寄
っ
て
来
た
妹
が
、
う
あ
、
と
河
を
見
て
叫
ん
だ
。
窓
か
ら
み
お
ろ
す
黄
浦
江

は
、
ワ
ン
ポ
ゥ
ツ
ォ
の
上
か
ら
見
た
時
よ
り
も
雄
大
で
、
う
ね
っ
て
迫
っ
て
く

る
。
そ
れ
に
反
し
て
河
を
上
っ
て
い
く
ジ
ャ
ン
ク
は
、
河
の
上
で
小
さ
く
見
え

る
。
帰
っ
て
き
た
、
と
私
は
思
っ
た
。 

（「
老
太
婆
の
路
地
」）

②
秋
風
が
吹
き
は
じ
め
て
、
黄
浦
江
は
、
真
夏
の
黄
色
い
濁
り
か
ら
う
ぐ
い
す
色

に
変
わ
っ
て
い
た
。 

（「
は
な
の
な
か
の
道
」）

③
黄
浦
江
は
季
節
に
よ
っ
て
水
の
色
を
変
え
る
。
晴
れ
上
が
っ
た
青
空
、
灰
色
の

雨
雲
に
あ
わ
せ
た
時
々
の
変
化
も
あ
る
が
、
四
季
に
あ
わ
せ
て
濃
い
土
色
に

濁
っ
た
り
、
う
ぐ
い
す
色
に
澄
ん
だ
り
、
お
お
ま
か
な
移
り
を
み
せ
る
。
黄
浦

江
の
水
の
色
か
ら
、
私
は
四
季
の
移
り
を
逆
に
感
じ
と
る
が
、
自
然
は
持
ち
つ

持
た
れ
つ
で
、
気
づ
か
な
い
う
ち
に
、
そ
こ
に
住
む
人
の
肌
の
色
ま
で
変
え
て

し
ま
う
。
白
色
人
種
も
、
黄
浦
江
の
水
を
飲
ん
で
い
る
う
ち
に
、
河
に
似
せ
た

黄
土
の
肌
に
な
る
。 

（「
黄
浦
江
」）

　「
私
」
は
よ
く
三
階
に
あ
る
子
ど
も
部
屋
の
窓
か
ら
黄
浦
江
を
眺
め
る
。
①
は

「
私
」
が
長
崎
か
ら
上
海
に
戻
っ
て
き
て
、
部
屋
か
ら
黄
浦
江
を
眺
め
る
シ
ー
ン

だ
。
広
が
っ
て
い
る
黄
色
い
水
面
は
三
階
か
ら
見
下
ろ
す
と
更
に
雄
大
に
見
え

る
。
水
気
を
含
む
空
気
を
吸
い
、
流
れ
て
い
る
黄
浦
江
の
水
を
見
て
、「
私
」
は

「
帰
っ
て
き
た
」
と
心
の
中
で
言
っ
た
。
生
活
の
一
部
分
と
な
る
黄
浦
江
に
対
し

て
「
私
」
は
親
し
い
感
情
を
抱
え
て
い
る
。
黄
浦
江
の
色
、
匂
い
、
吹
か
れ
て
き

た
水
気
、
遠
近
の
感
覚
に
対
す
る
描
写
は
視
覚
、
嗅
覚
、
触
覚
を
働
か
せ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
黄
浦
江
は
眺
め
ら
れ
る
風
景
だ
け
で
は
な
く
、
身
体
で
感
じ
ら

れ
る
実
在
の
環
境
で
あ
り
、
身
体
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
生
活
の
場
所
で
も

あ
る
。「
私
」
の
身
体
と
黄
浦
江
が
構
成
す
る
場
所
と
連
結
を
結
ぶ
こ
と
で
、「
私
」

は
自
分
の
居
場
所
を
確
認
で
き
、
所
属
感
を
生
み
出
し
て
い
る
。

　
②
と
③
で
は
四
季
の
移
り
に
よ
っ
て
黄
浦
江
が
水
の
色
を
変
え
る
こ
と
を
細
や

か
に
描
写
し
て
い
る
。
近
代
以
来
、
村
松
梢
風
、
横
光
利
一
、
芥
川
龍
之
介
な
ど

の
作
家
が
上
海
の
地
を
踏
み
、「
魔
都
」
上
海
の
様
々
な
面
を
描
い
て
い
る
が
、

林
京
子
ほ
ど
黄
浦
江
を
細
か
く
観
察
し
て
描
い
た
作
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
黄
浦

江
の
側
に
暮
ら
し
た
長
い
年
月
で
、
天
気
と
季
節
の
移
り
に
よ
る
水
の
色
の
大
ま

か
な
変
化
は
、「
私
」
が
感
知
し
た
上
海
の
四
季
を
な
し
て
い
た
。
ま
た
、
黄
浦

江
は
上
海
の
人
々
の
水
源
地
だ
。
そ
の
水
を
飲
む
人
々
は
人
種
を
問
わ
ず
、「
黄

土
の
肌
に
な
る
」。
肌
に
影
響
す
る
気
候
風
土
の
描
写
は
、
人
が
上
海
の
自
然
の

一
部
に
な
っ
た
こ
と
を
秘
め
る
。
以
上
の
黄
浦
江
の
描
写
は
、「
私
」
と
黄
浦
江

の
身
体
的
な
関
係
性
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
関
係
性
は
「
還
っ
て
き
た
」
と
い
う

素
朴
な
帰
属
感
に
繋
が
っ
て
い
く
。

　
こ
の
よ
う
に
、
黄
浦
江
な
ど
上
海
の
風
土
は
林
の
言
葉
と
常
識
の
基
礎
と
な
る

と
言
え
る
。「
私
の
日
本
語
の
原
風
景
と
し
て
あ
る
の
は
、
中
国
大
陸
で
す
」　13）
と

林
京
子
は
何
度
も
告
白
し
て
い
る
　14）
。
大
谷
華
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
原
風

景
」
は
「
子
ど
も
時
代
の
体
験
を
も
と
に
し
た
生
成
の
物
語
と
し
て
現
れ
て
い
る
。

そ
の
語
り
の
場
で
生
成
さ
れ
て
い
る
物
語
は
、
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
場
所

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
れ
」　15）
だ
。『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』
で
は
、
子
ど
も
の

「
私
」
が
黄
浦
江
で
身
体
的
な
経
験
と
そ
れ
に
よ
る
情
動
的
な
経
験
を
す
る
。
こ

れ
ら
の
経
験
を
語
る
こ
と
で
、
自
分
な
り
の
文
脈
が
形
成
さ
れ
、
黄
浦
江
は
「
私
」

に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
場
所
と
し
て
記
録
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
上
海
の
風
土
は
林

の
常
識
と
言
葉
と
価
値
観
の
基
礎
と
な
る
。

　
黄
浦
江
は
林
に
よ
っ
て
多
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
黄
浦
江
は
生
き
る
た
め

の
水
源
を
提
供
す
る
他
に
、
明
ら
か
に
死
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
黄
浦
江
の
水

面
に
は
時
々
死
体
が
漂
っ
て
い
る
。
子
ど
も
部
屋
の
窓
か
ら
、「
私
」
は
よ
く
雨
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の
飛
沫
で
泡
だ
っ
て
見
え
る
水
死
体
を
眺
め
て
い
る
。
そ
の
水
死
体
に
は
、
他
の

と
こ
ろ
か
ら
な
が
ら
れ
て
き
た
も
の
も
あ
る
が
、
川
岸
で
処
刑
さ
れ
て
水
中
に
倒

れ
た
も
の
も
あ
る
。
林
は
文
中
で
軍
属
と
自
称
す
る
梶
山
の
目
線
を
通
し
て
、
遺

体
が
黄
浦
江
の
水
中
に
漂
っ
て
い
る
場
面
を
描
い
て
い
る
。「
ご
み
に
混
ざ
っ
て
」

流
れ
て
き
た
死
体
が
「
潮
の
具
合
」
で
、「
岸
壁
に
打
ち
寄
せ
ら
れ
て
く
る
」。
そ

れ
は
「
処
刑
」
の
日
に
限
っ
た
「
風
景
」
で
は
な
く
、
日
常
的
に
見
ら
れ
る
こ
と

だ
（「
は
な
の
な
か
の
道
」）。

　
こ
の
眼
差
し
は
梶
山
か
ら
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
「
風
景
」
を

見
慣
れ
て
育
て
ら
れ
て
き
た
当
時
の
人
々
の
そ
れ
と
合
致
し
て
い
る
部
分
が
あ

る
。
七
五
年
の
野
呂
邦
暢
と
の
対
談
で
、
林
は
死
体
の
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に

語
っ
た
。

　
自
然
の
物
と
し
て
し
か
見
て
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
赤
ち
ゃ
ん
が

死
ん
で
も
道
に
捨
て
ま
す
し
、
そ
れ
は
、
親
よ
り
先
に
死
ん
だ
子
の
不
幸
と
い

う
こ
と
と
、大
地
に
還
る
と
い
う
こ
と
と
、親
以
外
の
誰
か
が
、そ
の
子
を
持
っ

て
い
っ
て
埋
葬
し
て
く
れ
る
と
、
次
に
い
い
子
が
生
ま
れ
る
と
い
う
よ
う
な
言

い
伝
え
が
あ
る
ら
し
ん
で
す
。　16） 

（「
対
談
　
昭
和
二
〇
年
八
月
九
日
」）

　
人
の
死
も
死
体
も
「
自
然
の
物
」
で
、「
大
地
に
還
る
」
こ
と
で
次
の
「
生
」

の
降
臨
と
繋
が
っ
て
い
く
と
い
う
上
海
時
代
の
生
死
観
は
、
こ
う
し
た
中
国
人
の

言
い
伝
え
と
、
戦
時
下
の
上
海
の
黄
浦
江
や
道
々
で
見
慣
れ
た
死
の
「
風
景
」
か

ら
な
し
た
も
の
だ
。

　
そ
う
し
た
生
死
観
は
『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』
に
お
け
る
死
の
語
り
方
か
ら
見

ら
れ
る
。
短
編
「
耕
地
」
で
は
、小
学
生
の
「
私
」
が
上
海
郊
外
に
遠
足
し
た
と
き
、

昔
の
陣
地
に
晒
さ
れ
た
頭
骨
を
見
な
が
ら
「
骨
に
肉
付
け
を
し
て
、
生
前
の
姿
を

想
像
」
し
た
。
そ
し
て
、「
生
命
を
失
う
と
同
時
に
、人
は
臭
気
も
徐
々
に
消
し
て
、

土
に
同
化
し
て
い
く
」
と
語
っ
た
。「
夢
を
み
る
わ
よ
」
と
「
無
邪
気
に
死
者
た

ち
を
怖
れ
」
た
母
は
、「
死
人
」
と
い
う
言
葉
を
情
緒
的
に
思
う
の
に
対
し
て
、

死
と
死
体
に
つ
い
て
、
語
り
手
の
「
私
」
は
冷
静
な
目
を
も
っ
て
、
自
然
の
物
質

的
転
換
の
一
環
と
し
て
即
物
的
に
語
っ
て
い
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
黄
浦
江
の
生
と
死
の
絡
み
合
い
は
重
層
的
な
意
味
を
持
っ

て
い
る
。
ま
ず
、
黄
浦
江
は
生
活
の
場
で
、
生
の
た
め
の
飲
用
水
を
提
供
す
る
水

源
で
、
死
体
を
葬
る
死
の
場
所
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
黄
浦
江
は
生
き
て
い
る
者

と
死
者
を
自
然
に
包
み
込
む
場
所
で
も
あ
る
。
上
海
で
見
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
原
風

景
は
、
子
ど
も
の
「
私
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
生
死
観
の
成
立
に
影
響
を
与

え
る
。
子
ど
も
が
上
海
の
死
風
景
を
無
頓
着
に
眺
め
、
死
体
を
「
自
然
の
物
」
と

し
て
認
め
る
こ
と
は
、戦
争
が
子
ど
も
の
精
神
を
歪
め
る
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

子
ど
も
の
目
を
通
し
て
即
物
的
に
死
を
書
く
の
は
、
林
は
「
戦
争
が
も
た
ら
す
死

を
自
然
の
循
環
と
い
っ
た
了
解
」　17）
を
有
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
よ
り
、
む
し

ろ
子
ど
も
が
死
を
自
然
と
見
る
不
気
味
を
も
っ
て
、
そ
う
し
た
こ
と
を
さ
せ
た
戦

争
を
批
判
す
る
か
ら
だ
と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
し
か
も
戦
争
が
人
間
を
歪
め
る

こ
と
は
大
人
の
世
界
で
は
よ
り
明
ら
か
に
見
え
る
。

生
の
降
格
―
剝
き
出
し
の
生

　
短
編
「
は
な
の
な
か
の
道
」
で
は
、
中
国
人
が
日
本
兵
に
「
処
刑
」
さ
れ
る
と

き
、
傍
観
し
て
い
た
軍
属
の
梶
山
と
い
う
日
本
人
の
若
者
が
日
本
兵
か
ら
刀
を
も

ら
っ
て
辻
斬
り
で
人
を
殺
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
そ
の
頃
、
虹
口
の
街
を
連
日
、
後
ろ
手
に
縛
ら
れ
た
中
国
人
た
ち
が
ひ
き
た

て
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。
ス
パ
イ
、
ス
パ
イ
容
疑
者
、
便
衣
隊
と
嫌
疑
は
い

ろ
い
ろ
で
あ
る
。
嫌
疑
な
の
か
、
既
に
判
決
を
受
け
た
人
た
ち
な
の
か
、
中
国

人
た
ち
は
処
刑
場
に
な
っ
て
い
る
波
止
場
に
連
れ
て
い
か
れ
る
。
特
定
の
処
刑

場
は
な
く
、
黄
浦
江
に
沿
っ
た
川
岸
の
随
所
が
処
刑
場
に
な
っ
た
。
川
岸
が
選

ば
れ
た
理
由
は
、
遺
体
の
処
理
が
い
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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ス
パ
イ
や
便
衣
隊
と
言
わ
れ
た
中
国
人
た
ち
が
縛
ら
れ
て
黄
浦
江
ま
で
引
き
立

て
ら
れ
、
川
岸
に
沿
っ
て
並
ん
で
斬
り
捨
て
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
光
景
は
牛

た
ち
が
列
に
し
て
屠
場
に
追
わ
れ
て
屠
殺
さ
れ
る
シ
ー
ン
へ
と
容
易
に
接
合
さ
れ

る
。「
黄
浦
江
」
で
は
、通
学
路
で
、時
々
牛
と
豚
の
群
れ
に
出
会
う
こ
と
が
あ
る
。

列
を
並
ん
で
い
た
牛
と
豚
は
僅
か
の
ク
ー
リ
ー
た
ち
の
鞭
に
従
い
、
鳴
き
な
が
ら
、

ク
リ
ー
ク
沿
い
の
屠
場
に
向
か
っ
て
通
り
を
走
っ
て
い
っ
た
。
列
に
な
っ
て
屠
場

に
追
わ
れ
て
屠
殺
さ
れ
る
牛
た
ち
と
、
波
止
場
に
連
れ
て
い
か
れ
て
、
黄
浦
江
に

沿
っ
て
斬
ら
れ
た
中
国
人
た
ち
の
姿
は
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。
牛
も
中
国
人
も
牛

殺
し
や
日
本
軍
の
手
で
自
由
に
処
置
さ
れ
る
肉
体
に
す
ぎ
な
い
。
両
方
は
「
合
理

的
」
に
殺
さ
れ
、
要
ら
な
い
部
分
（
牛
は
血
、
人
間
は
そ
の
全
部
）
が
捨
て
ら
れ
、

最
終
的
に
黄
浦
江
の
一
部
に
な
る
。
そ
れ
ほ
ど
の
差
が
な
い
人
間
と
牛
の
死
に
方

を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、「
死
」
が
日
常
的
に
当
時
の
上
海
に
あ
る
こ
と
を
印
象

付
け
る
と
同
時
に
、
上
海
時
代
の
中
国
人
の
生
が
動
物
の
生
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た

と
い
う
事
実
を
静
か
に
示
し
て
い
る
。

　
な
ぜ
人
間
の
生
は
こ
の
よ
う
に
動
物
の
生
に
降
格
さ
れ
る
の
か
。
原
佑
介
氏
は

日
本
人
の
植
民
地
体
験
を
主
題
と
す
る
植
民
者
文
学
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
、

「
植
民
地
体
制
と
い
う
も
の
は
、
支
配
者
た
ち
が
被
支
配
者
た
ち
を
自
分
と
同
じ
人

間
の
よ
う
に
認
識
し
な
い
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
」
か
ら
、
植
民
者
に
と
っ

て
被
植
民
者
は
「
風
物
の
一
部
」
と
見
な
す
よ
う
な
「
遠
い
存
在
」
だ
と
い
う
認

識
が
、
多
く
の
引
揚
者
の
回
想
記
に
見
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
　18）
。

　
ま
ず
明
確
に
す
べ
き
基
本
的
な
前
提
が
あ
る
。
人
間
の
全
て
の
権
利
を
実
際
に

規
定
し
保
障
す
る
こ
と
は
、
法
律
の
意
志
に
基
づ
く
の
だ
。
人
間
の
実
質
的
な
権

力
は
法
律
の
内
容
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
の
意
志
の
一
部
に
上
昇
す

る
。
公
民
と
い
う
言
葉
は
国
家
の
延
長
線
に
あ
り
、
国
家
が
あ
っ
て
か
ら
公
民

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
公
民
が
人
間
と
し
て
国
家
に
政
治
的
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
の
は
、
公
民
個
人
の
権
利
が
国
家
の
法
律
の
一
部
と
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

い
る
。
国
家
が
な
け
れ
ば
公
民
は
な
く
、
法
律
が
な
け
れ
ば
公
民
は
な
い
と
言
っ

て
も
い
い
。
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
七
五
年
に
出
版
し
た
『
監
獄
の
誕
生
　
監

視
と
処
罰
』
の
中
で
「
生
政
治
（Biopolitique

）」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
人

間
の
生
と
法
律
の
弁
証
法
的
な
関
係
を
解
釈
し
た
。
人
間
の
生
が
政
治
化
さ
れ
た

後
、
政
治
化
さ
れ
た
生
の
権
利
は
法
律
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
国
家
の
一
部
と
な
る
。
人
の
生
が
法
律
に
よ
っ
て
意
味
を
与
え
ら
れ
て

い
な
い
と
き
、
国
と
国
の
境
界
、
法
律
と
法
律
の
は
ず
れ
に
あ
る
と
き
、
そ
れ
は

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
に
お
い
て
提
出
す
る
「
剝
き

出
し
の
生
（la nuda vita

）」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
現
実

政
治
が
生
の
意
味
を
剥
奪
す
る
と
き
、
人
間
の
生
は
保
護
の
な
い
生
物
学
的
生
に

降
格
し
て
し
ま
う
。

　
中
国
は
近
代
（
概
ね
一
八
四
〇
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
一
九
四
九
年
の
中
華
人

民
共
和
国
の
成
立
ま
で
）
に
半
植
民
地
半
封
建
社
会
に
陥
っ
た
。
近
代
の
上
海
は

近
代
の
中
国
の
縮
図
だ
と
言
え
る
。
中
国
の
諸
矛
盾
の
焦
点
だ
っ
た
当
時
の
上
海

は
戦
争
を
被
っ
た
直
接
の
戦
地
で
、
欧
米
列
強
の
侵
略
や
中
国
人
の
革
命
闘
争
な

ど
を
含
む
様
々
な
勢
力
の
陣
地
で
、
莫
大
な
財
産
と
飢
饉
が
共
存
し
た
近
代
化
の

先
駆
け
と
も
な
っ
た
都
市
で
も
あ
る
。
一
九
四
二
年
六
月
の
呉
淞
戦
役
で
南
京
条

約
が
調
印
さ
れ
、
上
海
が
広
州
、
福
州
、
厦
門
、
寧
波
と
と
も
に
開
港
さ
れ
た
。

一
八
四
五
年
、
第
一
回
土
地
章
程
の
制
定
に
よ
っ
て
具
体
的
な
居
留
地
が
上
海
に

登
場
し
た
。
領
事
や
外
商
た
ち
は
直
接
に
中
国
人
か
ら
土
地
を
買
い
、
自
国
の
干

渉
抜
き
に
租
界
を
建
設
し
た
こ
と
か
ら
、
一
般
的
な
植
民
地
と
区
別
し
て
半
植
民

地
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
上
海
は
租
界
の
拡
張
と
第
一
次
世
界
大
戦
後

の
帝
国
の
権
益
が
シ
ャ
ッ
フ
ル
を
経
て
、一
九
三
七
年
に
日
中
戦
争
が
勃
発
し
た
。

第
二
次
上
海
事
変
で
は
日
本
軍
が
中
国
軍
を
撃
破
し
て
、
租
界
を
除
く
上
海
全
域

を
占
領
し
た
。
太
平
洋
戦
争
勃
発
後
、
日
本
が
英
米
に
宣
戦
布
告
し
、
日
本
軍
が

租
界
に
攻
め
入
り
、
四
五
年
の
無
条
件
降
伏
に
至
る
ま
で
上
海
全
域
を
占
領
し
て

い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
近
代
の
上
海
は
完
全
な
植
民
地
で
は
な
い
な
が
ら
「
国
の

中
の
国
」
の
よ
う
な
地
域
と
し
て
、
中
華
民
国
の
管
轄
権
が
そ
こ
に
及
ば
な
い
状

態
だ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
歴
史
は
現
代
で
も
欧
米
様
式
の
建
物
か
ら
容
易
に
理
解
で
き
る
。
代
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表
的
な
の
は
外
灘
だ
ろ
う
。
外
灘
は
「
上
海
バ
ン
ド
」
と
も
い
う
。
バ
ン
ド
は
元
々

「
築
堤
」
を
意
味
す
る
言
葉
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
そ
れ
を
も
っ
て
イ
ギ
リ
ス
が
築

か
れ
た
港
湾
居
留
地
の
特
有
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
空
間
を
言
う
よ
う
に
な
っ

た
。
南
の
バ
ン
ド
か
ら
北
の
虹
口
ま
で
、
旧
大
英
帝
国
総
領
事
館
、
旧
ロ
シ
ア
総

領
事
館
と
旧
大
日
本
帝
国
総
領
事
館
な
ど
が
建
っ
て
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ

カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア
、
日
本
、
万
国
の
国
旗
と
軍
艦
旗
が
翻
っ
て
い
た
。
上

海
に
お
け
る
中
国
側
の
主
権
の
喪
失
に
よ
る
景
観
上
の
異
化
と
考
え
る
。
石
田
仁

志
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
当
時
の
上
海
は
「
共
同
租
界
地
で
あ
る
と
い
う
点
で

は
、
中
国
人
に
と
っ
て
も
〈
異
郷
〉
で
あ
っ
た
と
言
え
る
」　19）
。
戦
争
や
半
植
民

に
よ
っ
て
、
上
海
は
当
時
の
中
国
人
に
と
っ
て
の
「
故
郷
」
な
が
ら
「
異
郷
」
と

い
う
特
異
な
空
間
に
な
っ
て
し
ま
う
。
上
海
が
近
代
と
い
う
特
別
な
歴
史
的
時
期

に
よ
っ
て
生
じ
た
中
国
に
あ
っ
て
中
国
で
は
な
い
空
間
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て

い
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
一
方
、
上
海
で
は
、
支
配
者
だ
っ
た
西
洋
人
と
彼
ら
に
築
か
れ
て
き

た
「
擬
似
西
洋
空
間
」　20）
の
裏
に
、
中
国
人
の
生
活
の
流
れ
が
歴
史
を
貫
く
。

一
八
五
三
年
小
刀
会
の
一
揆
が
勃
発
し
、
富
を
持
っ
て
い
た
人
た
ち
は
最
初
に
租

界
に
避
難
し
た
。
の
ち
一
九
一
〇
年
代
、
辛
亥
革
命
と
第
一
次
世
界
大
戦
な
ど
に

よ
る
社
会
不
安
で
、
家
を
失
っ
た
難
民
が
大
勢
租
界
に
逃
げ
込
ん
だ
。
一
九
四
五

年
ま
で
の
間
に
、
上
海
の
人
口
は
三
百
三
十
万
人
を
超
え
る
に
至
っ
た
。
難
民
の

流
入
は
租
界
の
発
展
に
必
要
な
巨
大
な
労
働
力
を
提
供
し
た
。
彼
ら
は
納
税
し
、

上
海
・
租
界
の
建
設
及
び
社
会
の
円
滑
化
に
重
要
な
役
割
を
立
っ
た
た
め
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
と
っ
て
不
可
欠
な
一
部
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
租
界
の
国
々

と
後
の
日
本
が
実
際
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
「
独
立
王
国
」
の
よ
う
な
上
海
は
清

国
政
府
、
国
民
政
府
の
主
権
が
届
か
な
い
場
所
で
あ
る
。
彼
ら
は
清
国
、
中
華
民

国
の
国
民
と
し
て
国
に
保
護
さ
れ
な
い
、
も
ち
ろ
ん
上
海
を
実
際
に
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
た
国
々
の
国
民
と
し
て
認
め
ら
れ
て
も
い
な
い
。
つ
ま
り
、
社
会
生
活
の
中

で
義
務
を
履
行
し
な
が
ら
も
、
法
的
保
護
の
外
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
た
彼
ら
は
、

上
海
の
社
会
生
活
の
内
部
に
包
含
さ
れ
な
が
ら
も
異
類
と
し
て
外
部
に
排
除
さ
れ

る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
中
国
人
を
斬
る
こ
と
は
極
普
通
な
こ
と
で
、
特
に
「
ス
パ
イ
」
と
言
わ
れ
る
中

国
人
を
斬
る
こ
と
は
日
本
側
の
利
益
に
よ
っ
て
正
当
視
さ
れ
た
。「
は
な
の
な
か

の
道
」
で
、
梶
山
は
辻
斬
り
で
目
の
前
の
中
国
人
の
男
を
殺
し
た
。
男
の
死
体
は

黄
浦
江
に
転
が
っ
た
。
梶
山
は
流
れ
つ
い
た
死
体
を
「
み
て
も
驚
か
な
か
っ
た
」。

彼
に
と
っ
て
人
間
の
死
体
は
、「
犬
や
猫
の
死
体
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
」
の
だ
。

牛
の
死
体
が
都
市
に
肉
食
を
提
供
す
る
の
と
違
い
、
人
間
の
死
体
そ
の
も
の
は
全

く
意
味
の
な
い
も
の
だ
。
そ
れ
で
も
中
国
人
を
殺
す
意
味
と
は
、「
ス
パ
イ
」
の

「
処
刑
」
と
名
付
け
る
「
正
当
的
」
な
殺
人
を
通
し
て
日
本
側
の
権
力
を
可
視
化

す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
と
め
る
と
、
日
本
占
領
下
の
上
海
に
暮
ら
し
た
中
国
人

は
庶
民
生
活
を
も
っ
て
日
常
的
な
社
会
生
活
に
包
含
さ
れ
た
が
、
非
国
民
の
た
め

法
的
権
利
を
与
え
ら
れ
な
い
。
彼
ら
は
法
律
に
権
利
を
保
障
さ
れ
な
い
ば
か
り
で

な
く
、
日
本
の
権
力
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
法
的
に
殺
さ
れ
る
の
だ
。

　
国
と
故
郷
を
奪
わ
れ
た
上
海
の
中
国
人
た
ち
は
生
物
学
的
な
生
と
い
う
最
も
単

純
な
存
在
の
形
に
還
元
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
侵
略
者
の
権
力
の
下
に
、
い
つ
か
意

味
の
な
い
死
体
と
な
る
肉
体
に
な
っ
た
。
政
治
的
、
生
物
的
に
排
除
さ
れ
た
「
中

国
人
」
は
三
百
万
と
い
う
数
を
有
す
る
顔
の
な
い
記
号
に
抽
象
化
す
る
こ
と
が
で

き
る
。そ
れ
ら
の「
中
国
人
」の
生
は
本
質
の
な
い
剝
ぎ
出
し
の
生
に
な
っ
た
の
だ
。

　
個
を
な
く
し
て
顔
の
な
い
政
治
的
共
同
体
の
生
は
、
人
を
自
然
に
殺
す
原
因
で

あ
る
だ
ろ
う
。
個
の
生
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
人
間
の
生
を
取

り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
短
編
「
は
な
の
な
か
の
道
」
で
梶
山
は
殺

人
し
た
翌
日
、「
人
を
殺
し
た
恐
怖
に
か
ら
れ
た
」。
普
段
の
よ
う
に
碼
頭
の
岸
璧

を
歩
い
て
い
た
時
、
彼
は
自
分
が
切
り
捨
て
た
男
の
遺
体
に
気
付
い
た
。

　
見
覚
え
の
あ
る
継
ぎ
が
あ
た
っ
た
服
の
背
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
、
遺
体
は
、
水

中
に
首
を
垂
れ
て
伏
せ
て
い
る
。朝
の
陽
の
な
か
で
揺
れ
て
い
る
遺
体
を
み
て
、

梶
山
は
岸
壁
に
釘
付
け
に
な
っ
た
。
継
ぎ
が
あ
た
っ
た
服
は
、
男
の
生
前
の
日

常
を
、
如
実
に
語
っ
て
い
る
。
犬
や
猫
と
同
等
に
み
よ
う
と
し
て
も
、
丹
念
に
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あ
て
ら
れ
た
継
ぎ
は
、
ご
み
の
な
か
か
ら
浮
き
出
て
く
る
。
梶
山
は
、
思
わ
ず

手
を
合
わ
せ
た
と
い
う
。

　
そ
れ
ま
で
は
ゴ
ミ
に
混
ざ
っ
た
死
体
を
日
常
の
「
風
景
」
と
し
て
無
頓
着
に
見
、

人
間
の
死
体
も
動
物
の
死
体
と
同
一
視
し
て
い
た
梶
山
は
、
初
め
て
人
の
死
を
実

感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
服
に
あ
た
っ
た
継
ぎ
は
斬
ら
れ
た
人
が
生
前
し
っ
か
り

と
生
活
を
営
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
を
見
た
梶
山
は
、
人
を
殺
し

た
恐
怖
と
懺
悔
の
念
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
中
国
人
」
と
い
う
普
遍
性
の

記
号
を
外
し
た
、
具
体
的
な
個
の
生
に
向
か
っ
て
い
く
と
き
、
相
手
が
自
分
と
同

じ
く
人
間
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
の
だ
。

　
林
京
子
は
平
板
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
飾
り
の
な
い
言
葉
で
黄
浦
江
の
川
岸
で
の

中
国
人
の
処
刑
を
叙
述
し
た
が
、
そ
れ
は
日
本
占
領
下
の
上
海
に
住
ん
で
い
た
中

国
人
は
人
間
と
し
て
扱
わ
な
い
と
い
う
本
質
的
な
問
題
を
明
確
に
語
っ
て
も
い

た
。
し
か
し
、
林
が
優
れ
た
と
こ
ろ
は
彼
女
の
語
り
は
そ
こ
で
止
ま
ら
な
い
と

い
う
こ
と
だ
。
日
本
の
戦
後
文
学
の
中
で
、
日
本
の
植
民
地
や
占
領
地
の
問
題
を

反
映
す
る
作
品
は
多
い
。
し
か
し
吉
見
義
明
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
国
戦
線

に
お
け
る
日
本
人
の
中
国
体
験
・
敗
戦
体
験
の
語
り
は
、
こ
の
戦
争
は
「
赤
裸
々

な
侵
略
戦
争
」
を
事
実
上
に
示
し
て
も
、「「
聖
戦
」
を
信
じ
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」

の
確
立
」
や
「「
自
衛
」
の
た
め
と
信
じ
て
戦
い
続
け
る
間
は
、
そ
の
事
実
が
見

え
て
こ
な
か
っ
た
」
と
い
う
特
徴
が
あ
る
　21）
。
こ
の
よ
う
な
作
品
は
客
観
的
に
侵

略
戦
争
の
本
質
を
表
し
た
が
、
作
者
自
身
が
そ
の
本
質
を
指
摘
す
る
本
意
を
も
っ

て
書
く
わ
け
で
は
な
い
。
林
の
場
合
は
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
日
本
人
の
本
意
で
は

な
い
部
分
を
自
覚
し
た
。「
犬
や
猫
と
同
等
に
み
よ
う
と
」
す
る
と
い
う
梶
山
の

心
理
を
語
る
こ
と
で
、
あ
え
て
事
実
を
無
視
し
よ
う
と
す
る
日
本
民
衆
の
心
理
状

態
を
暴
き
出
し
た
。
そ
し
て
、
林
は
具
体
的
な
個
と
個
の
生
の
繋
が
り
を
通
し
て

そ
の
降
格
さ
れ
た
生
の
本
来
の
意
味
を
取
り
戻
す
こ
と
を
試
み
た
。
こ
れ
こ
そ
が

林
文
学
の
特
質
で
、
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
所
在
で
も
あ
る
と
考
え
る
。

　
な
ぜ
林
の
描
く
梶
山
は
個
の
生
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
、
恐
怖
と
懺
悔
を
生
み

出
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
林
の
中
国
人
と
長
い
間
に
混
ざ
っ
て

暮
ら
し
た
経
験
と
関
係
が
深
い
。
吉
見
義
明
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、「
占
領
地
に

い
る
中
国
民
衆
と
密
接
な
交
流
の
機
会
を
持
っ
た
」
日
本
人
の
場
合
は
、
自
ら
の

行
為
に
対
す
る
「
反
省
」
が
見
ら
れ
る
　22）
。
そ
の
特
徴
は
、『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』

に
お
け
る
中
国
人
と
の
路
地
生
活
か
ら
も
見
ら
れ
る
。

少
国
民
の
路
地
生
活

　
父
・
宮
崎
宮
治
の
転
勤
の
た
め
、
御
包
み
に
包
ま
れ
た
生
後
八
ヶ
月
の
林
京
子

（
本
名
宮
崎
京
子
）
は
一
九
三
一
年
に
上
海
に
移
住
し
た
。
三
二
年
の
第
一
次
上

海
事
変
と
三
七
年
の
第
二
次
上
海
事
変
と
い
う
二
回
の
戦
禍
で
ふ
る
さ
と
の
長
崎

に
疎
開
し
た
こ
と
を
除
き
、
四
五
年
二
月
末
の
長
崎
へ
の
引
き
揚
げ
ま
で
、
ほ
ぼ

十
四
年
の
歳
月
の
殆
ど
を
、
林
は
中
国
の
上
海
で
過
ご
し
た
。
林
の
家
族
は
虹
口

の
密ミ

勒ラ
ー

路
に
赤
煉
瓦
の
三
階
建
て
の
家
を
借
り
て
住
ん
で
い
た
。
密
勒
路
は
「
住

人
の
九
割
が
中
国
人
だ
っ
た
」　23）
。『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』
で
は
、
路
地
に
住
ん

で
い
た
「
私
」
は
中
国
人
と
密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
。
毎
朝
、
路
地
の
女
た
ち
が

モ
ー
ト
ン
（
中
国
独
特
の
便
器
）
を
洗
う
音
と
匂
い
と
と
も
に
、一
日
が
始
ま
る
。

「
私
」
の
家
と
一
番
親
し
く
付
き
合
っ
て
い
た
路
地
の
中
国
人
は
大
家
の
老
太
婆

の
一
家
だ
。「
私
」
は
よ
く
老
太
婆
の
小
間
使
い
の
明
静
と
一
緒
に
遊
ん
だ
。「
反

日
」「
抗
日
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
貼
っ
て
あ
る
路
地
で
、
中
国
人
の
子
供
た
ち
と

中
国
の
遊
び
を
す
る
。
し
か
し
、口
争
い
に
な
る
と
「
東
条
ワ
レ
シ
（
悪
い
）」「
蒋

介
石
ワ
レ
シ
」
と
互
い
に
言
い
返
す
。
民
間
レ
ベ
ル
の
支
え
合
い
を
行
い
な
が
ら

も
、
国
家
レ
ベ
ル
の
立
場
に
立
つ
と
、
対
立
の
関
係
が
す
ぐ
表
明
さ
れ
る
の
だ
。

「
個
人
の
名
前
は
あ
ま
り
意
味
を
持
た
な
い
」、
名
前
よ
り
「
ま
ず
国
籍
か
ら
明
か

す
」　24）
の
が
習
慣
だ
っ
た
上
海
で
は
、
国
家
レ
ベ
ル
の
立
場
を
日
常
的
に
意
識
し

て
暮
ら
し
を
送
る
意
識
は
、
子
ど
も
に
も
影
響
が
及
ん
で
い
た
。
路
地
の
子
ど
も

は
ま
だ
戦
争
の
意
味
を
わ
き
ま
え
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分
が
ど
の
陣

営
に
属
す
る
か
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
認
識
を
持
つ
。
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　「
老
太
婆
の
路
地
」
に
は
次
の
よ
う
な
シ
ー
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。「
私
」
が
明

静
と
一
緒
に
虹
口
マ
ー
ケ
ッ
ト
か
ら
帰
る
途
中
で
、
時
限
爆
弾
爆
発
事
件
が
あ
っ

て
、
通
行
止
め
に
な
っ
た
。「
明
静
は
唇
を
半
ば
ひ
ら
き
、
無
表
情
な
目
を
し
て

網
の
前
に
立
っ
て
い
た
。
待
つ
の
が
あ
た
り
ま
え
だ
と
明
静
は
あ
き
ら
め
て
い
る

よ
う
だ
っ
た
」。
そ
れ
と
反
対
に
、「
私
は
、
目
の
前
に
仁
王
立
ち
担
っ
て
い
る
兵

隊
の
目
を
見
つ
め
た
。
…
…
私
は
、
兵
隊
の
目
を
見
な
が
ら
、
日
本
人
の
子
供
で

す
、
と
相
手
に
わ
か
る
よ
う
に
首
を
か
し
げ
て
み
せ
た
」。
兵
隊
は
「
日
本
人
の

子
供
か
、
通
っ
て
よ
し
、
と
叫
ん
だ
。
私
は
、
す
か
さ
ず
網
を
く
ぐ
り
抜
け
た
。

通
行
人
の
い
な
い
道
を
、パ
ン
の
袋
を
抱
い
て
走
っ
た
。
誰
も
い
な
い
広
い
道
を
、

特
別
に
許
さ
れ
て
走
る
快
感
が
私
に
は
あ
っ
た
」。
走
り
な
が
ら
「
私
」
は
振
り

返
っ
た
。
後
ろ
に
は
「
中
国
人
た
ち
の
黒
い
目
が
、
蜂
の
巣
の
よ
う
に
重
な
り

あ
っ
て
、
私
一
人
に
そ
そ
が
れ
て
い
た
。
ふ
と
私
は
、
ワ
ン
ポ
ゥ
ツ
ォ
で
通
り
抜

け
た
日
の
、
土
嚢
の
銃
撃
の
跡
を
思
い
出
し
た
」。
そ
の
時
の
明
静
は
、「
無
表
情

な
目
で
、
道
の
向
こ
う
か
ら
私
を
見
て
い
る
。
私
は
、
明
静
を
置
い
て
、
走
っ
て

家
に
帰
っ
た
」。
夕
暮
れ
時
、
明
静
が
帰
っ
て
き
た
。「
パ
ン
を
抱
い
て
路
地
を
通

る
明
静
に
、
ウ
ェ
イ
、
と
笑
顔
で
私
は
呼
び
か
け
た
。
明
静
が
、
チ
ュ
ッ
と
唇
を

す
ぼ
め
て
、
唾
を
吐
い
て
み
せ
た
」。
こ
こ
で
は
、「
私
」
に
関
し
て
、
日
本
兵
隊

は
味
方
だ
と
い
う
認
識
、
少
国
民
と
し
て
優
越
感
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
描
き
出

さ
れ
た
。
明
静
に
関
し
て
、
被
支
配
者
と
し
て
の
従
順
の
裡
に
、
日
本
人
へ
の
憎

し
み
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
描
き
出
さ
れ
た
。

　
日
本
兵
隊
に
囲
ま
れ
た
と
き
、
日
本
人
の
自
分
が
兵
士
に
い
じ
め
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
と
知
っ
て
い
た
「
私
」
は
積
極
的
に
彼
ら
に
助
け
を
求
め
た
。
子
ど
も
の

「
私
」
の
日
本
人
で
あ
る
帰
属
感
は
強
い
。
即
ち
、「
私
」
の
認
識
の
中
で
、
日
本
人

の
子
ど
も
の
「
私
」
は
日
本
兵
士
と
は
味
方
だ
か
ら
、
戒
厳
令
の
対
象
者
で
は
な

い
。
そ
れ
に
、「
私
」
は
日
本
人
の
子
ど
も
で
あ
る
か
ら
日
本
兵
が
通
過
さ
せ
た
。

こ
う
し
た
特
別
な
権
利
は
「
私
」
が
日
本
の
少
国
民
、
植
民
二
世
で
あ
る
か
ら
こ

そ
の
優
越
性
で
、
年
齢
と
男
女
を
問
わ
ず
、
日
本
人
で
あ
る
だ
け
で
獲
得
で
き
る

特
権
だ
。「
快
感
」
を
抱
い
て
走
っ
て
い
た
「
私
」
は
確
か
に
こ
の
特
権
を
享
受

し
得
り
、
そ
し
て
こ
の
特
権
を
楽
し
ん
で
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
中
国
人
を
凌

駕
す
る
支
配
者
が
有
す
る
特
権
は
些
細
な
こ
と
で
も
、「
私
」
を
喜
ば
せ
た
。

　
日
本
人
の
優
越
感
に
つ
い
て
、
四
〇
年
五
月
、
日
本
の
大
本
営
陸
軍
部
研
究
班

が
中
国
在
留
日
本
人
の
動
向
を
調
査
し
ま
と
め
た
「
海
外
地
邦
人
の
言
動
よ
り
観

た
る
国
民
教
育
資
料
（
案
）」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
中
国
に
流
入
し

た
日
本
人
は
中
国
人
に
対
し
て
「
徒
ラ
ニ
誤
レ
ル
優
越
感
ニ
基
キ
中
國
人
ニ
対
シ

侮
蔑
的
行
為
ヲ
ナ
シ
其
の
反
感
ヲ
買
ヒ
ア
ル
モ
ノ
少
カ
ラ
」
ざ
る
状
況
で
、
彼
ら

の
大
部
分
は
、
中
国
人
に
対
し
て
「
敗
戰
者
、
被
征
服
者
ナ
リ
ト
ノ
偏
見
ヲ
以
テ

彼
等
ヲ
侮
蔑
シ
且
傲
慢
不
遜
」
に
し
た
　25）
。
し
か
し
研
究
班
自
身
も
、
中
国
人
を

「
劣
等
国
民
」「
敗
戦
国
民
」
と
み
な
し
て
お
り
、
従
っ
て
「
文
化
的
〔
に
〕
優
秀

な
る
日
本
人
が
、中
国
人
の
上
に
立
っ
て「
指
導
的
立
場
に
於
て
」彼
ら
と「
協
力
」

す
べ
き
だ
、
と
信
じ
て
い
た
か
ら
、「
聖
戦
目
的
」
を
「
正
し
く
理
解
」
し
て
も

事
態
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
」
と
吉
見
義
明
氏
は
皮
肉
を
述
べ
て
い
る
　26）
。

中
国
に
対
す
る
日
本
人
の
優
越
感
の
源
は
、
日
本
の
占
領
に
よ
る
中
国
の
主
権
の

破
壊
に
よ
っ
て
、
中
国
人
の
生
が
生
物
学
的
な
生
に
降
格
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

日
本
文
化
や
「
聖
戦
目
的
」
と
関
係
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、調
査
班
の
報
告
か
ら
、

中
国
人
に
対
す
る
日
本
人
の
優
越
感
は
上
か
ら
下
ま
で
日
本
人
の
間
に
存
在
し
て

い
て
、
戦
時
の
日
本
人
の
普
遍
的
な
性
格
と
な
っ
て
い
る
状
況
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
こ
う
考
え
る
と
、
日
本
が
上
海
を
侵
略
し
占
領
し
た
後
に
構
築
し
た
シ
ス
テ
ム

の
中
で
、
中
国
人
と
日
本
人
と
の
交
流
に
は
真
の
「
平
等
・
対
等
」
は
存
在
し
て

い
な
い
。
日
常
生
活
の
中
で
「
平
等
・
対
等
」
に
見
え
る
両
者
の
交
流
も
、
日
本

側
の
優
越
性
を
保
つ
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
逆
に
、「
不
平
等
」

は
日
常
生
活
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
、
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
内
面
化
さ
れ
た
。

　
一
方
、
も
う
一
種
の
「
あ
た
り
ま
え
」（「
老
太
婆
の
路
地
」）
は
中
国
人
の
中

に
形
成
し
た
。「
私
」
は
機
敏
な
目
で
助
け
を
求
め
た
が
、
明
静
は
「
無
表
情
な

目
」
を
し
て
通
過
の
許
可
を
待
っ
た
。
明
静
は
中
国
人
た
ち
の
一
つ
の
縮
図
と
考
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え
て
も
よ
か
ろ
う
。
日
本
兵
隊
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
、
抵
抗
を
断
念
す
る
ほ
か

な
い
人
た
ち
は
子
羊
の
よ
う
に
日
本
兵
隊
に
左
右
さ
れ
た
。
主
体
性
を
失
い
、
被

支
配
者
に
置
か
れ
る
立
場
と
そ
れ
な
り
の
消
極
的
な
行
動
は
「
あ
た
り
ま
え
」
に

内
面
化
さ
れ
た
の
だ
。
た
だ
し
、
実
際
に
存
在
し
て
い
る
人
間
で
あ
る
以
上
、
そ

の
中
国
人
た
ち
は
外
部
の
刺
激
に
対
し
て
反
応
が
な
い
は
ず
が
な
い
。「
土
嚢
の

銃
撃
の
跡
」
の
よ
う
に
、
戦
争
の
破
壊
は
中
国
人
に
傷
を
残
し
た
。
戦
争
や
圧
迫

へ
の
反
応
は
、
消
極
的
に
抑
え
ら
れ
て
も
、
無
感
動
の
顔
と
無
表
情
な
目
の
後

ろ
に
潜
ん
で
い
る
日
本
人
へ
の
憎
し
み
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、

「
私
」
が
笑
顔
を
し
な
が
ら
さ
り
げ
な
く
明
静
に
呼
び
か
け
て
み
る
と
、
罵
声
し

か
得
な
か
っ
た
の
だ
。

　
林
京
子
は
「
私
」
の
目
を
通
し
て
見
、「
私
」
の
心
を
通
し
て
感
じ
る
が
、
こ

の
淡
々
と
述
べ
て
い
る
語
り
は
、「
私
」
と
語
り
手
の
間
に
距
離
感
を
作
り
、
も

う
一
人
の
「
私
」
が
子
ど
も
の
「
私
」
を
凝
視
す
る
自
省
の
感
覚
を
作
り
出
し
て

い
る
。
こ
の
凝
視
は
、
日
本
の
侵
略
と
植
民
下
の
日
中
民
間
関
係
に
対
す
る
一
方

的
な
美
化
を
打
ち
破
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。「
平
等
・
対
等
」
と
正
反
対
に
、

「
私
」
が
代
表
す
る
日
本
植
民
者
は
日
本
兵
隊
と
同
じ
陣
営
に
属
し
、
そ
の
力
を

借
り
て
優
越
的
な
待
遇
を
獲
得
し
て
、
支
配
者
の
自
己
認
識
を
内
面
化
す
る
。
明

静
が
代
表
す
る
中
国
人
は
戦
争
の
中
で
主
体
性
が
奪
わ
れ
た
被
支
配
者
に
強
い
ら

れ
た
が
、
個
の
人
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
怒
り
と
憎
し
み
を
胸
い
っ
ぱ
い
蓄
え
た
。

そ
の
た
め
、
戦
時
中
の
上
海
で
は
、
日
本
植
民
者
と
中
国
人
の
間
に
は
真
の
友
情

が
な
い
。
一
緒
に
遊
ん
だ
り
、
互
い
に
助
け
合
っ
た
り
す
る
表
面
の
裏
側
に
、
上

海
の
日
本
人
と
中
国
人
の
支
配
者
被
支
配
者
の
立
場
及
び
圧
迫
と
抵
抗
の
関
係
が

現
れ
る
。
友
好
や
無
感
覚
な
顔
に
覆
わ
れ
て
、
そ
れ
ら
の
対
立
は
そ
れ
ほ
ど
激
し

い
表
現
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
常
生
活
の
隅
々
に
浸
透
し
、
非
常
に
日

常
的
な
形
式
で
表
れ
て
い
た
。

　
そ
の
対
立
の
日
常
が
あ
る
た
め
、
林
が
少
女
時
代
を
追
憶
す
る
際
に
は
そ
の
問

題
を
無
視
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
以
下
の
二
点
が
描
き
出
さ
れ
る
。
ま
ず
、
中

国
人
と
日
本
人
と
の
調
和
の
で
き
な
い
対
立
は
、
具
体
の
中
国
人
と
の
付
き
合
い

の
中
で
察
知
し
た
も
の
だ
。
両
国
の
庶
民
の
交
わ
り
と
対
立
が
交
錯
し
た
生
活
は

林
の
少
女
時
代
の
原
風
景
に
な
り
、
林
の
自
伝
的
な
作
品
が
語
ら
れ
る
内
容
を
決

め
る
。
そ
し
て
、
上
海
時
代
の
原
風
景
か
ら
得
た
植
民
者
意
識
に
対
す
る
自
覚
と

自
省
は
、
同
じ
原
風
景
か
ら
生
え
た
上
海
へ
の
「
郷
愁
」
と
矛
盾
す
る
。
そ
れ
は

作
中
に
お
け
る
林
の
叙
情
性
が
極
め
て
抑
え
ら
れ
て
い
る
重
要
な
原
因
の
一
つ
に

な
る
と
思
う
。

　
一
九
九
七
年
、
再
び
上
海
に
旅
に
し
て
き
た
林
は
か
つ
て
暮
ら
し
た
路
地
の
入

口
に
立
ち
、明
静
に
「
東
洋
鬼
と
唾
を
か
け
」
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
恐
れ
て
、

路
地
に
入
ら
な
か
っ
た
　27）
。
そ
の
八
年
後
の
二
〇
〇
五
年
、
林
は
よ
う
や
く
『
全

集
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
「
侵
略
国
の
民
で
あ
っ
た
私
に
は
、
許
さ
れ
な
い
郷
愁

だ
っ
た
」　28）
と
い
う
結
論
を
吐
露
し
た
。
し
か
し
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
子
ど
も

の
「
私
」
の
名
で
覆
い
隠
そ
う
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
答
え
は
既
に
『
ミ
ッ
シ
ェ

ル
の
口
紅
』
の
執
筆
の
時
期
に
は
で
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

人
間
の
回
復
―
上
海
体
験
を
語
る
意
味

　
上
海
は
当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
ど
う
い
う
よ
う
な
場
所
だ
ろ
う
か
。
ま
ず

は
経
済
都
市
と
し
て
の
上
海
だ
。
短
編
「
群
が
る
街
」
に
は
こ
う
い
う
説
明
が
あ

る
。　

そ
の
こ
ろ
、
一
九
三
〇
年
代
は
世
界
的
な
経
済
恐
慌
の
時
代
と
い
わ
れ
て
い

る
。
日
本
内
地
に
は
失
業
者
が
溢
れ
、
上
海
に
向
け
て
、
独
り
身
の
女
た
ち

が
大
勢
出
稼
ぎ
に
き
て
い
た
。（
中
略
）
東
北
地
方
の
農
家
の
娘
た
ち
は
、
貧

し
さ
の
た
め
に
都
会
に
売
ら
れ
た
と
い
う
が
、
娘
た
ち
が
金
に
替
え
ら
れ
る
の

は
、
日
本
内
地
ば
か
り
で
は
な
い
。（
中
略
）
拡
大
さ
れ
て
い
く
日
中
戦
争
の

戸
端
口
に
あ
た
る
上
海
は
、
一
か
八
か
の
、
活
気
あ
る
稼
ぎ
場
で
も
あ
っ
た
ら

し
い
。
男
も
女
も
子
供
も
、
雑
多
な
国
の
人
た
ち
が
、
開
運
を
期
待
し
て
上
海

の
街
に
群
が
っ
て
い
た
。
ド
ル
買
い
と
称
す
る
男
た
ち
も
、
日
本
か
ら
上
海
へ
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や
っ
て
き
た
。

　
少
女
時
代
の
上
海
体
験
を
語
る
作
品
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
子
ど
も
の
小
さ
い

視
線
に
拘
ら
な
く
、
時
代
性
の
強
い
世
界
を
表
象
す
る
。
重
い
時
代
背
景
に
暮
ら

し
た
人
々
に
目
を
注
ぐ
の
は
林
の
文
学
の
特
徴
だ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
三
十
年
代
の
世
界
大
恐
慌
と
凶
作
の
重
な
っ
た
不
況
の
中
、
日
本
に
お
い
て

人
々
の
生
存
が
困
難
に
な
っ
た
。
更
に
、
大
日
本
帝
国
の
軍
国
主
義
が
膨
張
し
つ

つ
、
軍
事
的
手
段
と
し
て
、
三
一
年
の
「
九
・
一
八
事
変
」
を
は
じ
め
と
す
る
一

連
の
対
華
侵
略
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
を
出
発
点
に
し
て
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
全
範

囲
を
国
の
「
生
存
圏
」
に
収
め
よ
う
と
し
た
。
一
九
三
八
年
の
国
家
総
動
員
法
の

も
と
で
、
大
日
本
帝
国
の
内
外
に
お
け
る
動
員
が
行
わ
る
。
働
く
機
会
や
場
所
を

求
め
て
、
多
く
の
日
本
人
は
国
内
外
に
移
動
し
た
。
橋
谷
弘
氏
は
、
日
本
の
植
民

地
支
配
に
つ
い
て
、「
民
間
人
」
も
含
め
て
「
本
土
人
が
多
か
っ
た
」
と
い
う
特

徴
を
指
摘
し
て
い
る
　29）
。
虹
口
は
正
式
の
植
民
地
で
も
租
界
で
も
な
か
っ
た
が
、

上
海
事
変
を
契
機
に
事
実
上
、
日
本
軍
の
占
領
下
に
置
か
れ
た
。
こ
こ
に
住
ん
で

い
た
人
は
、
軍
人
、
支
配
者
、
商
社
の
人
の
他
、
最
も
多
い
の
は
日
本
本
土
で
窮

迫
し
、
生
活
の
道
を
探
し
に
来
た
人
々
だ
っ
た
。
大
恐
慌
と
凶
作
に
加
え
て
、
戦

時
統
制
に
よ
る
物
資
欠
乏
と
思
想
統
制
が
強
い
ら
れ
た
日
本
本
土
と
比
べ
て
、
上

海
で
の
生
活
は
割
に
豊
か
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
上
海
に
対
す
る
日
本
の
侵
略
が
も

た
ら
し
た
も
の
だ
。

　
そ
の
時
期
に
、
国
と
国
民
の
「
生
存
圏
」
を
建
設
す
る
た
め
に
ア
ジ
ア
太
平
洋

に
進
出
す
る
大
日
本
帝
国
は
、
日
本
本
土
か
ら
日
本
国
民
を
動
員
し
た
。
海
を
渡

れ
ば
準
社
員
や
社
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
不
況
に
な
っ
た
日
本
の
生
活
か
ら
脱

出
で
き
る
と
宣
伝
さ
れ
、
海
の
向
こ
う
岸
に
あ
る
上
海
は
、
ま
る
で
「
理
想
郷
」

の
よ
う
に
形
容
さ
れ
た
。
作
品
集
『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』
で
登
場
す
る
日
本
人

た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
「
理
想
」
を
抱
え
て
上
海
に
赴
い
た
の
だ
が
、
実
際
は

必
ず
し
も
期
待
さ
れ
た
通
り
に
鮮
や
か
な
生
活
を
送
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生

活
の
破
綻
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　「
群
が
る
街
」
で
は
、
ヤ
ァ
チ
イ
の
家
で
娼
婦
を
や
っ
た
日
本
人
の
女
が
、
首

吊
り
自
殺
を
し
た
。「
私
」
の
父
方
の
血
縁
の
男
が
東
シ
ナ
海
と
揚
子
江
の
境
界

域
で
入
水
自
殺
し
た
。
こ
の
よ
う
な
男
女
た
ち
は
、
経
済
恐
慌
に
襲
わ
れ
た
日
本

内
地
か
ら
「
活
気
あ
る
稼
ぎ
場
」
と
言
わ
れ
た
上
海
に
移
り
住
ん
で
生
存
の
道
を

求
め
た
が
、
結
局
屈
辱
と
貧
困
の
中
で
死
ん
で
い
っ
た
の
だ
。
作
品
に
描
か
れ
た

そ
れ
ら
の
「
顔
が
な
い
」
人
た
ち
は
群
が
っ
て
、上
海
の
背
景
を
構
成
し
た
。「
群

が
る
街
」
は
そ
の
人
た
ち
の
物
語
を
語
る
こ
と
で
、
上
海
の
繁
栄
の
下
に
隠
さ
れ

る
生
存
の
真
相
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
。

　
作
中
の
上
海
は
理
想
の
破
滅
の
場
所
で
も
あ
る
。「
は
な
の
な
か
の
道
」
で
は
、

「
故
郷
を
捨
て
た
甲
斐
は
な
に
？
」
と
尋
ね
ら
れ
る
と
、
梶
山
は
「
大
東
亜
共
栄

と
真
面
目
に
答
え
」
た
。
し
か
し
、「
大
東
亜
共
栄
」
の
夢
を
抱
え
て
い
た
彼
は

商
社
の
た
め
に
物
資
の
調
達
を
す
る
仕
事
し
か
で
き
ず
、
戦
時
中
に
留
守
宅
に
侵

入
し
て
戦
火
を
避
け
た
り
、
戦
乱
の
中
に
工
場
か
ら
製
品
を
盗
ん
だ
り
、
得
体
の

知
れ
な
い
人
た
ち
と
付
き
合
う
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
第
二
次
上
海
事
変

の
際
、
梶
山
が
紡
績
工
場
か
ら
布
を
持
ち
出
し
、「
戦
利
品
」
と
し
て
略
奪
し
た

品
物
を
「
私
」
の
家
の
押
入
れ
に
置
い
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
「
私
」
の
母
は
梶
山

を
庇
っ
て
、
布
を
「
暗
く
な
る
の
を
待
っ
て
、
部
屋
の
隅
で
裁
断
」
し
て
、
一
刻

も
早
く
使
い
切
ろ
う
と
し
た
（「
は
な
の
な
か
の
道
」）。

　
母
は
日
本
人
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
の
高
い
人
で
、「
日
本
婦
人
の
恥
」
に
な
ら

な
い
よ
う
に
、「
身
に
危
険
を
感
じ
る
」
時
に
「
殺
さ
れ
た
場
合
の
死
体
の
乱
れ

を
考
え
て
下
着
を
取
り
換
え
る
」（「
老
太
婆
の
路
地
」）
こ
と
ま
で
注
意
を
払
う

人
だ
。
こ
の
よ
う
な
母
が
、
品
物
を
盗
む
と
い
う
「
犯
罪
行
為
」
を
庇
う
よ
う
に

な
っ
た
理
由
を
考
え
る
と
、
母
の
観
念
の
中
の
「
恥
」
は
、
個
人
の
「
恥
」
で
は

な
く
、「
日
本
婦
人
の
恥
」
故
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
一
九
三
七
年
の
盧
溝
橋
事
件
を
契
機
に
、
日
中
の
衝
突
が
全
面
戦
争
に
拡
大
す

る
と
、
大
日
本
帝
国
政
府
は
国
民
精
神
総
動
員
運
動
を
開
始
し
た
。
青
年
団
、
婦

人
団
体
を
は
じ
め
各
種
の
団
体
を
総
動
員
し
て
、
戦
争
に
協
力
す
る
活
動
が
推
進

さ
れ
た
。
短
編
「
耕
地
」
の
中
で
、
母
た
ち
国
防
婦
人
会
員
が
、
戦
場
に
赴
く
日
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本
兵
士
を
見
送
り
、
番
茶
と
に
ぎ
り
飯
を
配
る
シ
ー
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の

国
防
婦
人
会
と
い
う
と
、
そ
れ
は
一
九
三
二
年
に
組
織
さ
れ
た
女
性
団
体
で
、
そ

れ
に
先
立
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
た
愛
国
婦
人
会
、
婦
選
獲
得
同
盟
に
対
し
て
、
日

本
本
土
や
植
民
地
の
主
婦
、
労
働
婦
人
、
職
業
婦
人
、
更
に
は
芸
娼
妓
な
ど
、

も
う
一
段
下
の
階
層
の
女
性
が
多
く
参
加
し
て
い
た
団
体
だ
。
会
員
た
ち
が
「
ト

レ
ー
ド
マ
ー
ク
の
割
烹
着
と
襷
を
身
に
つ
け
て
、
駅
や
港
で
出
征
兵
士
の
見
送
り

と
茶
菓
な
ど
の
世
話
を
し
た
」　30）
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
、
大
門
正
克
は
「
国
防

婦
人
会
の
活
動
を
通
じ
て
、
家
事
＝
生
活
と
軍
事
・
政
治
が
明
瞭
に
結
び
つ
け

ら
れ
た
」　31）
と
指
摘
し
て
い
る
。
婦
人
会
は
女
性
が
国
に
尽
く
す
と
い
う
信
念
を

実
行
す
る
便
宜
を
提
供
す
る
た
め
、
女
性
が
実
際
に
戦
争
に
参
与
す
る
こ
と
を
促

し
、
戦
時
の
国
民
の
集
団
意
識
と
同
調
性
を
固
め
る
こ
と
に
も
貢
献
し
た
の
だ
。

そ
の
背
景
を
念
頭
に
置
け
ば
、
母
が
梶
山
の
罪
を
庇
っ
て
布
を
最
後
ま
で
使
い
切

る
の
は
、
相
手
が
自
分
と
同
じ
く
日
本
人
だ
っ
た
か
ら
で
、「
日
本
人
」
と
い
う

集
団
の
罪
を
隠
す
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
に
、
梶
山
が
布
を
盗
む
こ
と
を
「
犯
罪
行
為
」
と
称
し
た
の
は
、
平
和
時

代
の
法
律
に
よ
る
も
の
だ
。「
三
光
作
戦
（
焼
き
、
殺
し
、
奪
う
）」
が
象
徴
す
る

日
本
の
中
国
侵
略
が
行
わ
れ
て
い
た
そ
の
時
期
は
、
軍
隊
外
で
も
「
略
奪
」
や
「
徴

発
」
な
ど
、
平
和
の
時
代
で
は
必
要
の
な
い
言
葉
が
日
常
的
に
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
う
し
た
戦
時
で
は
、
中
国
の
法
律
の
拘
束
力
が
弱
く
な
る
。
列
強
の

国
民
は
治
外
法
権
に
保
護
さ
れ
、
法
律
は
飾
り
物
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
無
秩
序
の

時
期
、
平
民
の
生
活
も
常
に
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
不
本

意
に
布
を
受
け
た
母
は
負
担
を
感
じ
な
が
ら
も
、
早
く
布
を
使
い
切
ろ
う
と
し

た
。
悪
い
と
分
か
っ
て
い
た
が
、
罪
を
隠
そ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
こ
と

を
最
後
ま
で
遂
行
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
。
国
民
総
動
員
に
よ
る
集
団
意
識

に
よ
っ
て
自
分
と
同
じ
く
日
本
人
だ
っ
た
梶
山
の
罪
を
庇
う
と
か
、
戦
時
下
の
グ

レ
ー
ゾ
ー
ン
の
生
き
方
と
か
、
そ
の
理
由
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
何
よ
り
、

大
義
名
分
と
比
較
し
て
、
半
間
幅
の
押
入
れ
に
詰
ま
っ
た
白
布
の
ほ
う
が
よ
り
生

活
の
助
け
と
な
る
実
用
的
な
も
の
だ
。

　「
大
東
亜
共
栄
」
の
理
想
を
抱
え
て
上
海
に
赴
い
た
梶
山
も
、
国
に
尽
く
そ
う

と
し
て
婦
人
会
に
参
加
し
た
母
も
、
国
の
た
め
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
心
を
持
っ

て
い
た
が
、
そ
の
心
は
戦
争
に
利
用
さ
れ
た
。
戦
時
下
の
日
本
人
た
ち
は
様
々
に

宣
伝
さ
れ
た
理
想
を
持
っ
て
い
た
が
、
生
活
の
中
で
略
奪
、
窃
盗
に
巻
き
込
ま
れ
、

そ
の
大
義
名
分
は
事
実
上
破
壊
さ
れ
た
。
作
中
の
「
私
」
は
、
子
ど
も
だ
か
ら
接

し
た
世
界
は
狭
い
が
、
身
の
回
り
の
人
々
の
眼
差
し
を
借
り
る
こ
と
で
、
政
治
的
、

経
済
的
に
時
代
に
巻
き
込
ま
れ
た
庶
民
の
世
界
を
よ
り
客
観
的
に
描
け
る
よ
う
に

な
る
。
上
海
の
一
般
人
を
め
ぐ
る
語
り
自
体
が
、
庶
民
が
主
体
だ
っ
た
歴
史
を

語
る
こ
と
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
海
時
代
の
林
は
子
ど
も
な
が
ら
、「
歴
史
の
証
言

者
」　32）
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
が
庶
民
の
歴
史
の
証
言
を
「
あ
り
の
ま
ま
」

に
語
る
こ
と
で
、
戦
時
下
の
庶
民
に
吹
き
込
ま
れ
た
「
稼
ぎ
場
」
上
海
と
「
大
東

亜
共
栄
」
の
嘘
を
さ
ら
け
出
し
た
。
林
は
『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』
に
お
い
て
、

感
性
を
控
え
る
語
り
を
も
っ
て
、
戦
争
が
人
々
の
生
活
、
尊
厳
や
命
を
奪
う
と
い

う
本
質
を
描
き
尽
く
し
た
の
だ
。

　
し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、上
層
者
の
視
点
で
は
、こ
れ
ら
の
在
中
日
本
人
は
「
日

本
国
民
性
」
に
「
欠
陥
」
が
あ
り
、「
聖
戦
目
的
」
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い
「
素

質
低
劣
ナ
ル
下
級
者
」
に
過
ぎ
な
い
　33）
。
作
者
が
意
図
し
て
い
た
か
否
か
と
は
別

に
、
作
品
に
お
い
て
、
上
位
者
に
利
用
さ
れ
、
差
別
的
に
扱
わ
れ
た
、
離
島
に
排

除
さ
れ
た
在
中
日
本
人
の
群
像
、
ま
た
は
そ
の
共
同
体
の
中
で
、
個
の
生
が
無
視

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
色
濃
く
滲
ん
で
き
た
。
そ
れ
は
、
林
の
創
作
方
法
を
考
え

れ
ば
必
然
的
な
も
の
だ
と
言
え
る
。

　
そ
し
て
、
そ
れ
は
作
者
自
ら
の
原
爆
体
験
と
も
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

一
九
四
五
年
に
上
海
か
ら
引
き
揚
げ
た
後
、
林
は
三
菱
兵
器
工
場
に
学
徒
動
員

中
、
被
爆
し
た
。
そ
の
後
の
人
生
を
、
彼
女
は
被
爆
者
と
い
う
強
い
ら
れ
た
立
場

の
元
に
過
ご
し
た
。
デ
ビ
ュ
ー
作
『
祭
り
の
場
』
に
は
、
自
分
が
死
亡
す
れ
ば
国

が
出
す
一
万
六
千
円
の
葬
祭
料
を
計
算
す
る
挿
話
が
あ
る
。
そ
の
葬
祭
料
で
葬
場

の
飾
り
を
買
え
ば
、「
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
」
な
ら「
八
十
本
」、「
大
根
」な
ら「
五
十
三

本
」
が
買
え
る
と
い
う
　34）
。
林
は
即
物
的
な
数
字
の
計
算
を
も
っ
て
、
人
間
の
生
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は
政
治
の
中
で
は
軽
い
数
字
に
凝
縮
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
皮
肉
に

語
っ
た
。
上
海
の
風
景
に
馴
染
み
、
日
本
人
の
子
ど
も
と
し
て
中
国
人
と
生
活
を

共
有
す
る
少
女
時
代
の
林
に
は
、
い
つ
か
被
爆
者
と
な
っ
て
余
生
を
過
ご
す
予
想

は
ま
だ
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
の
中
に
、
膨
大
な
数
の
人
間
の
生
が
潜
ん
で
い
た

が
、
彼
ら
は
公
式
の
歴
史
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
戦
争
、
疫
病
、
災
難
、
貧
し
さ
や

刑
罰
の
中
で
、
彼
ら
は
騒
い
だ
が
、
地
位
が
低
く
、
軽
賤
さ
れ
た
彼
ら
は
、
せ
い

ぜ
い
数
字
に
凝
縮
さ
れ
、
史
書
に
陳
列
さ
れ
た
冷
た
い
情
報
に
な
り
、
そ
の
活
字

の
行
間
で
人
間
と
し
て
の
含
意
が
除
去
さ
れ
て
し
ま
う
。
国
に
「
特
別
被
爆
者
」

と
明
記
さ
れ
、「
一
万
六
千
円
」
を
も
っ
て
軽
々
し
く
対
処
さ
れ
た
林
は
上
海
時

代
を
生
き
た
人
々
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
命
が
脅
か
さ
れ
、
個

体
と
し
て
の
生
の
尊
厳
を
失
っ
た
戦
時
下
の
人
々
に
は
庶
民
自
ら
の
語
り
が
必
要

だ
と
い
う
潜
在
意
識
を
も
っ
て
、
林
は
庶
民
の
歴
史
を
書
い
て
、
庶
民
が
主
体
と

な
る
記
録
を
試
み
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』
に
描
い

た
上
海
体
験
に
、
は
っ
き
り
現
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
本
論
で
は
、『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』
に
お
け
る
黄
浦
江
の
上
の
風
景
や
、
路

地
で
の
庶
民
生
活
か
ら
上
海
時
代
の
表
象
を
考
察
し
て
、
林
京
子
の
認
識
の
中
の

上
海
を
確
認
し
た
。
ま
ず
、
飲
用
水
を
提
供
し
、
死
体
を
葬
る
黄
浦
江
は
、
上
海

の
生
と
死
が
集
中
的
で
直
接
に
見
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
四
季

に
よ
り
色
の
転
換
が
富
ん
で
い
る
水
源
地
と
死
体
が
日
常
的
に
流
れ
着
く
イ
メ
ー

ジ
を
特
徴
と
す
る
黄
浦
江
の
描
写
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
林
が
、
上
海
の
風
土
へ

の
愛
着
に
よ
り
上
海
に
対
す
る
帰
属
感
を
も
っ
て
い
た
こ
と
と
、
上
海
の
風
景
の

影
響
を
受
け
て
、
死
を
自
然
の
も
の
と
考
え
る
認
識
が
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。

　
次
に
、
日
本
占
領
下
の
上
海
で
は
、
中
国
人
の
生
は
生
物
的
な
生
に
降
格
さ
れ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
中
国
側
の
政
府
の
権
力
が
届
か
な
い
上
海
で
は
、
中

国
人
は
法
的
権
利
を
失
っ
た
。
更
に
は
租
界
の
建
築
に
よ
り
地
理
的
景
観
が
変
わ

る
こ
と
で
、
故
郷
を
失
い
、
日
本
軍
に
「
合
理
的
」
に
処
刑
さ
れ
る
存
在
と
な
っ

た
た
め
、
そ
の
生
は
剝
ぎ
出
し
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
路
地
の
生

活
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
上
海
は
、
日
本
人
と
中
国
人
の
庶
民
の
生
活
が
互
い
に

浸
透
し
な
が
ら
も
、
占
領
国
と
被
占
領
国
、
支
配
者
と
被
支
配
者
の
意
識
が
強
く

人
々
に
存
在
す
る
場
所
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
最
後
に
、
日
本
人
の
庶
民
に

と
っ
て
の
上
海
は
、「
活
気
あ
る
稼
ぎ
場
」「
理
想
郷
」
と
信
じ
ら
れ
た
が
、
実
際

に
は
理
想
と
生
活
が
破
滅
す
る
地
、
戦
争
の
前
線
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
。

　『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』
の
林
は
、
子
ど
も
の
「
私
」、
書
く
時
点
の
「
私
」
と

他
人
の
視
点
を
含
め
る
重
層
的
な
視
線
を
利
用
し
て
、
主
観
的
で
あ
る
と
同
時
に

客
観
的
な
語
り
を
行
っ
た
。
子
ど
も
の
「
私
」
は
少
女
時
代
を
懐
か
し
む
作
者
の

代
弁
者
だ
が
、
回
想
す
る
大
人
の
視
線
は
距
離
感
の
あ
る
中
立
的
な
立
場
を
作
り

出
し
て
い
る
。
黄
浦
江
の
傍
で
身
に
つ
け
た
即
物
的
な
語
り
を
も
っ
て
、
林
は
上

海
時
代
の
記
憶
の
断
片
を
記
録
し
た
。
人
生
の
「
プ
ラ
ス
」
部
分
を
想
起
す
る
こ

と
と
戦
時
の
上
海
を
記
録
す
る
こ
と
と
の
矛
盾
を
調
和
さ
せ
る
た
め
の
手
法
と
し

て
、
子
ど
も
の
目
を
借
り
て
あ
り
の
ま
ま
書
く
こ
と
を
選
ん
だ
の
だ
。
そ
こ
に
上

海
時
代
を
美
化
す
る
意
図
は
な
い
。
む
し
ろ
戦
時
下
の
人
間
の
生
の
降
格
を
意
識

し
て
語
り
、
更
に
は
個
の
生
に
向
か
う
こ
と
で
人
間
と
し
て
の
生
の
意
味
を
取
り

戻
そ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
個
の
生
に
向
か
う
と
き
、
日
本
人
の
中
国
人
に
対
す

る
圧
迫
を
自
覚
し
て
自
省
を
生
じ
、
ま
た
戦
時
総
動
員
中
の
日
本
人
の
嘆
か
わ
し

さ
と
滑
稽
さ
を
さ
ら
け
出
し
た
。

　
林
の
超
然
た
る
眼
差
し
と
冷
静
な
語
り
は
、
戦
場
だ
っ
た
中
国
の
原
風
景
か
ら

得
た
も
の
だ
。
ま
た
、
被
爆
体
験
は
、
被
爆
し
て
い
な
い
少
女
へ
の
懐
か
し
さ
と

原
爆
者
に
強
い
ら
れ
た
体
験
と
い
う
点
で
、
上
海
時
代
の
語
り
を
要
請
し
た
。
重

い
時
代
の
中
で
顔
の
な
い
意
味
の
な
い
数
字
と
し
て
表
象
さ
れ
た
群
衆
が
、
自
ら

の
声
を
出
発
す
る
。
そ
れ
が
『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』
の
意
義
だ
。

　



4 （ 14 ）人間社会環境研究　第43号　2022．3

【
注
】

 1） 

林
京
子
・
島
村
輝
『
被
爆
を
生
き
て
―
作
品
と
生
涯
を
語
る
―
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
一
年
、
四
頁
。

 2） 
林
京
子「
上
海
と
八
月
九
日
と
私
」『
林
京
子
全
集
』第
七
巻
、日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
五
年
、
二
四
三
―
二
四
四
頁
。

 3） 

川
西
政
明
「
解
説
」『
林
京
子
全
集
』
第
二
巻
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
五

年
、
四
七
一
頁
。

 4） 

黒
古
一
夫
『
近
現
代
作
家
論
集
　
大
江
健
三
郎
論
　
林
京
子
論
』
ア
ー
ツ
ア
ン
ド

ク
ラ
フ
ツ
、
二
〇
一
九
年
、
二
七
三
頁
、
二
七
五
頁
。

 5） 

同
上
、
二
六
七
頁
。

 6） 

熊
芳
『
林
京
子
の
文
学
―
戦
争
と
核
の
時
代
を
生
き
る
―
』
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
社
、

二
〇
一
八
年
、
三
一
頁
。

 7） 

同
上
、
二
六
頁
。

 8） 

林
京
子「
著
者
か
ら
読
者
へ
」『
上
海
　
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』講
談
社
文
芸
文
庫
、

二
〇
〇
一
年
、
四
一
六
頁
。

 9） 

林
京
子
・
島
村
輝
『
被
爆
を
生
き
て
―
作
品
と
生
涯
を
語
る
―
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
一
年
、
七
頁
。

 10） 

林
京
子「
あ
と
が
き
」『
林
京
子
全
集
』第
一
巻
、日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、二
〇
〇
五
年
、

四
七
四
頁
。

 11） 

林
京
子
、
小
谷
一
明
、
喜
納
育
江
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
　
文
学
と
核
の
接
触
領
域
」

谷
一
明
、
巴
山
岳
人
、
結
城
正
美
、
豊
里
真
弓
、
喜
納
育
江
編
『
文
学
か
ら
環
境

を
考
え
る
　
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
勉
誠
出
版
、二
〇
一
四
年
、

五
二
頁
。

 12） 

熊
芳
、
前
掲
書
、
二
二
頁
。

 13） 

林
京
子
・
島
村
輝
、
前
掲
書
、
六
頁
。

 14） 

例
え
ば
、「
川
と
い
っ
た
ら
私
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
は
三
本
「
川
」
で
は
な
く
「
河
」。

ど
っ
ぷ
り
流
れ
る
褐
色
の
黄
浦
江
。
中
国
大
陸
が
私
の
日
本
語
の
母
体
に
な
っ
て

い
る
ん
で
す
」（
林
京
子
・
島
村
輝
、
前
掲
書
、
七
頁
）
と
「
私
が
思
う
川
は
河
で
、

ど
っ
ぷ
り
流
れ
る
黄
浦
江
だ
っ
た
」（
林
京
子
『
上
海
』『
林
京
子
全
集
』
第
二
巻
、

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
五
年
、
一
五
九
頁
）
と
い
う
表
現
が
あ
り
、「
風
土

と
言
葉
と
い
う
の
は
関
係
が
深
い
も
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
し
て
、
私
は
日
本
語

を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
つ
も
り
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
少
し
ず
つ
日
本
の
方
た
ち
の

風
光
明
媚
な
風
景
に
育
ま
れ
た
日
本
語
と
、
私
が
使
う
日
本
語
の
内
容
は
ち
ょ
っ

と
違
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
中
国
大
陸
の
広
さ
は
や
は
り
「
白
髪

三
千
丈
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
な
け
れ
ば
対
抗
で
き
な
い
ほ
ど
の
大
き
な
も
の

で
し
て
、
人
が
い
か
に
大
陸
の
大
き
さ
、
自
然
の
大
き
さ
に
対
し
て
小
さ
い
か
と

い
う
こ
と
で
、
言
葉
も
少
し
ず
つ
膨
ら
ん
で
く
る
の
か
な
、
内
容
も
膨
ら
ん
で
く

る
の
か
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
」（
林
京
子
「
上
海
と
八
月
九
日
と
私
」『
林

京
子
全
集
』
第
七
巻
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
五
年
、
二
四
七
頁
）
と
い

う
説
明
が
あ
る
。

 15） 

大
谷
華
「
場
所
と
個
人
の
情
動
的
な
つ
な
が
り
―
場
所
愛
着
、場
所
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
、
場
所
感
覚
」『
環
境
心
理
学
研
究
』
一
巻
一
号
、
日
本
環
境
心
理
学
会
、

二
〇
一
三
年
、
六
〇
頁
。

 16） 

林
京
子
、
野
呂
邦
暢
「
対
談
　
昭
和
二
〇
年
八
月
九
日
　
芥
川
賞
受
賞
作
『
祭
り

の
場
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
文
學
界
』
一
九
七
五
年
九
月
号
、文
藝
春
秋
、一
六
九
頁
。

 17） 

小
谷
一
明
「
林
京
子
論
　
即
物
的
に
語
り
続
け
た
理
由
」『
環
境
人
文
学
Ⅰ
文
化

の
な
か
の
自
然
』
野
田
研
一
・
山
本
洋
平
・
森
田
糸
太
郎
編
集
、
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
七
年
、
九
九
頁
。

 18） 

原
佑
介
『
禁
じ
ら
れ
た
郷
愁
―
小
林
勝
の
戦
後
文
学
と
朝
鮮
―
』
新
幹
社
、

二
〇
一
九
年
、
一
〇
六
頁
。

 19） 

石
田
仁
志
「
林
京
子
―
異
郷/

故
郷
と
し
て
の
上
海
・『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』『
上

海
』」『〈
異
郷
〉
と
し
て
の
大
連
・
上
海
・
台
北
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
、

二
九
六
頁
。

 20） 

藤
原
恵
洋
『
上
海
―
疾
走
す
る
近
代
都
市
』
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
八
八
年
、

二
六
頁
。

 21） 

吉
見
義
明『
草
の
根
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
』東
京
大
学
出
版
会
、一
九
八
七
年
、二
四
三
頁
。
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 22） 

同
上
、
二
四
四
頁
。

 23） 

林
京
子
『
上
海
』『
林
京
子
全
集
』
第
二
巻
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
五
年
、

二
二
三
頁
。

 24） 
林
京
子
『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』『
林
京
子
全
集
』
第
二
巻
、日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
五
年
、
二
六
頁
。

 25） 

大
本
営
陸
軍
部
研
究
班
「
海
外
地
邦
人
の
言
動
よ
り
観
た
る
国
民
教
育
資
料
（
案
）」

一
九
四
〇
年
、
高
崎
隆
治
編
『
十
五
年
戦
争
極
秘
資
料
集
』
第
一
巻
、
不
二
出
版
、

一
九
八
七
年
、
八
六
頁
、
一
八
五
頁
。

 26） 

吉
見
義
明
、
前
掲
書
、
一
〇
三
頁
。

 27） 

林
京
子
「
仮
面
」『
群
像
』
一
九
九
七
年
七
月
号
、『
林
京
子
全
集
』
第
六
巻
、
日

本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
五
年
所
収
、
二
〇
七
頁
。

 28） 

林
京
子「
あ
と
が
き
」『
林
京
子
全
集
』第
二
巻
、日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、二
〇
〇
五
年
、

四
六
五
頁
。

 29） 

橋
谷
弘
『
帝
国
日
本
と
植
民
地
都
市
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
四
年
を
参
照
し
た
。

 30） 

大
門
正
克
『
戦
争
と
戦
後
を
生
き
る
』
小
学
館
、
二
〇
〇
九
年
、
五
八
頁
。

 31） 

同
上
、
五
九
頁
。

 32） 

渡
邊
澄
子
・
ス
リ
ア
ー
ノ
・
マ
ヌ
エ
ラ
『
林
京
子
―
人
と
文
学
―
』
勉
城
出
版
、

二
〇
〇
九
年
、
九
〇
頁
。

 33） 

大
本
営
陸
軍
部
研
究
班
、
前
掲
書
を
参
照
し
た
。

 34） 

林
京
子
『
祭
り
の
場
』『
林
京
子
全
集
』
第
一
巻
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
五
年
、
四
八
頁
。
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