
〃〃

国
木
田
独
歩
の
「
忘
れ
え
ぬ
入
倉
一
（
明
孤
・
４
『
国
民
之
友
』
）
は
、
・
作
者

（
１
）

の
「
人
生
把
握
の
方
式
」
と
、
そ
の
方
式
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
人
生
断
面

（
２
）

図
の
一
端
を
見
せ
て
く
れ
る
。
い
わ
ば
「
独
歩
の
小
説
創
作
の
方
法
論
」
と
、

後
の
彼
の
諸
作
に
描
か
れ
る
「
小
民
」
の
モ
デ
ル
的
原
像
と
を
同
時
に
示
し

た
作
品
で
あ
る
。
ま
ず
、
後
の
論
述
の
便
宜
上
、
こ
の
作
品
の
各
場
面
を
次

の
よ
う
に
区
切
っ
て
み
る
。

Ｂ
発
端
Ｉ
多
摩
川
畔
の
宿
場
の
光
景
、
亀
屋
と
そ
の
主
人
の
描
写
、
亀

屋
に
偶
然
同
宿
し
た
無
名
の
文
学
者
大
津
と
画
家
秋
山
と
の
対
話
が
、

「
忘
れ
え
ぬ
人
を
」
の
話
題
に
至
る
ま
で
の
叙
述

㈲
展
開
ｌ
大
津
の
語
る
「
忘
れ
え
ぬ
人
と
の
個
別
的
再
現
と
、
忘
れ

え
ぬ
理
由
の
集
約
的
叙
述

④
第
一
話
Ｉ
瀬
戸
内
海
の
小
島
の
漁
夫
の
姿

『
忘
れ
え
ぬ
人
為
』
の
原
像
と
そ
の
後
の
独
歩
の
方
法

■

j

Ｉ
研
究
史
上
に
お
け
る
問
題
点
の
中
か
ら

「
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
の
原
像
と

そ
の
後
の
独
歩
の
方
法

⑧
第
二
話
ｌ
阿
蘇
山
麓
の
村
の
馬
子
の
姿

◎
第
三
話
’
四
国
三
津
ヶ
浜
の
琵
琶
僧
の
姿
ｌ
お
よ
び
第
四
話
以

下
、
描
写
を
省
い
た
列
記
（
北
海
道
歌
志
内
の
鉱
夫
、
大
連
湾
頭
の
青

年
漁
夫
、
番
匠
川
の
瘤
あ
る
舟
子
な
ど
）

⑪
そ
の
人
友
を
大
津
が
忘
れ
ぬ
理
由
ｌ
お
の
れ
一
個
の
利
害
や
名
利

競
争
の
囚
わ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
た
心
の
自
由
・
愛
他
的
共
感
・
一
切
無

差
別
平
等
・
自
他
一
体
の
同
胞
意
識
か
ら
生
ず
る
人
懐
か
し
さ
と
共
に

想
起
さ
れ
る
こ
と

同
結
末
’
二
年
後
、
大
津
が
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
最
後
に
亀
屋
の
主

人
を
書
き
加
え
た
こ
と

こ
の
う
ち
、
㈲
の
⑪
が
「
独
歩
の
小
説
創
作
の
方
法
論
」
に
あ
た
る
部
分

で
あ
り
、
④
⑧
⑨
は
そ
の
方
法
で
捉
え
た
人
生
断
面
図
、
つ
ま
り
「
小
民
」

の
原
像
を
示
す
部
分
で
あ
る
。
か
っ
て
吉
江
喬
松
は
、

．
「
忘
れ
え
ぬ
人
と
は
、
た
だ
に
こ
の
初
期
の
彼
の
作
品
の
態
度
を
示

す
ば
か
り
で
な
く
、
彼
の
全
作
品
に
通
じ
て
の
独
歩
の
態
度
を
示
し
て

北

野
昭
彦

咽

_ ＝

』
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1

ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ
の
意
味
で
、
彼
は
演
繰
的
な
作
家
で
あ

（
ｎ
コ
）

マ
（
》
Ｏ

と
論
じ
た
。
以
来
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
た
多
く
の
一
し
忘
れ
え
廻
人
を
」
論
が
出

た
。
中
に
は
「
そ
れ
ら
の
人
物
の
内
容
を
具
体
的
に
充
た
す
の
が
大
津
弁
二

郎
、
す
な
わ
ち
小
説
家
独
歩
の
次
の
仕
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
忘
れ

（
４
）

え
狙
人
左
』
は
、
独
歩
の
人
間
探
究
の
序
章
で
あ
る
」
と
い
う
異
説
も
あ
る

が
、
多
く
の
論
は
吉
江
説
の
延
長
線
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
弓
忘
れ
え
ぬ
人
を
』
は
彼
の
作
品
の
す
べ
て
を
コ
ン
デ
ン
ス

（
５
）

し
」
て
い
る
。
「
後
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
す
？
へ
て
を
包
み
こ
ん
で
し
ま
う
よ

う
な
大
き
な
問
題
ｌ
い
わ
ば
民
衆
・
社
会
に
対
す
る
知
識
人
と
そ
の
個
我

の
在
り
方
に
つ
い
て
の
、
独
歩
に
お
け
る
重
大
な
屈
折
点
が
含
ま
れ
て
い

（
６
）

る
ｃ
」
「
独
歩
の
小
説
の
主
人
公
で
あ
る
山
林
海
浜
の
小
民
た
ち
、
都
会
の
下

積
み
の
人
間
た
ち
に
寄
せ
る
、
独
歩
の
限
り
な
い
連
帯
感
・
愛
情
が
ど
こ
か

（
７
）

ら
生
ま
れ
た
も
の
か
、
こ
の
小
説
は
そ
の
秘
密
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
」

「
独
歩
の
小
説
創
作
の
方
法
論
」
で
あ
る
。
「
独
歩
の
全
作
品
は
独
歩
に
と

（
８
）

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
「
忘
れ
え
ぬ
人
を
」
の
記
念
写
真
で
あ
り
、
墓
碑
銘
だ
」
と

い
う
の
が
、
多
く
の
論
の
集
約
的
な
概
要
で
あ
る
。

私
は
以
上
の
諸
説
を
全
面
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
が
、
そ
う
し
た
所
説

の
延
長
線
上
で
独
歩
を
論
じ
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
次
の
二
つ
の
疑

問
も
し
く
は
矛
盾
に
逢
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

第
一
点
ば
、
『
忘
れ
え
ぬ
人
声
一
に
お
け
る
④
１
．
の
人
生
断
面
図
は
、

「
此
等
の
人
有
を
見
た
時
の
周
囲
の
光
景
」
と
い
う
空
間
的
ひ
ろ
が
り
の
中

で
捉
え
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
の
空
間
が
社
会
と
し
て
現
実
化
さ
れ
て
い
ず
、

ｌ
串

↓

社
会
的
関
連
の
追
求
に
及
ん
で
い
な
い
。
こ
れ
が
「
独
歩
の
小
説
創
作
の
方

法
論
」
と
独
歩
文
学
の
「
小
民
」
の
原
像
だ
と
す
れ
ば
、
独
歩
が
一
」
二
少

女
」
「
牛
肉
と
馬
鈴
薯
一
一
二
呈
岡
先
生
一
「
酒
中
日
記
”
一
一
」
号
外
、
一
「
窮

死
」
「
竹
の
木
戸
」
等
で
、
「
小
民
」
を
社
会
的
状
況
の
中
で
捉
え
て
描
出

し
、
現
実
批
判
や
辛
辣
な
社
会
弧
刺
を
見
せ
て
い
る
事
実
と
の
矛
盾
を
、
ど

う
解
明
す
る
か
で
あ
る
。

「
忘
れ
え
ぬ
人
左
』
は
、
「
彼
の
全
作
品
に
通
じ
」
る
「
小
説
創
作
の
方

、
、

、
、

法
論
」
の
一
端
を
開
示
し
て
い
る
が
、
全
体
を
示
し
て
い
な
い
。
『
忘
れ
え

ぬ
人
を
』
を
序
章
と
す
る
次
の
仕
事
で
、
い
か
に
「
そ
れ
ら
の
人
物
の
内
容

を
具
体
的
に
充
た
す
」
か
、
と
い
う
「
忘
れ
え
ぬ
人
穴
一
に
描
か
れ
ざ
る
も

う
一
つ
の
「
小
説
創
作
の
方
法
論
」
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
と
『
忘

れ
え
ぬ
人
だ
』
の
「
方
法
論
」
と
を
総
合
的
統
一
的
に
把
握
す
れ
ば
、
い
わ

ゆ
る
「
社
会
小
説
」
や
「
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
」
の
文
学
と
も
違
っ
た
独

歩
の
文
学
の
本
質
、
つ
ま
り
「
社
会
問
題
の
解
明
と
は
ち
が
う
角
度
か
ら

『
自
由
』
『
平
等
』
の
認
識
に
進
ん
で
（
中
略
）
当
時
の
封
建
道
徳
や
、
人
物

（
９
）

に
関
す
る
価
値
評
価
の
基
準
変
換
」
を
表
出
し
た
独
歩
の
独
自
性
・
特
異
性

が
一
層
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

第
二
点
は
、
独
歩
の
小
説
が
短
篇
形
式
へ
決
定
づ
け
ら
れ
た
の
は
「
詩
精

神
を
貫
い
た
理
知
の
所
産
で
、
：
…
・
生
の
充
足
感
Ｉ
瞬
間
の
感
動
を
捉
へ

（
、
）
・

て
書
く
の
で
、
叙
述
的
な
長
っ
た
ら
し
い
描
写
な
ぞ
、
好
ま
な
」
い
か
ら
だ
、

（
ｕ
）

彼
の
文
学
ば
「
永
遠
を
に
な
っ
た
一
瞬
時
の
人
生
断
面
図
」
だ
と
い
わ
れ
、

事
実
「
忘
れ
え
ぬ
人
だ
』
の
点
景
人
物
は
ま
さ
に
「
永
遠
を
に
な
っ
た
一
瞬

時
の
人
生
断
面
図
」
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
、
せ
い
ぜ
い
「
あ
る
時
あ
る

【

ｰ
二

ノ



P

彼
は
「
親
と
か
子
と
か
又
は
朋
友
知
己
其
ほ
か
自
分
の
世
話
に
な
っ
た
教

師
先
輩
」
を
す
尋
へ
て
「
忘
れ
て
叶
ふ
ま
じ
き
人
」
と
し
、
忘
れ
え
ぬ
人
左
の

『
忘
れ
え
ね
人
を
』
の
原
像
と
そ
の
後
の
独
歩
の
方
法

ノ
ヴ
エ
レ
ツ
ト

場
所
に
お
け
る
人
生
の
姿
を
描
く
短
篇
小
説
」
に
し
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
こ
れ
は
、
独
歩
の
小
説
の
「
大
部
分
は
あ
る
時
あ
る
場
所
に
お
け
る
人

ノ
ヴ
ニ
レ
ッ
ト

生
の
姿
を
描
く
短
篇
小
説
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
人
生
の
時
間
的
経
過
を

シ
ョ
ー
ト
・
］
〈
ト
ー
リ
ー
（
理
）

辿
る
短
篇
物
語
で
あ
」
る
事
実
と
矛
盾
す
る
。

以
上
に
提
示
し
た
二
つ
の
問
題
は
、
実
は
不
可
分
で
一
体
的
の
も
の
で
あ

る
。
そ
の
解
明
に
は
ま
ず
、

⑩
大
津
Ｉ
独
歩
が
「
忘
れ
え
ぬ
」
人
物
を
発
見
し
た
原
体
験
時
に
お
け

る
人
生
把
握
の
方
式

②
大
津
Ｉ
独
歩
の
心
象
世
界
へ
映
し
出
さ
れ
た
「
忘
れ
え
狙
」
各
人
物

像
の
象
徴
的
意
味

③
そ
れ
を
記
し
た
大
津
の
「
ス
ケ
ッ
チ
」
の
意
味

と
い
う
三
点
か
ら
「
忘
れ
え
ぬ
入
倉
」
の
世
界
を
分
析
解
明
し
、
最
後
に
、

③
一
忘
れ
え
ぬ
人
友
』
を
序
章
に
し
て
、
「
そ
れ
ら
の
人
物
の
内
容
を

具
体
的
に
充
た
」
し
、
現
実
の
再
構
成
に
至
る
「
イ
一
、
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン

と
シ
ム
パ
ッ
シ
ー
」
と
い
う
、
「
独
歩
の
小
説
創
作
の
方
法
論
」
の
統

一
原
理
の
全
貌

を
、
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
『
予
が
作
肋
と
事
実
』
『
炳
淋
録
」
等
に
基
づ
い

て
体
系
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

Ⅱ
人
生
把
握
の
方
式
を
め
ぐ
っ
て

申
》
Ｕ
》

範
囲
か
ら
除
外
す
る
。
彼
の
い
う
「
忘
れ
え
ぬ
人
を
」
は
、
「
恩
愛
の
契
も

な
け
れ
ば
義
理
も
な
い
、
ほ
ん
の
赤
の
他
人
で
あ
っ
て
、
本
来
を
い
ふ
と
忘

つ
い

れ
て
了
っ
た
と
こ
ろ
で
人
情
を
も
義
理
を
も
欠
か
な
い
で
、
而
も
終
に
忘
れ

て
了
ふ
こ
と
の
で
き
な
い
人
」
之
で
あ
る
。

閏

で
は
、
｜
な
ぜ
⑧
１
．
の
人
左
だ
け
が
そ
の
中
に
選
ば
れ
、
彼
ら
と
同
じ
場

に
い
た
無
数
の
男
女
や
秋
山
は
、
な
ぜ
選
ば
れ
な
か
っ
た
の
か
。
⑪
は
そ
の

理
由
を
明
示
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
を
探
る
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、

大
津
（
独
歩
）
が
「
此
等
の
人
盈
を
見
」
て
心
象
中
に
映
し
出
す
ま
で
の
、
彼

の
状
況
と
主
体
的
行
動
の
方
式
と
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
彼
が
「
此
等
の
人
々
を
見
た
時
」
の
共
通
点
は
、
い
ず
れ
も
「
旅
」

の
機
会
を
生
か
し
て
い
、
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
入
郷
記
」
に
記
さ
れ
た
、

す
す
で

棲
み
馴
れ
た
る
土
地
に
在
り
て
は
、
已
に
周
囲
の
事
物
に
馴
れ
て
人
は

容
易
に
人
生
の
意
味
を
感
獲
し
得
る
も
の
に
あ
ら
ず
。

と
い
う
「
経
験
せ
る
事
実
」
を
前
提
に
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
常
住
に
よ

る
「
馴
れ
」
は
、
「
事
実
を
視
ず
（
中
略
）
事
実
に
無
感
覚
」
（
神
の
子
）
な
「
心

霊
の
麻
痒
」
（
牛
肉
と
馬
鈴
碆
）
へ
人
を
陥
れ
、
も
の
の
見
方
考
え
方
を
日
常

の
利
害
や
人
間
関
係
の
狭
い
枠
内
に
限
定
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら

そ
の
囚
わ
れ
か
ら
門
己
を
解
放
し
て
、
も
っ
と
新
鮮
に
「
事
実
を
直
視
す
る
」

（
神
の
子
）
主
体
を
回
復
し
、
自
由
な
発
想
転
換
を
は
か
っ
て
日
常
の
人
生
を

見
直
す
た
め
の
方
便
と
し
て
、
彼
は
「
旅
」
を
し
た
。
そ
う
し
た
「
旅
」
の

効
用
を
明
示
し
て
い
る
の
は
、
◎
の
琵
種
僧
に
出
会
う
直
前
の
と
こ
ろ
で
あ

づ
（
》
Ｏ

僕
は
全
く
の
旅
客
で
此
土
地
に
は
縁
も
ゆ
か
り
も
無
い
身
だ
か
ら
、
知

’
皇

｡

■



る
顔
も
な
け
れ
ば
見
覚
え
の
禿
頭
も
な
い
。
其
処
で
何
と
な
く
此
等
の

光
景
が
異
様
な
感
を
起
さ
せ
て
、
世
の
様
を
一
段
鮮
か
に
眺
め
る
や
う

な
心
地
が
し
た
。

独
歩
は
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
を
他
の
作
品
に
も
、

お
も
ひ

利
害
の
念
も
な
け
れ
ば
越
方
行
末
の
想
も
な
く
、
恩
愛
の
情
も
な
く
憎

悪
の
悩
も
な
く
、
失
望
も
な
く
希
望
も
な
く
、
た
だ
空
然
と
し
て
眼
を

開
き
耳
を
開
い
て
居
る
。
旅
を
し
て
（
中
略
）
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
地
方

か
く

を
行
く
時
は
性
交
に
し
て
此
の
如
き
心
境
に
陥
る
も
の
で
あ
る
。
か
か

る
時
、
は
か
ら
ず
目
に
入
っ
た
光
景
は
深
く
脳
底
に
彫
り
込
ま
れ
て
多

年
こ
れ
を
忘
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
（
空
知
川
の
岸
辺
）

と
書
い
て
い
る
。
こ
う
し
て
彼
は
、
日
常
の
利
害
や
狭
い
人
間
関
係
の
愛
憎

の
枠
内
で
し
か
物
を
見
、
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
次
元
を
自
由
に
越
え
う

る
発
想
転
換
の
機
会
と
し
て
「
旅
」
を
生
か
し
、
「
土
地
に
縁
も
ゆ
か
り
も

無
い
身
」
だ
か
ら
こ
そ
可
能
な
「
利
害
の
念
も
な
け
れ
ば
越
方
行
末
の
想
も

な
く
、
恩
愛
の
情
も
な
く
憎
悪
の
悩
も
な
」
い
無
垢
の
眼
で
、
人
生
行
路
の

途
中
に
ふ
と
出
会
う
人
灸
の
人
生
断
面
を
捉
え
た
。
そ
れ
も
、
彼
ら
と
の
間

に
ま
だ
個
人
的
な
利
害
や
恩
愛
や
義
理
が
生
じ
な
い
う
ち
に
、
出
会
い
の
瞬

間
を
と
ら
え
て
心
の
カ
メ
ラ
に
写
し
と
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
こ
に
「
知

る
顔
」
が
見
つ
か
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
日
常
の
個
人
的
な
利
害
や
愛
憎
の
次
元

へ
引
き
戻
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
「
知
る
顔
も
な
け
れ
ば
見
覚
え
の
禿
頭
も
な
い
」

か
ら
こ
そ
、
「
世
の
様
を
一
段
鮮
か
に
眺
め
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
て
あ
る
。

が
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
、
忘
れ
え
ぬ
人
有
と
同
じ
場
に
い
た
無
数
の
男

女
も
含
め
て
「
世
の
様
を
一
段
鮮
か
に
眺
め
る
」
こ
と
は
で
き
て
も
、
⑧
！

囚一

色
一

◎
の
人
友
だ
け
を
忘
れ
ら
れ
ぬ
理
由
は
尽
く
せ
な
い
。

忘
れ
え
ぬ
人
々
は
、
「
周
囲
の
光
景
の
裡
」
に
融
合
し
た
存
在
で
あ
り
な

が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
「
個
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
を
社

会
的
存
在
と
し
て
社
会
の
中
に
見
出
す
と
共
に
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
「
一

ソ
ー
ル

個
の
人
間
」
（
欺
か
ざ
る
の
記
明
”
・
１
．
１
）
と
し
て
照
ら
し
出
す
の
で
あ

〃
（
》
Ｏ

ソ
ー
ル

で
は
、
彼
ら
を
．
個
の
人
間
」
と
し
て
照
ら
し
出
す
こ
と
を
可
能
に
す

る
前
提
は
何
か
。
ま
ず
「
自
己
の
生
存
を
自
覚
す
る
」
（
神
の
子
）
こ
と
だ
と

独
歩
は
い
う
。
そ
し
て
「
自
己
」
を
「
宇
宙
に
於
け
る
人
間
一
個
の
生
命
」

（
欺
か
ざ
る
の
記
明
配
・
加
・
妬
）
と
し
て
「
自
覚
す
る
」
こ
と
を
通
し
て
、

ひ
と

「
他
」
を
自
分
と
同
じ
「
宇
宙
に
於
け
る
人
間
一
個
の
生
命
」
と
し
て
認
識

す
る
。
問
題
は
彼
が
ど
う
し
て
そ
れ
を
可
能
に
し
た
か
で
あ
る
。
「
忘
れ
え

ぬ
人
女
』
、
の
⑧
の
、
阿
蘇
登
山
か
ら
下
山
し
て
あ
の
馬
子
を
見
出
す
く
だ
り

を
見
よ
う
。
彼
は
山
上
で
、

か
だ
ま
つ

壮
と
い
は
ん
か
美
と
い
は
ん
か
惨
と
い
は
ん
敵
、
僕
等
は
黙
然
た
ま
ま

し
ぱ
ら
、
、
、

一
言
も
出
さ
な
い
で
暫
時
や
石
像
の
や
う
に
立
て
居
た
。
此
時
天
地
悠

、
、
、
、
、
、
、
、
℃
、
、
、
、

食
の
感
、
人
間
存
在
の
不
思
議
の
念
な
ど
が
心
の
底
か
ら
湧
て
来
る
の

は
自
然
の
こ
と
だ
ら
う
と
思
ふ
。
（
傍
線
は
北
野
）

と
い
う
経
験
を
経
て
あ
の
馬
子
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
人
簑
を

脱
し
て
（
中
略
）
無
窮
幽
玄
な
る
自
然
と
面
灸
相
接
」
（
欺
か
ざ
る
の
記
明

沁
・
、
・
９
）
し
て
「
天
地
悠
々
の
感
、
人
間
存
在
の
不
思
議
の
念
」
に
打

た
れ
た
後
、
再
び
元
の
「
人
衰
に
投
じ
」
て
日
常
社
会
の
人
生
を
見
直
す
、

と
い
う
独
歩
の
人
生
把
握
の
方
式
を
示
し
て
い
る
。
山
頂
で
、
彼
は
遠
大
な

色

四

↑
今
』
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大
観
の
中
に
故
郷
の
山
を
遠
望
し
て
父
母
・
朋
友
を
想
起
し
、
視
界
に
入
る

す
令
へ
て
の
地
に
治
乱
興
亡
の
歴
史
が
あ
り
、
無
数
の
人
の
生
死
が
あ
っ
て
現

在
に
未
来
に
続
く
事
実
に
思
い
を
は
せ
る
。

此
に
登
り
て
（
中
略
）
自
然
の
大
を
見
る
毎
に
人
生
の
不
可
思
議
、
霊
妙

を
感
ず
。
人
類
の
歴
史
は
幻
の
如
く
吾
が
前
に
、
其
鮫
初
第
一
の
原
始

人
よ
り
最
後
第
一
黄
金
時
代
の
子
と
の
間
の
人
類
の
歴
史
の
縮
図
精
神

を
示
す
な
り
。
生
死
の
窮
り
な
き
海
は
眼
下
に
横
は
る
を
見
よ
。
（
欺

か
ざ
る
の
記
明
溺
・
皿
・
６
）

こ
の
よ
う
に
「
人
震
を
脱
し
て
」
無
窮
の
時
空
の
広
が
り
の
中
に
、
自
と

他
を
共
に
「
宇
宙
に
於
け
る
人
間
一
個
の
生
命
」
と
し
て
捉
え
た
彼
は
、

ひ
と

「
人
簑
に
投
じ
た
時
」
も
同
じ
視
界
か
ら
、
社
会
生
活
を
営
む
「
他
」
を
自

己
と
同
じ
「
宇
宙
に
於
け
る
人
間
一
個
の
生
命
」
と
し
て
見
出
す
。
彼
自
身

ひ
と

す
べ

が
「
此
吾
」
を
持
っ
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
「
他
」
も
「
凡
て
其
の
吾
を
持
」

ひ
と

（
欺
か
ざ
る
の
記
明
”
・
３
６
）
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
他
」
は
た
だ
の
他

人
で
な
く
「
他
の
吾
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
吾
の
外
、
無
数
の
吾

あ
る
」
（
同
”
・
２
．
あ
）
中
か
ら
、
彼
は
「
一
個
の
」
「
他
の
吾
」
を
見
出

す
の
で
あ
る
。

こ
の
方
式
は
登
山
に
限
ら
ず
、
旅
中
で
「
忽
然
寂
し
き
田
園
よ
り
人
衰
に

入
り
た
る
時
」
（
入
郷
記
）
で
も
同
じ
く
可
能
で
、
亀
屋
の
主
人
が
忘
れ
え
ぬ

人
と
な
り
え
た
一
因
は
、
そ
れ
で
あ
る
。
旅
に
よ
る
空
間
の
移
動
は
空
間
の

広
が
り
を
意
識
さ
せ
る
。
そ
の
広
が
り
の
中
の
見
知
ら
ぬ
所
に
思
い
が
け
ず

見
出
さ
れ
る
人
と
の
出
会
い
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
時
空
を
越
え
た
と
こ
ろ
に

「
此
吾
」
と
同
じ
「
他
の
吾
」
の
人
生
が
遍
在
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
人
生

『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
の
原
像
と
そ
の
後
の
独
歩
の
方
法

昏
含戸

６
－

だ
が
、
④
１
．
の
人
左
の
み
が
忘
れ
え
ぬ
人
を
に
な
っ
た
決
定
的
要
因
は
、

彼
ら
が
ど
ん
な
象
徴
的
存
在
と
し
て
彼
の
心
的
世
界
に
映
っ
た
か
、
で
あ
る
。

か
ら
だ
し
ば
ら

⑧
は
春
の
中
頃
、
大
津
は
「
体
躯
の
工
合
が
悪
い
の
で
暫
時
く
保
養
す
る

気
で
東
京
の
学
校
を
退
い
て
」
帰
郷
す
る
途
中
、
瀬
戸
内
通
い
の
船
上
で

ゆ
く
す
え

「
将
来
の
夢
を
描
て
は
此
世
に
於
け
る
人
の
身
の
上
の
こ
と
な
ど
を
思
ひ
」

つ
つ
、
春
霞
に
う
か
ぶ
島
々
を
見
送
る
う
ち
に
、
と
あ
る
小
島
に
一
人
の
男

を
見
た
。

五

発
見
の
喜
び
が
あ
り
、
そ
の
発
見
の
喜
び
を
通
し
て
彼
ら
と
の
連
帯
感
も
生

じ
る
。
だ
か
ら
「
凡
て
の
同
胞
の
住
む
場
所
灸
灸
を
彼
は
遍
歴
」
蕊
の
半

生
）
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
経
験
の
集
積
は
、
日
常
の
場
に
居
な
が
ら
に
し
て
「
衆
人
の
喋
灸
と

共
に
喋
々
し
、
ふ
と
窓
外
の
白
雲
に
眼
を
転
じ
た
時
」
（
神
の
子
）
で
も
、
そ

の
「
白
雲
」
か
ら
宇
宙
空
間
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
様
の
発
想
転
換

と
人
生
の
再
発
見
を
可
能
に
し
た
。

こ
う
し
た
原
体
験
を
某
に
し
て
、
彼
が
「
独
り
夜
更
て
燈
に
向
」
か
っ
て

彼
ら
を
「
億
ひ
起
」
こ
す
時
も
、
「
皆
な
是
れ
此
生
を
天
の
一
方
地
の
一
角

う

に
享
け
て
他
堂
た
る
行
路
を
辿
り
、
相
携
へ
て
無
窮
の
天
に
帰
る
者
で
は
な

い
か
」
と
、
や
は
り
悠
久
の
時
間
と
空
間
が
彼
の
心
象
中
に
意
識
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
中
に
「
此
吾
」
と
同
じ
．
個
の
」
「
他
の
吾
」
が
忘
れ
え
ぬ
人

と
し
て
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

｜
Ⅲ

写
し
と
ら
れ
た
人
生
断
面
の
象
徴
的
意
味

＆

、



一
ハ

ふ
た
あ
し
ゑ
あ
し

・
何
か
頻
り
に
拾
っ
て
は
籠
か
桶
か
に
入
れ
て
ゐ
る
ら
し
い
。
二
三
歩
み
を
見
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
単
な
る
こ
の
一
漁
夫
の
人
生
営
為
の
姿
で
な

、
、
、
、

（
喝
）

あ
る
い
て
は
し
ゃ
が
み
、
そ
し
て
何
か
拾
ろ
っ
て
ゐ
る
。
自
分
は
此
淋
く
、
人
間
が
生
き
る
た
め
に
「
労
働
し
て
い
る
」
姿
で
あ
り
、
「
吾
及
び
多

あ
さ

し
い
島
か
げ
の
小
さ
な
磯
を
漁
っ
て
ゐ
る
此
人
を
ぢ
っ
と
眺
め
て
ゐ
た
。
く
の
人
を
」
の
人
生
そ
の
も
の
を
、
人
生
の
本
来
自
然
の
営
み
を
象
徴
し
て

船
が
進
む
に
つ
れ
て
人
影
が
黒
い
点
の
や
う
に
な
っ
て
了
っ
た
、
そ
の
い
る
姿
で
あ
る
。
こ
の
原
体
験
こ
そ
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
を
知
る
前
年
の
独
歩
が

う
ち
磯
も
山
も
島
全
体
が
霞
の
彼
方
に
消
え
て
了
っ
た
。
そ
の
後
今
日
捉
え
た
「
永
遠
を
に
な
っ
た
一
瞬
時
の
人
生
断
面
図
」
で
あ
っ
た
。

が
日
ま
で
殆
ど
十
年
の
間
、
僕
は
何
度
此
島
か
げ
の
顔
も
知
ら
な
い
此
そ
れ
は
、
独
歩
ら
が
ス
ト
ラ
イ
キ
で
訴
え
た
学
校
改
革
の
要
求
が
通
ら
ず
、

人
を
憶
ひ
起
し
た
ら
う
。
こ
れ
が
僕
の
「
忘
れ
得
ぬ
人
と
の
一
人
で
退
学
し
、
挫
折
感
を
い
だ
い
て
帰
郷
す
る
途
中
（
作
中
に
は
健
康
を
害
し
て

あ
る
。
帰
郷
す
る
よ
う
に
虚
構
化
し
て
あ
る
）
、
「
将
来
の
夢
を
描
て
は
此
世
に
於
け

人
物
描
写
は
右
の
引
用
部
分
だ
け
で
、
背
後
の
自
然
の
中
の
一
点
景
に
す
る
人
の
身
の
上
の
こ
と
な
ど
を
思
ひ
つ
Ｎ
け
て
ゐ
た
一
独
歩
に
、
人
生
そ
の

ぎ
な
い
。
そ
れ
が
な
ぜ
忘
れ
え
ぬ
人
に
な
っ
た
の
か
。
ま
ず
、
背
後
の
大
宇
も
の
の
あ
り
方
に
対
す
る
根
本
か
ら
の
問
い
直
し
を
迫
っ
た
姿
と
し
て
、
後

宙
の
中
の
一
小
島
に
点
在
す
る
個
な
る
人
間
存
在
と
し
て
見
出
さ
れ
た
こ
と
、
々
ま
で
脳
裏
を
去
ら
な
か
っ
た
。

次
に
、
「
島
か
げ
の
小
さ
な
磯
を
漁
っ
て
ゐ
る
」
行
為
そ
の
も
の
が
、
人
の
だ
か
ら
彼
の
垣
間
見
た
漁
夫
の
人
生
は
、
そ
の
漁
夫
の
人
生
に
と
ど
ま
ら

一
生
の
営
み
、
人
生
の
必
然
を
暗
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
現
に
独
歩
ず
、
「
吾
及
び
多
く
の
人
々
」
の
人
生
営
為
の
本
然
的
な
姿
と
し
て
普
遍
化

は
こ
の
話
の
原
体
験
を
日
記
に
、
さ
れ
、
人
の
一
生
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
暗
示
す
る
姿
と
し
て
彼
の
心
眼

寂
実
た
る
小
島
の
海
浜
に
ひ
と
り
の
人
間
あ
り
、
定
め
て
彼
し
こ
の
山
に
映
っ
た
。
あ
の
漁
夫
は
一
生
あ
の
営
み
を
続
け
る
だ
ろ
う
。
同
様
に
人
は

か
げ
に
見
る
茅
屋
の
主
人
な
る
べ
し
、
黙
を
と
し
て
何
か
あ
さ
り
居
た
職
業
の
如
何
を
問
わ
ず
、
広
い
天
地
の
内
な
る
「
或
る
無
形
の
一
小
島
」
に

よ

り
。
余
が
、
眼
裏
、
彼
を
映
じ
た
る
一
刹
那
、
鳴
呼
か
く
し
て
も
一
生
生
き
て
、
各
自
の
生
業
の
営
み
の
う
ち
に
人
生
を
展
開
し
、
生
涯
を
終
え
る
。

涯
は
一
生
涯
な
り
と
の
感
、
熱
涙
と
共
に
突
き
起
る
。
而
も
顧
み
て
吾
そ
れ
は
あ
の
漁
夫
の
生
涯
と
何
の
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
思

を
思
ひ
、
吾
及
び
多
く
の
人
を
も
亦
密
に
考
究
し
来
れ
ば
、
或
る
無
形
い
が
彼
の
脳
裏
に
去
来
し
た
に
違
い
な
い
。

の
一
小
島
に
碓
左
生
涯
を
送
る
者
な
る
事
を
感
じ
、
人
間
は
小
な
る
者
だ
か
ら
こ
そ
「
忘
れ
え
ぬ
人
と
は
、
彼
が
「
此
世
に
於
け
る
人
の
身
の

哉
と
思
ひ
た
り
。
（
明
治
廿
四
年
日
記
５
．
３
）
上
の
こ
と
な
ど
を
思
」
う
時
の
心
象
体
験
を
原
点
に
し
て
、
無
数
に
書
き
加

と
書
い
て
い
る
。
小
島
の
磯
を
「
二
三
歩
あ
る
い
て
は
し
ゃ
が
み
、
，
そ
し
て
え
ら
れ
、
阿
蘇
の
馬
子
も
「
歌
志
内
の
鉱
夫
、
大
連
湾
頭
の
青
年
漁
夫
、
番

何
か
拾
ろ
っ
て
ゐ
る
」
一
刹
那
の
姿
に
、
独
歩
は
漁
夫
の
．
生
涯
」
の
営
匠
川
の
瘤
あ
る
舟
子
な
ど
」
も
亀
屋
の
主
人
も
、
い
ず
れ
も
一
生
の
生
業
を

､句

■

毎
口
ｒ
」



q

背
負
っ
た
人
生
を
扮
佛
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
秋
山
を
こ
れ
に
加
え
な
か

っ
た
の
は
、
「
第
一
に
路
傍
の
人
、
第
二
に
大
自
然
を
背
景
に
黙
々
と
生
き

‐
（
魁
）

て
い
る
人
、
第
三
に
山
林
海
浜
の
小
民
」
と
い
う
忘
れ
え
ぬ
入
念
の
三
つ
の

条
件
に
該
当
し
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
が
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
要
因
と
し

て
、
画
家
の
秋
山
が
、
絵
を
画
く
と
い
う
彼
本
来
の
人
生
を
見
せ
て
い
な
い

点
を
あ
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
の
点
、
◎
の
琵
琶
僧
は
流
浪
の
世
捨
人
で
も
生
き
る
た
め
巷
に
琵
琶
を

ひ
き
、
一
生
の
生
業
を
背
負
っ
た
人
生
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
に
、
こ
の
僧

と
⑧
の
馬
子
と
は
一
見
、
住
む
世
界
を
異
に
し
な
が
ら
、
共
に
音
曲
を
発
す

る
こ
と
に
よ
り
、
忘
れ
え
ぬ
人
々
に
選
ば
れ
た
点
が
共
通
し
て
い
る
。
⑧
に

こ
こ
一
つ

ど
ん
な
、
、
、
、
、
、
、
、

は
、
「
其
俗
謡
の
意
と
悲
壮
な
声
と
が
甚
腰
に
僕
の
情
を
動
か
し
た
ら
う
」

（
傍
点
は
北
野
）
と
あ
る
。
な
ぜ
か
。

独
歩
は
「
欺
か
ざ
る
の
記
』
（
明
記
・
５
．
翌
に
、
「
音
楽
は
真
に
吾
を

も

救
ふ
不
思
議
の
力
な
り
、
（
中
略
）
精
神
枯
れ
、
霊
饒
へ
、
力
尽
た
る
時
若
し

此
の
不
思
議
な
る
力
に
触
る
八
時
は
、
吾
忽
然
と
し
て
生
く
」
と
書
い
て
い

る
。
音
楽
は
彼
の
内
な
る
「
死
せ
る
思
想
」
に
「
血
を
以
て
充
た
」
し
、

「
凡
て
の
情
、
泉
の
如
く
心
」
に
「
溢
れ
来
」
た
ら
せ
、
「
知
の
前
に
情
」

を
加
え
て
「
物
を
観
る
」
こ
と
を
可
能
に
し
、
杼
情
の
源
を
甦
ら
せ
る
。
そ

し
て
今
ま
で
灰
色
の
平
面
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
天
地
万
物
を
、
生
気
あ
る

緑
の
立
体
に
一
変
さ
せ
、
彼
が
「
詩
人
」
と
し
て
「
人
性
自
然
の
幽
音
悲
調

を
間
」
（
同
泌
・
３
・
里
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
「
忘
れ
え
廻
人
を
」
の

琵
琶
僧
を
見
出
す
く
だ
り
を
見
よ
う
。

忙
し
さ
う
な
巷
の
光
景
が
此
琵
琶
僧
と
此
琵
琶
の
音
と
に
調
和
し
な
い

『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
の
原
像
と
そ
の
後
の
独
歩
の
方
法

ウ
シ

９
－

『

I

「
忘
れ
え
ぬ
人
灸
と
は
、
小
説
全
体
の
題
名
で
あ
る
と
共
に
、
作
中
の
大

津
の
手
記
の
題
名
で
も
あ
る
。
こ
の
手
記
に
つ
い
て
作
者
は
大
津
に
、
「
ほ

ん
の
大
要
を
書
き
止
め
て
置
た
」
だ
け
の
「
ス
ケ
ツ
チ
と
同
じ
こ
と
で
他
人

に
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
」
と
言
わ
せ
て
い
る
。
で
は
、
大
津
の
手
記
は
一
体

ど
の
程
度
の
こ
と
を
記
し
た
も
の
と
想
定
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

七

ど
こ
か

様
で
而
も
何
処
に
深
い
約
束
が
あ
る
や
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
あ
の
鳴
咽

・
す
る
琵
琶
の
音
が
巷
の
軒
か
ら
軒
へ
と
漂
ふ
て
勇
ま
し
げ
な
売
声
や
、

か
な
し
き

亡
季

か
し
ま
し
い
鉄
砧
の
音
に
雑
ざ
っ
て
、
別
に
一
道
の
清
泉
が
濁
波
の
間

を
潜
ぐ
っ
て
流
れ
る
や
う
な
の
を
聞
い
て
ゐ
る
と
、
嬉
し
さ
う
な
、
浮

き
Ｊ
１
し
た
、
面
白
ろ
さ
う
な
、
忙
し
さ
う
な
顔
つ
き
を
し
て
ゐ
る
巷

の
人
食
の
心
の
底
の
糸
が
自
然
の
調
を
か
な
で
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ

た
。

こ
の
「
巷
の
人
為
の
心
の
底
の
…
…
自
然
の
調
」
と
は
、
独
歩
が
「
詩
人

マ
マ

の
本
分
」
と
し
て
聞
き
、
か
つ
表
現
し
よ
う
と
し
た
「
人
間
胸
臆
の
深
底
に

於
て
発
す
る
幽
音
悲
調
」
（
欺
か
ざ
る
の
記
明
沁
・
３
・
里
で
あ
る
。
彼
は

音
曲
に
詩
心
を
触
発
さ
れ
、
「
社
会
生
活
の
渦
中
に
ス
ト
ラ
ッ
グ
ル
す
る
人

間
の
感
情
、
思
想
よ
り
人
性
自
然
の
幽
音
悲
調
を
間
」
（
同
）
い
た
。
と
同

時
に
、
そ
の
音
曲
を
発
し
た
当
人
の
姿
に
、
人
生
の
姿
の
必
然
を
見
た
。
だ

か
ら
馬
子
も
琵
琶
僧
も
、
「
見
た
時
の
周
囲
の
光
景
」
と
共
に
い
つ
ま
で
も

「
目
の
底
に
残
」
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅳ

「
ス
ケ
ッ
チ
」
の
意
味
す
る
も
の

戦

9



そ
れ
は
、
独
歩
が
詩
や
小
説
の
題
材
に
す
べ
き
人
物
・
状
景
を
「
詩
料
」

「
物
語
の
料
」
と
名
づ
け
て
『
欺
か
ざ
る
の
記
」
に
書
い
た
も
の
や
、
「
欺

か
ざ
る
の
記
」
の
記
録
に
は
な
い
が
後
年
に
な
っ
て
「
物
語
の
料
」
と
し
て

追
認
さ
れ
た
人
物
、
等
々
を
略
記
し
た
《
「
詩
料
」
「
物
語
の
料
」
特
集
》

の
ご
と
き
も
の
、
と
推
定
で
き
る
。
現
に
独
歩
は
、
過
去
の
佐
伯
生
活
の
見

聞
に
基
づ
く
「
創
作
メ
モ
」
（
学
習
研
究
社
版
独
歩
全
集
第
六
巻
解
題
・
第
九
巻
参

照
）
を
作
成
し
て
い
る
。
そ
れ
は
縦
書
二
十
六
行
の
和
紙
赤
罫
原
稿
用
紙
に

書
い
た
も
の
で
「
二
十
八
年
四
月
八
日
」
の
日
付
が
あ
り
、
二
十
一
枚
中
の

二
枚
が
現
存
し
、
そ
の
一
部
は
「
不
可
思
議
な
る
大
自
然
」
に
も
、

書
い
た
も
の
で
「
二
十
八
年
四
月
八
日
」
の
日
些

二
枚
が
現
存
し
、
そ
の
一
部
は
「
不
可
思
議
な
》

＠
芳
島
と
女
島
と
の
間
の
渡
守
り
。

、
女
島
に
て
見
た
る
水
門
を
下
せ
し
若
者
。

、
船
頭
町
よ
り
木
立
村
の
間
を
渡
す
舟
子
。

、
十
二
段
（
山
名
）
の
山
腹
に
て
逢
ひ
し
老
樵
夫
。

、
こ
じ
き
紀
州
（
人
名
）

と
引
用
さ
れ
て
い
る
。
「
忘
れ
え
ぬ
人
食
』
の
大
津
の
「
ス
ケ
ッ
チ
」
と
称

す
る
「
半
紙
十
枚
ば
か
り
の
原
稿
ら
し
き
も
の
」
は
、
こ
の
「
創
作
メ
モ
」

の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
『
忘
れ
え
ぬ
人
を
』
に
は
「
番
匠
川

の
瘤
あ
る
舟
子
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
現
存
の
「
創
作
メ
モ
」
に
、
「
芳
嶋
と

女
嶋
と
の
間
の
渡
守
り
」
「
船
頭
町
よ
り
木
立
村
の
間
を
渡
す
舟
子
」
「
「
十

二
段
』
、
よ
り
の
帰
路
、
木
立
よ
り
乗
り
た
る
舟
の
船
頭
」
と
あ
る
三
者
中
の

一
者
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
原
拠
は
『
欺
か
ざ
る
の
記
一
（
明

溺
・
皿
・
４
１
７
）
に
見
出
せ
る
。
す
る
と
、
小
説
一
忘
れ
え
ぬ
人
為
』
を
書

い
た
当
時
の
独
歩
は
、
こ
れ
と
同
様
の
メ
モ
を
別
に
用
意
し
、
そ
れ
を
大
津

C

の
手
記
と
し
て
作
中
に
用
い
た
か
、
ま
た
は
こ
の
既
存
の
「
創
作
メ
モ
」
を

モ
デ
ル
に
し
て
作
中
の
大
津
の
手
記
を
設
定
し
た
、
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
物
語
の
料
」
「
詩
料
」
は
、
そ
れ
か
ら
物
語
を
導
き
出
し
、
小
説
を
創

作
し
う
る
可
能
性
を
内
蔵
し
た
「
題
材
」
の
覚
書
で
あ
り
、
「
忘
れ
え
狙
人

、
、

を
」
の
④
１
．
は
、
そ
れ
を
発
見
し
た
当
時
の
再
現
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
小

、
、

説
を
創
作
す
る
仕
事
は
、
虚
構
を
生
む
作
者
の
想
像
力
に
ま
た
ね
ば
な
ら
ず

そ
こ
に
『
忘
れ
え
ぬ
人
を
」
に
書
か
れ
ざ
る
も
う
一
つ
の
「
独
歩
の
小
説
創

作
の
方
法
論
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
詩
は
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
シ
ム
。
ハ
ッ
シ
ー
と
が
生
む
処
の
子
な
り
」

（
欺
か
ざ
る
の
記
明
記
・
皿
・
８
）
と
は
、
同
時
に
「
独
歩
の
小
説
創
作
の
方

法
論
」
の
核
心
で
あ
っ
た
。
「
シ
ム
。
〈
ツ
シ
ー
」
と
は
、
「
小
我
を
離
れ
、

心
を
此
人
間
同
胞
の
上
に
馳
」
（
同
訂
・
２
・
ど
せ
、
「
凡
て
の
吾
に
同
化

す
る
」
（
同
”
・
４
．
１
）
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

吾
は
同
時
に
、
農
夫
た
る
可
し
。
昔
の
予
言
者
た
る
可
し
。
（
中
略
）
大

す
で

な
る
帝
王
な
る
可
し
。
（
中
略
）
鴫
呼
、
已
に
農
夫
な
り
。
名
な
く
し
て

朽
つ
る
何
か
あ
ら
ん
。
己
に
予
言
者
な
り
。
大
な
る
責
任
を
有
す
。
已

に
貧
民
な
り
。
窮
乏
何
か
あ
ら
ん
。
已
に
帝
王
な
り
。
権
勢
何
か
あ
ら

ん
。
巳
に
少
女
な
り
。
心
雪
の
如
か
る
可
し
。
鳴
呼
、
吾
は
、
此
の
吾

？
マ
マ

は
、
決
し
て
一
個
の
小
イ
ゴ
ー
と
、
一
境
遇
と
、
一
事
条
の
為
め
に
動

か
さ
る
入
も
の
な
ら
ん
や
。
吾
は
人
類
な
り
。
国
木
田
哲
夫
は
人
類
な

Ⅳ
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
シ
ム
・
〈
シ
ー

坐

八

一
宇
』

0



1

り
。
（
同
”
・
２
・
”
）

と
い
う
、
文
学
創
造
の
根
源
を
な
す
心
的
機
能
で
あ
る
。
独
歩
の
「
シ
ム
パ

ッ
シ
ー
」
は
単
な
る
同
情
・
共
感
で
は
な
い
。
そ
の
根
底
に
は
、
「
神
」
と

「
自
然
」
の
前
に
は
「
此
吾
」
も
「
乞
食
」
も
「
等
し
き
人
間
」
（
同
訂
・
１
・

鯛
）
で
あ
り
、
ゆ
え
に
「
総
理
大
臣
の
一
生
と
一
農
夫
の
一
生
と
の
研
究
に

差
別
を
置
か
ざ
る
也
」
（
同
妬
・
９
．
７
）
と
い
う
一
切
平
等
無
差
別
の
思
想

が
あ
る
。
「
忘
れ
え
ぬ
人
為
』
に
、

我
れ
と
他
と
何
の
相
違
が
あ
る
か
、
皆
な
是
れ
此
生
を
天
の
一
方
地
の

一
角
に
享
け
て
悠
々
た
る
行
路
を
辿
り
、
相
携
へ
て
無
窮
の
天
に
帰
る

者
で
は
な
い
か
、
と
い
ふ
や
う
な
感
が
心
の
底
か
ら
起
っ
て
来
て
我
知ひ

と

ら
ず
涙
が
頬
を
つ
た
う
こ
と
が
あ
る
。
其
時
は
実
に
我
も
な
け
れ
ば
他

も
な
い
、
た
Ｎ
誰
れ
も
彼
れ
も
懐
か
し
く
っ
て
、
忍
ば
れ
て
く
る
。

僕
は
其
時
ほ
ど
心
の
平
穏
を
感
ず
る
こ
と
は
な
い
、
其
時
ほ
ど
自
由

を
感
ず
る
こ
と
は
な
い
、
其
時
ほ
ど
名
利
競
争
の
俗
念
消
え
て
総
て
の

物
に
対
す
る
同
情
の
念
の
深
い
時
は
な
い
。

と
あ
る
の
は
、
一
切
無
差
別
平
等
の
思
念
に
基
づ
く
「
シ
ム
・
ハ
ッ
シ
ー
」
で

あ
る
。
そ
の
時
、
「
源
お
ぢ
」
の
翁
と
乞
食
も
、
一
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
の
漁

夫
や
馬
子
ら
も
、
『
二
少
女
』
の
電
話
交
換
嬢
も
、
「
富
岡
先
生
」
の
英
雄

に
な
り
損
じ
た
勘
ね
者
も
、
『
少
年
の
悲
哀
』
の
娼
婦
も
、
「
酒
中
日
記
」

の
校
長
も
、
『
春
の
島
」
の
白
痴
児
も
、
『
窮
死
」
の
変
死
し
た
労
務
者
も
、

「
竹
の
木
戸
」
の
職
人
夫
婦
も
、
「
等
し
き
人
間
」
と
し
て
「
物
語
の
料
」

に
入
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
「
凡
て
の
人
類
」
と
い
っ
て
も
、
あ
く
ど
い
人
物
は
「
酒
中
日

『
忘
れ
え
函
人
々
』
の
原
像
と
そ
の
後
の
独
歩
の
方
法

坐

■

｜

記
』
の
母
親
程
度
で
、
そ
れ
も
校
長
の
悲
劇
構
成
の
た
め
に
必
要
悪
と
し
て

登
場
さ
せ
た
感
が
あ
る
。
「
シ
ム
パ
ッ
シ
ー
」
・
人
間
的
共
感
に
発
し
た
独

歩
文
学
は
、
社
会
の
底
辺
に
生
き
、
底
辺
を
支
え
る
「
小
民
」
の
人
間
的
真

実
を
暖
か
く
共
感
を
こ
め
て
描
い
た
点
に
、
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
が
、
そ

の
反
面
、
人
間
性
の
内
な
る
悪
徳
の
根
源
を
刷
扶
し
え
ぬ
弱
点
を
背
負
わ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
物
語
の
料
」
か
ら
小
説
を
創
作
す
る
に
は
、
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」

の
機
能
も
要
す
る
。
そ
れ
は
、

彼
の
小
児
の
時
代
は
如
何
な
り
し
ぞ
。
彼
の
親
は
如
何
。
彼
長
崎
に
在

る
時
は
如
何
な
り
し
ぞ
。
彼
は
何
故
に
帰
国
せ
し
ぞ
。
而
し
て
今
は
一

艘
の
小
舟
を
こ
ぎ
て
人
を
わ
た
し
以
て
其
生
活
を
っ
且
け
れ
ば
な
ら
ぬ

に
至
り
た
る
乎
。
彼
に
妻
あ
ら
ざ
る
乎
。
彼
に
小
児
あ
ら
ざ
る
乎
。
今

あ
る
か
、
な
き
乎
。
彼
一
生
の
悲
喜
哀
感
は
如
何
。
（
欺
か
ざ
る
の
記

明
記
。
ｎ
．
７
）

と
「
想
像
し
来
」
て
、
そ
の
人
物
の
生
活
状
況
、
人
生
の
経
過
、
性
格
、
思

想
、
心
情
な
ど
を
具
体
的
に
充
た
し
、
再
造
す
る
心
的
機
能
で
あ
る
。
独
歩

は
、

余
の
眼
に
は
歴
史
的
事
実
の
み
事
実
と
し
て
映
ぜ
ざ
る
也
。
理
想
も
事

実
な
り
。
想
像
も
事
実
な
り
。
・
人
間
が
其
の
心
に
働
か
す
事
実
な
り
。

（
同
調
．
ｎ
．
９
）

イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン

と
「
想
像
」
の
生
む
物
語
的
虚
構
の
真
実
性
を
主
張
し
、
「
想
像
の
馬

を
駆
っ
て
之
を
追
は
Ⅸ
無
数
の
事
実
」
（
同
坊
・
皿
・
皿
）
を
創
造
し
う
る
と

い
浄
フ
。

、

皇

九

●
や



だ
が
、
後
年
の
独
歩
の
自
解
に
よ
れ
ば
、
彼
の
作
品
は
、
事
実
そ
の
ま
ま

を
描
い
た
も
の
も
全
く
の
空
想
か
ら
で
き
た
作
品
も
共
に
極
少
で
、
大
部
分

も

は
「
実
際
の
人
物
若
し
く
は
事
件
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
者
」
か
「
事
実
の
人
物

と
事
件
が
其
小
説
の
主
要
部
を
成
せ
る
者
」
（
予
が
作
品
と
事
実
）
だ
と
い
う
。

こ
れ
は
、
彼
が
事
実
以
上
の
真
実
性
に
み
ち
た
「
想
高
き
」
作
品
を
め
ざ
し

て
事
実
に
改
変
を
加
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
現
実
感
の
伴
わ
ぬ
空
想
や
妄
想

に
陥
る
弊
を
避
け
る
た
め
、
「
村
落
を
見
ず
ん
ぱ
折
角
の
高
遠
な
る
詩
想
も

実
際
の
同
胞
を
は
な
れ
た
る
空
想
に
止
ま
ん
」
（
同
泌
・
皿
・
皿
）
と
現
実
を

直
視
し
、
現
実
の
「
観
察
」
に
即
し
て
「
普
通
な
る
人
情
の
上
に
人
生
の
真

理
を
観
出
」
（
同
）
そ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
独
歩
の
「
詩
想
」

は
そ
う
し
た
態
度
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
「
想
像
の
馬
を
駆
っ
て
」
時
空
の

制
約
を
の
り
越
え
、
彼
が
時
と
所
を
違
え
て
見
聞
し
た
「
物
語
の
料
」
の
数

友
を
同
一
次
元
に
結
び
つ
け
、
「
美
し
き
配
合
」
を
想
像
中
に
形
成
し
た
。

老
樵
夫
、
老
船
頭
、
多
く
の
農
夫
、
皆
な
美
し
き
配
合
を
吾
が
想
像
の

裡
に
形
づ
く
る
也
。
（
欺
か
ざ
る
の
記
明
泌
。
ｎ
．
７
）

『
忘
れ
え
ぬ
人
を
」
が
、
「
シ
ム
パ
ッ
シ
ー
」
に
よ
る
「
物
語
の
料
」
の

、
、

発
見
時
と
創
作
へ
の
原
衝
動
を
生
じ
た
時
の
再
現
だ
と
す
れ
ば
、
「
忘
れ
え

、
、

ぬ
人
を
』
に
書
か
れ
ざ
る
「
小
説
創
作
の
方
法
」
は
、
実
に
こ
の
「
美
し
き

配
合
」
に
よ
る
現
実
の
再
構
成
と
そ
の
形
象
化
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
法
態
度

が
晩
年
ま
で
一
貫
不
変
だ
っ
た
こ
と
は
、
「
予
が
作
品
と
事
実
』
「
病
淋
録
』

の
自
作
自
解
が
如
実
に
証
明
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
硯
友
社
の
文
学
に
か
わ
っ
て
文
壇
の
主
流
を
占
め
た
文
学

が
自
然
主
義
か
ら
私
小
説
の
袋
小
路
へ
陥
っ
た
の
に
対
し
、
独
歩
の
文
学
は

1

七

一
○

同
じ
く
客
観
的
素
材
に
徹
し
な
が
ら
、
よ
り
広
い
視
野
か
ら
の
虚
構
化
を
通

し
て
自
己
表
現
す
る
近
代
文
学
の
可
能
性
を
独
自
に
切
り
開
い
た
。
そ
し
て

神
と
自
然
の
前
に
は
総
理
大
理
も
乞
食
も
「
此
吾
」
と
「
等
し
き
人
間
」
だ

と
い
う
、
一
切
無
差
別
平
等
の
発
想
に
立
つ
彼
は
、
や
が
て
「
此
吾
」
と
「
等

し
き
人
間
」
で
あ
る
「
他
の
吾
」
の
「
窮
死
」
を
見
て
、
個
盈
の
善
意
の
外

側
に
あ
る
社
会
組
織
の
不
合
理
を
問
題
視
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
彼
は
社

会
小
説
や
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
の
文
学
と
も
違
う
発
想
の
道
筋
を
行
き
な

が
ら
、
最
後
の
究
極
に
は
彼
ら
の
め
ざ
す
所
と
同
じ
所
に
向
か
っ
て
歩
き
出

し
て
い
た
と
い
え
よ
箔
フ
。

註
（
１
）
芦
谷
信
和
「
独
歩
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
」
（
『
花
園
大
学

研
究
紀
要
』
第
４
号
、
昭
妃
・
３
）

（
２
）
山
田
博
光
「
国
木
田
独
歩
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
第
溺
巻
第
四
号
、
昭
謁
・
皿
）

（
３
）
吉
江
喬
松
「
国
木
田
独
歩
研
究
」
（
昭
７
新
潮
社
『
日
本
文
学
講
座
⑬
明
治

時
代
下
編
』
）

（
４
）
中
島
健
蔵
『
明
治
文
学
全
集
鋤
国
木
田
独
歩
集
』
（
昭
娚
筑
牽
言
房
）
「
解

題
」

（
５
）
吉
田
精
一
『
自
然
主
義
の
研
究
』
上
巻
（
昭
訓
東
京
堂
）
諾
Ｃ
頁

（
６
）
・
清
水
茂
「
忘
れ
え
ぬ
人
を
」
（
『
国
文
学
』
第
３
巻
第
２
号
、
昭
濁
・
２
）

（
７
）
山
田
博
光
『
日
本
近
代
文
学
大
系
⑩
国
木
田
独
歩
集
』
（
昭
媚
角
川
書
店
）

堂
二
貝
補
注
弱

（
８
）
前
掲
（
２
）
に
同
じ

（
９
）
中
島
健
蔵
編
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
、
国
木
田
独
歩
』
（
昭
謁
角
川
書
店
）

茄
頁

（
叩
）
秦
一
郎
「
国
木
田
独
歩
」
（
『
明
治
大
正
文
学
研
究
』
季
刊
第
Ⅳ
号
、
昭
訓
・
・

９
）

傘

ろ



（
、
）
福
田
恒
存
『
作
家
論
目
』
（
角
川
文
庫
）
四
頁

（
皿
）
工
藤
好
美
「
国
木
田
独
歩
」
（
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
第
１
号
、

昭
記
・
３
）

（
喝
）
芦
谷
信
和
「
独
歩
『
忘
れ
え
ぬ
人
を
』
」
（
『
花
園
大
学
国
文
学
論
究
』
創
刊

『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
の
原
像
と
そ
の
後
の
独
歩
の
方
法

悪

●

！’

号
、
昭
娼
・
叩
）

皿
）
前
掲
（
７
）
の
堂
吾
暴
禰
注
調

（
独
歩
の
引
用
原
文
は
学
習
研
究
社
版
全
集
に
よ
る
。
）

｝

今

寺
』


