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�
東
方
�
三
〇
六
号
よ
り

異
常
な
時
代
の
記
憶

 

山
田 

敬
三�
神
戸
大
学
名
誉
教
授
�

二
二
八
か
ら
白
色
テ
ロ
へ

　

耳
が
聴
こ
え
ず
�
口
も
利
け
な
い
一
人
の
若
者
が
�
凶
器
を
持
�

た
男
た
ち
に
列
車
の
中
で
殺
さ
れ
そ
う
に
な
る
シ
�
ン
が
�
映
画

�
悲
情
城
市
�
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
�
彼
は
台
湾
語
と
日
本
語
に

よ
る
質
問
に
答
え
ら
れ
な
か
�
た
た
め
�
大
陸
か
ら
来
た
外
省
人
だ

と
誤
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
�
事
件
の
背
景
に
な
�
て
い
る
一
九
四
七

年
春
�
大
陸
か
ら
や
�
て
き
た
中
国
人
で
あ
れ
ば
�
そ
れ
だ
け
で
私

刑
の
対
象
に
な
�
た
瞬
間
が
戦
後
の
台
湾
で
は
確
か
に
あ
�
た
の
だ
�

　

こ
の
衝
撃
的
な
事
実
は
�
ヴ
�
ネ
チ
ア
の
映
画
祭
で
�
台
湾
映
画

と
し
て
は
最
初
の
グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
し
た
作
品
の
中
で
�
二
二
八

事
件
の
典
型
的
な
側
面
を
つ
ぶ
さ
に
描
写
し
た
場
面
で
あ
る
�
こ
の

当
時
�
台
湾
土
着
の
人
々
�
本
省
人
�
に
と
�
て
�
日
本
の
敗
戦
後
�

大
陸
か
ら
渡
来
し
た
外
省
人
が
�
そ
こ
ま
で
う
と
ま
れ
憎
悪
さ
れ
て

い
た
と
い
う
�
今
で
は
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
抗
争
の
実
像
で
あ
る
�

　

だ
が
�
本
省
人
に
よ
る
ほ
と
ん
ど
自
然
発
生
的
な
外
省
人
襲
撃
は
�

事
件
発
生
の
二
月
二
八
日
か
ら
一
〇
日
間
と
は
続
か
な
か
�
た
�
国

民
党
政
府
は
大
陸
か
ら
呼
び
寄
せ
た
軍
隊
を
使
�
て
�
今
度
は
事
件

の
関
係
者
に
徹
底
的
な
弾
圧
を
加
え
始
め
た
か
ら
で
あ
る
�
以
後
�

断
続
的
に
戒
厳
令
が
敷
か
れ
�
そ
れ
は
八
七
年
に
解
除
さ
れ
る
ま
で

四
〇
年
に
わ
た
�
て
台
湾
の
社
会
に
沈
鬱
な
影
を
落
と
す
こ
と
に
な

る
�

　

二
二
八
事
件
の
二
年
後
に
は
国
民
党
政
権
が
台
北
に
遷
都
�
�
一

九
五
〇
年
の
台
湾
解
放
�
を
め
ざ
す
共
産
党
の
地
下
運
動
が
興
起
す

る
中
で
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
�
白
色
テ
ロ�
赤
狩
り
�
が
台
湾
全
土

を
席
巻
し
た
�
本
書
は
こ
の
異
常
な
時
代
の
記
憶
を
発
掘
し
�
台
湾

現
代
史
に
刻
印
し
よ
う
と
す
る
ノ
ン
フ
�
ク
シ
�
ン
で
あ
る
�

映
画
の
虚
構

　

映
画
は
日
本
の
第
二
次
世
界
大
戦
へ
の
全
面
的
な
降
伏
宣
言
で
あ

る
昭
和
天
皇
の�
玉
音
放
送
�
に
始
ま
り
�
中
国
国
民
党
が
中
国
共

産
党
と
の
闘
い
に
敗
れ
て
南
京
か
ら
台
北
へ
遷
都
し
た
四
九
年
一
二

月
ま
で
を
時
代
背
景
に
設
定
す
る
�
し
か
し
�
描
か
れ
て
い
る
事
実

の
中
に
は
明
ら
か
に
五
〇
年
代
の
�
左
翼
分
子
に
対
す
る
国
民
党
の

白
色
テ
ロ
が
含
ま
れ
て
い
る
�

　

政
治
犯
が
夜
明
け
に
監
獄
か
ら
連
れ
出
さ
れ
�
銃
殺
さ
れ
る
時
に
�

周
り
の
囚
人
た
ち
が
一
斉
に�
幌
馬
車
の
唄
�
を
歌
う
場
面
�
町
を

追
わ
れ
た
若
者
た
ち
が
理
想
を
追
�
て
山
中
で
共
同
生
活
を
し
な
が

ら
�
ほ
ど
な
く
官
憲
の
手
で
一
斉
に
摘
発
さ
れ
る
場
面
�
�
�
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
白
色
テ
ロ
の
現
実
で
あ
�
て
�
二
二
八
事
件
と
は
か
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か
わ
り
が
な
い
�
つ
ま
り
�
映
画
の
制
作
者
た
ち
は
�
当
時
の
政
治

的
な
環
境
に
配
慮
し
な
が
ら
�
同
じ
民
族
の
内
部
に
生
じ
た
不
幸
な

事
件
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
�
映
画
の
中
で
描
写
し
た
の
で
あ
る
�

　

台
湾
で
は
長
い
間
�
二
二
八
や
白
色
テ
ロ
に
触
れ
る
こ
と
は
タ

ブ
�
で
あ
�
た
�
し
か
し
�
戒
厳
令
が
解
除�
八
七
年
七
月
�
さ
れ
�

蔣
経
国
の
死
去
に
よ
�
て
政
権
が
本
省
人
の
李
登
輝
に
移
る�
八
八

年
一
月
�
と
い
う
時
代
の
変
化
を
見
す
え
な
が
ら
�
ニ
�
�
シ
ネ
マ

の
旗
手
侯
孝
賢
は
�
あ
え
て
積
年
の
タ
ブ
�
を
映
画
の
テ
�
マ
に
選

ん
だ
�
と
い
�
て
も
�
事
実
を
そ
の
ま
ま
描
く
こ
と
は
ま
だ
危
険
で

あ
�
た
�
そ
の
た
め
�
映
画
の
プ
ロ
�
ト
は
事
実
と
架
空
を
な
い
ま

ぜ
に
し
な
が
ら
�
あ
え
て
難
解
に
構
成
さ
れ
て
い
る
�
当
時
の
事
情

を
知
ら
な
い
観
客
に
は
誤
解
さ
え
招
き
か
ね
な
い
�

『
幌
馬
車
の
歌
』

　

こ
の
映
画
の
テ
キ
ス
ト
が
�
陳
映
真
の
主
宰
す
る
雑
誌�
人
間
�

八
八
年
九
月
と
一
〇
月�
第
三
五
・
三
六
期
�
に
掲
載
さ
れ
た�
幌
馬

車
之
歌
�
で
あ
る
�
作
者
の
藍
博
洲
は
事
件
関
係
者
の
重
い
口
を
こ

じ
開
け
る
よ
う
に
し
て
イ
ン
タ
ビ
�
�
を
繰
り
返
し
�
そ
の
聞
き
取

り
を
丹
念
に
記
録
し
な
が
ら
�
同
時
に
自
ら
探
索
し
た
史
料
を
そ
こ

に
挿
入
し
�
�
語
り
�
を
接
続
す
る
形
式
で
ノ
ン
フ
�
ク
シ
�
ン
を

構
成
し
た
�

　

そ
れ
は
九
一
年
に
時
報
文
化
出
版
企
業
有
限
公
司
か
ら�
こ
の
書

を
五
〇
年
代
白
色
テ
ロ
の
犠
牲
者
�
受
難
者
及
び
そ
の
遺
族
に
謹
ん

で
捧
げ
�
あ
わ
せ
て
彼
ら
が
献
身
し
た
民
族
解
放
事
業
に
敬
意
を
表

す
る
�
と
い
う
献
辞
を
記
し
て
出
版
さ
れ
�
版
を
重
ね
た
�
作
者
は

そ
の
後
も
調
査
を
継
続
し
�
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
に
改
め
て
増
訂
版

を
刊
行
し
た
�
後
者
は
章
立
て
�
文
字
数
と
も
に
前
作
の
ほ
ぼ
二
倍

に
加
筆
さ
れ
て
い
る
�
今
回
�
草
風
館
か
ら
出
版
さ
れ
た�
幌
馬
車

の
歌
�
は
こ
の
増
訂
版
の
全
訳
で
あ
る
�

本
書
の
訳
者
た
ち
は
�
前
作
に
対
し
て
も
訳
本
を
出
し
て
い
る
�
彼

女
た
ち
は
七
〇
年
代
か
ら
�
福
岡
で�
現
代
中
国
語
講
座
�
に
関
与

し
�
そ
の
グ
ル
�
プ
の
作
業
と
し
て�
幌
馬
車
の
歌
�
を
九
七
年
三

月
に
出
版
し
た
�
と
い
�
て
も
�
ワ
�
プ
ロ
入
力
に
よ
る
手
刷
り
の

印
刷
物
で
世
間
一
般
の
目
に
触
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
�
た
�

し
か
し
�
事
実
上
の
監
修
者
で
あ
り
�
本
書
の�
解
説
�
を
担
当
し

た
横
地
剛
は
�
そ
の
後
も
著
者
や
陳
映
真
と
密
接
に
連
絡
を
取
り
�

協
同
し
て
二
二
八
関
係
の
史
料
発
掘
を
継
続
し
な
が
ら
�
そ
の
成
果

を
本
書
の
訳
業
に
す
べ
て
盛
込
ん
だ
�

　

八
九
年
に
グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
し
た�
悲
情
城
市
�
は
�
こ
の
八

八
年
の
旧
作
を
底
本
に
�
呉
念
真
と
朱
天
文
が
脚
本
を
書
き
�
侯
孝

賢
の
監
督
で
作
成
さ
れ
た
映
画
で
あ
る
�
日
本
で
は
受
賞
の
事
実
だ

け
が
セ
ン
セ
�
シ
�
ナ
ル
に
先
行
す
る
中
�
田
村
志
津
枝
が
地
道
な

探
索
を
続
け
て�
悲
情
城
市
の
人
び
と
�
を
一
九
九
二
年
に
晶
文
社

か
ら
上
梓
し
た
�
そ
こ
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
�
題
目

と
な
�
て
い
る
歌
の
原
作
は
一
九
三
〇
年
代
の
日
本
で
流
行
し
た

�
幌
馬
車
の
唄
�
で
あ
る
�

な
ぜ
、『
幌
馬
車
の
唄
』
か
？

　

�
幌
馬
車
の
唄
�
は�
日
本
の
詩
情
��
阿
部
徳
二
郎
・
今
井
巌
共
編
�

全
音
楽
譜
出
版
社
�
に
よ
れ
ば
�
一
九
三
二
年
��
山
田
と
し
を
作
詞
�

原
野
為
二
作
曲
�
松
平
晃
唄
�
で
発
表
さ
れ
�
三
〇
年
代
の
日
本
で

流
行
し
た
歌
曲
で
あ
る
�
た
だ
し
�
田
村
の
調
査
で
は
最
初
の
歌
手

が
和
田
春
子
�
三
五
年
に
は
松
原
操�
ミ
ス
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
�
と
桜

井
健
二
で
あ
り
�
松
平
晃
が
歌
�
た
の
は�
急
げ
幌
馬
車
��
三
四
年
�

の
方
で
あ
る
�
そ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
日
本
の
流
行
歌
で
あ
る
�

　

だ
が
�
田
村
の
質
問
に
対
し
て
�
中
国
共
産
党
に
よ
る�
台
湾
解

放
�
を
最
後
ま
で
信
じ
て
処
刑
さ
れ
た
鍾
浩
東�
基
隆
中
学
校
校
長
�

と
同
じ
こ
ろ
捕
え
ら
れ
�
処
刑
の
日
に�
幌
馬
車
の
唄
�
で
鍾
を
送
�
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た
洪
某
と
蔣
碧
玉�
鍾
浩
東
夫
人
�
は
�
�
幌
馬
車
の
唄
�
の
メ
ロ

デ
�
を
ど
こ
か
の
国
の
民
謡
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る
�
そ
の
こ
ろ
の

台
湾
文
化
が
日
本
色
に
染
め
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
�
そ
れ
が

作
詞
・
作
曲
と
も
に
日
本
人
だ
と
知
�
て
い
た
な
ら
ば
�
大
陸
で
五

年
余
に
わ
た
る
抗
日
ゲ
リ
ラ
に
参
加
し
た
鍾
校
長
が
自
ら
の
レ
ク
イ

エ
ム
に
そ
れ
を
選
ん
だ
と
は
思
え
な
い
�
大
き
な
誤
解
が
あ
�
た
の

で
あ
る
�

　

た
だ
�
当
時
の
台
湾
で
�
台
湾
の
人
々
が
日
本
の
歌
を
歌
う
こ
と

は
普
遍
的
な
現
実
で
あ
�
た
�
日
本
の
旧
植
民
地
時
代
�
学
校
教
育

の
場
で
現
地
の
言
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
�
音
楽
の
時
間

に
は
文
部
省
唱
歌
が
強
制
さ
れ
た
�
巷
に
流
行
す
る
歌
の
多
く
も
日

本
伝
来
の
歌
謡
で
あ
�
た
と
い
う
�
日
本
の
文
化
は
そ
こ
ま
で
台
湾

社
会
を
浸
食
し
て
い
た
の
で
あ
る
�
台
湾
の
人
々
が
今
日
に
至
る
も

日
本
文
化
に
愛
着
を
も
�
て
い
る
事
実
と
�
そ
う
し
た
事
態
を
歴
史

的
に
作
り
出
し
た
政
治
の
暴
力
と
を
混
同
し
て
�
台
湾
の
親
日
感
情

に
無
邪
気
な
共
感
を
示
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
�

「
語
り
」
の
意
味

　

原
作
�
映
画
と
も
に
一
九
四
〇
年
代
の
台
湾
が
経
験
し
た
異
常
な

時
代
を
形
象
化
し
映
像
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
�
読
者�
観
客
�

は
そ
こ
か
ら
時
代
と
切
り
結
ん
だ
若
者
た
ち
の
魂
の
軌
跡
を
な
ぞ
る

こ
と
に
な
る
�
鍾
浩
東
と
そ
の
仲
間
た
ち
は
�
し
�
せ
ん
時
代
の
流

れ
に
棹
さ
す
こ
と
は
で
き
ず
�
結
果
的
に
は
作
者
の
い
う�
犠
牲
者
�

に
な
る
道
を
選
び
取
る
こ
と
に
な
�
た
�

　

か
つ
て
の
日
本
で
�
ゾ
ル
ゲ
や
尾
崎
秀
実
が
ソ
連
に
よ
る
世
界
平

和
の
実
現
に
献
身
し
よ
う
と
し
て
散
華
し
た
よ
う
に
�
当
事
者
の
祈

求
と
現
実
と
の
間
に
は
個
人
の
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

乖
離
が
生
じ
た
�
し
か
し
�
戦
後
初
期
の
台
湾
社
会
に
は
�
民
衆
の

最
も
誠
実
な
園
丁
に
な
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
�
そ
う
し
な
け
れ
ば
と
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ど
ま
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
現
実
が
あ
�
た
�

　

藍
博
洲
は
そ
う
し
た
社
会
の
現
実
と
そ
れ
に
対
す
る
個
人
の
抗
い

を
�
生
存
者
の�
語
り
�
と
官
憲
の
史
料
を
つ
な
い
で
ノ
ン
フ
�
ク

シ
�
ン
と
す
る
方
法
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
��
歴
史
形
成
の
主
体
で

あ
る
民
衆
と
は
一
人
一
人
の
自
分
で
あ
り
�
自
分
が
自
分
の
歴
史
を

書
く
自
分
史
の
実
践
こ
そ
�
歴
史
的
自
覚
を
促
す
契
機
で
あ
る
�
と
�

�
自
分
史
�
の
提
唱
者
で
あ
る
色
川
大
吉
は
記
し
て
い
る
が
�
作
者

は
五
〇
年
代
台
湾
の
良
心
を
�
そ
の
当
事
者
に
替
わ
る
自
分
史
の
形

式
を
借
り
て
形
象
化
し
た
と
も
い
え
よ
う
�

　

な
お
�
台
湾
郷
土
文
学
の
父
と
い
わ
れ
る
鍾
理
和
は
�
こ
の
物
語

の
中
心
人
物
で
あ
る
鍾
浩
東
と
同
年
齢
の
異
母
兄
弟
で
あ
り
�
各
章

の
出
だ
し
は
す
べ
て
彼
の
作
品
や
日
記
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
�
作

者
は
そ
こ
に
台
湾
で
生
ま
れ
育
�
た
中
国
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
�
テ
�

を
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
�


