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関
東
大
震
災
と
芥
川
龍
之
介

昭
和
文
学
の
は
じ
ま
り
を
象
徴
す
る
出
来
事

と
し
て
、
関
東
大
震
災
と
芥
川
龍
之
介
の
死
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
正
十
二
年
九
月
一

日
と
昭
和
二
年
七
月
二
十
四
日
。
一
九
二
三
年

と
一
九
二
七
年
。
お
よ
そ
四
年
の
時
を
隔
て
た

二
つ
の
出
来
事
は
、
一
見
ま
っ
た
く
無
関
係
に

も
見
え
る
。
し
か
し
、
二
〇
一
一
年
の
東
日
本

大
震
災
か
ら
三
年
を
経
た
二
〇
一
四
年
と
い
う

時
点
に
立
っ
て
み
る
と
、
二
つ
の
出
来
事
が
無

関
係
だ
と
考
え
る
方
が
不
自
然
な
の
で
は
な
い

か
と
も
思
え
て
く
る
。

「
ぼ
ん
や
り
し
た
不
安
」
と
い
う
言
葉
を
遺

し
た
芥
川
龍
之
介
の
自
殺
の
原
因
に
つ
い
て
は

こ
れ
ま
で
に
も
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ
れ
て
き
た

が
、
ど
の
よ
う
な
原
因
を
想
定
す
る
に
せ
よ
、

「
だ
か
ら
自
殺
し
た
」
と
単
純
に
結
論
づ
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
「
或
旧
友
へ
送
る

手
記
」（
『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
二
七
・
七
・

二
五
）
に
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
生
活
難
と
か
、
病
苦
と
か
、
或
は
又
精
神
的

苦
痛
と
か
、
い
ろ
い
ろ
の
自
殺
の
動
機
」
な
ど

と
列
挙
す
る
ほ
か
に
は
な
く
、
大
半
の
自
殺
は
、

た
と
え
引
き
金
と
な
る
出
来
事
を
特
定
で
き
た

と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
が
理
由
で
あ
る
と
断
定

で
き
る
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
お
そ
ら
く
、
本
人
に
す
ら
意
識

で
き
な
い
要
因
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
だ
と
す

れ
ば
、
芥
川
龍
之
介
が
「
ぼ
ん
や
り
し
た
不

安
」
を
感
じ
て
自
殺
を
選
び
取
っ
た
原
因
の
一

つ
に
、
関
東
大
震
災
と
い
う
出
来
事
を
想
定
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
は
ず
だ
。

た
と
え
ば
、
「
大
震
雑
記
」
（
『
中
央
公
論
』

一
九
二
三
・
一
〇
）
の
中
で
芥
川
龍
之
介
は

「
焼
死
し
た
死
骸
を
沢
山
見
た
」
と
語
り
、
浅

草
仲
店
の
収
容
所
に
あ
っ
た
印
象
的
な
死
骸
に

ま
つ
わ
る
挿
話
を
書
き
留
め
て
い
る
。
焼
け
残

っ
た
「
メ
リ
ン
ス
の
布
団
」
に
足
を
伸
ば
し
、

覚
悟
を
決
め
た
よ
う
に
ゆ
か
た
の
胸
の
上
に
手

を
組
み
合
わ
せ
た
「
病
人
ら
し
い
死
骸
」
で
あ

る
。
苦
し
み
悶
え
た
様
子
も
見
せ
ず
、
唇
に
微

笑
を
浮
か
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る

よ
う
な
静
か
な
死
骸
の
た
た
ず
ま
い
に
芥
川
龍

之
介
は
感
じ
入
る
の
だ
が
、
「
そ
れ
は
き
つ
と

地
震
の
前
に
死
ん
で
ゐ
た
人
の
焼
け
た
の
で
せ

う
」
と
い
う
妻
の
一
言
で
「
小
説
じ
み
た
僕
の

気
も
ち
」
が
興
醒
め
に
な
る
と
い
う
話
だ
。
対

象
を
描
写
す
る
近
代
的
な
口
語
体
に
よ
る
淡
々

と
し
た
文
章
の
中
に
む
し
ろ
、
震
災
後
の
現
実

震
災
後
文
学
論
序
説

芥
川
龍
之
介
・
川
端
康
成
・
梶
井
基
次
郎

野

中

潤



- 133 -

に
向
き
合
い
な
が
ら
も
作
家
と
し
て
の
矜
恃
を

保
と
う
と
す
る
芥
川
龍
之
介
の
不
安
定
な
魂
が

感
じ
ら
れ
る
。

同
じ
く
震
災
直
後
に
書
か
れ
て
い
る
「
大
震

日
録
」（
『
女
性
』
一
九
二
三
・
一
〇
）
と
「
大

震
に
際
せ
る
感
想
」（
『
改
造
』
一
九
二
三
・
一

〇
）
で
は
、
一
転
し
て
文
語
体
が
駆
使
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
し
、
日
記
と
い
う
体
裁
ゆ
え
か
、

前
述
し
た
「
大
震
雑
記
」
と
同
じ
よ
う
に
比
較

的
淡
々
と
綴
ら
れ
て
い
る
印
象
の
「
大
震
日

録
」
に
比
し
て
、
「
大
震
に
際
せ
る
感
想
」
の

書
き
ぶ
り
に
は
激
し
い
感
情
の
起
伏
が
見
て
取

れ
る
。日

比
谷
公
園
の
池
に
遊
べ
る
鶴
と
家
鴨
と

を
食
は
し
め
し
境
遇
の
惨
は
恐
る
べ
し
。
さ

れ
ど
鶴
と
家
鴨
と
を
、
―
―
否
、
人
肉
を
食

ひ
し
に
も
せ
よ
、
食
ひ
し
こ
と
は
恐
る
る
に

足
ら
ず
。
自
然
は
人
間
に
冷
淡
な
れ
ば
な
り
。

人
間
の
中
な
る
自
然
も
又
人
間
の
中
な
る
人

間
に
愛
憐
を
垂
る
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
り
。

鶴
と
家
鴨
と
を
食
へ
る
が
故
に
、
東
京
市
民

を
獣
心
な
り
と
云
ふ
は
、
―
―
惹
い
て
は
一

切
人
間
を
禽
獣
と
選
ぶ
こ
と
な
し
と
云
ふ
は
、

畢
竟
意
気
地
な
き
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム

の
み
。

自
然
は
人
間
に
冷
淡
な
り
。
さ
れ
ど
人
間

な
る
が
故
に
、
人
間
た
る
事
実
を
軽
蔑
す
べ

か
ら
ず
。
人
間
た
る
尊
厳
を
抛
棄
す
べ
か
ら

ず
。
人
肉
を
食
は
ず
ん
ば
生
き
難
し
と
せ
よ
。

汝
と
と
も
に
人
肉
を
食
は
ん
。
人
肉
を
食
う

て
腹
鼓
然
た
ら
ば
、
汝
の
父
母
妻
子
を
始
め
、

隣
人
を
愛
す
る
に
躊
躇
す
る
こ
と
な
か
れ
。

そ
の
後
に
尚
余
力
あ
ら
ば
、
風
景
を
愛
し
、

芸
術
を
愛
し
、
万
般
の
学
問
を
愛
す
べ
し
。

こ
の
部
分
は
、
「
地
震
の
こ
と
を
書
け
と
云

ふ
雑
誌
一
つ
な
ら
ず
。
何
を
ど
う
書
き
飛
ば
す

に
せ
よ
、
さ
う
は
註
文
に
応
じ
難
け
れ
ば
、
思

ひ
つ
き
た
る
こ
と
二
三
を
記
し
て
や
む
べ

し
。
」
と
書
き
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
震
災

後
の
東
京
の
酸
鼻
を
極
め
た
現
実
の
中
で
、
職

業
作
家
で
あ
る
が
ゆ
え
に
書
く
こ
と
を
強
い
ら

れ
て
い
る
芥
川
龍
之
介
の
、
憤
怒
に
似
た
懊
悩

が
伝
わ
っ
て
く
る
。

「
大
震
に
際
せ
る
感
想
」
は
、
「
こ
の
大
震

を
天
譴
と
思
へ
」
と
言
っ
た
渋
沢
栄
一
に
対
す

る
反
駁
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
て
、
後
半
部
に

は
次
の
よ
う
な
言
葉
も
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

誰
か
自
ら
省
れ
ば
脚
に
疵
な
き
も
の
あ
ら

ん
や
。
僕
の
如
き
は
両
脚
の
疵
、
殆
ど
両
脚

を
中
断
せ
ん
と
す
。
さ
れ
ど
幸
ひ
に
こ
の
大

震
を
天
譴
な
り
と
思
ふ
能
は
ず
。
況
ん
や
天

譴
の
不
公
平
な
る
に
も
呪
詛
の
声
を
挙
ぐ
る

能
は
ず
。
唯
姉
弟
の
家
を
焼
か
れ
、
数
人
の

知
友
を
死
せ
し
め
し
が
故
に
、
已
み
難
き
遺

憾
を
感
ず
る
の
み
。
我
等
は
皆
歎
く
べ
し
。

歎
き
た
り
と
雖
ど
も
絶
望
す
べ
か
ら
ず
。
絶

望
は
死
と
暗
黒
と
へ
の
門
な
り
。

こ
の
小
文
を
「
同
胞
よ
。
冷
淡
な
る
自
然
の

前
に
、
ア
ダ
ム
以
来
の
人
間
を
樹
立
せ
よ
。
否
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定
的
精
神
の
奴
隷
と
な
る
こ
と
勿
れ
。
」
と
結

ん
だ
芥
川
龍
之
介
自
身
が
、
皮
肉
に
も
わ
ず
か

三
年
後
に
「
否
定
的
精
神
の
奴
隷
」
と
な
り
、

「
死
と
暗
黒
へ
の
門
」
を
く
ぐ
っ
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
激
し
い
言
葉
の
中
に
む
し

ろ
、
書
き
手
の
精
神
が
深
刻
な
危
機
に
瀕
し
て

い
る
兆
候
を
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。

震
災
後
文
学
と
し
て
の
「
浅
草
紅
団
」

一
九
二
〇
年
代
末
の
浅
草
を
舞
台
に
、
都
市

の
周
縁
を
生
き
る
不
良
グ
ル
ー
プ
の
少
女
弓
子

を
追
い
か
け
な
が
ら
、
最
先
端
の
時
代
風
俗
を

活
写
し
た
『
浅
草
紅
団
』
（
先
進
社

一
九
三

〇
・
一
二
）
は
、
川
端
康
成
が
生
み
出
し
た
モ

ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
傑
作
と
目
さ
れ
て
き
た
。
た

だ
し
、
「
浅
草
紅
団
」
に
活
写
さ
れ
て
い
る
風

俗
描
写
に
は
、
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉

で
く
く
る
こ
と
が
た
め
ら
わ
れ
る
よ
う
な
風
変

わ
り
な
も
の
が
目
立
つ
。
た
と
え
ば
、
当
時
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
で
多
用
さ
れ
た
新
し
い
資
材

で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
ら
れ
た
も
の

と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
建
造
物

で
あ
る
。

吉
原
近
く
の
小
さ
い
公
園
―
―
と
い
ふ
程

の
も
の
で
な
く
、
貧
し
い
町
の
子
供
の
遊
び

場
だ
。
子
供
が
二
三
人
で
、
そ
こ
の
共
同
便

所
を
掃
除
し
て
ゐ
た
。
こ
ん
な
綺
麗
な
共
同

便
所
を
、
私
は
見
た
こ
と
が
な
い
。

「
君
達
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
を
掃
除
す
る

の
？
」

子
供
は
け
げ
ん
さ
う
に
私
を
見
る
。

「
毎
日
？
」

「
え
え
、
時
々
。」

「
ど
う
し
て
ね
？

言
い
つ
か
る
か
、
頼
ま

れ
る
か
し
た
の
？
」

「
い
い
え
。
」
と
、
子
供
達
は
目
顔
で
呼
び

合
つ
て
、
こ
そ
こ
そ
と
立
ち
去
つ
て
し
ま
つ

た
。
そ
こ
で
、
公
園
の
子
守
娘
に
聞
い
て
み

る
と
、

「
好
き
な
ん
で
せ
う
、
あ
れ
が
。
―
―
自
分

の
家
よ
り
も
ず
つ
と
モ
ダ
ン
だ
し
、
あ
ん
な

立
派
な
家
が
使
へ
る
の
、
便
所
し
か
な
い
か

ら
、
い
い
気
に
な
つ
て
、
掃
除
し
て
る
ん
で

せ
う
。」

「
コ
ン
ク
リ
イ
ト
の
便
所
」
が
描
か
れ
て
い

る
の
は
、
た
ん
に
当
時
の
最
先
端
風
俗
と
し
て

の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
象
徴
す
る
光
景
と
し
て
選
ば

れ
た
か
ら
で
は
な
い
。
こ
の
場
面
の
後
で
「
浅

草
新
八
景
」
の
有
力
候
補
と
し
て
「
私
」
が
列

挙
す
る
の
は
、
「
コ
ン
ク
リ
イ
ト
の
言
問
橋
や

隅
田
公
園
」
、「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
イ
ト
の
ビ
ル
ヂ

ン
グ
、
地
下
鉄
食
堂
」
、
そ
し
て
「
コ
ン
ク
リ

イ
ト
建
て
に
、
鉄
棒
の
牢
格
子
の
や
う
な
扉
の

寺
―
―
広
小
路
の
突
き
当
り
に
今
普
請
中
の
専

勝
寺
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
で
造
ら
れ
た
建
造
物
へ
の
拘
泥
に
は
、

震
災
後
と
い
う
時
間
が
く
っ
き
り
と
刻
印
さ
れ

て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
震
災
か
ら
の
復
興

を
象
徴
す
る
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ

り
も
む
し
ろ
、
震
災
後
に
な
お
人
び
と
の
心
に
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残
る
ト
ラ
ウ
マ
を
逆
照
射
す
る
光
源
と
し
て
の

意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
子
供
達

が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
偏
愛
し
、
便
所
掃
除
に
熱

心
に
取
り
組
む
の
は
、
数
年
前
に
起
き
た
関
東

大
震
災
を
体
験
し
て
い
る
か
ら
に
相
違
な
い
の

だ
。
便
所
掃
除
を
し
て
い
る
子
供
達
は
、
お
そ

ら
く
自
分
が
住
ん
で
い
た
木
造
家
屋
を
地
震
で

失
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
自
分
を
守
っ
て
く

れ
て
い
た
両
親
や
、
共
に
生
き
て
き
た
兄
弟
な

ど
の
家
族
を
亡
く
し
て
い
る
可
能
性
も
高
い
。

地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
り
、
そ
の
後
の
火
事

に
よ
っ
て
焼
失
し
た
り
し
た
木
造
家
屋
の
も
ろ

さ
と
、
自
分
を
庇
護
し
て
く
れ
る
存
在
の
は
か

な
さ
を
知
っ
て
い
る
子
供
達
だ
か
ら
こ
そ
、
揺

れ
に
も
火
に
も
強
い
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の

建
造
物
に
惹
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
が
仮
に
御
不
浄
で
あ
っ
て
も
、
自

分
た
ち
が
出
入
り
可
能
な
居
場
所
で
あ
り
、
確

固
た
る
存
在
感
を
持
つ
も
の
で
あ
る
限
り
、

「
コ
ン
ク
リ
イ
ト
の
便
所
」
は
尊
い
の
だ
。
便

所
掃
除
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
子
供
達
の
心
が
大

震
災
に
よ
っ
て
深
く
傷
つ
い
て
い
る
こ
と
を
暗

示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
「
コ
ン
ク
リ
イ

ト
の
便
所
」
を
偏
愛
す
る
子
供
達
は
、
「
被
災

者
」
な
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
「
浅
草
紅

団
」
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
「
浮
浪
人
」
も
、

も
と
も
と
定
ま
っ
た
住
居
や
職
業
を
持
た
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
震
災
に
よ
っ
て
家
族
を

失
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
破
壊
さ
れ
、
社
会

関
係
資
本
を
喪
失
し
て
行
き
場
を
な
く
し
た

「
被
災
者
」
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
冒
頭
部
近
く
に
さ
り
げ
な
く
書

き
込
ま
れ
た
「
浮
浪
人
」
の
姿
に
も
、
震
災
が

く
っ
き
り
と
影
を
落
と
し
て
い
る
。

瓢
箪
池
の
岸
に
人
だ
か
り
が
し
て
、
笑
つ

て
ゐ
る
。
小
春
日
和
の
日
ざ
し
が
、
そ
れ
ら

の
後
姿
を
温
め
て
ゐ
る
。
だ
が
、
の
ぞ
い
て

驚
い
た
。
そ
こ
は
ち
や
う
ど
瓢
箪
の
結
び
に

あ
た
つ
て
ゐ
て
、
池
の
中
に
小
さ
い
島
が
あ

り
、
両
岸
か
ら
藤
棚
の
あ
る
あ
る
橋
が
か
か

つ
て
ゐ
る
。
そ
の
島
の
立
花
屋
と
い
う
お
で

ん
屋
の
前
、
枝
垂
柳
の
下
の
八
つ
手
の
傍
に
、

大
き
い
男
が
突
つ
立
つ
て
、
池
の
麩
を
拾
つ

て
食
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
く
る
ぶ
し
の
上
ま
で

水
に
入
れ
な
が
ら
、
七
尺
ば
か
り
の
竹
で
水

の
上
の
麩
を
掻
き
寄
せ
て
は
、
仁
王
立
ち
の

ま
ま
、
む
し
や
む
し
し
ゃ
食
つ
て
ゐ
る
の
だ
。

「
ひ
で
え
気
違
ひ
だ
な
。
鯉
の
上
前
を
は
ね

て
や
が
る
。
」
と
、
こ
ち
ら
岸
で
は
ま
た
大

笑
ひ
だ
。
十
四
五
切
れ
の
麩
を
む
さ
ぼ
り
つ

く
す
と
、
彼
は
素
知
ら
ん
顔
で
、
お
ま
け
に

ま
こ
と
に
威
風
堂
々
と
立
ち
去
つ
て
し
ま
つ

た
。

あ
ま
り
に
も
常
軌
を
逸
し
た
ふ
る
ま
い
だ
が
、

飢
え
に
耐
え
か
ね
て
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な

く
、
震
災
後
と
い
う
時
空
の
中
に
身
を
置
い
て

受
け
と
め
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

了
解
の
糸
口
が
見
え
て
く
る
。
地
震
で
崩
壊
し

た
凌
雲
閣
を
友
人
と
二
人
で
見
物
し
た
「
私
」

が
、「
上
野
の
山
の
人
々
の
噂
」
と
し
て
、「
浅

草
の
十
二
階
の
塔
」
に
登
っ
て
い
た
見
物
客
の
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多
く
が
地
震
の
揺
れ
で
振
り
飛
ば
さ
れ
、
瓢
箪

池
に
「
う
ぼ
う
ぼ
浮
い
て
る
」
と
い
う
話
を
伝

え
て
い
る
。
十
二
階
か
ら
転
落
し
た
犠
牲
者
で

あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
火
災
を
逃
れ
て

池
や
川
で
絶
命
し
た
と
い
う
悲
劇
は
、
吉
村
昭

の
『
関
東
大
震
災
』
（
文
藝
春
秋

一
九
七
三

・
八
）
に
描
か
れ
て
い
る
吉
原
の
弁
天
池
で
の

惨
事
を
は
じ
め
、
数
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。

池
や
川
に
浮
か
ぶ
お
び
た
だ
し
い
溺
死
者
た
ち

の
姿
は
、
焼
死
し
て
炭
化
し
た
り
白
骨
化
し
た

被
害
者
た
ち
の
姿
と
と
も
に
、
関
東
大
震
災
の

惨
状
を
目
の
当
た
り
に
し
た
人
々
に
と
っ
て
は

忘
れ
が
た
い
映
像
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の

よ
う
な
光
景
の
記
憶
が
影
を
落
と
し
て
い
る
は

ず
の
瓢
箪
池
で
、
鯉
に
与
え
ら
れ
た
麩
を
食
べ

る
男
の
姿
は
、
被
災
地
東
京
の
読
者
に
と
っ
て

は
、
尋
常
で
は
な
い
衝
迫
力
を
持
つ
も
の
だ
っ

た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
震
災
直
後
に
「
池
に

遊
べ
る
鶴
と
家
鴨
と
を
食
は
し
め
し
境
遇
の

惨
」
を
嘆
き
、
「
人
肉
を
食
は
ず
ん
ば
生
き
難

し
と
せ
よ
」
と
叫
ん
だ
芥
川
龍
之
介
が
自
殺
せ

ず
に
「
浅
草
紅
団
」
を
読
ん
だ
と
し
た
ら
、

「
麩
を
食
う
男
」
に
「
腑
を
食
う
男
」
を
感
受

し
た
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

桜
の
木
の
下
に
は
屍
体
が
…

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
が
生
ま
れ
た
の
は
、
江
戸
末

期
の
こ
と
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
種
子
で
増
え

る
こ
と
が
な
く
、
接
ぎ
木
で
し
か
繁
殖
し
な
い

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
、
す
べ
て
人
工
的
に
植
樹
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
公
園
や
学
校
、
街
路
や
河

川
敷
な
ど
、
都
市
空
間
を
整
備
す
る
事
業
を
行

っ
た
時
に
ほ
ぼ
同
じ
樹
齢
の
若
木
が
植
樹
さ
れ
、

同
じ
よ
う
に
育
ち
、
同
じ
よ
う
に
朽
ち
果
て
て

い
く
。
一
説
に
は
、
樹
齢
は
お
よ
そ
七
十
年
と

言
わ
れ
、
百
年
を
超
え
る
老
木
は
ほ
と
ん
ど
存

在
し
な
い
ら
し
い
。
ま
た
、
接
ぎ
木
で
し
か
繁

殖
し
な
い
ク
ロ
ー
ン
種
で
あ
る
た
め
に
、
気
温

や
日
照
な
ど
が
同
じ
環
境
で
あ
れ
ば
同
時
に
花

を
咲
か
せ
る
。
東
京
学
芸
大
学
や
国
際
基
督
教

大
学
な
ど
、
軍
事
施
設
が
あ
っ
た
場
所
を
キ
ャ

ン
パ
ス
に
転
用
し
た
大
学
に
植
え
ら
れ
た
ソ
メ

イ
ヨ
シ
ノ
は
、
戦
後
七
十
年
を
来
年
に
控
え
、

そ
ろ
そ
ろ
天
寿
を
全
う
す
る
計
算
に
な
る
。

関
東
大
震
災
に
お
け
る
死
者
行
方
不
明
者
は
、

十
万
人
を
超
え
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
本
所
の

陸
軍
被
服
廠
跡
だ
け
で
も
三
万
八
千
人
も
の
犠

牲
者
が
出
て
い
る
と
い
う
。
お
そ
ら
く
大
半
の

遺
体
は
、
葬
儀
ら
し
い
葬
儀
が
執
り
行
わ
れ
る

こ
と
も
な
く
埋
葬
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
懇
ろ
に
弔
わ
れ
た
遺
体
も
あ
っ
た
に
違
い

な
い
が
、
全
て
の
遺
体
を
荼
毘
に
付
し
て
墓
地

に
納
骨
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
は
ず
で
、
穴

を
掘
っ
て
「
仮
埋
葬
」
さ
れ
た
身
元
不
明
の
犠

牲
者
も
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
ど
の
よ
う
な

場
所
に
「
仮
埋
葬
」
さ
れ
た
の
か
、
詳
し
い
こ

と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
避
難
場
所
と
し
て

も
使
わ
れ
た
よ
う
な
広
い
遊
休
地
や
公
園
な
ど

の
一
角
な
ど
が
選
ば
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
防

災
目
的
を
兼
ね
て
整
備
さ
れ
た
震
災
復
興
公
園

や
復
興
小
学
校
の
敷
地
も
、
震
災
時
に
は
遺
体

が
運
び
込
む
た
め
に
使
わ
れ
た
土
地
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
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そ
の
よ
う
な
想
定
の
下
に
梶
井
基
次
郎
の

「
桜
の
樹
の
下
に
は
」（
『
詩
と
詩
論
』
一
九
二

八
・
一
二
）
を
読
む
と
、
桜
の
美
の
中
に
惨
劇

を
幻
視
し
た
散
文
詩
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な

〝
抽
象
的
な
〟
解
釈
で
は
済
ま
な
い
も
の
が
感

じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
じ
つ
は
、
事
実
を
あ
り
の

ま
ま
に
語
っ
た
だ
け
の
単
な
る
〝
散
文
〟
に
過

ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
の
だ
。

桜
の
樹
の
下
に
は
屍
体
が
埋
ま
つ
て
ゐ

る
！こ

れ
は
信
じ
て
い
い
こ
と
な
ん
だ
よ
。
何

故
つ
て
、
桜
の
花
が
あ
ん
な
に
も
見
事
に
咲

く
な
ん
て
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
ぢ
や
な
い
か
。

俺
は
あ
の
美
し
さ
が
信
じ
ら
れ
な
い
の
で
、

こ
の
二
三
日
不
安
だ
つ
た
。
し
か
し
い
ま
、

や
つ
と
わ
か
る
と
き
が
来
た
。
桜
の
樹
の
下

に
は
屍
体
が
埋
ま
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
信
じ

て
い
い
こ
と
だ
。

震
災
の
年
に
京
都
に
い
た
梶
井
基
次
郎
は
、

震
災
翌
年
の
一
九
二
四
（
大
正

）
年
に
東
京

13

に
転
居
し
て
い
る
。
そ
ん
な
梶
井
基
次
郎
が
関

東
大
震
災
の
五
年
後
に
発
表
し
た
「
桜
の
樹
の

下
に
は
」
で
は
あ
る
が
、
東
日
本
大
震
災
か
ら

三
年
あ
ま
り
を
経
た
時
点
に
立
つ
私
に
は
、
こ

の
〝
散
文
詩
〟
が
震
災
後
文
学
に
見
え
て
い
る
。

岩
手
か
ら
も
宮
城
か
ら
も
福
島
か
ら
も
離
れ
た

場
所
で
生
き
て
来
た
私
の
実
感
か
ら
す
る
と
、

震
災
当
日
に
被
災
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
京
都
に

い
た
と
し
て
も
、
時
間
的
に
五
年
の
隔
た
り
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
震
災
が
梶
井
基
次
郎
の
精

神
に
影
を
落
と
す
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
あ

り
得
る
こ
と
だ
と
思
え
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、

メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
伝
え
う
る
情
報
の
質
は
、

当
時
と
今
と
で
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
し
か
し

一
方
で
、
被
災
地
の
外
に
留
ま
り
続
け
て
い
る

私
と
は
異
な
り
、
梶
井
基
次
郎
が
被
災
地
で
あ

る
東
京
に
移
住
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

あ
ち
こ
ち
に
震
災
の
傷
跡
を
残
し
な
が
ら
も
、

復
興
へ
の
歩
み
を
始
め
て
い
た
は
ず
の
東
京
で
、

い
っ
た
い
何
を
見
て
、
ど
の
よ
う
な
話
を
聞
い

た
の
か
。
噂
話
の
類
い
を
含
め
、
関
東
大
震
災

の
生
々
し
い
記
憶
が
、
梶
井
基
次
郎
の
精
神
に

何
ら
か
の
影
を
落
と
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

だ
と
す
れ
ば
、
震
災
後
に
順
次
整
備
さ
れ
て
い

っ
た
震
災
復
興
公
園
な
ど
に
新
た
に
植
え
ら
れ

た
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
か
ら
受
け
取
っ
た
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
が
、
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
と
い
う
特
異
な

表
現
に
結
実
し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
、
「
桜
の
樹
の
下
に
は
屍
体

が
埋
ま
つ
て
ゐ
る
！
」
な
ど
と
書
け
た
の
は
、

梶
井
基
次
郎
が
震
災
の
当
事
者
で
は
な
く
、
被

災
地
外
か
ら
来
た
余
所
者
だ
っ
た
か
ら
な
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
、
付
言
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
の
な
か
・
じ
ゅ
ん
）


