
（
歴
史
の
軛
）

〝
防
人
に
立
ち
し
朝
明

（
あ
さ
け
）
の
金
門
出
（
か
な

と
で
）
に
手
放
れ
惜
し
み
泣

き
し
児
ら
は
も
（
防
人
歌

万
葉
　
巻
十
四
・
３
５
６

９
）”８

月
３
日
の
第
５
面
の

「
古
典
漫
遊
　
１
８
９
　
万

葉
集
（
19
）
　
東
歌
と
防
人

歌
　
陸
前
高
田
市
　
後
川
隆

一
」
に
大
和
朝
廷
が
東
北
地

方
に
課
し
た
税
の
一
つ
が

「
防
人
（
さ
き
も
り
）」
で
あ

る
。「
古
典
漫
遊
記
」
で
は

「
防
人
」
は
「
崎
守
（
さ
き
も

り
）」
で
辺
境
を
守
る
人
。
外

国
の
唐
や
新
羅
（
し
ら
ぎ
）

の
侵
略
に
備
え
北
九
州
沿
岸

の
防
備
に
あ
た
っ
た
。
任
期

は
３
年
。
東
国
で
徴
発
さ
れ

た
防
人
た
ち
は
、
部
領
使

（
こ
と
り
つ
か
い
）
に
引
率

さ
れ
、
難
波
（
大
阪
）
に
集

結
。
こ
こ
で
朝
廷
の
役
人
に

引
き
渡
さ
れ
、
官
船
に
分
乗

し
て
筑
紫
（
九
州
）
に
向
か

っ
た
。
防
人
歌
は
こ
れ
ら
防

人
や
そ
の
家
族
の
歌
で
、
親

子
・
夫
婦
の
別
離
の
悲
し
み

が
切
々
と
う
た
わ
れ
る
。
と

述
べ
て
い
る
。

蝦
夷
の
末
裔
が
住
む
東
国

の
人
々
は
こ
の
よ
う
な
中
央

政
府
の
重
税
に
苦
し
ん
で
き

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現

代
の
中
央
政
府
に
よ
る
東
北

地
方
支
配
に
、
受
け
継
が
れ

て
き
て
い
る
。
３
・
11
の
東

日
本
大
震
災
の
復
興
は
、

遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い

こ
と
が
、
マ
ス
コ
ミ
を
通
し

て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
中
央
政
府
に
よ
る
い

ろ
い
ろ
な
東
北
へ
の
搾
取
の

「
軛
」
が
、
厳
然
と
し
て
押
し

つ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。８

月
７
日
の
第
１
面
の

「
世
迷
言
」
は
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
柔
道
の
本
家
で
あ
る
日

本
が
ロ
ン
ド
ン
大
会
で
不
満

足
な
結
果
に
終
わ
っ
た
こ

と
、
そ
の
原
因
は
世
界
の
柔

道
界
が
納
得
す
る
よ
う
な
ル

ー
ル
の
設
定
に
参
加
し
て
い

な
い
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。

３
・
11
の
東
日
本
大
震
災

で
の
被
災
地
域
の
人
々
が
社

会
秩
序
を
維
持
し
た
大
き
な

忍
耐
力
に
は
、
世
界
の
人
々

が
感
動
し
た
。
し
か
し
、
中

央
政
府
の
「
軛
」
を
跳
ね
の

け
て
、
被
災
地
東
北
地
方

が
、
ど
の
よ
う
に
地
域
復
興

に
立
ち
向
か
う
の
か
を
、
世

界
が
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て

い
る
。
ま
ず
、
東
北
出
身
の

政
治
家
や
官
僚
が
、
ど
れ
だ

け
こ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て

い
る
の
か
？
そ
れ
は
期
待
で

き
な
い
の
で
、
草
の
根
の

人
々
が
自
ら
立
ち
上
が
ら
ね

ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

（
家
族
の
つ
な
が
り
）

〝
七
月
や
園
児
の
声
の
風
に

の
る
”

〝
梅
雨
晴
れ
の
は
ず
む
一
声

娘
の
電
話
”

孫
が
通
う
保
育
園
の
子
ど

も
た
ち
の
元
気
な
声
、
娘
か

ら
の
弾
む
電
話
の
声
、
娘
と

孫
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
、

家
族
の
つ
な
が
り
は
大
き
な

生
き
る
喜
び
で
あ
る
。
伊
藤

コ
サ
ト
　
と
べ
ら
俳
句
会

（
７
月
）東
海
文
芸
　
８
月
３

日
８
月
８
日
の
第
６
面
に

「
稲
澤
選
手
（
大
船
渡
一
中

出
身
）
が
甲
子
園
へ
　
仙
台

育
英
高
校
　
き
ょ
う
第
３
試

合
で
佐
賀
北
と
」
の
記
事
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
稲
澤

選
手
の
祖
父
の
寺
澤
悦
夫
さ

ん
は
元
大
船
渡
高
校
監
督
、

父
・
茂
樹
さ
ん
は
一
関
商
工

野
球
部
と
い
う
一
家
で
育
っ

た
稲
澤
選
手
。
兄
・
宏
樹
さ

ん
の
影
響
で
猪
川
ス
ポ
少
に

入
り
、
大
船
渡
一
中
に
進
ん

だ
」。60

年
以
上
も
前
に
寺
澤
悦

夫
さ
ん
が
現
在
の
大
船
渡
一

中
の
前
身
で
あ
る
猪
川
盛
組

合
立
盛
中
学
校
の
ピ
ッ
チ
ャ

ー
と
し
て
、
盛
小
学
校
の
裏

庭
で
投
球
練
習
を
し
て
い
た

こ
と
を
思
い
出
し
て
、
懐
か

し
く
思
っ
て
い
る
。
野
球
は

世
代
を
越
え
て
家
族
の
ス
ポ

ー
ツ
と
し
て
受
け
継
が
れ
て

き
た
こ
と
に
感
動
し
て
い

る
。８

月
30
日
の
世
迷
言
は

「
中
国
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
（
政
府
開

発
援
助
）
継
続
を
主
張
し
た

り
、
尖
閣
諸
島
購
入
の
動
き

に
対
し
て
『
日
中
間
に
重
大

な
危
機
を
も
た
ら
す
』
な
ど

と
発
言
し
て
、
そ
の
迎
合
ぶ

り
が
際
立
っ
て
い
た
丹
羽
宇

一
郎
中
国
大
使
の
乗
っ
た
公

用
車
が
中
国
人
に
襲
わ
れ
て

国
旗
を
奪
わ
れ
た
事
件
で
、

も
っ
と
も
悔
し
い
思
い
を
し

て
い
る
の
は
当
の
丹
羽
氏
だ

ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
日
本

の
中
央
政
府
は
国
外
の
軛
か

ら
解
放
さ
れ
る
と
同
時
に
国

内
の
地
方
へ
の
「
軛
」
も
解

き
放
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
東

北
の
忍
従
の
人
々
よ
共
に
力

を
合
わ
せ
て
「
軛
」
の
解
放

に
立
ち
あ
が
ろ
う
で
は
な
い

か
。

�

「森と水と命の惑星」国際会議
～地域と世界の心と魂を詠む～


