
い
る
。
こ
れ
以
後
大
逆
事
件
が
起
こ
り
啄
木
の
思
想
は
さ
ら
に
新
た
な
展
開
を

迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
前
と
以
後
と
は
同
じ
よ
う
に
概
括
す
る
こ
と
を

許
さ
な
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
。

（
1
3
）
　
高
桑
氏
の
問
題
意
識
は
「
啄
木
の
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
個
人
的

主
体
の
血
肉
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
な
い
、
み
ず
み
ず
し
さ
の
欠
け
た
、
技
巧
に

す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
は
国
昭
氏
の
主

張
を
別
の
側
面
か
ら
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
（
『
日
本
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ス
ト
』
一
九
五
七
年
五
月
　
英
宝
社
）
。

（
1
4
）
　
『
文
学
』
一
九
六
二
年
六
月
・
八
月
。
ま
た
、
秋
山
清
氏
の
批
判
に
は
、
石
井

勉
次
郎
氏
「
啄
木
評
価
の
動
向
に
つ
い
て
－
主
と
し
て
秋
山
清
『
啄
木
私
論
』

批
判
」
（
「
大
阪
交
通
短
期
大
学
紀
要
」
一
九
六
四
年
一
月
、
改
稿
『
私
伝
石
川

啄
木
－
諸
相
彷
径
』
一
九
七
二
年
桜
楓
社
）
が
あ
る
。

（
1
5
）
　
中
山
和
子
「
啄
木
と
後
代
」
（
『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八
五
年
二
月

号）。
※
中
野
重
治
の
文
章
は
、
筑
摩
書
房
『
中
野
重
冶
全
集
』
第
一
六
巻
（
一
九
七
七

年
）
　
に
よ
る
。

（
た
ぐ
ち
・
み
ち
あ
き
　
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）

抵
抗
と
し
て
の
文
学

I
I
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福
永
武
彦
論
（
一
）
　
－

序

芸
術
作
品
や
そ
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
織
り
成
さ
れ
る
世
界
を
抵
抗
と
い
う

観
点
か
ら
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
疎
外
さ
れ
た
生

の
中
で
そ
の
疎
外
状
況
に
抗
す
る
人
間
の
営
為
と
し
て
ほ
か
な
ら
や
芸
術
の

世
界
を
分
け
持
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
何
ゆ
え

と
も
知
ら
ぬ
衝
動
に
形
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
抵
抗

は
、
わ
れ
わ
れ
の
衝
動
に
導
か
れ
享
受
者
が
作
品
と
取
り
結
ぶ
関
係
の
う
ち

に
表
れ
る
道
と
、
作
者
が
創
造
行
為
に
よ
っ
て
作
品
に
封
じ
込
め
て
い
っ
た

も
の
の
中
に
表
さ
れ
る
道
と
の
交
点
に
、
二
重
性
を
も
っ
て
と
ら
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
時
代
の
現
実
に
対
す
る
作
者

の
態
度
の
本
質
は
、
創
造
の
行
為
を
貫
き
、
創
造
の
過
程
を
経
て
、
転
化
さ

れ
た
形
で
作
品
に
表
さ
れ
る
よ
り
は
か
ど
の
よ
う
な
道
を
辿
る
こ
と
も
で
き

ず
、
同
様
に
享
受
す
べ
き
作
品
と
の
間
に
わ
れ
わ
れ
が
持
つ
こ
と
が
で
き
る

関
係
も
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
が
自
ら
の
現
実
に
根
を
持
つ
か
ぎ
り
現
実
に
対

す
る
わ
れ
わ
れ
の
態
度
の
本
質
を
転
化
さ
せ
た
形
で
表
さ
ざ
る
を
え
な
い
か

抵
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の
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ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
の
う
え
に
立
っ
て
眺
め
る
と
、
例
え
ば
日
本
の
近
代
文
学

の
中
で
抵
抗
と
い
う
言
葉
に
よ
り
す
ぐ
さ
ま
想
起
さ
れ
る
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
」
な
ど
は
、
政
治
的
な
抵
抗
と
非
政
治
的
な
抵
抗
と
が
弁
別
さ
れ
な
い

状
態
の
中
で
芸
術
作
品
の
政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
と
の
両
極
の
間
に
評

価
軸
の
混
乱
を
招
い
て
い
た
が
、
そ
れ
も
抵
抗
を
、
作
者
の
創
造
行
為
を
辿

っ
て
作
品
へ
ゆ
く
道
と
、
作
品
に
発
し
て
享
受
者
の
現
実
に
ゆ
く
道
と
に
確

か
め
て
ゆ
く
こ
と
で
お
よ
そ
明
ら
か
に
し
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ

こ
こ
で
は
政
治
的
な
抵
抗
を
問
題
に
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
非

政
治
的
な
抵
抗
、
「
戦
後
」
作
品
の
文
学
的
な
抵
抗
こ
そ
が
取
り
上
げ
る
に

価
す
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
、
せ
い
ぜ
い
文
学
的
な
抵
抗
の
現
実
的
有
効
性

と
い
う
次
元
で
の
み
政
治
性
に
も
触
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
く
ら
い
で
あ
ろ

う
。
と
も
あ
れ
、
作
品
の
向
こ
う
と
こ
ち
ら
と
を
想
定
し
二
重
性
の
も
と
に

抵
抗
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
学
作
品
の
あ
る
核
心
に
近
づ
き
た
い
と
願
っ

て
い
る
。

芸
術
が
現
実
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
り
う
る
こ
と
の
本
体
は
、
作
品
か
ら
導

四
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き
出
さ
れ
る
政
治
的
な
有
効
性
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。
創
造
と
い
う
行
為
と

享
受
と
い
う
行
為
に
は
さ
ま
れ
て
、
芸
術
作
品
は
芸
術
と
し
て
の
抵
抗
の
顔

を
本
源
に
蒔
つ
に
は
か
な
ら
ず
、
場
合
に
応
じ
て
鏡
に
政
治
的
な
顔
つ
き
を

反
射
さ
せ
て
見
せ
る
こ
と
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
文
学
作
品
を

取
り
ま
く
状
況
の
中
で
そ
れ
を
文
学
的
な
抵
抗
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
文
学
的
な

抵
抗
は
政
治
的
に
無
効
で
あ
り
、
現
実
世
界
を
改
変
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
は
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
文
学
的
抵
抗
は
、
現
実

か
ら
つ
き
つ
け
ら
れ
る
疑
問
符
に
圧
迫
さ
れ
な
が
ら
自
ら
の
作
品
の
う
ち
に

抵
抗
の
限
界
を
押
し
上
げ
る
方
向
で
可
能
性
を
つ
き
つ
め
て
ゆ
く
よ
り
は
か

な
い
と
言
え
る
。

そ
こ
で
、
作
者
と
作
品
と
の
間
を
架
橋
す
る
創
造
行
為
を
問
題
と
す
る
際

に
必
要
な
の
は
、
作
者
が
現
実
世
界
と
取
り
結
ぶ
関
係
の
必
然
的
な
転
化
と

し
て
作
者
と
作
品
と
の
関
係
は
結
ば
れ
る
よ
り
ほ
か
な
い
と
い
う
構
造
の
認

識
で
あ
る
。
作
者
の
現
実
に
対
す
る
態
度
の
本
質
は
、
仮
象
さ
れ
た
作
品
世

界
に
転
位
し
て
表
れ
、
こ
の
不
可
避
的
に
麗
さ
れ
る
構
造
上
の
対
応
関
係
を

逃
れ
た
所
に
創
造
行
為
を
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
、

作
者
の
上
す
べ
り
し
た
社
会
へ
の
意
識
が
作
品
中
の
主
人
公
に
よ
っ
て
上
す

べ
り
し
た
社
会
へ
の
意
識
と
し
て
そ
の
ま
ま
吐
か
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
裏

切
る
形
で
主
人
公
の
疎
外
さ
れ
た
生
が
あ
る
一
定
の
現
実
認
識
の
確
か
さ
を

保
っ
て
作
品
中
に
定
着
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
作
者
の
現
実
認
識
の
確

か
さ
と
し
て
評
価
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い

は
文
体
や
作
品
の
構
成
な
ど
に
作
品
を
相
対
化
し
た
作
者
の
意
識
が
表
れ
て

い
る
な
ら
ば
、
そ
の
距
離
の
取
り
方
に
応
じ
て
時
に
は
作
品
世
界
の
意
味
を

四
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無
効
と
す
る
評
価
を
さ
え
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
作
品
の
中
に
何
ら
か
の
形
を
と
っ
て
表
れ
た
も
の
の
根
は
必
ず
作

者
の
現
実
の
中
に
存
す
る
と
い
う
考
え
は
、
い
か
な
る
創
造
行
為
と
て
作
者

の
現
実
上
の
行
為
た
る
こ
と
を
免
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
事
情
に

由
来
し
、
そ
の
か
ぎ
り
で
文
学
的
な
抵
抗
は
現
実
上
の
根
拠
を
与
え
ら
れ
、

創
造
者
の
側
か
ら
の
探
究
を
通
じ
て
考
察
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

福
永
武
彦
の
文
学
の
特
質
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
十
五
年
に
及
ん
だ
日

本
の
対
外
戦
争
と
の
係
わ
り
を
避
け
て
は
ど
の
よ
う
な
本
質
に
も
行
き
つ
く

こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
戦
争
は
、
図
ら
ず
も
背
負
わ
さ
れ
た
無
視

し
え
な
い
時
代
の
制
約
と
い
う
意
味
を
超
え
て
、
目
に
見
え
ず
福
永
の
精
神

の
根
幹
に
あ
る
カ
を
も
っ
て
浸
潤
し
、
そ
の
発
露
た
る
作
品
に
形
を
与
え
色

を
与
え
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の

係
わ
り
を
福
永
に
即
し
て
ひ
と
こ
と
で
言
う
な
ら
ば
、
戦
争
傍
観
者
と
呼
ぶ

よ
り
は
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
福
永
自
身
が
戦
争
の
直

接
の
加
担
者
と
も
遂
行
者
と
も
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
一
つ

に
は
、
敗
戦
に
よ
り
百
八
十
度
転
換
し
た
社
会
の
動
向
の
局
外
に
一
貫
し
た

認
識
を
持
っ
て
福
永
自
身
は
立
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
共
通
し
て
言

い
う
る
の
は
、
福
永
に
と
っ
て
戦
争
と
は
白
身
の
内
側
に
生
起
し
た
現
実
で

は
な
く
自
分
と
対
立
す
る
外
側
の
現
実
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

そ
の
点
ま
さ
し
く
傍
観
者
の
真
憲
に
適
っ
た
と
こ
ろ
に
福
永
は
立
っ
て
い
た

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
戦
争
に
対
し
て
抱
い
た
不
安
と
か
怒
り
と
か
い
っ
た

感
情
は
こ
こ
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
よ
り
福
永
の

文
学
が
直
ち
に
そ
の
意
義
や
価
値
を
落
と
す
こ
と
は
勿
論
な
い
に
し
て
も
、

い
ず
れ
傍
観
者
の
文
学
で
あ
る
こ
と
の
限
界
を
露
頭
さ
せ
、
や
が
て
は
現
実

の
推
移
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
風
化
し
て
ゆ
く
は
ず
と
思
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が

実
際
に
は
福
永
の
文
学
は
単
な
る
傍
観
者
の
文
学
た
る
こ
と
を
逃
れ
、
現
実

に
冒
さ
れ
つ
つ
風
化
し
て
ゆ
く
こ
と
を
も
避
け
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故

か
。
お
そ
ら
く
は
、
戦
争
の
本
質
に
も
通
じ
そ
れ
を
も
凌
駕
す
る
ほ
ど
の
あ

る
現
実
に
福
永
が
つ
き
あ
た
っ
て
い
た
か
ら
に
は
か
あ
る
ま
い
。
言
う
ま
で

も
な
く
そ
れ
は
、
病
魔
が
つ
き
つ
け
た
死
の
影
で
あ
る
。

傍
観
者
の
文
学
で
あ
る
こ
と
の
限
界
は
、
端
的
に
は
後
で
見
る
よ
う
に

三
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文
学
的
考
察
』
の
講
読
の
中
に
露
呈
さ
れ
て
い
る
が
、
一
万
で

そ
の
限
界
は
傍
観
者
で
あ
る
自
己
を
映
る
道
を
開
い
て
も
い
た
。
そ
の
実
福

永
は
、
皮
肉
に
も
戦
後
の
闘
病
生
活
に
支
え
ら
れ
て
正
し
く
こ
の
道
を
踏
ん

で
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
特
に
福
永
の
長
篇
小
説
を
辿
っ
て
ゆ

け
ば
容
易
に
確
認
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
『
風
土
』
の
桂
昌
三
、
『
革
の
花
』

の
汐
見
茂
思
、
『
港
市
』
の
渋
大
吉
、
『
死
の
島
』
の
相
馬
鼎
と
、
こ
れ
ら
主

人
公
た
ち
は
一
様
に
現
実
が
遂
に
自
分
を
拒
絶
す
る
形
で
そ
れ
ぞ
れ
事
の
結

末
を
迎
え
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
夜
の
三
部
作
」
や
『
風
の

①

か
た
み
』
を
加
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
主
人
公
に
仮
託
し
て
自
己

否
定
の
モ
チ
ー
フ
が
意
図
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
自
己
肯
定
に
行
き

つ
く
道
を
断
っ
て
い
る
そ
の
か
ぎ
り
で
、
か
ろ
う
じ
て
福
永
の
作
品
は
風
化

を
避
け
て
生
き
延
び
つ
づ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

福
永
の
意
図
を
超
え
て
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
言

抵
抗
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の
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え
る
。
そ
れ
は
、
死
の
影
を
凝
視
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
生
が
、
彼
岸
に
あ

っ
た
「
戦
争
」
を
此
岸
の
も
の
に
、
す
な
わ
ち
内
な
る
「
戦
争
」
に
転
化
さ

せ
て
福
永
自
身
に
繋
げ
た
こ
と
に
よ
り
、
傍
観
者
は
己
の
条
件
を
失
い
、
抵

抗
の
対
象
を
自
ら
の
肉
に
持
つ
に
至
っ
た
の
だ
、
と
い
う
道
筋
を
も
っ
て
さ

し
ぁ
た
り
は
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
転
換
の
意
味
を
考
え
ず
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
マ
イ
ナ
ス
要
素
を
差
し
引
い
て
も
残
る
福
永
の
作
品
の
確
か
な

手
ご
た
え
を
説
明
す
る
こ
と
ば
で
き
ま
い
。
ひ
い
て
は
福
永
の
文
学
の
本
質

に
迫
る
こ
と
も
で
き
よ
う
は
ず
が
な
い
。

「
現
実
」
の
前
に
自
己
否
定
の
末
路
を
辿
る
よ
り
は
か
な
い
作
品
中
の
主

人
公
た
ち
の
孤
独
な
姿
は
、
こ
の
事
情
を
象
徴
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
疎
外
さ
れ
た
生
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
福
永
の
実
生
活
上

の
現
実
に
対
す
る
関
係
が
、
そ
の
原
質
を
保
っ
た
ま
ま
創
造
行
為
の
肉
に
転

化
き
れ
、
「
現
実
」
に
追
い
つ
な
け
い
主
人
公
た
ち
の
疎
外
さ
れ
た
生
に
形
を

与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
形
と
は
、
あ
る
場
合
に
は
断
片
化
さ
れ
寄
せ

集
め
ら
れ
た
「
現
実
」
の
姿
で
も
あ
り
、
あ
る
場
合
に
は
整
序
的
な
流
れ
を

分
断
さ
せ
ら
れ
た
時
間
で
も
あ
り
、
ま
た
あ
る
場
合
に
は
理
解
不
能
な
他
者

の
存
在
や
愛
の
不
可
能
性
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
い
ず
れ

に
せ
よ
福
永
が
現
実
状
況
か
ら
強
い
ら
れ
た
関
係
の
窮
乏
に
根
を
持
ち
、
そ

れ
へ
の
抵
抗
の
意
識
の
強
さ
、
現
実
否
定
の
意
識
の
強
さ
に
応
じ
て
形
を
成

し
作
品
を
支
え
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
問
題
を
さ
ら
に
敷
術
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
優
柔

不
断
な
性
格
を
さ
え
窺
わ
せ
る
非
行
動
的
な
主
人
公
た
ち
の
姿
は
何
を
象
徴

し
て
い
る
の
か
。
お
そ
ら
く
、
知
的
な
観
念
の
累
積
の
果
て
に
決
定
的
な
ま

四
九



で
に
現
実
か
ら
離
脱
し
て
し
ま
っ
た
現
代
人
の
、
意
識
上
の
現
実
電
離
の
水

準
を
正
し
く
象
徴
さ
せ
て
い
る
と
い
う
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。
敢
え
て
言

ぅ
な
ら
、
「
行
動
」
を
無
前
提
に
肯
定
し
、
ま
た
自
身
の
内
の
「
決
定
」
を
生

き
る
覚
悟
を
そ
の
ま
ま
諾
う
態
度
に
よ
っ
て
は
、
人
は
例
え
ば
「
戦
争
」
の

現
実
に
た
だ
取
り
込
ま
れ
て
ゆ
く
よ
り
は
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い

は
そ
の
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
怖
れ
に
発
す
る
、

い
か
な
る
意
味
で
も
積
極
的
と
は
言
え
な
い
抵
抗
の
一
つ
の
在
り
方
を
象
徴

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
附
会
の
お
そ
れ
を
承
知
の
う
え
で
作
品

を
離
れ
三
一
一
白
い
万
を
す
れ
ば
、
情
熱
が
時
に
現
実
逃
避
で
あ
り
う
る
状
況
の

中
で
、
い
わ
ば
「
散
文
」
的
に
非
決
定
の
現
実
を
生
き
る
と
い
う
形
も
、
現

代
に
お
い
て
は
一
つ
の
抵
抗
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
。
結

論
を
急
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
抵
抗
の
在
り
方
に
も
い
ず
れ
積
極
的

な
意
味
を
与
え
て
や
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
作
品
の
意
味
世
界
に
表
れ
た
面
だ
け
で
な
く
、
小
説
の
方
法

の
探
究
へ
と
向
か
っ
た
福
永
の
意
識
も
、
抵
抗
の
意
識
と
無
縁
で
は
決
し
て

な
く
、
た
だ
こ
の
場
合
は
よ
り
積
極
的
な
現
実
回
復
へ
の
志
向
と
い
う
愚
昧

を
色
濃
く
含
ん
で
い
る
点
で
様
相
を
異
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。
考
え
て
み

る
に
、
既
に
戦
争
に
底
面
し
て
、
残
酷
な
ま
で
に
つ
き
つ
け
ら
れ
た
と
ら
え

が
た
き
現
実
の
巨
き
な
壁
の
前
に
一
様
な
方
法
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
身
に

氾
み
て
感
じ
た
な
ら
ば
、
抵
抗
の
意
識
を
手
放
さ
な
い
か
ぎ
り
、
現
実
に
措

抗
し
う
る
何
ら
か
の
方
法
を
講
じ
る
こ
と
な
く
新
た
な
文
学
を
創
造
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
要
請
は
明
快
で
あ
っ
て
、
ま
た
福
永

も
『
一
九
四
六
文
学
的
考
察
』
の
中
で
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
の
実
践
を
通
じ

五
〇

て
、
よ
く
答
え
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
文
学
的

な
抵
抗
の
積
極
的
な
展
開
を
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

福
永
の
文
学
の
特
質
は
、
お
お
よ
そ
以
上
の
点
を
総
合
し
て
と
ら
え
う
る

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
作
品
世
界
に
描
か
れ
る
主
人
公
た
ち

の
姿
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
自
己
否
定
に
通
じ
る
下
降
指
向
を
置
き
、
ま
た

一
方
に
恰
も
そ
れ
に
反
す
る
が
如
き
現
実
の
再
構
成
＝
回
復
を
目
ざ
す
小
説

の
方
法
へ
の
過
剰
な
意
志
と
を
置
い
て
、
そ
の
両
者
の
ね
じ
れ
の
中
に
福
永

の
文
学
的
な
抵
抗
が
作
品
の
原
質
を
形
作
り
な
が
ら
匿
さ
れ
て
い
る
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
前
者
は
能
う
か
ぎ
り
自
省
の
方
向
を
窮
め
た
末
の
抵
抗
の
在

り
方
を
象
徴
し
、
後
者
は
寿
灘
の
極
に
あ
っ
た
自
己
を
現
実
や
他
者
の
方
へ

押
し
出
そ
う
と
す
る
世
界
回
復
へ
の
願
い
を
仮
託
さ
せ
た
抵
抗
の
在
り
方
を

象
徴
し
て
い
る
に
は
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
後
者
の
願
い
を
包
み
込
ん
で
前

者
の
抵
抗
が
福
永
の
文
学
の
本
質
を
彩
っ
て
い
る
点
に
、
作
品
の
生
命
も
存

し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

二

本
稿
の
目
的
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
前
章
で
概
観
し
た
福
永
文
学
の
本
質
に

至
る
道
を
、
福
永
の
文
学
活
動
上
の
初
動
期
に
辿
っ
て
確
か
め
て
ゆ
く
こ
と

に
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
裏
に
稲
者
は
二
つ
の
企
図
を
抱
き
、
追
究
し
て
ゆ
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。
一
つ
は
、
お
よ
そ
こ
の
事
情
を
明
ら
か
に
せ
ず
に
は

一
つ
の
文
学
作
品
と
い
え
ど
容
易
に
そ
の
作
品
の
本
質
に
迫
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
稿
の
全
体
が
一
つ
の
作
品
に
つ
い
て
の
作

品
論
に
収
赦
し
て
ゆ
く
よ
う
な
形
を
目
ざ
し
た
い
と
い
う
こ
と
。
こ
こ
で
は

『
風
土
』
を
具
体
的
に
は
想
定
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
戦
後
文
学
の
課

題
を
文
学
的
抵
抗
と
い
う
点
に
求
め
、
福
永
の
作
品
を
通
し
て
現
代
に
お
け

る
文
学
的
抵
抗
の
限
界
と
可
能
性
と
を
追
究
し
だ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
『
風
土
』
の
成
立
を
見
据
え
つ
つ
戦
争
と
戦
後
の
時
期
を
問
題
に

し
て
ゆ
く
と
き
、
福
永
自
身
の
文
学
に
つ
い
て
の
認
識
の
深
化
の
過
程
を
追

ぅ
な
ら
ば
、
二
つ
の
段
階
を
想
定
す
る
こ
と
が
問
題
へ
の
接
近
を
容
易
に
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
の
段
階
は
、
一
九
四
七
年
五
月
に
単
行
本
化

さ
れ
刊
行
さ
れ
た
『
一
九
四
六
文
学
的
考
察
』
に
端
的
に
示
さ
れ
る
戦
後
文

学
の
課
題
の
理
念
的
な
認
識
段
階
で
、
こ
こ
に
は
戦
争
に
よ
る
疎
外
状
況
を

反
映
し
て
抵
抗
意
識
の
文
学
方
法
上
へ
の
転
化
が
理
念
の
域
を
超
え
き
れ
な

い
形
で
定
着
さ
れ
て
い
る
の
が
窺
え
る
。
戦
争
傍
観
者
ゆ
え
の
限
界
は
隠
し

き
れ
な
い
も
の
の
、
戦
後
文
学
の
課
題
の
一
端
は
確
か
な
洞
察
を
も
っ
て
把

握
さ
れ
て
い
る
。
第
二
の
段
階
は
、
そ
の
後
一
九
四
七
年
十
月
よ
り
始
ま
っ

た
五
年
半
ほ
ど
に
わ
た
る
入
院
闘
病
生
活
の
期
間
で
、
死
を
凝
視
し
っ
づ
げ

だ
極
限
状
況
に
洗
わ
れ
て
文
学
認
識
の
深
化
と
そ
の
結
晶
た
る
『
風
土
』
完

成
と
を
福
永
に
麗
し
だ
段
階
で
あ
る
。
傍
観
者
た
る
こ
と
を
詳
き
れ
な
か
っ

た
こ
の
経
験
を
通
じ
て
、
福
永
は
文
学
的
な
抵
抗
の
本
質
を
白
身
の
う
ち
に

確
か
め
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
段
階
に
想
定
き
れ
る
問

題
は
、
本
稿
に
論
じ
る
余
裕
が
な
い
の
で
詳
細
は
次
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に

し
て
、
ま
ず
第
一
の
段
階
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
。

『
一
九
四
六
文
学
的
考
察
』
に
福
永
は
九
篤
の
文
章
を
著
し
て
い
る
が
、

そ
れ
に
先
立
っ
て
青
年
期
の
福
永
に
疎
外
状
況
を
強
い
た
当
の
戦
争
と
そ
れ

に
対
す
る
抵
抗
と
を
彼
は
ど
う
と
ら
え
て
い
た
か
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に

抵
抗
と
し
て
の
文
学

する。
一
九
四
一
年
に
大
学
を
卒
業
し
た
福
永
は
、
志
に
反
し
て
身
に
逼
迫
す
る

時
局
の
脅
威
に
不
本
意
た
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の
の
、
危
い
と
こ
ろ
で

徴
兵
を
逃
れ
、
そ
の
ま
ま
言
わ
ば
戦
争
忌
避
者
と
し
て
戦
場
に
赴
く
こ
と
な

く
敗
戦
を
迎
え
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
積
極
的
な
戦
争
加
担
者
に
は
な
り

え
な
か
っ
た
と
し
で
も
、
い
か
な
る
意
味
で
も
戦
争
傍
観
者
た
る
域
を
出
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
は
免
れ
ま
い
。
例
え
ば
後
の
、
「
し
か
し
参
謀
本
部
の
権

威
も
及
ば
ず
遂
に
召
集
が
来
て
、
私
は
す
ご
す
ご
と
羊
の
如
く
屠
所
に
引
か

れ
た
。
私
が
兵
隊
に
取
ら
れ
る
の
を
無
闇
と
躍
れ
た
の
は
、
侵
略
戦
争
反
対

の
気
韓
に
加
え
る
に
精
神
的
な
理
由
、
つ
ま
り
戦
場
に
出
て
人
を
殺
す
こ
と

へ
の
恐
怖
心
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
正
瞳
な
と
こ
ろ
肉
体
的
な
恐
怖
心

の
万
が
よ
り
強
か
っ
だ
だ
ろ
う
」
（
「
日
の
終
り
竺
一
九
六
九
・
八
）
と
い
う
述

懐
の
う
ち
に
も
、
心
情
的
な
抵
抗
が
せ
い
ぜ
い
戦
争
忌
避
の
行
動
を
と
ら
し

め
る
ば
か
り
で
遂
に
は
現
実
状
況
に
引
か
れ
て
ゆ
く
よ
り
は
か
な
い
姿
を
露

呈
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
形
で
、
傍
観
者
の
実
態
が
表
さ
れ
て
い

る
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
批
判
す
る
愚
を
冒
す
の
で
は

な
い
。
た
だ
、
戦
争
傍
観
者
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
つ
ま
り
は
戦
後
自

ら
に
下
し
た
決
算
の
如
何
に
従
っ
て
、
そ
れ
は
評
価
や
批
判
を
許
す
で
あ
ろ

ぅ
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
良
く
も
悪
く
し
も
抵
抗
の
真
憲
は
こ
う
し

て
現
実
に
遅
れ
て
や
っ
て
く
る
よ
り
は
か
な
い
。

そ
こ
で
福
永
は
「
『
風
土
』
初
版
後
記
」
（
一
九
五
二
・
七
）
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

僕
が
「
風
土
」
の
後
半
を
病
床
で
書
い
て
い
た
頃
。
朝
鮮
に
於
け
る

五
一



戦
争
の
ニ
ュ
ー
ス
が
毎
日
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
。
僕
が
こ
の
小
説
に

設
定
し
た
の
は
、
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵
入
の
あ
っ
た
昭
和

十
四
年
の
夏
で
あ
る
。
海
彼
岸
で
起
っ
た
戦
争
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
は

僕
等
と
無
縁
で
は
な
く
、
直
接
、
僕
等
の
苦
し
み
に
つ
な
が
っ
て
い
る

と
い
う
主
題
－
嘗
て
僕
が
、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
っ
た
時
に
、
現
実

と
較
べ
て
あ
ま
り
に
も
無
力
だ
と
感
じ
た
主
題
が
、
再
び
、
僕
の
眼
に

生
き
た
も
の
と
し
て
映
っ
た
。
昭
和
十
四
年
は
既
に
歴
史
の
一
貫
で
あ

る
が
、
戦
後
、
平
和
は
再
が
痛
切
に
お
び
や
か
さ
れ
、
ド
イ
ツ
軍
ポ
ー

ラ
ン
ド
侵
入
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
悪
夢
の
よ
う
に
今
も
撲
等
の
記
憶
に
あ

る
。
そ
れ
は
忘
れ
ら
れ
た
過
去
で
は
な
い
。
流
れ
る
時
間
の
中
で
常
に

繰
返
さ
れ
る
本
質
的
な
現
在
、
ま
た
決
し
て
繰
返
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
悪

で
あ
る
。

明
ら
か
に
こ
こ
に
は
、
文
学
的
な
抵
抗
へ
の
強
い
認
識
と
、
そ
の
足
下
を

掬
い
か
ね
な
い
戦
争
傍
観
者
の
現
実
認
識
の
限
界
と
が
、
微
妙
な
均
衡
を
保

っ
て
定
着
さ
れ
て
い
る
の
が
読
み
と
れ
る
。
戦
争
が
外
か
ら
や
っ
て
く
る
ニ

ュ
ー
ス
で
あ
り
海
彼
岸
を
も
含
ん
だ
外
側
の
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
感
受
が

さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
戦
争
は
自
分
の
心
情
に
く
い
こ
む
何
も
の
か
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
此
岸
の
現
実
の
実
態
に
錘
鉛
を
下
ろ
し
た
何
も
の
か
に
は
な

り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
は
自
分
が
生
の
基
盤
を
置
く
社
会
と
い

ぅ
も
の
の
実
態
を
捨
象
し
た
形
で
し
か
認
識
で
き
て
い
な
い
点
に
、
傍
観
者

た
る
福
永
の
現
実
認
識
の
限
界
が
胚
胎
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

は
、
福
永
の
文
学
を
考
え
る
う
え
で
は
韻
遵
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
盲
点
あ

る
い
は
陥
舞
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
そ
の
非
を
責
め
る
の
で
は
な
く
、
明
晰

五
二

な
洞
察
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
文
学
的
な
抵
茄
の
在
り
方
を
こ
そ
評
価

せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
こ
こ
で
は
、
渦
中
に
あ
っ
て
は
到

底
全
体
像
を
掴
み
き
れ
な
い
戦
争
も
、
現
に
海
彼
岸
で
行
わ
れ
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
戦
争
も
、
あ
る
い
は
時
間
の
流
れ
の
彼
方
で
既
に
解
体
さ
れ
現
実
の

風
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
戦
争
も
、
等
し
く
人
間
に
と
っ
て
の
普
遍
的
な
悪

で
あ
り
「
常
に
繰
返
さ
れ
る
本
質
的
な
現
在
」
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
と

い
う
理
由
で
、
自
ら
が
抱
え
こ
ま
ざ
る
を
え
な
い
問
題
だ
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
文
学
的
な
抵
抗
の
本
来
的
な
姿
は
稚
く
は
あ
れ
確
か
に
掴

ま
れ
て
い
る
言
っ
て
よ
い
。
直
裁
な
社
会
批
判
や
現
実
認
識
に
対
し
背
を
向

け
た
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
態
度
に
偏
す
お
そ
れ
を
否
定
で
き
な
い
が
、
こ

の
抵
抗
の
姿
態
に
肉
付
け
し
て
い
っ
た
福
永
の
文
学
を
評
価
し
た
い
と
い
う

の
が
稿
者
の
一
つ
の
願
い
で
も
あ
る
。

こ
の
抵
抗
の
実
態
は
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
み
る
と
、
福
永
の
文
学
に
ど

の
よ
う
な
形
で
転
化
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

僕
が
自
分
の
青
春
を
頼
る
場
合
に
も
、
そ
こ
に
は
戦
争
が
あ
っ
た
り

病
気
が
あ
っ
た
り
し
て
、
や
は
り
「
失
わ
れ
た
」
と
言
っ
て
も
い
い
よ

ぅ
な
気
が
す
る
。
し
か
し
僕
は
、
失
わ
れ
な
か
っ
た
青
春
と
い
う
も
の

が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
反
間
す
る
。
そ
れ
は
、
僕
が
最
早
、
謂
わ
ゆ
る

青
春
の
時
期
を
過
ぎ
て
大
人
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
僕
は
、

失
わ
れ
た
も
の
は
失
わ
れ
た
だ
け
に
貴
重
で
あ
り
、
仮
に
そ
れ
が
自
分

の
意
思
に
反
し
て
剥
奪
さ
れ
た
と
し
て
も
、
し
か
も
そ
の
こ
と
へ
の
自

分
の
抵
抗
の
し
か
た
に
於
て
、
僕
は
僕
の
青
春
を
生
き
た
と
言
う
ほ
か

は
な
い
。
僕
の
今
度
書
い
た
長
篇
「
革
の
花
」
も
、
一
つ
の
失
わ
れ
た

青
春
の
物
語
だ
が
、
書
い
て
い
る
聞
、
僕
は
そ
の
青
春
を
生
き
て
い
た
。

僕
は
自
分
の
青
春
を
も
、
ま
た
架
空
の
青
春
を
も
、
そ
れ
を
も
う
一
度

生
き
よ
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
振
り
返
っ
て
、
そ
れ
が
失
わ
れ
た
と
も

思
わ
な
い
。
魂
が
成
長
す
る
時
に
、
そ
れ
は
外
界
か
ら
の
如
何
な
る
圧

迫
に
も
拘
ら
ず
、
成
長
す
る
の
で
あ
る
。（

「
失
わ
れ
た
青
春
」
一
九
五
四
・
三
）

「
魂
」
の
成
長
を
も
っ
て
疎
外
を
強
い
る
現
実
へ
の
抵
抗
と
す
る
そ
の
現

実
的
な
有
効
性
は
ひ
と
ま
ず
捲
く
と
し
て
、
こ
の
「
自
分
の
抵
抗
の
し
か
た
」

こ
そ
が
文
学
的
な
抵
抗
を
意
味
す
る
に
は
か
な
ら
な
い
の
は
、
『
一
九
四
六

文
学
的
考
察
』
に
同
様
の
考
え
方
が
文
学
の
課
題
と
し
て
披
歴
さ
れ
て
い
る

事
実
を
も
っ
て
し
て
も
容
易
に
確
認
で
き
る
。
た
だ
そ
れ
に
よ
っ
て
問
題
と

す
べ
き
は
、
実
態
と
し
て
の
社
会
や
現
実
を
捨
象
し
人
間
の
原
理
的
な
生
の

在
り
方
の
中
に
取
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
福
永
の
こ
の
認
識
が
、
ど
の
程

度
の
現
実
に
措
抗
し
う
る
文
学
を
う
ち
建
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
、

言
わ
ば
倒
錯
し
た
生
の
様
相
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
倒
錯
し

て
い
な
い
生
と
い
う
も
の
を
想
定
し
難
い
時
代
に
あ
っ
て
、
こ
れ
は
単
に
現

代
的
と
呼
ぶ
べ
き
問
題
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

三

⑤

『
一
九
四
六
文
学
的
考
察
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
二
つ
の
現
実
」
に
お

い
て
、
福
永
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
成
果
に
学
び
、
「
外

的
な
現
実
」
＝
「
a
C
〔
u
a
】
i
（
平
の
貧
困
を
土
壌
と
し
て
「
文
学
的
な
現
実
」
＝

「
r
O
a
幸
平
の
豊
能
を
獲
得
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
う
え
で
、
文
学
的
な
抵

抵
抗
と
し
て
の
文
学

抗
の
一
形
態
と
言
い
う
る
二
十
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
レ
ア
リ
ス
ム
の
変

化
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

し
か
し
個
々
の
作
品
を
採
っ
て
、
そ
の
中
に
外
的
な
現
実
が
ど
れ
程

岨
曙
さ
れ
た
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
僕
達
は
十
九
世
紀
後
半
の
レ
ア
リ

ス
ム
（
特
に
自
然
主
義
）
の
作
品
と
非
常
な
差
異
を
生
じ
て
来
た
こ
と

に
気
が
附
く
。
即
ち
、
外
界
の
直
接
の
反
映
が
そ
こ
で
は
殆
ど
見
ら
れ

ず
、
必
ず
や
作
者
の
心
象
に
於
て
一
種
の
変
形
を
遂
げ
て
い
な
い
場
合

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
。
作
者
の
外
象
に
注
ぎ
か
け
る
眼
が
、
a
c
E
e
－

な
も
の
の
中
か
ら
真
に
r
曾
】
な
も
の
の
み
を
選
び
出
す
よ
う
に
な
り
、

し
か
も
r
朴
－
で
あ
る
と
云
う
場
合
、
霊
的
、
内
面
的
：
心
理
的
に
も
現

実
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
レ
ア
リ

ス
ム
の
変
化
は
、
大
戦
と
い
う
人
間
性
の
無
慈
悲
な
虐
殺
の
後
に
、
人

間
が
頼
り
な
い
外
的
現
実
の
地
盤
の
上
に
再
び
人
間
性
を
発
見
し
よ
う

と
す
る
努
カ
　
ー
　
少
く
と
も
文
学
の
上
で
、
襲
わ
れ
た
個
人
の
吟
声
e

を
見
出
そ
う
と
す
る
努
力
を
表
明
し
て
い
る
。

戦
争
と
い
う
極
限
的
な
人
間
疎
外
の
現
実
を
通
過
し
て
き
た
者
に
、
信
頼

を
置
き
描
写
す
る
に
足
る
現
実
が
既
に
存
在
し
な
い
と
な
れ
ば
、
あ
と
は
た

だ
疎
外
さ
れ
た
人
間
の
精
神
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
超

変
さ
せ
た
新
た
な
現
実
を
、
人
間
性
を
打
ち
建
て
回
復
さ
せ
る
べ
き
基
盤
と

す
る
よ
り
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
の
考
え
は
、
見
や
す
い
道
理
で
あ
る
。
戦
後

文
学
が
背
負
わ
さ
れ
た
課
題
に
対
す
る
至
当
な
理
念
的
洞
察
と
言
え
よ
う
。

た
だ
し
こ
こ
に
も
、
戦
争
傍
観
者
ゆ
え
の
認
識
上
の
限
界
は
、
拭
い
が
た
く

影
を
お
と
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
外
的
現
実
」

五
三



を
、
超
変
す
べ
き
対
象
と
み
な
す
そ
の
一
方
で
、
「
人
間
性
」
を
、
回
復
す

べ
き
へ
真
）
と
前
提
し
て
疑
念
を
さ
し
挟
ま
ず
に
対
置
さ
せ
て
い
る
こ
の
構

図
は
、
戦
争
を
悪
と
し
な
が
ら
も
彼
岸
に
置
い
て
し
ま
い
、
一
方
自
己
を
此

岸
に
温
存
す
る
戦
争
傍
観
者
の
認
識
に
構
造
的
に
対
応
し
て
い
て
、
こ
れ
を

も
っ
て
し
て
は
日
本
の
戦
争
の
実
態
に
深
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
い
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
福
永
に
は
、
文
学
と
、
文
学
を
担
う

べ
き
人
間
と
、
そ
の
人
間
に
疎
外
を
強
い
て
く
る
範
囲
内
で
の
外
的
現
実
し

．
か
見
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
天
皇
制
と
資
本
主
義
と
の
交
点
に
現
出
し
た

日
本
の
侵
略
戦
争
と
そ
れ
を
支
え
た
社
会
体
制
や
庶
民
の
動
向
の
実
態
は
捨

象
き
れ
、
た
だ
理
念
的
な
枠
組
を
与
え
ら
れ
た
文
学
的
抵
抗
の
そ
れ
自
体
は

正
当
な
探
究
が
、
徹
底
し
た
形
で
『
一
九
四
六
文
学
的
考
察
』
の
諸
論
考
の

中
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
確
認
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
戦
争
の
実
態
に
く
い
こ
む
認
識
は
持
ち
え
な
い
な
が
ら
も
フ

ラ
ン
ス
文
学
に
文
学
的
抵
抗
の
一
端
を
洞
察
し
た
福
永
は
、
翻
っ
て
日
本

の
文
学
に
目
を
向
け
、
批
判
の
刃
の
内
に
自
ら
の
抵
抗
の
在
り
方
を
示
し
て

いる。

僕
等
は
戦
争
中
に
何
等
戦
争
を
題
材
と
し
た
優
れ
た
作
品
を
持
た
な

か
っ
た
。
石
川
達
三
氏
の
『
生
き
て
い
る
兵
隊
』
は
こ
れ
を
実
証
す
る
。

作
者
が
戦
争
と
い
う
現
実
に
対
抗
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
貧
困
な
自

己
の
現
実
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
や
日
蔭
の
村
の
住
民

達
に
対
す
る
の
と
同
じ
尺
度
で
、
戦
争
と
い
う
現
実
と
戦
っ
て
い
る
兵

隊
達
を
測
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
作
家
は
戦
争
を
書
く
以
上
、
戦
争
に

ょ
っ
て
清
神
的
に
成
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
真
に
、

五
四

謂
わ
は
人
間
的
に
、
新
し
い
現
実
を
苦
し
ん
だ
作
家
が
旧
人
達
の
間
に

幾
人
い
た
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
（
「
二
つ
の
現
実
」
傍
点
原
文
）

殆
ど
単
純
明
快
と
さ
え
言
い
う
る
こ
の
福
永
の
洞
察
の
う
ち
に
は
、
や
は

り
傍
観
者
ゆ
え
の
制
約
が
働
い
て
い
る
は
ず
だ
と
考
え
な
が
ら
も
、
し
か
し

今
度
は
、
そ
の
よ
う
な
認
識
の
枠
組
を
も
突
破
し
う
る
だ
け
の
重
み
を
持
っ

た
確
か
な
視
線
が
こ
こ
に
は
鈍
く
光
っ
て
い
る
と
、
認
め
な
い
わ
け
に
は
い

か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
作
家
の
精
神
的
な
成
長
と
い
う
言
葉
が
ど
れ
ほ

ど
の
意
味
合
い
を
蒔
っ
て
い
る
の
か
は
明
瞭
で
は
な
い
が
、
望
み
見
て
い
る

現
実
と
は
「
外
的
な
現
実
」
を
超
脱
し
た
文
学
的
現
実
に
外
な
ら
ず
、
そ
の

う
え
に
「
人
間
的
」
と
い
う
言
葉
は
、
従
前
の
意
味
を
ふ
る
い
落
と
し
て
新

た
な
何
も
の
か
と
し
て
再
生
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
福
永
の
凡

庸
と
も
思
え
る
次
の
言
葉
も
、
無
視
し
え
な
い
何
も
の
か
を
わ
れ
わ
れ
に
残

し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

日
本
文
学
が
現
在
一
つ
の
革
命
を
要
求
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
恐
ら
く
文
学
に
於
げ
ろ
人
間
の
発
見
だ
ろ
う
。
我
が
国
の
文
学
に
は

人
間
が
い
な
い
。
そ
れ
は
今
迄
、
封
建
政
治
下
の
日
本
に
あ
っ
て
、
人

間
の
学
が
な
く
、
人
間
の
存
在
が
な
か
っ
た
こ
と
に
理
由
づ
け
ら
れ
る
。

文
学
は
社
会
的
制
約
を
抜
け
出
す
こ
と
が
出
来
ず
、
日
本
の
自
然
主
義

は
、
人
間
で
な
い
人
間
を
克
明
に
描
写
す
る
こ
と
を
念
願
と
し
た
。
し

か
し
僕
達
は
敗
戦
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
新
し
く
人
間
と
し
て
生
き

る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
。
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
自
由
に
生
き

る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
生
き
方
の
可
能
性
は
、
い
ま
文
学
に
も
新
し

⑥

い
可
能
性
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
　
　
　
（
「
人
間
の
発
見
」
）

再
発
見
さ
れ
た
の
で
は
な
く
「
発
見
」
さ
れ
た
こ
の
「
人
間
」
と
は
、
「
性

格
や
心
理
の
結
合
と
し
て
の
人
間
」
（
「
人
間
の
発
見
」
傍
点
原
文
）
を
き
し
あ

た
っ
て
意
味
し
て
い
る
の
だ
が
、
認
識
上
の
こ
の
転
換
が
、
モ
チ
ー
フ
を
西

欧
文
学
に
仰
ぎ
な
が
ら
、
必
然
的
な
契
機
を
福
永
が
直
面
し
て
い
た
日
本
の

現
実
に
持
ち
え
だ
が
ゆ
え
に
、
彼
の
抵
抗
の
意
識
は
重
み
を
も
っ
て
わ
れ
わ

れ
の
深
処
に
届
く
の
で
あ
ろ
う
。

福
永
の
抵
抗
の
意
識
は
、
こ
う
し
て
戦
争
に
よ
り
象
徴
さ
れ
る
外
的
現
実

と
、
外
的
現
実
に
措
抗
す
る
だ
け
の
成
長
が
望
ま
れ
て
い
る
人
間
の
精
神
と
、

そ
し
て
そ
れ
ら
を
作
品
に
転
化
し
う
る
だ
け
の
作
家
の
自
覚
と
に
向
け
ら
れ

て
い
る
と
言
え
る
。
第
一
の
外
的
現
実
に
対
す
る
抵
抗
の
意
識
は
、
社
会
の

実
態
が
捨
象
さ
れ
た
分
だ
け
原
理
的
な
還
元
を
受
け
て
第
二
、
第
三
の
抵
抗

の
意
識
に
流
れ
込
ん
で
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
二
の
人
間
精
神
に
対
す
る

抵
抗
の
意
識
は
、
理
念
的
な
枠
組
を
『
一
九
四
六
文
学
的
考
察
』
に
十
分
示

し
な
が
ら
、
実
質
的
な
探
究
を
後
に
繰
り
延
べ
、
先
に
設
定
し
た
『
一
九
四

六
文
学
的
考
察
』
以
降
の
第
二
の
認
識
の
深
化
の
段
階
で
試
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
第
三
の
作
家
の
自
覚
に
関
す
る
抵
抗
の
意
識
は
、

小
説
の
方
法
の
探
究
へ
と
向
か
う
道
を
と
り
な
が
ら
、
三
九
四
六
文
学
的

考
察
』
に
定
着
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
最
後
に
も
う
一

度
確
認
を
し
て
お
く
。

作
家
が
彼
の
抵
抗
の
意
識
を
最
終
的
に
試
さ
れ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
彼
の
実
践
、
す
な
わ
ち
創
造
行
為
を
経
て
成
っ
た
作
品
本
体
で
あ
る
。
作

家
個
人
の
抵
抗
の
意
識
も
、
作
品
へ
の
転
化
を
経
ず
し
て
は
何
ほ
ど
の
意
味

も
持
た
な
い
。
と
な
れ
ば
逆
に
、
こ
の
転
化
の
質
が
、
彼
の
抵
抗
の
質
を
決

抵
抗
と
し
て
の
文
学

足
し
て
し
ま
う
の
だ
と
考
え
て
よ
い
。
福
永
は
、
作
家
と
作
品
と
の
間
に
架

橋
し
て
、
作
家
の
「
行
動
」
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
文
学
的
な

抵
抗
の
現
実
上
の
根
拠
に
一
つ
の
形
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
登
場
人
物
達
が
行
動
を
持
た
な
い
こ
と
は
、
果
し
て
作
者

が
行
動
を
持
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。
心
理
小
説
、
そ
れ

も
謂
わ
ゆ
る
霊
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
魂
の
小
説
は
、
作
者
が
自
己
の
世
界

に
沈
滞
し
て
何
等
の
行
動
力
を
持
た
ぬ
こ
と
を
、
a
 
p
r
i
0
0
i
に
要
求
す

る
だ
ろ
う
か
。
絶
対
に
そ
う
で
は
な
い
。
多
く
の
傑
れ
た
作
品
が
そ
れ

を
証
明
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
、
作
者
が
登
場
人
物
に
与
え
る
視
野

p
O
r
S
p
e
C
t
i
＜
e
、
彼
等
に
与
え
る
自
由
、
そ
れ
は
作
者
の
小
説
家
と
し
て

の
行
動
か
ら
生
れ
て
来
る
の
だ
。
如
何
に
無
気
力
、
無
能
力
な
人
物
で

も
、
そ
れ
を
創
造
し
表
現
す
る
作
者
の
側
に
無
能
力
は
無
い
。
作
者
と

人
物
達
と
の
間
に
一
定
の
距
離
が
あ
り
、
こ
の
距
離
を
操
る
者
が
作
者

で
あ
る
以
上
、
作
者
は
必
ず
や
彼
の
行
動
を
作
品
の
中
に
持
っ
て
い
る

筈
だ
。
そ
し
て
小
説
家
と
し
て
の
行
動
は
、
た
だ
こ
の
錬
金
、
創
作
活

⑦

動
の
領
域
の
み
に
在
る
。
　
　
　
　
　
　
（
「
作
家
と
行
動
」
傍
点
原
文
）

作
品
そ
の
も
の
と
作
品
の
創
造
と
い
う
行
為
と
を
対
象
化
す
る
意
識
の
強

さ
が
、
作
品
世
界
に
収
赦
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
作
家
の
行
動
を
保
証
し
、
創

作
行
為
が
現
実
的
行
為
と
し
て
の
自
律
性
を
保
っ
て
い
る
分
だ
け
作
家
の
現

実
に
対
す
る
意
識
は
作
品
そ
の
も
の
に
転
化
さ
れ
て
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
と

い
う
構
造
を
、
福
永
も
彼
な
り
に
掴
ん
で
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

に
小
説
の
方
法
は
、
「
文
学
に
よ
る
世
界
回
復
」
＝
「
新
た
な
る
人
間
の
確
立
」

い
と
う
モ
チ
ー
フ
に
、
対
象
化
さ
れ
た
作
品
と
作
家
の
創
造
行
為
と
い
う
条

五
五



件
を
与
え
ら
れ
て
、
時
代
の
必
然
的
な
契
機
に
導
か
れ
つ
つ
、
探
究
の
途
を

許
さ
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
対
象
化
さ
れ
た
自
己
と
作
品
と
の
間

の
距
離
が
、
作
品
の
芸
術
と
し
て
の
自
律
的
な
価
値
体
系
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
た
そ
の
向
こ
う
側
に
、
同
様
の
距
離
を
も
っ
て
停
ん
で
い
る
読
者
の
姿
を

呼
び
よ
せ
た
と
き
、
小
説
の
方
法
の
問
題
は
、
よ
り
切
実
な
意
味
合
い
を
も

っ
て
福
永
に
迫
っ
て
き
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
襲
わ
れ
た
世

界
と
の
関
係
の
再
編
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
繁
り
を
断
た
れ
た
他
者
と
の

関
係
の
修
復
あ
る
い
は
関
係
の
変
質
を
意
味
す
る
と
い
う
形
で
。

三
九
四
六
文
学
的
考
察
』
に
お
い
て
福
永
の
文
学
的
抵
抗
は
、
作
品
の

中
に
転
化
さ
れ
作
家
の
「
行
動
」
が
保
証
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
現
実
上
の
確

か
な
根
拠
を
韓
つ
と
い
う
理
由
か
ら
、
実
践
の
確
か
な
手
ご
た
え
を
掴
み
と

っ
て
い
る
が
、
そ
の
先
に
作
家
の
こ
の
よ
う
な
「
行
動
」
そ
の
も
の
を
さ
ら

に
相
対
化
す
る
視
線
の
存
在
を
知
り
、
そ
の
重
み
を
も
っ
て
自
ら
の
実
践
を

問
い
直
す
ま
で
に
は
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
と
言
え
る
。
し
か
し
幸
か
不
幸
か
、

一
九
四
七
年
の
十
月
か
ら
五
年
半
に
わ
た
っ
て
な
さ
れ
る
入
院
闘
病
生
活
は
、

徹
底
的
な
孤
独
を
福
永
に
強
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
喪
わ
れ
た
世
界
と
の
関

係
、
他
者
と
の
関
係
を
根
横
か
ら
編
み
直
す
作
業
を
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も

関
係
と
は
何
か
を
問
う
作
業
を
、
不
可
避
の
課
題
と
し
て
つ
き
つ
け
た
の
で

あ
る
。
福
永
の
作
品
が
わ
れ
わ
れ
の
心
に
深
く
刻
み
こ
む
何
か
と
は
、
こ
の

時
期
の
福
永
が
、
わ
れ
わ
れ
の
目
に
届
か
な
い
奥
深
い
何
処
か
で
掴
み
と
っ

た
も
の
を
考
え
ず
し
て
は
、
到
底
明
ら
か
に
す
る
こ
と
ば
で
き
ま
い
と
思
わ

れ
る
。
第
二
の
段
階
に
想
定
し
た
こ
の
点
の
探
究
に
つ
い
て
は
、
次
稿
を
期

し
た
い
。

五
六

注
①
　
呈
心
却
の
河
』
に
つ
い
て
は
、
判
断
を
保
留
し
た
い
。
作
品
と
し
て
の
出
来

映
え
は
と
も
か
く
、
家
族
の
和
解
を
思
わ
せ
る
結
末
部
に
つ
い
て
、
自
己
否
定

の
モ
チ
ー
フ
に
対
す
る
救
済
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

②
　
笠
井
潔
は
こ
の
点
に
関
連
し
て
「
（
愛
の
三
角
形
）
と
い
う
隠
蔽
」
（
『
海
燕
』

一
九
八
六
年
十
月
）
の
中
で
観
念
批
判
の
主
題
と
し
て
福
永
論
を
詳
し
く
展
開

し
て
い
る
。

⑤
　
『
風
土
』
は
、
一
九
五
二
年
七
月
に
省
略
版
が
新
潮
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
後
、

一
九
五
七
年
六
月
に
完
全
版
が
東
京
創
元
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
を

も
つ
が
、
こ
こ
で
想
定
し
て
い
る
の
は
、
一
九
五
一
年
の
段
階
で
完
成
し
て
い

た
と
福
永
自
ら
が
言
う
完
全
な
影
で
の
『
風
土
』
で
あ
る
。

④
　
九
篤
の
う
ち
引
用
に
及
ん
だ
も
の
に
つ
い
て
表
題
と
執
筆
時
期
を
次
に
記
す
。

「
二
つ
の
現
実
」
（
一
九
四
六
年
五
月
）
、
「
作
家
と
行
動
」
（
一
九
四
六
年
十
月
）
、

「
人
間
の
発
見
」
（
一
九
四
七
年
二
月
）
。
引
用
は
全
て
『
福
永
武
彦
全
集
第
十

七
巻
』
（
一
九
八
七
年
八
月
、
新
潮
社
）
に
よ
る
。

⑤
　
注
④
参
照
。

⑥
　
注
④
参
照
。

⑦
　
注
④
参
照
。

（
か
わ
し
ま
・
あ
き
ら
　
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）

n
H

壬
生

子

『
忘
　
却
　
の
　
河
』
　
論

－
　
自
己
再
生
へ
　
の
試
み
　
－

福
永
武
彦
に
と
っ
て
『
忘
却
の
河
』
は
、
『
風
土
』
『
草
の
花
』
に
続
く
完

成
し
た
長
編
小
説
で
あ
る
。
し
か
も
『
草
の
花
』
刊
行
以
来
九
年
間
と
い
う

決
し
て
短
く
は
な
い
期
間
を
経
て
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
こ
に
福
永

の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
決
意
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
『
忘
却
の
河
』

は
時
代
の
よ
り
本
質
的
な
把
握
を
下
敷
き
と
し
て
、
藤
代
家
と
い
う
戦
後
の

一
家
庭
を
主
な
舞
台
に
展
開
さ
れ
る
。
そ
し
て
作
品
構
成
、
形
式
と
内
容
の

一
体
感
は
福
永
作
品
の
な
か
で
大
き
な
転
回
を
し
る
し
た
作
品
と
し
て
冨
心

却
の
河
』
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
昭
和
三
〇
年
代
と
い
う
執
筆
時
に
お
け
る

現
在
を
取
り
込
み
、
解
体
し
て
ゆ
く
（
家
）
の
中
で
人
間
が
い
か
に
自
己
再

生
を
な
し
う
る
の
か
、
そ
れ
を
『
忘
却
の
河
』
は
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ

る。

『
忘
却
の
河
』
は
昭
和
三
〇
年
代
と
い
う
執
筆
時
に
お
け
る
、
現
在
を
舞

台
と
す
る
。
そ
し
て
表
面
的
に
は
ご
く
普
通
の
家
庭
で
あ
る
藤
代
家
を
中
心

に
物
語
は
展
開
さ
れ
る
。
家
族
の
構
成
員
は
戦
後
お
こ
し
た
会
社
の
社
長
を

『
忘
却
の
河
』
論

務
め
る
藤
代
、
病
気
で
寝
た
き
り
の
妻
ゆ
き
、
二
人
の
娘
美
佐
子
、
香
代
子

で
あ
る
。
ゆ
き
の
病
気
を
除
け
ば
、
経
済
的
に
は
か
な
り
裕
福
で
何
の
不
安

も
な
い
平
穏
な
家
庭
で
あ
ろ
う
。
だ
が
彼
ら
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
そ
の

内
面
は
か
な
り
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
美
佐
子
の
「
家
庭
と
い
う
の
は
欺
瞞

の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
」
（
二
軍
）
と
の
言
葉
、
香
代
子
の
家
族
は
「
他

人
の
集
合
」
（
三
章
）
で
あ
る
と
の
言
葉
は
、
彼
女
た
ち
が
平
穏
さ
の
内
側

に
家
庭
内
蔀
に
お
け
る
大
き
な
ひ
ず
み
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
藤
代
家
の
特
殊
性
を
示
す
こ
の
ひ
ず
み
は
ど
こ
か
ら
発
生
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
現
在
の
藤
代
家
に
な
る
以
前
の
、
藤
代
家
の
成

り
立
ち
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
家
）
に
は
糾
皮
む
し
で
の
家
、
結
合
体
と
し
て
の
家
と
い
う
二
つ
の
機

能
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
機
能
が
そ
の
時
代
の
要
請
に
よ
っ
て
、
微
妙
な
バ

ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
（
家
）
を
形
成
し
て
い
る
。
制
皮
む
い
す
の
象
に
固

執
す
る
あ
ま
り
に
、
人
間
の
本
質
的
な
つ
な
が
り
を
基
礎
と
し
て
形
成
さ
れ

る
結
合
体
と
し
て
の
家
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
藤
代
に

も
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
藤
代
は
物
心
つ
か
な
い
頃
に
東
北
の
貧
し
い
村
か

五
七


