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テ
ク
ス
ト
構
造
に
み
る
「
深
淵
」

―

―

「
深
淵
の
人
」
と
張
赫
宙

張

允

麘

C
H
A
N
G

Y
u
n
-h
y
a
n
g

一

な
ぜ
「
深
淵
の
人
」
な
の
か

川
村
湊
は
二
〇
〇
三
年
に
開
か
れ
た
「
韓
民
族
文
学
者
大
会
」

に
参

(1)

加
し
て
い
る

。
そ
の
大
会
は
多
様
な
国
籍
や
言
語
で
文
学
活
動
を
し
て

(2)

い
る
文
学
者
た
ち
が
集
ま
っ
た
大
会
で
あ
っ
た
。
日
本
か
ら
は
李
恢
成
や

イ

ヘ

ソ
ン

金
石
範
な
ど
も
参
加
し
て
い
た
。
川
村
は
、
在
外
国
韓
国
人
で
あ
っ
て
も

キ
ム
ソ
ク
ボ
ム

作
品
を
母
国
語
で
あ
る
朝
鮮
語
で
書
く
こ
と
が
当
然
だ
と
し
て
い
る
韓
国

の
民
族
作
家
会
議
の
文
学
者
達
の
風
潮
の
中
に
あ
っ
て
、
日
本
語
で
書
く

こ
と
に
つ
い
て
常
に
苦
悩
し
て
い
る
在
日
の
作
家
の
位
相
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
。

こ
の
時
に
私
は
、
ソ
連
で
長
い
間
文
学
研
究
に
従
事
し
た
高
麗
人

の
老
文
学
者
や
、
地
球
の
裏
側
か
ら
や
っ
て
き
た
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
一

世
の
詩
人
と
少
し
話
を
し
た

「
一
つ
の
民
族
」
と
い
う
観
念
に
よ

。

っ
て
集
ま
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
そ
れ
ら
の
文
学
者
の
考
え
方
は
、

決
し
て
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
文
学
者
と
し
て
の
用

語
も
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
た
。
在
日
の
文
学
者
た
ち
は
ほ
と
ん
ど

が
日
本
語
で
作
品
を
書
い
て
い
た
し
、
在
米
の
文
学
者
は
英
語
や
朝

鮮
語
で
、
在
欧
の
文
学
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
母
語
で
な
い
言
語

で
書
い
て
い
る
人
が
多
か
っ
た
し
、
中
国
の
朝
鮮
族
の
文
学
者
た
ち

は
民
族
語
と
し
て
の
朝
鮮
語
で
書
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
ホ
ス
ト
と

し
て
の
韓
国
の
民
族
作
家
会
議
の
文
学
者
た
ち
は
、
韓
国
語
で
書
く

こ
と
を
当
た
り
前
と
し
て
い
た
。
私
は
、
今
更
の
よ
う
に
在
日
朝
鮮

〝

〟

人
文
学
者
が
「
日
本
語
」
で
作
品
を
書
い
て
い
る
こ
と
の

意
味

を
考
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る

現
在
で
も
朝
鮮
総

。（
中
略
）

連
の
指
導
下
に
あ
る
作
家
同
盟
の
在
日
の
支
部
は
、
母
国
語
と
し
て

、

、「

」

の
朝
鮮
語
で
書
く
こ
と
を
当
然
と
し

あ
く
ま
で
も

朝
鮮
文
学

の
一
分
岐
と
し
て
の
「
在
日
文
学
」
を
認
め
て
い
る
に
し
か
す
ぎ
な

い
。
(3)

川
村
は
朝
鮮
民
族
で
あ
る
な
ら
ば
当
然
朝
鮮
語
で
作
品
を
書
く
べ
き
で

あ
る
と
い
う
、
す
な
わ
ち
「
文
学
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
が
現
在
で
も
続

い
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

韓
国
文
壇
に
お
い
て
、
日
本
語
で
文
学
活
動
す
る
在
日
の
作
家
た
ち
の

、

、「

」

「

」

評
価
が

作
品
の
内
容
と
使
用
す
る
言
語
に
よ
る

親
日

と

反
日

の
色
分
け
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
続
け
て
い
る
の
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で

あ
る
。
植
民
地
時
代
の
最
も
早
い
時
期
か
ら
、
日
本
を
主
な
活
動
の
舞
台

と
し
て
い
た
張
赫
宙
に
対
す
る
評
価
も
ま
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
な
見

方
に
大
き
く
影
響
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
韓
国

で
こ
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
て
い
た
張
は
、
日
本
で
も
同
様
な
評
価
を
受



け
て
い
た
。

例
え
ば
孫
才
喜
は
、
張
が
戦
時
中
に
お
い
て
、
戦
前
に
お
け
る
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
の
性
格
を
排
除
し
て
い
く
こ
と
で
、
国
策
的
な
作
品
を
創
作

し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る

。
(4)

し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
親
日
」
か

「
反
日
」
か
、
と
い
う
議
論
の
あ

、

り
方
で
は
、
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
の
可
能
性
を
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
論
者
は
張
に
対
し
て
の
今
日
ま
で
の
評
価
を
再
考
す

「

」

。

る
契
機
を
与
え
る
の
が
彼
の
中
篇
小
説

深
淵
の
人

で
あ
る
と
考
え
る

し
か
し
先
行
論
文
に
は
張
の
「
深
淵
の
人
」
だ
け
を
論
じ
て
い
る
も
の
は

見
当
た
ら
ず
、
多
数
の
作
品
の
中
の
一
つ
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が

現
状
で
あ
る
。

任
展
慧
は
「
張
赫
宙
論
」

に
お
い
て

「
深
淵
の
人
」
を
「
上
京
後
の

、

(5)

、

」

、

張
赫
宙
を
考
え
る
時

見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
大
切
な
作
品

で
あ
り

「
一
青
年
を
破
滅
さ
せ
た
「
深
淵
」
が
社
会
主
義
に
あ
る
」

と
解
釈
し

(6)

て
い
る
。
任
は
、
人
道
主
義
的
な
感
傷
か
ら
登
場
人
物
「
文
守
用
」
に
接

近
し
て
い
く
が
、
結
局
「
生
活
の
安
定
と
地
位
」
へ
の
望
み
を
断
ち
切
れ

ず

「
新
幹
会
」
を
辞
め

「
運
動
と
の
絶
縁
と
小
市
民
的
生
活
へ
の
傾
斜

、

、

を
宣
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
」

「
弁
護
士
曹
勲
」
の
姿
を
表
現
す
る
こ

( )7

と
に
よ
っ
て
、
作
者
張
赫
宙
が
デ
ビ
ュ
ー
当
初
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
的

な
作
品
の
世
界
か
ら
「
訣
別
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
見
做
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
任
は
民
族
主
義
か
ら
離
れ
て
い
く
作
者
と
曹
勲
を
重
ね
合
わ

せ
て
考
察
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
社
会
主
義
と
民
族
主
義
が
同
義
語
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
新
幹
会
」
が
当
時
の
社
会
主
義
者
と
民

族
主
義
者
が
手
を
合
わ
せ
た
、
朝
鮮
独
立
運
動
団
体
で
あ
っ
た
た
め
だ
と

思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
深
淵
の
人
」
は
、
こ
れ
ま
で
登
場
人
物
曹
勲
が
民
族
独

立
運
動
を
諦
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
追
及
す
る
こ
と

か
ら

「
親
日
」
の
傾
向
の
あ
る
作
品
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か

、

し
、
そ
う
な
る
と
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
観
点
や
登
場
人
物
の
考
察
も
「
親

日
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
い
、
テ
ク
ス
ト
の
誤
読
や
テ

ク
ス
ト
を
通
じ
て
読
み
取
れ
る
多
く
の
も
の
を
見
逃
す
恐
れ
も
あ
る
。
こ

れ
ま
で
に
「
深
淵
の
人
」
を
作
品
論
や
テ
ク
ス
ト
論
と
い
う
か
た
ち
で
論

。

、

じ
た
よ
う
な
先
行
論
は
な
い

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
題
名
に
も
な
り

な
お
か
つ
象
徴
的
な
言
葉
で
あ
る
「
深
淵
」
と
い
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド

に
焦
点
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
「
親
日

「
反
日
」
と
い
う

」
、

観
点
か
ら
の
み
の
単
純
化
さ
れ
た
議
論
と
は
違
っ
た
方
向
性
が
見
え
て
く

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「

」

『

』

「

」

深
淵

と
い
う
言
葉
は

広
辞
苑

に
は
場
所
と
し
て
の

深
い
淵

と
記
さ
れ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は

「
深
淵
」
と
い
う
地
理
的

、

な
「
場
所
」
で
暮
ら
し
て
い
る
人
と
し
て
解
釈
さ
れ
や
す
い
が
、
論
者
は

各
々
の
登
場
人
物
に
お
け
る
「
深
淵
」
は
、
心
の
奥
底
に
存
在
し
て
い
る

も
の
と
し
て
見
て
い
る
。
ど
こ
の
国
に
も
属
す
る
こ
と
が
出
来
ず
に
、

「
境
」
で
迷
い
続
け
る
人
間
の
内
面
的
苦
悩
が
張
の
文
学
に
は
常
に
現
れ

て
い
る

「
深
淵
」
と
い
う
言
葉
は
、
文
守
用
と
曹
勲
、
そ
れ
に
語
り
手

。

を
越
え
た
作
者
張
赫
宙
に
ま
で
繋
が
る
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。
本
論
に
お
い
て
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
言
う
「
深
淵
」
は
ど
こ
か

ら
来
た
の
か
、
登
場
人
物
設
定
の
構
造
と
キ
ー
ワ
ー
ド
「
深
淵
」
の
役
割

は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
登
場
人
物
ら
の



関
係
か
ら
、
心
の
「
深
淵
」
を
持
つ
登
場
人
物
の
思
考
と
行
動
の
行
方
が

意
味
す
る
も
の
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
テ
ク
ス
ト
の
発
表
当
時
の
社
会

的
状
況
と
文
壇
の
事
情
を
検
討
す
る
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て

「
深
淵
」
と

、

い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、
張
の
文
学
の
奥
底
に
流
れ
て
い
る<

迷
い>

と
は

い
か
な
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

先
行
論
文
で
は
い
わ
ゆ
る
社
会
主
義
思
想
に
重
点
を
置
い
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
た
め
、
テ
ク
ス
ト
中
の
人
間
像
か
ら
読
み
取
れ
る

「
深
淵
」
に

、

陥
る
人
間
の
行
方
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る

こ
と
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
の
目
的
は
テ
ク

ス
ト
の
深
層
に
隠
さ
れ
た
根
源
的
、
つ
ま
り
作
者
が
直
接
に
表
現
す
る
こ

と
な
く
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。

二

家
庭
、
そ
し
て
心
の
深
淵

文
守
用
の
場
合

―

「
深
淵
の
人
」
の
初
出
は
一
九
三
六
年
九
月
発
行
の
「
文
学
案
内
」
で

あ
る
。
そ
の
後
単
行
本
『
深
淵
の
人

に

』（
赤
塚
書
房
、
一
九
三
七
年
四
月
）

な
り
、
ま
た

『
愛
憎
の
記
録

に
も
収
録

、

』（
河
出
書
房
、
一
九
四
〇
年
八
月
）

さ
れ
て
い
る

「
文
学
案
内
」
編
集
人
、
貴
司
山
治

の

。

（
本
名
・
伊
藤
好
一
）

一
九
三
六
年
七
月
二
六
日
の
日
記

か
ら
張
の
「
深
淵
の
人
」
は
七
月
二

(8)

六
日
以
前
に
執
筆
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
掲
載
は
、
張
赫
宙
が
同

年
一
〇
月
号
か
ら
編
集
顧
問
と
し
て
「
文
学
案
内
」
の
編
集
に
加
わ
る
契

機
に
も
な
っ
た

「
深
淵
の
人
」
は
全
知
の
語
り
手
の
視
点
で
時
系
列
的

。

に
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、
出
来
事
を
再
編
成
し
、
時
間
の
流
れ
と
は
無

関
係
に
過
去
に
遡
っ
て
語
る
配
列
方
法
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
文
守
用
は

貧
し
い
人
々
を
弁
護
し
て
く
れ
る
と
い
う
弁
護
士
曹
勲
の
噂
を
聞
い
て
何

。

、

、

度
も
事
務
所
に
訪
ね
る

し
か
し

事
務
員
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
い

曹
に
手
紙
を
書
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
手
紙
が
冒
頭
部
分
の
書
簡
体
で
あ

る
。手

紙
が
功
を
奏
し
、
よ
う
や
く
曹
に
話
を
聞
い
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な

っ
た
文
は
、
曹
に
幼
い
こ
ろ
の
日
記
を
渡
し
て
読
ん
で
も
ら
う
。
こ
こ
で

張
は
時
間
の
遠
近
法
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
日
記
に
は
文
の
子
供
の
と
き

か
ら
の
出
来
事
や
、
幼
い
頃
の
思
い
出
が
エ
ピ
ソ
ー
ド
ご
と
に
つ
づ
ら
れ

て
い
た
。
そ
こ
に
は
父
へ
の
憎
し
み
や
恨
み
と
、
家
庭
内
で
の
ジ
レ
ン
マ

に
苦
悩
す
る
文
が
い
た
。
文
は
摘
母
が
亡
く
な
り
、
周
囲
か
ら
の
虐
め
が

続
く
日
々
の
中
で
、
父
が
自
分
を
不
愉
快
な
眼
で
い
つ
も
睨
み
つ
け
て
い

る
と
思
い
込
み
、
自
分
の
居
場
所
が
な
い
こ
と
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

危
機
や
不
安
を
常
に
感
じ
て
い
た
。
そ
の
た
め
文
は
「
自
分
の
家
庭
の
厭

な
空
気
」
と
い
う
現
実
か
ら
か
け
離
れ
た
世
界

へ
と
逃

（
＝
「
甘
い
空
想

）」

避
す
る
の
で
あ
っ
た
。

森
の
中
程
に
は
い
る
と
あ
た
り
は
薄
暗
く
、
足
元
に
と
び
散
る
虫

や
蝶
も
ひ
つ
そ
り
か
ん
と
し
て
、
時
々
長
い
蛇
が
す
る
す
る
と
足
元

を
通
り
す
ぎ
た
り
し
ま
す
。
恰
度
森
の
真
中
あ
た
り
に
小
莚
を
二
三

枚
ぶ
ん
の
敷
け
る
程
度
の
広
さ
の
金
芝
の
な
だ
ら
か
な
丘
が
あ
つ
て

そ
こ
に
枝
ぶ
り
の
妙
な
老
松
が
一
本
皆
か
ら
離
れ
て
独
立
し
て
ゐ
ま

し
た
。
私
は
そ
の
時
分
、
さ
う
で
し
た
。
二
十
八
か
九
だ
つ
た
で
せ

う
。
詩
人
に
な
つ
て
自
分
の
限
り
な
い
悲
し
み
や
苦
し
み
を
歌
つ
て

み
た
い
と
思
つ
て
ゐ
た
頃
で
し
た
。
私
は
そ
の
芝
生
の
上
に
仰
向
け



に
寝
そ
べ
つ
て
夢
の
や
う
な
甘
い
空
想
を
毎
日
々
々
繰
り
返
し
て
ゐ

ま
し
た
。
私
の
魂
は
ふ
わ
り
ふ
わ
り
と
雲
の
や
う
に
空
に
舞
い
上
つ

た
り
美
し
い
天
女
に
抱
か
れ
た
り
、
燦
爛
と
輝
や
く
花
園
で
う
つ
と

り
と
し
て
ゐ
ま
し
た
。

私
の
空
想
は
遂
に
私
の
体
に
濃
い
陰
を
投
げ
与
え
て
く
れ
て
ゐ
た

松
の
木
に
ひ
つ
か
ゝ
つ
て
し
ま
つ
た
ん
で
し
た
。
私
は
松
の
木
を
ぢ

つ
と
み
つ
め
ま
し
た
。
そ
の
老
松
は
私
の
夢
を
す
つ
か
り
吸
ひ
と
つ

た
の
で
す
。
彼
女
の
奇
怪
な
腕
は
生
動
し
て
私
を
さ
し
招
い
て
い
ま

し
た
。
私
は
そ
の
老
松
の
一
本
枝
に
首
を
つ
ら
う
と
決
心
し
て
し
ま

つ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
と
い
ふ
も
の
私
は
自
分
の
首
を
そ
の
松
の

枝
に
つ
る
す
為
に
森
の
中
に
は
い
つ
て
行
き
ま
し
た
。
し
か
し
決
心

は
容
易
に
成
功
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
毎
日
老
松
の
枝
ば
か
り
み

（
二
九
頁
）

つ
め
て
生
き
の
び
て
ゐ
た
や
う
な
も
の
で
す
。

こ
の
場
面
は
家
庭
内
で
の
居
場
所
を
失
っ
た
文
が
母
親
の
死
後
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
不
安
を
表
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
私

は
そ
の
芝
生
の
上
に
仰
向
け
に
寝
そ
べ
つ
て
夢
の
や
う
な
甘
い
空
想
」
を

す
る
と
あ
る
が
、
文
の
空
想
は
な
ぜ
「
甘
い
空
想
」
と
表
現
さ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。

現
実
に
容
易
に
溶
け
込
め
な
い
文
は
自
ら
が
創
り
だ
し
た
幻
想
に
浸
る

だ
け
で
、
今
あ
る
現
実
を
直
視
し
認
め
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
こ
れ
は
現

実
と
夢
想
の
ず
れ
か
ら
う
ま
れ
る
、
孤
独
な
人
間
の
表
象
で
あ
る
と
考
え

。

「

、

ら
れ
る

渋
谷
治
美
は

過
去
か
ら
の
絶
対
的
な
根
拠
づ
け
は
得
ら
れ
ず

未
来
へ
の
絶
対
的
な
意
味
づ
け
も
得
ら
れ
な
い
」

人
間
が
、
ニ
ヒ
リ
ズ

(9)

ム
に
陥
り
や
す
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
文
の
自
殺
願
望
は
そ
れ
を

語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
母
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
の
新
し
い
環
境
に
慣
れ

ず
、
自
己
同
一
性
の
分
裂
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
回
顧
の
中

で
、
叶
え
ら
れ
な
い
空
想
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
上
で
の
表
現
に
な
っ

て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
は
「
甘
い
空
想
」
が
老
松
の
木
に
ひ
っ
か
か
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
表
現
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
に
続
く
居
場
所
を

失
っ
た
文
が
問
題
や
ジ
レ
ン
マ
に
陥
り
、
逃
げ
道
の
一
つ
と
し
て
自
殺
を

そ
の
頭
に
思
い
浮
か
べ
る
場
面
で
も
、
文
は
自
分
の
人
権
を
認
め
な
い
現

実
に
恨
み
を
覚
え
、
文
自
身
が
創
造
し
た
空
想
の
世
界
の
中
で
考
え
を
さ

ら
に
歪
め
て
い
っ
て
い
る
。
自
殺
は
自
己
が
属
し
て
い
る
現
世
と
断
絶
で

き
る
望
み
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
局
父
親
に
対
す
る
憎
悪

（
自
分
が
手
を
下
し
て
い
な
い

が
、
殺
害
計
画
と
そ
れ
に
続
く
精
神
錯
乱
状
態

ま
で
招
く
こ
と
に

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
が
父
親
を
殺
し
た
と
い
う
思
い
込
み
）

な
る
。
父
親
は
文
に
と
っ
て
自
分
を
心
の
「
深
淵
」
に
突
き
落
と
し
た
存

在
で
あ
る
。
文
は
父
の
社
会
的
な
表
の
顔
と
、
家
庭
で
の
陰
湿
な
裏
の
顔

を
知
る
こ
と
に
な
る
。
表
向
き
は
立
派
な
人
物
で
資
産
も
あ
る
父
は
、
裏

で
は
叔
父
の
財
産
を
す
べ
て
奪
い
取
っ
て
何
人
も
の
妾
を
作
る
男
で
あ
っ

た
。
文
は
父
に
対
し
て
複
雑
な
愛
憎
を
覚
え
る
。
父
は
暴
力
を
振
る
い
、

文
が
幼
い
こ
ろ
か
ら
抱
き
続
け
た
家
庭
へ
の
怨
み
の
根
源
的
存
在
で
あ
っ

た
か
ら
だ
。

「
父
う
さ
ん
と
手
を
つ
な
い
で
町
を
散
歩
し

「
私
を
抱
く
と
軽
く
打
ち

」

な
が
ら
愛
撫
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」
と
想
像
す
る
場
面
か
ら
は
、
父
の
愛

情
を
痛
切
に
渇
望
し
て
い
る
の
が
読
み
取
れ
る
。
父
へ
の
愛
情
が
受
け
入

れ
ら
れ
ず
、
ま
た
父
か
ら
愛
さ
れ
な
い
悲
し
み
を
感
じ
つ
つ
も
、
内
心
父



は
自
分
を
「
大
事
に
思
つ
て
ゐ
る
」
と
「
和
か
な
愛
情
」
を
望
む
。
文
は

父
の
愛
情
を
追
い
求
め
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
る
日
、
自
身
の
信
頼

を
父
か
ら
認
め
ら
れ
る
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
が
や
っ
て
き
た
。
父
の
預
金
を

銀
行
か
ら
下
ろ
し
て
く
る
よ
う
頼
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
文
は
今
ま

で
「
家
庭
の
厭
な
空
気
か
ら
の
が
れ
る
」
一
つ
の
方
法
と
し
て
付
き
合
っ

、

、

て
い
た
不
良
仲
間
か
ら
の

飲
み
に
行
こ
う
と
い
う
誘
い
を
断
り
切
れ
ず

下
ろ
し
て
き
た
父
の
金
に
手
を
出
し
て
し
ま
う
。
し
か
も
帰
宅
後
金
の
不

足
を
問
い
詰
め
る
父
に
嘘
を
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
父
と
の
関
係
は
よ
り

（
三･

一
万
歳
運
動
）

悪
化
し
て
し
ま
う
。
そ
の
理
由
か
ら
三
・
一
独
立
運
動

（
独
立
運
動
と

に
連
座
し
二
年
間
監
獄
に
投
獄
さ
れ
た
文
は
後
に
秘
密
結
社

に
参
加
し
、
そ
の
資
金
を
父
に
無
心
す
る
。
し
か
し
そ
れ
を
断
ら

推
測
）

れ
た
文
は
父
へ
の
殺
意
を
固
め
る
。

文
は
父
へ
の
愛
情
が
裏
切
ら
れ
た
と
思
い
込
む
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
文
は

父
親
を
殺
し
た
い
と
思
い
続
け
て
い
た
。
人
は
生
ま
れ
る
と
き
に
自
ら
が

望
ん
で
生
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
人
の
意
思
と
は
無
関
係
に
生
ま
れ

た
身
分
と
家
庭
を
一
生
背
負
っ
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
家
庭
の
範
囲
を
超
え
る
国
や
そ
の
歴
史
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

文
は
、
父
に
愛
さ
れ
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
悲
し
み
を
、
父
へ
の
殺
意
と

自
身
の
自
殺
願
望
に
置
き
換
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
父
に
対
す
る
憎
悪
を

抱
い
た
ま
ま
殺
害
計
画
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
が
、
訪
れ
た
部
屋
に
は
す

で
に
殺
害
さ
れ
た
父
の
姿
が
あ
っ
た
。
文
は
警
察
か
ら
殺
人
の
疑
い
を
か

け
ら
れ
る
。
現
実
の
世
界
で
の
不
幸
の
原
因
を
自
身
が
除
去
す
る
こ
と
で

幸
せ
に
な
れ
る
と
信
じ
き
っ
て
い
た
文
は
、
殺
人
計
画
を
実
行
で
き
な
か

っ
た
こ
と
で
精
神
錯
乱
状
態
に
陥
る
。
文
と
父
親
の
露
骨
な
嫌
悪
の
関
係

、

。

は

理
想
と
現
実
の
不
安
や
葛
藤
と
し
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う

そ
の
混
沌
の
中
で
、
自
殺
す
る
勇
気
も
な
く
、
計
画
通
り
に
父
親
の
殺
害

（
李
と
い
う
仲
間
の

も
自
分
で
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら

精
神
錯
乱
状
態
に
陥
り
、
尊
属

裏
切
り
か
ら
人
間
へ
の
不
信
感
を
抱
い
た
ま
ま
）

殺
人
の
容
疑
を
認
め
る
自
虐
的
行
動
を
起
こ
す
ま
で
に
な
る
。
こ
こ
で
の

精
神
錯
乱
は
現
実
か
ら
の
脱
出
口
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
友
人

で
あ
る
李
に
裏
切
ら
れ
た
文
が
親
殺
し
の
ぬ
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
、
人
生
の

長
い
期
間
を
刑
務
所
と
精
神
病
院
で
過
ご
す
展
開
に
も
繋
が
る

「
李
」

。

と
い
う
人
物
に
は
、
人
間
社
会
へ
の
不
信
感
が
托
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え

る
。「

私
は
父
が
殺
さ
れ
た
の
を
知
つ
た
瞬
間
に
は
何
だ
か
こ
う
百
年
も
長

生
き
し
さ
う
な
晴
々
と
し
た
心
持
で
し
た

と
い
う
文
の
言

。
」（
二
八
頁
）

葉
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
父
の
死
を
確
認
し
た
文
は
、
父
親
が
亡
く

な
っ
た
事
実
を
客
観
的
に
み
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い

る
。
文
を
苦
し
め
る
家
庭
環
境
で
の
不
幸
と
因
果
関
係
に
あ
る
父
、
そ
の

父
を
殺
そ
う
と
す
る
行
為
は
、
す
な
わ
ち
文
自
身
が
お
か
れ
て
い
る
現
実

を
否
定
し
、
破
壊
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
文
は
そ
の
存
在

を
消
す
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
を
破
壊
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
文
に

と
っ
て
現
実
が
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
苦
悩
が
消
え
自
由

に
な
れ
る
こ
と
に
繋
が
る
。

極
め
て
自
己
中
心
的
な
人
間
は
、
周
り
の
す
べ
て
の
も
の
が
思
い
通
り

に
動
か
な
い
、
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
自

分
の
最
大
の
悲
劇
と
思
い
込
む
。
周
り
の
す
べ
て
を
自
身
に
対
し
て
恐
怖

と
不
安
を
与
え
る
存
在
と
捉
え
、
属
し
て
い
る
現
実
世
界
を
否
定
し
、
生



、

。

、

き
る
こ
と
に
対
し
て
も
無
意
味
で
あ
る
と
思
い

自
殺
を
考
え
る

ま
た

現
在
の
状
況
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
し
、
必
然
的
に
自
身
の
悲
劇
を
自
ら
深

め
て
い
く
。
そ
の
上
、
文
は
自
分
が
父
を
殺
し
た
と
い
う
錯
覚
に
陥
り
、

警
察
に
虚
偽
陳
述
を
す
る
と
い
う
病
的
な
自
虐
性
に
よ
っ
て
服
役
を
す
る

こ
と
に
な
る
。

し
か
し
文
は
「
拘
禁
性
精
神
病
」
と
い
う
病
に
よ
っ
て
、
そ
の
不
幸
な

状
態
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
が
出
来
た
。
言
い
換
え
れ
ば
現
実
と
夢
想
と
の

混
沌
か
ら
逃
れ
、
さ
さ
や
か
な
自
由
を
得
た
の
で
あ
る
。

文
は
曹
勲
と
の
出
会
い
で
現
実
に
戻
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
乞
食
に
戻
っ

て
子
供
た
ち
と
遊
ん
で
い
る
方
が
楽
し
そ
う
に
見
え
る
。
曹
の
助
け
で
現

実
へ
の
復
帰
を
試
み
る
が
、
す
ぐ
に
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
。

こ
こ
で
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
注
目
し
た
い
。
汚
い
格
好
で
酒
場
に
来

た
文
は
、
金
銭
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
た
飲
み
屋
の
女
を
、
曹
か
ら
た

ま
た
ま
与
え
ら
れ
た
金
で
救
っ
て
や
ろ
う
と
す
る
が
、
盗
ん
だ
金
だ
と
唾

を
か
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
社
会
の
偏
見
と
差
別

が
ど
れ
ほ
ど
冷
酷
な
も
の
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
中
身
は
同
じ
人

間
で
も
、
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
異
形
の
者
は
排
斥
さ
れ
る
と
い
う

現
実
社
会
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

文
は
身
柄
を
預
け
ら
れ
た
曹
の
親
戚
の
家
か
ら
抜
け
出
し
て
、
懐
か
し

い
郷
里
を
訪
ね
る
。
庶
母
は
文
を
表
面
上
は
温
か
く
迎
え
て
く
れ
る
。
し

か
し
亡
き
父
の
遺
産
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
庶
母
は
、
文
を
再
び

精
神
病
院
か
刑
務
所
に
入
れ
さ
せ
よ
う
と
画
策
す
る
。
そ
の
企
み
を
知
っ

た
文
は
再
び
人
間
不
信
に
陥
り
、
刑
務
所
に
入
れ
ら
れ
る
。
曹
は
再
び
収

監
さ
れ
た
文
に
面
会
に
行
く
。
文
は
そ
の
刑
務
所
で
、
父
を
殺
し
た
真
犯

人
が
黒
山
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
李
緑
山
と
い
う
男
が
、
他
の
罪
で
す
で

に
処
刑
さ
れ
た
こ
と
を
聞
く
。

（
五
八
頁
）

あ
ゝ
、
ぢ
ゃ
私
は
助
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
。

自
分
の
無
実
を
証
明
で
き
る
唯
一
の
人
間
李
緑
山
の
死
を
告
げ
ら
れ
た

文
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
現
実

を
受
け
入
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

（
＝
運
命
）

文
の
姿
を
最
後
に
物
語
は
終
わ
る
。
そ
れ
は
文
が
わ
ず
か
に
残
っ
た
希
望

を
捨
て
、
ひ
と
つ
の
人
生
の
終
焉
と
い
う
運
命
を
率
直
に
受
け
入
れ
た
瞬

間
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
虚
無
の
深
淵
」
を
誠
実
に
現
実
と
し
て

認
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
絶
望
か
ら
は
つ
い
に
回
復
で
き
な
い
も
の
と
認

め
、
そ
の
す
べ
て
の
帰
結
の
責
任
を
自
ら
が
負
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
自
己
を
か
ろ
う
じ
て
存
在
せ
し
め
て
い
た
す
べ
て
の
消
失
を
感
じ

る
瞬
間
で
も
あ
っ
た
。

出
所
し
て
か
ら
数
年
後
、
曹
の
眼
を
通
し
て
乞
食
に
な
っ
た
文
が
語
ら

れ
て
い
る
。
家
族
か
ら
も
民
族
か
ら
も
自
由
に
な
り
、
子
供
達
と
無
邪
気

に
遊
ぶ
乞
食
姿
の
文
は
、
周
囲
か
ら
「
白
痴

「
乞
食
」
と
い
じ
め
ら
れ

」
、

蔑
ま
れ
な
が
ら
も
か
え
っ
て
幸
せ
に
見
え
る
。
そ
れ
は
自
殺
と
い
う
極
端

な
選
択
で
は
な
い
が
、
現
実
か
ら
自
由
に
な
れ
た
、
本
来
文
が
望
ん
で
い

た
姿
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
人
生
に
拘
泥
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
運
命

が
受
容
さ
れ
て
い
る
。

曹
は
、
こ
の
よ
う
な
自
滅
し
て
い
く
文
を
観
察
し
て
い
る
傍
観
者
で
あ

る
。
そ
し
て
在
る
も
の
を
在
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
、
現
実
に

対
し
て
誠
実
な
「
個
人
主
義
」
的
人
生
観
の
持
ち
主
で
あ
る
曹
は
、
作
者



張
が
望
む
理
想
の
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

三

救
国
の
戦
い
、
そ
し
て
心
の
深
淵

曹
勲
の
場
合

―

（
一
九
二
七
年
二
月

曹
勲
は
朝
鮮
に
実
在
し
た
独
立
運
動
の
為
の
新
幹
会

と
い
う
組
織
の
幹
事
で
あ
り
、
弁
護
士
と
い
う

設
立
～
一
九
三
一
年
五
月
）
( )10

設
定
で
あ
る
。
曹
は
文
が
苛
酷
な
現
実
か
ら
抜
け
出
す
に
は
「
乞
食
」
も

、

。

悪
く
な
い
と
思
い

文
の
弁
護
と
独
立
運
動
に
距
離
を
お
く
こ
と
と
な
る

張
赫
宙
が
言
う
「
利
他
」
と
「
利
己
」

を
兼
ね
備
え
た
「
個
人
主
義
」

( )11

的
な
曹
は
、
作
者
を
想
起
さ
せ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
曹
を
こ

の
よ
う
な
人
物
と
し
て
登
場
さ
せ
た
こ
と
か
ら
は
、
作
者
の
意
図
と
、
ニ

ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
思
想
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

従
来
、
新
幹
会
の
幹
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
曹
は
社
会
主
義
者
と
捉
え
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
の
解
釈
が
成
立
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
新
幹
会
の
幹

事
イ
コ
ー
ル
民
族
主
義
者
と
捉
え
た
方
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

曹
が
文
か
ら
渡
さ
れ
た
作
文
に
は
、
幼
い
頃
心
に
刻
ま
れ
た
家
庭
内
の

ト
ラ
ウ
マ
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す
る
文
の
葛
藤
が
描
か
れ
て
い
た
。
曹
は

そ
の
作
文
を
読
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
葛
藤
を
見
出
し
て
い

る
。

こ
れ
は
俺
の
中
学
二
年
の
と
き
の
作
文
な
ん
だ
。
俺
は
今
で
も
こ

れ
は
傑
作
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
、
俺
が
書
い
た
も
の
で
こ
れ
程
う
ま
く

俺
の
心
相
を
描
い
た
も
の
は
な
い
。

だ
の
に
、
先
生
の
奴
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
ひ
ね
く
れ
て
ゐ
て
い
か

ん
と
ぬ
か
し
や
が
つ
た
つ
け
。

曹
勲
は
思
わ
ず
涙
ぐ
ん
で
し
ま
つ
た
。
彼
は
こ
の
見
す
ぼ
ら
し
い

男
と
は
似
も
つ
か
な
い
可
憐
な
少
年
を
眼
の
前
に
描
い
た
。
純
真
な

少
年
の
あ
ど
け
な
い
姿
だ
。
そ
の
い
ぢ
ら
し
い
様
子
が
す
つ
か
り
見

え
る
や
う
だ
つ
た
。
だ
が
、
そ
の
無
垢
な
少
年
は
こ
の
目
の
前
の
男

に
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
だ
。
周
囲
の
諸
々
の
事
情
に
蝕
ま
れ
て
こ
の

（

）

や
う
に
変
つ
た
の
だ

そ
れ
は
自
然
の
暴
威
だ
ろ
う
か
？

。

三
四
頁

初
め
曹
は
「
同
情
や
好
奇
心
」
で
文
の
行
動
を
観
察
・
分
析
す
る
人
物

と
し
て
登
場
し
て
い
た
。
し
か
し
曹
は
こ
の
作
文
を
読
み

「
思
わ
ず
涙

、

ぐ
ん
で
し
ま
」
い
、
次
第
に
文
を
助
け
よ
う
と
様
々
な
方
法
を
模
索
す
る

こ
と
に
な
る
。

曹
の
涙
は
曹
が
文
の
家
庭
の
「
深
淵
」
と
、
今
は
祖
国
を
失
い
独
立
運

動
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
自
分
の
悲
し
み
を

重
ね
、
さ
ら
に
人
間
の
救
い
よ
う
の
な
い
業
と
い
う
「
深
淵
」
を
も
重
ね

見
た
か
ら
で
あ
る
。

曹
は
事
務
所
や
親
戚
の
家
を
逃
げ
出
し
、
道
端
で
子
供
た
ち
と
楽
し
そ

う
に
遊
ぶ
文
の
異
常
な
行
動
を
眼
に
し
な
が
ら
も
、
現
実
に
対
し
て
傍
観

的
態
度
を
と
り
、
失
望
と
諦
め
か
ら
最
後
ま
で
積
極
的
に
文
の
面
倒
を
見

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
曹
の
眼
を
通
し
て
確
認
さ
れ
る
文
の
姿
は
何

を
意
味
す
る
の
か
。
文
は
乞
食
の
身
分
で
あ
り
な
が
ら
飲
み
屋
の
女
を
助

け
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
道
端
に
投
げ
出
さ
れ
る
。
曹
は
そ
の
よ
う
な
文

を
観
察
す
る
こ
と
で
、
文
の
姿
か
ら
自
分
の
「
深
淵
」
に
気
づ
か
さ
れ
る

と
い
う
相
互
影
響
関
係
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。



吾
々
が
吾
々
の
民
族
解
放
運
動
に
身
を
投
げ
入
れ
た
当
初
は
、
吾

々
は
民
族
の
中
に
自
分
自
身
を
も
包
含
さ
せ
て
共
に
救
は
れ
た
い
と

念
じ
て
ゐ
た
の
だ
が
、
今
日
私
達
は
自
分
と
い
ふ
こ
と
を
民
族
と
は

別
に
し
て
、
民
族
を
救
ふ
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か

ら
う
か
。
い
や
、
さ
う
な
の
だ
。
民
族
は
・
・
・

で
あ
つ
て
も
吾

(12)

々
自
身
は
特
等
席
に
ゐ
る
の
だ
。
民
族
は
困
つ
て
ゐ
て
も
吾
々
自
身

は
何
も
困
る
こ
と
は
な
い
で
は
な
い
か
。
こ
の
個
人
の
幸
福
は
吾
々

の
運
動
を
客
観
的
状
態
に
置
い
て
考
へ
、
恰
も
他
人
の
不
幸
の
や
う

に
感
ず
る
や
う
に
な
つ
た
の
だ
。
私
が
こ
の
文
と
い
ふ
男
を
救
は
う

と
思
つ
た
の
と
全
く
同
様
の
心
理
な
の
だ
。
吾
々
の
運
動
は
も
う
成

功
は
出
来
ま
い
。
共
産
主
義
者
の
攻
撃
を
う
け
て
も
仕
方
が
な
い
の

だ
。
吾
々
運
動
の
主
体
を
な
し
て
ゐ
る
も
の
は
多
か
れ
少
か
れ
私
と

同
様
の
人
間
が
多
い
の
だ
。
私
に
文
を
救
は
う
と
い
ふ
熱
が
段
々
と

（
五
四
頁
）

さ
め
た
や
う
に
さ
め
て
し
ま
ふ
人
間
ば
か
り
だ
。

こ
の
引
用
文
は
曹
が
仲
間
に
書
い
た
手
紙
の
内
容
で
あ
る

初
出
の

深

。

「

淵
の
人
」
と
単
行
本
『
深
淵
の
人
』
の
異
同
に
は
大
き
な
訂
正
や
削
除
は

な
い
が
、
右
の
引
用
文
は
『
愛
憎
の
記
録
』
に
収
め
ら
れ
た
際
に
全
部
削

。

、

除
さ
れ
て
い
る

一
九
三
七
年
に
日
中
戦
争
が
始
ま
っ
た
日
本
に
お
い
て

言
論
統
制
が
よ
り
厳
し
く
な
っ
た
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
戦
時
中
、

植
民
地
朝
鮮
の
独
立
運
動
や
共
産
主
義
に
関
す
る
言
説
が
民
衆
に
刺
激
を

与
え
る
こ
と
は
、
注
意
深
く
避
け
ら
れ
て
い
た

。
(13)

こ
こ
で
『
愛
憎
の
記
録
』
に
お
け
る
削
除
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

た
ら
し
て
い
る
の
か
考
察
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
ま
ず
当
時

の
検
閲
制
度
が
挙
げ
ら
れ
る
。

『
愛
憎
の
記
録
』
が
発
行
さ
れ
た
の
は
一
九
四
〇
年
で
あ
り
、
戦
時
中

の
言
論
統
制
が
益
々
激
し
く
な
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
初
出
の

三
九
頁
に
記
さ
れ
た
約
九
〇
〇
字
の
文
の
言
葉
も
『
愛
憎
の
記
録
』
で
は

削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
内
容
が
三･

一
独
立
運
動
に
参
加
す
る

文
に
民
族
独
立
の
気
運
を
語
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ

る

。
(14)し

か
し
、
先
の
引
用
文
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
別
の
理
由
の

。

、「

」

可
能
性
を
考
察
し
て
み
た
い

削
除
さ
れ
る
前
に
お
い
て
曹
は

深
淵

に
陥
る
文
の
姿
に
自
ら
の
理
想
と
現
実
の
決
裂
を
重
ね
、
そ
こ
か
ら
独
立

運
動
が
成
功
出
来
な
い
と
考
え
、
国
家
意
識
や
独
立
運
動
を
「
他
人
の
不

幸
」
の
よ
う
に
思
い
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
を
決
心
す
る
と

い
っ
た
人
物
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
述
の
引
用
文
が
削
除
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
曹
勲
は
た
だ
単
に
文
を
観
察
す
る
人
物
と
し
て
表
現
さ

れ
て
お
り
、
独
立
運
動
か
ら
身
を
引
い
た
姿
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

朝
鮮
内
の
独
立
運
動
や
反
政
府
運
動
に
言
及
す
る
こ
と
は
、
雑
誌
「
文

」

。

、『

』

学
案
内

の
傾
向
に
合
わ
せ
る
為
で
あ
ろ
う

一
方
で

愛
憎
の
記
録

に
お
い
て
は
文
の
父
親
に
対
し
て
の
愛
憎
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
削
除
に
つ
い
て
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら

れ
る
。
第
一
は
一
九
三
七
年
の
日
中
戦
争
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
さ
ら
に
厳

し
く
な
り
つ
つ
あ
る
検
閲
制
度
が
、
削
除
さ
れ
た
部
分
の
表
現
を
許
さ
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
第
二
は
人
間
が
も
つ
多
様
な
愛
憎
を
モ
チ
ー
フ
に

し
た
『
愛
憎
の
記
録
』
の
性
格
を
考
え
、
文
の
語
り
口
に
重
点
を
お
い
た



と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

曹
は
民
族
独
立
運
動
、
す
な
わ
ち
国
家
規
模
の
人
物
と
い
う
存
在
か
ら

個
人
主
義
的
な
人
物
に
変
貌
し
て
い
く
。
こ
れ
は
国
家
や
民
族
と
い
う
こ

と
よ
り
、
張
に
と
っ
て
い
か
に
個
人
的
現
実
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
か
を

物
語
っ
て
い
る
。
曹
の
心
の
「
深
淵
」
は
、
好
意
か
ら
女
を
助
け
よ
う
と

し
て
道
端
に
投
げ
捨
て
ら
れ
る
文
を
ど
う
し
て
も
救
え
な
い
自
分
を
確
認

し
た
こ
と
か
ら
、
国
の
た
め
に
戦
う
資
格
な
ど
自
分
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か

と
疑
問
を
抱
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
植
民
地
と
な
っ
て
い
る
自

国
の
独
立
の
た
め
に
積
極
的
に
抵
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
曹
は
先
が
見
え
な
い
朝
鮮
独
立
運
動
に
同
調
で
き
な
か
っ
た
。
曹

「

」

、

「

」

は
文
の
心
の

深
淵

に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

自
分
の
心
の

深
淵

に
気
づ
き
、
独
立
運
動
を
諦
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
曹
が
祖
国
の

独
立
を
望
ま
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
強
く
希
望
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
起
こ

る
理
想
と
現
実
と
の
決
裂
で
あ
り
、
そ
の
破
け
目
に
曹
の
「
深
淵
」
が
あ

る
。
ゆ
え
に
曹
も
そ
れ
が
自
分
の
運
命
だ
と
受
け
入
れ
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
的

人
間
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

四

張
赫
宙
の
日
本
文
壇
へ
の
憧
憬
と
蹉
跌

新
し
い
環
境
に
慣
れ
な
い
文
は
自
己
同
一
性
の
分
裂
を
経
験
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
は
回
顧
の
中
で
、
叶
え
ら
れ
な
い
空
想
で
あ
る
こ
と
が
わ

。

「

」

「

」

か
っ
た
上
で
の
表
現
に
な
っ
て
い
る

こ
れ
は

甘
い
空
想

が

老
松

の
木
に
ひ
っ
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
表
現
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
文

に
と
っ
て
自
分
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
、
理
想
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ

か
ら
生
じ
る
強
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
不
安
が
心
の
「
深
淵
」
を
表
出

し
て
い
る
。
家
庭
の
「
深
淵
」
の
象
徴
で
あ
る
父
親
は
、
ま
た
文
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
不
安
の
根
源
的
な
存
在
で
も
あ
る
。
文
は
そ
こ
か
ら
眼

を
そ
ら
す
た
め
に
自
殺
を
妄
想
し
、
さ
ら
に
父
親
の
殺
害
を
計
画
す
る
。

そ
の
よ
う
な
文
を
観
察
し
な
が
ら
曹
も
独
立
運
動
の
理
想
と
現
実
と
い
う

「
深
淵
」
に
陥
り
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
へ
の
道
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
「
深

淵
」
は
作
者
張
赫
宙
に
も
繋
が
っ
て
い
く
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
日
本
文
壇

で
の
活
躍
を
夢
見
て
い
た
こ
と
が
、
現
実
的
に
は
思
う
よ
う
に
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
張
を
象
徴
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
張
の
文
学

に
現
れ
る
不
安
と
「
深
淵
」
の
芽
で
も
あ
っ
た
。

張
も
ま
た
家
庭
か
ら
逃
げ
出
し
た
い
と
思
い
続
け
て
い
た
。
さ
ら
に
、

幼
い
頃
親
友
の
背
徳
的
な
裏
切
り
に
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
も
あ

る
。
張
の
幼
い
こ
ろ
の
苦
悩
は
自
伝
的
小
説
以
外
に
も
、
張
の
小
説
の
モ

チ
ー
フ
と
し
て
度
々
挿
入
さ
れ
て
き
た
。
張
は
生
母
と
別
れ
、
父
と
嫡
母

の
下
で
中
学
時
代
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。
軍
人
を
辞
め
地
主
と
な
っ
た

父
と
嫡
母
は
、
農
民
や
小
作
農
の
人
々
に
厳
し
く
当
た
る
。
張
は
そ
ん
な

二
人
の
姿
に
反
発
心
を
抱
き
な
が
ら
も
、
生
活
の
た
め
に
二
人
に
依
存
せ

ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
自
ら
の
状
況
に
対
す
る
葛
藤
が
絶
え
な
か
っ
た
。

張
は
庶
子
で
あ
る
自
分
の
不
安
定
さ
を
感
じ
な
が
ら
も
、
当
時
と
し
て
は

比
較
的
恵
ま
れ
た
生
活
を
与
え
て
く
れ
る
両
親
を
、
非
難
し
否
定
し
き
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
青
年
時
代
の
朝
鮮
と
日
本
に
お
い
て
一

時
期
染
ま
り
か
け
た
、
共
産
主
義
や
無
政
府
主
義
運
動
に
結
局
は
飛
び
込

め
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
そ
こ
に
こ
の
作
者
特
有
の
思
想
や
生

き
ざ
ま
が
感
じ
ら
れ
る
。
作
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
隠
し
持
っ
て
い



る
闇
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
物
語
の
世
界
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

「
深
淵
の
人
」
が
掲
載
さ
れ
た
「
文
学
案
内
」
の
購
買
層
は
、
ま
た
い

わ
ゆ
る
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
と
呼
ば
れ
た
労
働
者
た
ち
が
多
く
、
し
た
が
っ
て

読
者
に
左
翼
運
動
者
ら
が
多
く
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る

。
文
学
案

(15)

内
社
の
編
集
者
や
読
者
に
本
テ
ク
ス
ト
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
の
だ
ろ

う
か
。
独
立
運
動
の
理
想
と
現
実
の
決
裂
に
悩
む
曹
の
設
定
は
よ
り
広
い

範
囲
の
人
間
の
苦
悩
、
す
な
わ
ち
当
時
の
日
本
で
弾
圧
さ
れ
る
左
翼
団
体

の
そ
れ
と
も
通
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

「
深
淵
」
と
い
う
言
葉
が
、

。

張
と
登
場
人
物
だ
け
で
は
な
く
読
者
に
ま
で
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

日
本
に
定
住
す
る
前
、
張
は
一
九
三
五
年
一
〇
月

「
三
千
里
」
誌
上

、

に
「
文
壇
の
ペ
ス
ト
菌
」
を
投
稿
し
て
い
る

「
文
壇
の
ペ
ス
ト
菌
」
と

。

は
、
朝
鮮
文
壇
に
つ
い
て
の
所
感
を
書
い
た
読
者
の
手
紙
を
紹
介
す
る
文

章
で
あ
る

。
張
は
こ
の
手
紙
を
通
じ
て
、
自
分
の
日
本
語
で
の
創
作
が

(16)

朝
鮮
語
で
書
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
朝
鮮
文
学
と
は
認
め
ら
れ

な
い
と
い
う
人
々
の
批
判
に
抗
議
す
る
。
こ
れ
は
当
時
、
朝
鮮
文
壇
の
柱

で
あ
る
保
守
派
の
人
た
ち
、
つ
ま
り
自
分
た
ち
の
位
置
を
守
る
た
め
、
新

し
い
も
の
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
人
々
に
挑
戦
状
を
投
げ
つ
け
る
よ

う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

こ
の
文
章
を
発
表
し
た
後
の
朝
鮮
文
壇
の
反
応
は
誰
も
が
容
易
に
想
像

で
き
る
も
の
で
あ
っ
た

文
壇
の
ペ
ス
ト
菌

に
対
し
て
李
無
影
は

東

。「

」

「

亜
日
報
」

に
五
回
に
わ
た
っ
て
反
論
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
金
文
輯
は

(17)

そ
の
よ
う
な
文
章
を
書
く
こ
と
で
朝
鮮
文
壇
の
プ
ラ
イ
ド
に
傷
が
つ
き
、

政
治
的
逆
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
を
悟
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
非
難
し
て

い
る

。
(18)

ま
た
張
は
東
京
に
定
住
し
た
後

「
東
京
へ
来
て
虚
無
を
感
ず
る
」

と

、

(19)

い
う
題
名
を
つ
け
た
エ
ッ
セ
イ
を
残
し
て
い
る
。
張
は
二
・
二
六
事
件
直

後
に
お
い
て
も
東
京
が
い
つ
も
の
東
京
で
あ
る
こ
と
に
驚
い
て
い
る
。
そ

れ
は
表
面
的
に
は
何
も
変
わ
ら
ぬ
様
子
の
市
民
た
ち
の
間
に
、
虚
無
感
を

見
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
張
は
そ
の
よ
う
な
東
京
の
様
子
に
落
ち
着
か
な

い
気
持
ち
を
吐
露
し
、
こ
れ
か
ら
の
文
学
の
方
向
性
に
つ
い
て
迷
い
続
け

て
い
た
。
そ
れ
は
次
の
文
で
も
確
認
で
き
る
。

そ
こ
で

私
は
上
京
し
ま
し
た
。
諸

、（
一
九
三
六
年
当
時
―
論
者
注
）

々
の
破
綻
を
背
負
ひ
、
け
れ
ど
希
望
を
抱
い
て
東
京
へ
や
つ
て
き
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
東
京
は
、
私
の
頭
を
真
暗
に
し
て
し
ま
ひ
、
そ

れ
ま
で
私
の
性
格
や
才
能
や
あ
る
程
度
の
論
理
を
結
へ
て
ゐ
た
糸
が

ぶ
つ
つ
り
と
き
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
随
分
酷
い
性
格
に
変
わ
つ
て

ゆ
き
さ
う
で
し
た
。
何
の
こ
と
も
な
い
、
山
猿
が
都
の
真
中
へ
お
つ

ぽ
り
出
さ
れ
た
形
で
、
回
想
す
る
と
、
今
も
顔
が
赧
ら
む
ほ
ど
で
す
。
(20)

こ
の
文
章
を
、
作
品
が
書
か
れ
た
当
時
の
文
壇
に
照
ら
し
つ
つ
考
え
て

み
る
と
、
張
が
日
本
文
壇
に
抱
い
た
希
望
は
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が

わ
か
る

「
文
学
案
内
」
第
二
巻
一
号

の
「
朝
鮮
台
湾

。

（
一
九
三
六
年
一
月
）

中
国
新
説
作
家
集
に
つ
い
て

で
は
次
の
よ
う
に

」（
編
集
局
執
筆
、
九
三
頁
）

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

朝
鮮
の
張
赫
宙
氏
に
つ
い
て
は
、
氏
自
身

「
自
分
は
日
本
文
壇

、



の
人
間
で
あ
つ
て
、
朝
鮮
文
壇
の
代
表
者
で
は
な
い
の
で
す
」
と
謙

遜
し
自
分
が
翻
訳
し
て
推
薦
す
る
と
ま
で
奔
走
し
て
く
れ
た
の
で
あ

る
が
、
そ
し
て
ま
た
、
張
君
の
意
見
に
従
う
べ
き
で
あ
つ
た
が
、
時

間
的
に
余
猶
が
な
か
つ
た
し
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
朝
鮮

出
身
の
作
家
が
朝
鮮
を
題
材
に
し
て
創
作
す
る
張
氏
は
立
派
な
朝
鮮

の
代
表
的
な
作
家
の
人
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
、
張
氏
に
は
大
変
気
の

毒
で
あ
る
が
、
こ
の
集
に
加
は
つ
て
貰
つ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
張
自
身
の
意
見
と
「
文
学
案
内
」
誌
と
の
ず
れ
が
見
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
日
本
文
壇
で
夢
見
て
き
た
よ
う
な
作
家
活
動
が
許
さ
れ

な
か
っ
た
張
が
「
文
学
は
朝
鮮
作
家
の
少
い
時
期
に
朝
鮮
を
描
き
、
朝
鮮

に
つ
い
て
日
本
に
紹
介
を
し
た
と
い
ふ
点
に
文
学
的
位
置
と
使
命
を
有
し

て
ゐ
た
」

と
い
う
不
本
意
な
評
価
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て

(21)

い
く
。

日
本
で
も
自
分
の
思
い
通
り
の
創
作
活
動
が
出
来
な
い
張
は
、
様
々
な

方
面
か
ら
の
要
求
に
迎
合
し
て
書
く
し
か
な
い
こ
と
を
悩
ん
で
い
た
。
こ

れ
が
「
深
淵
の
人
」
が
生
ま
れ
る
背
景
と
も
い
え
る
。

日
本
文
壇
に
お
い
て
は
朝
鮮
人
作
家
張
赫
宙
の
越
え
ら
れ
な
い
壁
が
あ

っ
た
。
植
民
地
出
身
作
家
と
し
て
、
作
家
自
身
が
夢
見
て
き
た
よ
う
な
作

家
活
動
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
日
本
文
壇
が
要
求
す
る
ま
ま

に
書
く
こ
と
で
し
か
創
作
活
動
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
上
二
・
二
六
事

件

を
境
に
日
本
文
壇
へ
の
検
閲
は
日
々
厳
し
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状

(22)

況
下
で
、
張
は
進
む
べ
き
文
学
の
方
向
性
に
つ
い
て
悩
み
、
そ
の
切
迫
感

を
「
深
淵
の
人
」
に
託
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
当
時
「
文
芸

首
都
」
と
並
ん
で
、
張
の
日
本
文
壇
の
主
な
活
動
舞
台
に
な
っ
た
「
文
学

案
内
」
と
い
う
雑
誌
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
張
の
日
本
定
住
後
の

状
況
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
た
い
。

「
文
学
案
内
」
は
一
九
三
五
年
七
月
、
編
集
者
貴
司
山
治
が
「
働
く
も

の
の
立
場
に
立
つ
文
学

勤
労
大
衆
に
愛
さ
れ
、
親
し
ま
れ
、
理
解
さ

―

れ
、
そ
の
生
活
の
友
と
な
り
、
向
上
発
展
の
歯
車
と
な
る
文
学
が
創
り
出

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
て
創
刊
し
た
左
翼
雑

」（

創
刊
の
挨
拶

）

「

」

誌
で
あ
る

。
(23)

貴
司
山
治
は
コ
ッ
プ

の
中
で
プ
ロ
レ
タ

（
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
同
盟
）

リ
ア
大
衆
小
説
を
書
く
特
異
な
存
在
で
あ
り
、
一
九
三
二
年
検
挙
さ
れ
た

後
転
向
は
し
た
も
の
の
、
労
働
者
の
た
め
の
雑
誌
で
あ
る
「
文
学
案
内
」

を
創
刊
し
て
い
る
。
貴
司
の
日
記

か
ら
み
る
と
、
二
・
二
六
事
件
当
日

(24)

の
午
後
、
遅
く
出
勤
し
て
き
た
貴
司
は
、
軽
く
考
え
て
い
た
事
件
の
実
情

が
こ
と
の
ほ
か
深
刻
な
こ
と
に
気
付
き
、
今
後
雑
誌
に
対
す
る
軍
部
の
検

閲
や
弾
圧
が
厳
し
く
な
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

。
二

(25)

六
日
と
二
七
日
二
日
間
の
貴
司
の
日
記
か
ら
は
二･

二
六
事
件
発
生
と
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
た
ち
の
活
動
を
支
援
し
て
い
た
文
学
案
内
社
の
緊
迫

感
が
読
み
取
れ
る
。

さ
ら
に
日
記
に
は
一
九
三
六
年
七
月
一
六
日
に
貴
司
と
張
が
初
め
て
会

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
張
は
頻
繁
に
文
学
案
内
社
に
出
入

り
す
る
こ
と
と
な
る
。
七
月
二
四
日
に
は
張
の
歓
迎
会
が
銀
座
の
レ
ス
ト

ラ
ン
で
盛
大
に
開
か
れ
て
お
り
、
そ
の
様
子
を
記
し
た
日
記
に
、
貴
司
は

当
時
の
朝
鮮
人
に
対
す
る
私
見
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
張
に
対

し
て
は
比
較
的
寛
大
な
気
持
ち
で
接
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る

。
(26)



た
だ
し
張
に
対
し
て
自
分
た
ち
と
同
等
の
一
人
の
作
家
と
し
て
で
は
な

く
、
や
は
り
異
民
族
で
あ
る
朝
鮮
人
と
し
て
接
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
日

記
か
ら
読
み
取
れ
る
。
朝
鮮
人
作
家
が
日
本
の
文
学
界
で
入
選
し
た
こ
と

と
、
日
本
文
壇
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
と
を
些
か
違
っ
た
意
味
で
捉
え
て
い

る
こ
と
も
こ
の
文
章
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る

そ
し
て
貴
司
は
突
然

文

。

「

学
案
内
」
の
編
集
方
針
を
変
更
す
る
。

創
刊
号
以
来
の
「
働
く
大
衆
の
文
学
の
実
現
を
！
」
と
い
ふ
主
張

を
実
践
す
る
た
め
に
過
去
の
一
年
間
の
成
果
を
批
判
し
た
上
で
第
二

年
目
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
固
定
化
し
た
教
科
書
的
、
啓
蒙
的
編
集

方
針
を
改
め
て
、
生
き
て
動
い
て
い
る
文
学
上
の
問
題
を
批
判
的
に

取
り
上
げ
る
方
針
に
決
め
ま
し
た
。
(27)

こ
の
よ
う
に
、
左
翼
思
想
を
基
に
し
て
い
た
方
針
か
ら
方
向
転
換
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
単
に
一
周
年
を
迎
え
た
か
ら
で
は
な
い
。

ナ
ウ
カ
社
の
大
竹
が
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
出
版
界
に
対
す
る
政
府

（
貴
司
と
と
も
に
文
学
案
内
の

の
監
視
の
眼
を
意
識
し
て
、
貴
司
と
丸
山
義
二

が
決
め
た
こ
と
で
あ
る
。
現
実
に
文
学
案
内
社
は

編
集
を
担
当
し
て
い
た
）

二･

二
六
事
件
後
の
四
月
号
か
ら
厳
し
い
検
閲
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
『
言
論
統
制
文
献
資
料
集
成

に
記

』（
一
一
巻
、
前
掲
）

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
二
・
二
六
事
件

に

（
昭
和
一
一
年
二
月
二
六
日
勃
発
）

つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
当
時
閣
議
に
於
い
て
は
此
の
事
件
は
「
事
変
」

と
し
て
取
扱
は
な
い
こ
と
に
決
定
し
た
の
に
対
し
て
、
東
京
刑
事
地
方
裁

判
所
に
於
て
は
之
れ
を
「
事
変
」
と
解
釈
し
て
其
の
際
の
造
言
飛
語
を
軍

刑
法
に
よ
っ
て
処
罰
し
た
例
が
あ
る
」

程
、
厳
し
く
扱
わ
れ
て
い
た
の

(28)

。

「

」

。

が
わ
か
る

張
は
こ
の
時
期
を

文
学
の
混
乱

期
と
表
現
し
て
い
る

(29)

貴
司
は
そ
の
後
雑
誌
の
内
容
に
非
常
な
注
意
を
払
い
な
が
ら
編
集
に
臨
ん

で
い
た
が
、
遂
に
第
二
巻
第
七
号
に
お
い
て
方
針
変
更
を
宣
言
し
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
左
翼
派
作
家
で
あ
る
中
野
重
治
が
社
友
を
や
め
、
徳
永
直
も

雑
誌
の
編
集
顧
問
を
辞
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
一
件
が
象
徴
す
る
よ

う
に
、
二･

二
六
事
件
以
降
出
版
界
は
厳
し
い
検
閲
を
受
け
る
よ
う
に
な

り
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
文
学
活
動
は
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

言
論
統
制
が
厳
し
く
な
る
一
方
、
植
民
地
に
対
す
る
差
別
が
「
内
鮮
一

体
」
の
同
化
政
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
解
消
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
日

本
の
状
況
は
、
日
本
文
壇
の
事
情
を
通
し
て
張
自
身
に
歴
史
的
「
深
淵
」

を
さ
ら
に
感
じ
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
日
本
に
い
る
「
文

学
案
内

の
読
者
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る

文

」

。「

学
案
内
」
は
二
・
二
六
事
件
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
志

向
の
強
か
っ
た
編
集
姿
勢
を
一
転
さ
せ
、
芸
術
志
向
を
宣
言
し
た
。
そ
れ

は
初
出
で
の
曹
勲
が
独
立
運
動
か
ら
身
を
引
く
場
面
と

「
文
学
案
内
」

、

の
新
し
い
方
向
性
が
合
致
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
深
淵
の
人
」
に
お
い
て
、
文
守
用
と
曹
勲
二
人
の
関
係
は
常
に
曹
を

通
し
て
文
が
語
ら
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
二
人
の
登
場

人
物
を
語
り
手
が
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
テ
ク
ス
ト
全
体
が
三
重
構
造
に

な
っ
て
い
る
と
言
え
る

「
深
淵
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
こ
の
三
重
構

。

造
に
お
い
て
文
か
ら
曹
を
、
文
と
曹
か
ら
語
り
手
を
、
さ
ら
に
こ
の
テ
ク

ス
ト
か
ら
作
者
張
を
つ
な
げ
て
い
く
。



五

結
論

新
し
い
文
学
的
方
向
性
を
目
指
そ
う
と
し
て
い
た
張
は
、
し
か
し
過
去

と
の
連
続
性
を
絶
ち
切
れ
ず
、
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
無
力
感
を
絶
え
ず

そ
の
胸
中
に
抱
い
て
い
た
。
文
守
用
と
曹
勲
と
い
う
、
同
じ
時
代
を
、
し

か
し
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
環
境
の
中
で
生
き
て
い
く
二
人
が
、
逆
ら
う
こ
と

の
出
来
な
い
運
命
を
歩
ん
で
い
く
。
そ
れ
は
一
人
の
作
家
が
歴
史
の
中
を

歩
む
上
で
の
信
条
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
う
せ
ざ
る
を

得
な
い
時
代
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
文
の
家
庭
に
お
け
る
「
深
淵
」
と

曹
勲
の
救
国
の
戦
い
に
お
け
る
「
深
淵
」
を
繋
げ
る
こ
と
で
「
深
淵
」
と

い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
家
庭
か
ら
国
へ
と
範
囲
を
広
げ
て
い
く
。
そ
れ
は
作

家
張
に
と
っ
て
の
現
実
か
ら
感
じ
ら
れ
る
「
深
淵
」
の
表
象
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
当
時
と
し
て
は
反
体
制
組
織
と
も
言
え
る
新
幹
会
の
幹
事

を
し
つ
つ
、
現
実
を
直
視
し
逞
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
曹
勲
と
、
多
く
の

悩
み
を
抱
え
つ
つ
も
一
片
の
欲
望
さ
え
見
出
せ
ず
結
果
的
に
は
乞
食
と
し

て
し
か
生
き
得
な
か
っ
た
文
守
用
と
い
う
、
二
人
の
人
物
が
描
か
れ
て
い

る
。
両
者
の
内
面
に
流
れ
る
現
実
と
の
衝
突
か
ら
生
ま
れ
る
「
深
淵
」
の

人
間
像
は
、
張
の
日
本
文
壇
で
の
活
動
か
ら
味
わ
っ
た
虚
無
感
と
重
な
っ

て
い
る
と
い
え
る
。

ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉

「
お
前
が
永
い
あ
い
だ
深
淵
を
の
ぞ
き
こ
ん
で
い

、

れ
ば
、
深
淵
も
ま
た
お
前
を
の
ぞ
き
こ
む
」

の
よ
う
に
、
文
は
父
と
の

(30)

葛
藤
の
解
決
を
殺
害
と
い
う
形
に
求
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
度
と
浮
か

「

」

。「

」

び
上
が
る
こ
と
の
な
い

深
淵

に
陥
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る

深
淵

に
自
ら
嵌
っ
て
い
く
自
虐
的
な
結
末
を
、
曹
勲
は
文
を
通
じ
て
覗
き
込
ん

だ
。
他
者
の
「
深
淵
」
に
触
れ
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
ま
た
必
然
的
に
自

己
の
「
深
淵
」
に
気
づ
か
さ
れ
、
そ
し
て
あ
る
と
き
は
自
己
嫌
悪
と
絶
望

に
陥
る
こ
と
に
な
る
。

現
実
社
会
は
張
に
、
文
の
よ
う
な
生
き
ざ
ま
に
対
し
て
共
感
と
自
身
の

運
命
を
見
い
だ
す
こ
と
を
強
い
た
。
そ
し
て
張
自
身
に
と
っ
て
心
の
「
深

淵
」
は
、
現
実
に
対
し
て
絶
望
を
感
じ
る
こ
と
の
表
現
で
あ
り
、
ま
た
、

運
命
を
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
と
い
う
諦
念
の
表
現
で
も
あ
る
。
そ
し
て

流
さ
れ
る
ま
ま
に
身
を
ま
か
せ
る
し
か
な
い
と
い
う
自
暴
自
棄
、
あ
る
い

は
自
虐
的
な
諦
観
を
描
い
た
。
こ
れ
は
文
、
曹
、
そ
し
て
張
の
三
者
に
共

通
す
る
観
念
で
あ
り
、
張
は
日
本
文
壇
へ
の
憧
れ
を
抱
き
つ
つ
も
高
い
壁

を
実
感
す
る
。
そ
し
て
こ
の
「
深
淵
の
人
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
張
が

日
本
文
壇
に
要
求
さ
れ
る
朝
鮮
人
と
し
て
の
文
学
活
動
を
す
る
し
か
な
い

現
実
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
張
は
ど
こ
か
に
絆
を
求
め

る
思
い
が
熱
烈
で
あ
っ
た
た
め
に
挫
折
し
、
ま
た
連
帯
へ
の
思
考
が
強
か

っ
た
た
め
に
、
そ
の
対
象
を
日
本
文
壇
に
協
力
す
る
こ
と
で
求
め
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
く
の
国
策
作
品
を
創
作
す
る
と
い
う
行
為
に
結

実
し
て
い
っ
た
。

【
注
記
】

二
〇
〇
三
年
九
月
三
日
～
四
日
に
「

韓
民
族
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム

」

한
민
족

포
럼�

）

1
が
開
催
さ
れ
た

「

第
三

。

제
３
회

한
민
족

문
화

공
동
대
회

９
월

서
울
에
서

개
최�

回
韓
民
族
文
化
共
同
体
大
会
九
月
ソ
ウ
ル
に
て
開
催

（

（
韓
人

）
」
「
한
인

네
트
워
크

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

」
二
〇
〇
三
年
七
月
号
、
八
月
号
）
参
照
。

）

「

」（

、

ま
た

文
学
を
通
し
て
韓
民
族
の
共
通
性
を
求
め
る

在
外
同
胞
財
団
報
道
記
事



二
〇
〇
三
年
八
月
二
日
、h
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p
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.
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.
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）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
「

덴
티
티

그
리
고

문
학

이
란

주
제
로

이
틀
간

진
행
될

이
번

행
사
에
는

、

」

고
리
키
문
학
대
학
출
신
이
며

신
의

플
루
트

켄
타
우
로
스
의

마
을

등
을

、<
>

<
>

집
필
한

러
시
아

한
인

세

아
나
톨
리

김

고
령
에
도

불
구
하
고

현
재
까
지

３

、

일
본

문
단
에
서

왕
성
하
게

활
동
중
인

재
일

한
국
인

작
가

이
회
성

버
클
리

、

대

아
시
아

아
메
리
카

연
구
교
수
인

미
국
의

일
레
인

김

중
국
에
서

활
동
중

．

、

（

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

인

김
학
천

등
이

발
제
자
로

참
석
할

예
정
」
「

テ
ィ
、
そ
し
て
文
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
二
日
間
行
わ
れ
る
今
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム

に
は
コ
リ
キ
ー
文
学
大
学
の
出
身
で
あ
り
な
が
ら<

神
の
フ
ル
ー
ト>

、<

ケ
ン
タ
ウ
ロ

ウ
ス
の
町>

な
ど
を
執
筆
し
た
在
ロ
シ
ア
韓
国
人
三
世
の
ア
ナ
ト
ル
リ
金
、
高
齢
に
も

か
か
わ
ら
ず
現
在
も
日
本
文
壇
で
活
発
に
活
動
を
し
て
い
る
李
恢
成
、
バ
ー
ク
リ
ー

大
学
で
ア
ジ
ア
・
ア
メ
リ
カ
研
究
教
授
の
在
米
韓
国
人
の
ア
レ
イ
ン
金
、
中
国
で
活

動
し
て
い
る
金
学
泉
等
が
提
案
者
と
し
て
参
加
す
る
予
定
―
論
者
訳

）」

「
分
断
か
ら
離
散
へ
―
「
在
日
朝
鮮
人
文
学

（

社
会
文
学
」
二
六
号
、
二
〇
〇

」
」
「

2
七
年
六
月
）
二
五
頁

前
掲
「
分
断
か
ら
離
散
へ
―
「
在
日
朝
鮮
人
文
学

」
二
六
頁
～
二
七
頁

」

3

孫
才
喜
「
張
赫
宙
文
学
に
お
け
る
連
続
と
非
連
続

（
Ｅ
・
ク
ロ
ッ
ペ
ン
シ
ュ
タ
イ

」

4
ン
、
鈴
木
貞
美
編
『
日
本
文
化
の
連
続
性
と
非
連
続
性

、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
年

』

一
一
月
）
一
四
一
頁
～
一
八
〇
頁
。
た
だ
し
こ
の
孫
の
論
文
に
関
し
て
は
、
い
く
つ

か
の
点
に
つ
い
て
基
本
的
な
誤
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お

き
た
い
。

孫
は
、
戦
中
・
戦
後
に
お
け
る
張
赫
宙
文
学
に
つ
い
て
、
戦
時
中
の
作
品
に
は
日

本
の
国
策
が
積
極
的
に
反
映
さ
れ
、
戦
後
の
作
品
と
は
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る

と
い
う
意
味
で
の
非
連
続
性
を
指
摘
す
る
一
方
で
、
作
中
人
物
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
の
性
格
を
排
除
し
て
い
く
作
品
傾
向
か
ら
戦
後
と
の
連
続
性
を
見
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
孫
の
戦
中
・
戦
後
の
連
続
性
に
関
す
る
指
摘
、
す
な
わ
ち
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
の
性
格
を
排
除
し
て
い
く
作
品
傾
向
が
あ
る
と
い
う
考
え
に
は
同
意
で
き
な

い
。
例
え
ば
自
伝
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
『
遍
歴
の
調
書

（
新
潮
社
、
一
九
五
四
年

』

二
月
）
に
お
い
て
、
作
中
人
物
の
「
私
」
は
反
政
府
運
動
が
原
因
で
、
私
服
刑
事
の

手
を
逃
れ
長
野
県
に
移
り
住
む
人
物
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
孫
が
言
う。

よ
う
に
す
べ
て
の
作
中
人
物
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
排
除
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い

戦
後
に
お
い
て
張
は
ア
ナ
キ
ス
ト
新
聞
「
平
民
新
聞
」
に
一
九
四
六
年
八
月
七
日
か

ら
一
九
四
七
年
四
月
三
〇
日
ま
で
一
九
回
に
わ
た
っ
て
て

「
意
中
の
人
」
を
投
稿
し

、

て
お
り
、
張
の
文
学
の
中
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
排
除
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
は
正
確
で

は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
朝
鮮
戦
争
を
扱
う
作
品
の
中
に
も
、
異
な
る
思
想
の
下

で
戦
う
朝
鮮
民
族
が
描
か
れ
て
お
り
、
他
に
も
同
じ
よ
う
な
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。

ま
た
「
深
淵
の
人
」
を
論
じ
た
部
分
に
は
、
誤
読
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
。

主
人
公
文
守
用
は
父
親
の
殺
人
容
疑
で
逮
捕
後
刑
務
所
に
入
れ
ら
れ
、
拘
禁
性
精

神
病
に
陥
り
、
精
神
病
院
に
移
さ
れ
た
際
に
逃
げ
出
し
て
乞
食
生
活
を
始
め
る
。
文

守
用
は
弁
護
士
の
曹
勲
を
事
務
所
に
た
ず
ね
る
が
、
何
度
も
事
務
所
の
事
務
員
に
追

い
出
さ
れ
た
た
め
手
紙
を
書
く
。
そ
の
手
紙
の
内
容
が
曹
に
読
ま
れ
る
と
こ
ろ
か
ら

こ
の
作
品
は
始
ま
る
。
孫
は
、
こ
の
作
品
の
冒
頭
に
つ
い
て

「
社
会
主
義
運
動
に
参

、

加
し
た
理
由
で
刑
務
所
に
入
れ
ら
れ
た
文
守
用
が
、
弁
護
士
の
曹
勲
宛
に
助
け
を
求

め
る
手
紙
を
送
る

」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
文
は
、
三･

一
独
立
運
動
で
刑
務
所

。

に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
あ
る
が
、
手
紙
を
書
い
て
い
る
時
点
は
、
殺
人
容
疑
で
投
獄



さ
れ
た
後
に
、
移
送
さ
れ
た
精
神
病
院
か
ら
逃
げ
て
乞
食
で
い
る
と
き
で
あ
る
。

ま
た
、
も
う
一
箇
所
「
一
九
一
九
年
の
三･

一
万
歳
運
動
で
文
に
死
刑
が
言
い
渡
さ

れ
投
獄
さ
れ
て
か
ら
」
と
い
う
と
こ
ろ
な
ど
も
、
作
品
自
体
の
内
容
を
正
確
に
把
握

し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
孫
は
結
論
を
社
会
主
義
に
ひ
き
つ
け
る
あ
ま
り
、
多

く
の
誤
読
を
犯
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
家
庭
内
不
和
の
突
破
口
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
三･

一
独
立
運
動
が
挿

入
さ
れ
て
い
る
。
孫
は
「
一
九
一
九
年
の
三･

一
万
歳
運
動
で
文
に
死
刑
が
言
い
渡
さ

れ
投
獄
さ
れ
て
か
ら
、
約
一
八
年
が
経
過
」
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
な
ぜ
「
一
八

」

。

、

年

で
あ
る
か
が
正
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い

本
文
の
曹
勲
と
継
母
の
言
葉
に
は

父
の
殺
人
事
件
後
、
文
が
逮
捕
さ
れ
て
か
ら
約
二
十
年
経
過
し
た
と
あ
り
、
一
八
年

と
断
定
さ
れ
て
い
な
い
。

任
展
慧
「
張
赫
宙
論

（

文
学

、
一
九
六
五
年
一
一
月
）
八
四
頁
～
九
八
頁

」
「

」

5

前
掲
「
張
赫
宙
論
」
八
八
頁

6

前
掲
「
張
赫
宙
論
」
八
八
頁

7

「

「

」

（

）（

）
」（「

」

浦
西
和
彦

貴
司
山
治

日
記

一
九
三
六
年

昭
和
一
一
年

三

国
文
学

8
第
八
五
号
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
）
五
二
頁

七
月
二
六
日
の
日
記
に
は
「
家
で
文
学
案
内
九
月
号
の
原
稿
の
編
輯
」
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
。

『
逆
説
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

（
花
伝
社
、
一
九
九
四
年
一
二
月
）
六
六
頁

』

9

、

、

一
九
二
〇
年
代

在
日
留
学
生
ら
に
よ
っ
て
朝
鮮
に
社
会
主
義
思
想
が
持
ち
込
ま
れ

10
当
初
は
社
会
主
義
運
動
と
共
に
民
族
主
義
運
動
に
活
気
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
独

立
運
動
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
団
体
を
結
成
し
、
闘
争
方
法
や
運
動
の
方
向
性

の
違
い
か
ら
、
お
互
い
の
非
難
合
戦
に
発
展
し
、
対
立
的
な
関
係
に
お
か
れ
て
い
っ

た
。
こ
の
分
裂
状
況
を
「
独
立
」
と
い
う
同
一
の
目
標
を
基
に
、
共
同
の
団
体
と
し

て
再
結
成
さ
れ
た
の
が
「
新
幹
会
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
二
九
年
一
一
月
光
州

、

、

学
生
運
動
で
日
本
の
弾
圧
に
抗
議
し
た
こ
と
で

幹
部
を
含
む
四
四
人
が
逮
捕
さ
れ

う
ち
四
人
が
実
刑
判
決
を
受
け
た
。
こ
の
事
件
か
ら
組
織
内
部
は
揺
れ
は
じ
め
、
両

者
の
譲
ら
な
い
思
想
的
対
立
へ
と
発
展
し
た
。
後
に
、
民
族
主
義
運
動
側
が
主
導
権

を
手
に
し
た
こ
と
が
原
因
と
な
り
、
わ
ず
か
四
年
あ
ま
り
で
「
新
幹
会
」
は
解
散
し

た
。

「
以
来
作
者
は
作
者
の
「
利
他
」
と
「
利
己
」
の
板
挟
み
に
な
つ
て
苦
し
み
と
お
し

11
ま
し
た
。
あ
る
時
は
物
凄
く
「
利
他
」
に
傾
い
た
か
と
思
ふ
と
、
す
ぐ
に
又
極
端
の

「
利
己
」
に
立
ち
返
る
の
で
す
。
か
う
し
た
こ
と
は
、
も
っ
と
ほ
か
に
作
者
の
生
立

ち
と
複
雑
な
関
係
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
か
う
い
ふ
風
に
簡
単
に
言
つ
て
の
け
て
は

な
ら
な
い
は
ず
で
す
が
、
要
す
る
に
、
作
者
の
「
利
他
」
と
「
利
己
」
と
を
適
当
に

折
衷
し
て

「
個
人
主
義
」
的
人
生
観
を
確
立
す
る
ま
で
に
は
相
当
な
が
い
年
月
が
か

、

か
つ
て
ゐ
る
の
で
す

（
中
略
）
作
者
は
個
人
主
義
的
人
生
観
を
獲
得
す
る
前
に
「
利

。

他
」
と
「
利
己
」
の
板
挟
み
に
な
っ
て
苦
し
ん
だ
や
う
に
、
か
う
し
た
社
会
の
「
醜

悪
」
に
腹
を
立
て
、
憎
悪
し
、
そ
し
て
闘
つ
た
り
し
て
人
間
の
社
会
に
我
利
々
々
が

幅
を
き
か
す
の
か
と
悩
み
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
馬
鹿
気
た
悩
み
も
当
時
の
作
者
（
青

少
年
時
代
）
に
と
つ
て
は
殆
ど
人
生
の
全
部
た
つ
た
の
で
す

（

創
作
ノ
ー
ト
「
田

。
」
「

園
の
雷
鳴
」
に
つ
い
て

（

田
園
の
雷
鳴

、
洛
陽
書
院
、
一
九
四
〇
年
一
一
月
）
三

」
『

』

二
二
頁
～
三
二
三
頁
）

伏
字
。
初
出｢

深
淵
の
人｣

に
は
多
く
の
伏
字
が
み
ら
れ
る
。

12

「
戦
時
に
於
け
る
言
論
統
制
の
重
要
性

（

言
論
統
制
文
献
資
料
集
成
』
一
一
巻
、

」
『

13
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
二
年
二
月
）
参
照
。

「
小
国
家
が
い
く
つ
も
出
来
た
こ
と
、
朝
鮮
民
族
も
当
然
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

14
・
こ
と
も
し
朝
鮮
人
自
体
が
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
さ
な
い
な
ら
ば
そ
の
望
も



駄
目
に
な
る
こ
と
を
く
ど
く
ど
と
話
し
ま
し
た
。
私
が
日
本
が
そ
れ
を
承
知
す
る
筈

が
な
い
と
主
張
し
て
も
彼
は
欧
米
諸
強
国
が
そ
う
な
っ
た
ら
皆
で
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
だ
と
い
つ
て
・
・
・
・
の
大
体
の
様
子
を
私
に
説
い
て
く
れ
ま
し
た
。
上

海
に
・
・
・
の
あ
つ
た
こ
と
も
そ
の
時
始
め
て
知
つ
た
や
う
な
も
の
で
し
た
。

私
は
吾
々
民
族
の
間
に
そ
う
い
ふ
雰
囲
気
が
意
外
に
も
濃
厚
な
の
を
段
々
と
知
る
や

う
に
な
り
ま
し
た
。
或
る
日
を
期
し
て
半
島
の
隅
こ
ま
で
に
も
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
し
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
学
校
で
も
生
徒
達
は
授
業
な
ど
に
全
然

気
は
な
く
・
・
・
・
・
・
・
な
り
ま
し
た
。
寄
る
と
さ
は
る
と
こ
の
こ
と
を
こ
そ
こ

そ
と
話
し
合
ひ
ま
し
た

・
・
・
で
す
ね
。
あ
れ
も
皆
生
徒
達
の
手
に
よ
つ
て
幾
百
本

。

と
な
く
刷
つ
て
こ
し
ら
へ
ま
し
た
。
遂
に
私
も
そ
の
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
し
ま
ひ
ま

。

、

。

し
た

ど
う
せ
死
ぬ
な
ら
死
甲
斐
あ
る
死
場
所
を
求
め
ろ

と
自
分
に
囁
き
ま
し
た

私
は
意
味
の
な
い
自
殺
計
画
を
ひ
ど
く
恥
ぢ
ま
し
た
。

三
月
一
日
で
す
。
大
都
会
で
は
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
。
と
こ

ろ
が
、
ど
う
し
た
こ
と
か
私
達
の
邑
で
は
そ
れ
が
始
ま
ら
な
い
ん
だ
す
。
私
は
皆
が

臆
病
に
な
つ
た
ん
で
は
な
い
か
と
焦
々
し
て
た
ん
で
す
。
し
か
し
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
ま
し
た
。
二
日
遅
れ
た
市
日
の
日
、
市
場
に
人
出
が
出
盛
つ
た

、

。

頃

私
達
の
一
団
と
青
年
と
壮
年
の
集
団
が
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

私
は
そ
の
と
き
の
光
景
を
到
底
そ
の
通
り
に
は
申
し
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。
は
い
。
さ

う
で
せ
う
と
も
。
先
生
も
む
ろ
ん
お
や
り
に
な
つ
た
で
せ
う
。
も
の
の
十
分
も
た
た

な
い
う
ち
に
ど
こ
か
ら
と
な
く
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
、

。

ど
こ
に
ど
う
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
。
群
衆
の
間
に
は
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
が
現
れ
ま
し
た

・
・
・
・
・
引
つ
た
て
ら
れ
る
者
。
ま
る
で
・
・
・
・

。

・
。
私
は
二
三
の
友
達
と
一
し
よ
に
家
々
の
土
塀
を
乗
り
越
え
屋
根
伝
ひ
に
遠
く
へ

逃
げ
延
び
ま
し
た
。
只
本
能
的
に
さ
う
し
た
だ
け
で
し
た
。
臆
病
に
な
つ
た
の
で
も

何
で
も
な
か
つ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
私
は
捕
へ
え
ら
れ
て
二
年
間
獄
舎
に
繋
が
れ
る
身
と
な
つ
た
ん
で
す
。
私

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
ば
か
り
で
し
た

（
初
出
三
九
頁
）

。
」

｢

文
学
案
内｣

に
は
読
者
投
稿
欄
の
「
ア
ン
テ
ナ
」
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
投
稿
す
る

15
多
く
の
読
者
が
労
働
者
で
あ
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
。

「

。

朝
鮮
に
文
学
の
天
才
が
出
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
一
人
で
あ
る
か
ら
で
す

16
（
中
略
）
そ
の
よ
う
な
天
才
が
生
ま
れ
る
と
し
て
も
彼
ら
を
育
て
る
ど
こ
ろ
か
蹴
っ

た
り
、
踏
ん
だ
り
、
唾
を
吐
き
そ
う
な
毒
素
が
満
ち
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
問

。（

）

、

、

と
恐
怖
が
感
じ
ら
れ
ま
す

中
略

朝
鮮
人
と
し
て
英
語
で

あ
る
い
は
中
国
語
で

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
で
、
そ
の
他
何
語
で
も
文
学
を
す
る
の
に
何
の
関
係
も
な
い
し
、

そ
の
作
品
の
優
秀
性
だ
け
を
賛
美
し
た
り
、
憎
悪
し
た
り
す
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か

（
中
略
）
文
学
に
お
い
て
猜
忌
と
憎
悪
の
こ
の
二
つ
は
わ
ず
か
な
収
穫

。

で
さ
え
も
な
く
、
文
学
の
ペ
ス
ト
菌
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す

（
論
者
訳
）

。
」

李
無
影
「

文
壇
の
ペ
ス
ト
菌
」
の
再
検
討

（

東
亜
日
報

、
一
九
三
七
年
一
〇
月

「

」
「

」

17
一
七
日
、
一
九
日
、
二
二
日
～
二
四
日
）

金
文
輯
「
朝
鮮
文
壇
の
特
殊
性

（

新
潮
」
三
三
巻
二
号
、
一
九
三
六
年
二
月
）
一

」
「

18
五
五
頁

「
文
学
案
内
」
第
二
巻
六
号
、
一
九
三
六
年
八
月
、
三
三
頁
。
そ
の
前
に
同
じ
内
容

19
で
一
九
三
六
年
七
月
一
四
日
の
「
京
城
日
報
」
朝
刊
に
「
虚
無
を
感
ず
る
―
東
京
に

移
住
し
て
」
の
題
名
で
発
表
し
て
い
る
。

張
赫
宙
「
私
の
小
説
勉
強

（

文
芸

、
一
九
三
九
年
一
一
月
）
一
四
五
頁

」
「

」

20

板
垣
直
子
『
事
変
下
の
文
学

（
第
一
書
房
、
一
九
四
一
年
四
月
）

』

21

「
二･

二
六
事
件
」
に
つ
い
て
『
日
本
史
大
辞
典

（
第
五
巻

（
平
凡
社
、
一
九
九
三

』

）

22
年
一
一
月
）
を
参
照
し
て
ま
と
め
る
。



一
九
三
六
年
（
昭
和
一
一
年
）
二
月
二
六
日
か
ら
二
九
日
に
、
日
本
に
お
い
て
陸

軍
皇
道
派
青
年
将
校
ら
二
二
名
が
一
四
八
三
名
の
兵
を
率
い
て
起
こ
し
た
ク
ー
デ

タ
ー
。
事
件
後
し
ば
ら
く
は
「
不
祥
事
件

「
帝
都
不
祥
事
件
」
と
も
呼
ば
れ
て
い

」

た
。
皇
道
派
青
年
将
校
は
北
輝
一
に
接
近
、
昭
和
維
新
の
実
現
を
は
か
り
、
武
力

に
よ
る
国
家
改
造
を
計
画
、
真
崎
勘
三
郎
教
育
総
監
罷
免
、
相
沢
事
件
な
ど
統
制

派
の
台
頭
に
反
発
し
、
皇
道
派
の
拠
点
で
あ
っ
た
第
一
師
団
の
満
洲
派
遣
を
機
に

蜂
起
を
決
意
。
斎
藤
実
内
大
臣
、
高
橋
是
清
蔵
相
、
渡
辺
錠
太
郎
教
育
総
監
を
殺

害
し
、
鈴
木
貫
太
郎
侍
従
長
に
重
傷
を
負
わ
せ
、
陸
軍
省
、
参
謀
本
部
、
国
会
、

首
相
官
邸
な
ど
を
占
拠
。
陸
軍
首
脳
に
国
家
改
造
を
要
請
し
た
。
陸
軍
首
脳
は
戒

厳
令
を
し
い
た
が
、
海
軍
、
財
界
が
ク
ー
デ
タ
ー
に
反
対
で
あ
る
の
を
み
て
弾
圧

に
転
換
、
反
乱
軍
の
規
定
も<

決
起>

<

占
拠>

<
騒
擾>

<

反
乱>

と
四
転
。
二
九
日
反

乱
軍
を
鎮
圧
。
首
謀
者
や
理
論
的
指
導
者
の
北
輝
一
ら
を
死
刑
。
皇
道
派
関
係
者

を
大
量
に
処
分
、
統
制
派
が
実
権
を
掌
握
、
岡
田
啓
介
内
閣
は
倒
れ
、
軍
の
政
治

的
発
言
権
が
強
化
さ
れ
た
。

貴
司
山
治
「
創
刊
の
挨
拶
」(

｢

文
学
案
内
」
第
一
巻
一
号
、
一
九
三
五
年
七
月
）

23

前
掲
「
貴
司
山
治
「
日
記
」
一
九
三
六
年
（
昭
和
一
一
年

（
三

」
三
六
～
六
九
頁

）

）

24

前
掲
「
貴
司
山
治
「
日
記
」
一
九
三
六
年
（
昭
和
一
一
年

（
三

」

）

）

25

午
後
出
社
。
皆
外
出
し
て
だ
れ
も
ゐ
な
い
の
で
、
曇
り
空
の
い
や
な

二
月
二
六
日

、

、

、

寒
い
外
界
を
み
な
が
ら

机
上
の
用
た
し
を
し
て
ゐ
る
と

丸
山
が
か
へ
っ
て
き
て

何
で
も
な
い
こ
と
の
や
う
に
、
次
ぎ
の
内
閣
は
ど
う
い
ふ
こ
と
に
な
る
で
せ
う
ね
ー

と
い
ふ
や
う
な
話
を
持
ち
出
す
。
私
は
最
初
は
岡
田
首
相
が
ピ
ス
ト
ル
で
う
た
れ
た

の
か
な
、
と
直
感
し
た
。
こ
の
ご
ろ
の
大
臣
は
や
め
る
よ
り
も
う
ち
殺
さ
れ
る
方
が

早
い
の
で
。
と
こ
ろ
が
丸
山
は
ま
る
で
冗
談
の
や
う
に
「
あ
ん
た
何
も
知
ら
ん
の
で

す
か
、
斎
藤
、
牧
野
、
岡
田
、
渡
辺
、
後
藤
、
高
橋
、
川
島
―
み
ん
な
今
朝
一
斉
に

や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
で
す
よ
」

そ
こ
へ
小
野
が
外
か
ら
か
へ
っ
て
き
て
、
事
件
を
面
白
そ
う
に
し
や
べ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
東
京
に
住
ん
で
、
こ
う
い
ふ
こ
と
に
近
頃
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
驚
か
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
が
、
も
う
少
し
事
の
本
質
に
対
し
て
敏
感
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
だ

（
中
略
）
文
学
案
内
で
は
行
動
主
義
文
学
再
建
座
談
会
の
中
に
フ
ァ
シ
ズ
ム

。

攻
撃
の
部
分
が
大
分
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
よ
か
ら
う
と
い
ふ
こ
と
に
し
て
お
き
、

そ
の
代
り
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
文
学
現
状
総
覧
は
当
分
引
っ
こ
め
る
こ
と
に
き
め
る
。

戒
厳
司
令
官
の
告
示
の
や
う
な
も
の
が
出
て

「
赤
系
分
子
な
ど
の
妄

二
月
二
七
日

、

動
を
未
然
に
」
云
々
の
文
句
が
あ
る
。
も
し
市
街
戦
が
始
ま
れ
ば
、
そ
の
前
に
い
は

ゆ
る
「
赤
系
分
子
」
が
「
保
護
検
束
」
ぐ
ら
ゐ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
文
学
案
内

杜
へ
は
東
京
憲
兵
隊
の
特
高
が
時
々
来
て
ゐ
る
。
今
は
雑
誌
の
四
月
号
の
編
輯
最
中

だ
。
だ
れ
か
ゞ
、
そ
う
い
ふ
こ
と
で
持
っ
て
行
か
れ
て
は
仕
事
に
差
支
へ
る
の
で
、

今
明
日
中
、
様
子
を
み
る
た
め
、
丸
山
と
自
分
の
二
人
が
事
務
所
に
出
ず
自
宅
へ
も

か
へ
ら
な
い
こ
と
に
し
て
、
夜
に
入
っ
て
事
務
所
を
引
き
払
ふ
。

前
掲
「
貴
司
山
治
「
日
記
」
一
九
三
六
年
（
昭
和
一
一
年

（
三

」

）

）

26

張
赫
宙
君
の
歓
迎
会
を
ひ
ら
く
発
企
人
な
の
で
、
午
後
か
ら
出
か
け

七
月
二
四
日

る

（
中
略
）
七
時
半
か
ら
十
時
半
ま
で
銀
座
通
り
日
本
屋
と
い
ふ
レ
ス
ト
ラ
ン
で
張

。
赫
宙
君
の
会
。
四
十
人
近
く
く
る
。
宇
野
浩
二
な
ど
く
る
。
二
三
日
間
の
つ
き
合
ひ

で
張
と
い
ふ
作
家
が
な
か
な
か
大
人
じ
み
た
着
実
な
男
で
、
相
当
な
宣
伝
屋
で
も
あ

る
こ
と
を
感
ず
る
。
但
し
こ
れ
は
悪
口
で
は
な
い
。
自
分
の
知
っ
て
ゐ
る
朝
鮮
人
に

は
こ
う
人
間
が
殆
ど
な
く
、
か
な
り
信
用
し
て
ゐ
た
金
親
済
で
も
や
は
り
わ
れ
わ
れ

マ

マ

の
仕
事
に
つ
い
て
で
も
ま
づ
自
己
を
守
る
と
い
ふ
小
汚
い
態
度
を
朝
か
ら
晩
ま
で
露

、

、

。

出
し
て

他
の
社
員
に
き
ら
は
れ

私
は
最
近
朝
鮮
人
に
凡
そ
失
望
し
か
け
て
ゐ
る

そ
う
い
ふ
時
に
張
赫
宙
が
大
邱
か
ら
や
っ
て
き
た
の
だ
が
、
こ
の
人
に
も
や
は
り
朝



鮮
人
特
有
の
勘
定
高
い
所
は
あ
る
。
そ
し
て
い
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
裏
と
表
が
あ
る
。

し
か
し
、
ま
だ
こ
の
人
な
ら
信
用
し
て
物
を
た
の
め
る
と
思
ふ
。
何
故
な
れ
ば
勘
定

は
細
か
い
が
、
き
っ
ち
り
し
て
ゐ
て
、
物
事
に
凡
帳
面
で
、
排
他
的
で
な
い
。
金
文

と
い
ふ
名
の
男
が
「
星
座
」
八
月
号
で
口
汚
く
張
を
罵
っ
て
る
の
を
み
て
不
愉
快

に
思
っ
た
が
、
こ
の
種
の
朝
鮮
人
が
一
番
鼻
も
ち
が
な
ら
ぬ
。

け
ふ
の
会
に
も
前
か
ら
名
を
知
っ
て
ゐ
る
金
子
和
と
い
ふ
男
が
来
て
ゐ
た
が
、
書

く
物
で
み
る
と
、
一
応
ち
ゃ
ん
と
物
が
判
っ
て
ゐ
る
や
う
だ
。
し
か
し
自
分
を
つ
か

ま
へ
て
、
今
夜
の
会
を
朝
鮮
芸
術
座
後
援
会
に
そ
ま
ゝ
転
化
す
る
や
う
に
託
し
て
く

マ
マ

れ
な
ど
と
持
ち
込
む
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
た
よ
り
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い

と
、
こ
と
は
っ
て
し
ま
ふ
。
」

「
編
集
室
ル
ポ
」
（
「
文
学
案
内
」
第
二
巻
七
号
、
一
九
三
六
年
七
月
）
一
五
二
頁

27

前
掲
『
言
論
統
制
文
献
資
料
集
成
』
第
一
一
巻
、
七
五
頁

28

張
赫
宙
「
理
論
の
貧
困
」
（
「
文
学
案
内
」
第
二
巻
一
二
号
、
一
九
三
六
年
一
二
月
）

29一
〇
一
頁

「
善
悪
の
彼
岸
」
（
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
第
一
〇
巻
、
理
想
社
、
一
九
六
七
年
六
月
）

30一
二
七
頁

※
本
論
に
お
け
る
「
深
淵
の
人
」
の
引
用
は
全
て
初
出
「
文
学
案
内
」
（
一
九
三
六
年

九
月
）
掲
載
の
も
の
に
よ
っ
た
。

（
九
州
大
学
比
較
社
会
文
化
学
府
博
士
後
期
課
程
二
年
）




