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﹇
キ
ー
ワ
ー
ド：

①
植
民
地
　
②
都
市
空
間
　
③
ハ
イ
ネ
　
④
カ
フ
カ
　
⑤
直
喩
﹈

一
　
は
じ
め
に

一
九
四
〇
年
『
文
藝
春
秋
』
六
月
号
に
一
篇
の
小
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
金
史
良

キ
ム
・
サ
リ
ャ
ン
「
天
馬
」
―
植
民
地
末
期
の
京
城
に
在

住
し
、
日
本
語
で
創
作
を
行
う
朝
鮮
人
作
家
・
玄
龍
の
精
神
が
崩
壊
す
る
さ
ま
を
戯
画
的
に
描
い
た
短
篇
で
あ
る
。
玄
龍
の
た
ど

っ
た
道
筋
を
詳
述
し
な
が
ら
以
下
に
梗
概
を
記
す
（
1
）
。
な
お
丸
数
字
は
後
に
示
す
地
図
と
対
応
す
る
。

物
語
は
雲
の
垂
れ
こ
め
る
朝
、
京
城
の
廓
・
新
町
裏
小
路
の
娼
家
①
か
ら
落
ち
目
の
作
家
・
玄
龍
が
投
げ
出
さ
れ
る
場
面
か
ら

始
ま
る
。
時
局
雑
誌
Ｕ
の
責
任
者
大
村
か
ら
二
日
の
う
ち
に
剃
髪
し
て
寺
へ
お
も
む
き
坐
禅
修
行
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
、
彼
の
心

は
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
。
玄
龍
は
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
ス
パ
イ
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
憲
兵
隊
に
検
挙
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
親
交
の

金
史
良
「
天
馬
」
に
お
け
る
身
体
表
象

可
児
　
洋
介
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あ
る
大
村
が
と
り
な
し
身
柄
を
貰
い
下
げ
て
く
れ
て
い
た
。
そ
の
大
村
が
警
察
の
内
査
対
策
と
し
て
謹
慎
の
状
を
見
せ
よ
と
い
う

の
で
あ
る
。

朝
十
時
頃
、
廓
を
抜
け
本
町
五
丁
目
②
へ
と
出
る
と
、
玄
龍
は
内
地
人
街
一
繁
華
な
本
町
通
り
を
西
へ
進
み
、
明
治
製
菓
③
へ

と
た
ど
り
着
く
。
そ
こ
で
は
昨
夜
朝
鮮
文
人
た
ち
の
会
合
が
開
か
れ
て
い
た
。
会
合
は
、
朝
鮮
語
に
よ
る
述
作
を
熱
心
に
説
く
評

論
家
・
李
明
植
を
玄
龍
が
一
言
「
朝
鮮
語
か
」
と
せ
せ
ら
笑
っ
た
こ
と
で
諍
い
と
な
っ
た
。「
朝
鮮
文
化
の
怖
ろ
し
い
だ
に
だ
！
」

と
擯
斥
さ
れ
た
玄
龍
は
、
そ
の
後
安
酒
を
何
杯
も
ひ
っ
か
け
て
娼
家
の
門
を
く
ぐ
っ
て
い
た
。

玄
龍
は
明
治
製
菓
の
ホ
ー
ル
で
広
げ
た
新
聞
紙
を
這
う
一
匹
の
南
京
虫
に
導
か
れ
て
、
親
交
の
あ
る
東
京
文
壇
の
作
家
田
中
の

朝
鮮
ホ
テ
ル
投
宿
を
知
る
。
玄
龍
は
自
身
の
寺
行
き
を
免
除
す
る
よ
う
田
中
に
大
村
を
説
得
し
て
貰
お
う
と
思
い
立
つ
。
ホ
ー
ル

を
飛
び
出
し
、
朝
鮮
銀
行
前
広
場
④
の
雑
踏
を
抜
け
、
長
谷
川
町
の
朝
鮮
ホ
テ
ル
⑤
を
訪
ね
た
が
、
生
憎
田
中
は
不
在
で
あ
っ

た
。四

、
五
時
間
ロ
ビ
ー
で
う
た
た
寝
を
し
て
目
を
覚
ま
す
と
す
で
に
夕
刻
近
い
。
玄
龍
は
田
中
を
探
し
て
黄
金
通
り
（
黄
金
通
り

以
北
は
朝
鮮
人
街
）
へ
向
か
う
と
、
茶
房
リ
ラ
⑥
で
女
流
詩
人
文
素
玉
と
出
会
っ
た
。
玄
龍
が
彼
女
の
気
を
引
こ
う
と
一
流
文
士

を
気
取
る
と
、
彼
女
は
去
り
際
に
翌
朝
の
来
訪
を
約
束
し
て
く
れ
た
。

玄
龍
は
朝
鮮
人
街
一
賑
や
か
な
鐘
路
通
り
へ
と
向
か
い
、
百
貨
店
和
信
と
韓
青
ビ
ル
の
並
び
立
つ
鐘
路
四
辻
⑦
へ
至
る
。
鐘
閣

前
に
夜
店
が
並
び
、
大
勢
の
乞
食
や
売
子
で
雑
然
と
す
る
な
か
、
酔
い
つ
ぶ
れ
た
百
姓
男
が
喚
い
て
い
る
。
亡
き
妻
が
生
前
植
え

た
桃
の
枝
を
た
た
き
売
り
、
酒
を
飲
ん
で
斃
っ
て
み
せ
る
の
だ
と
言
う
。
玄
龍
は
桃
の
枝
を
買
い
肩
に
担
ぐ
と
、
不
意
に
十
字
架

を
負
え
る
キ
リ
ス
ト
を
憶
い
出
し
殉
教
者
的
運
命
を
感
じ
よ
う
と
し
た
。し
か
し
衆
人
の
視
線
に
気
づ
く
と
す
ぐ
に
得
意
に
な
り
、

乞
食
の
子
供
た
ち
へ
施
し
を
し
な
が
ら
薄
暗
い
小
路
に
入
っ
た
。
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そ
の
鐘
路
裏
界
隈
（
飲
み
屋
街
・
ド
ヤ
街
）
で
田
中
を
二
時
間
あ
ま
り
探
し
回
る
が
見
つ
か
ら
な
い
。
玄
龍
は
優
美
館
裏
の
立

ち
飲
み
屋
⑧
に
入
り
、
桃
の
枝
を
担
い
だ
ま
ま
安
酒
を
呷
っ
た
。

夜
十
時
頃
、
な
ん
と
官
立
専
門
学
校
教
授
角
井
に
案
内
さ
れ
て
田
中
が
来
店
し
た
。
玄
龍
を
代
表
的
な
朝
鮮
人
だ
と
言
う
角
井

の
皮
肉
を
真
に
受
け
て
、
田
中
は
玄
龍
と
懇
談
す
る
。
玄
龍
が
田
中
に
本
題
を
切
り
出
し
た
と
き
、
店
に
大
村
が
現
れ
、
時
局
を

認
識
し
ろ
、
内
地
人
を
見
倣
え
と
玄
龍
を
叱
責
し
て
、
座
は
お
開
き
と
な
っ
た
。
田
中
一
行
が
去
っ
た
後
の
小
路
で
は
、
玄
龍
が

ひ
と
り
桃
の
枝
に
跨
っ
て
「
玄
龍
が
天
に
上
る
ん
だ
！
」
と
喚
い
て
い
た
。

翌
朝
、
玄
龍
は
自
室
で
目
を
覚
ま
し
た
。
首
筋
を
覆
っ
て
い
た
泥
ま
み
れ
の
桃
の
枝
を
自
分
の
よ
う
だ
と
思
っ
た
と
き
、
昨
夜

の
百
姓
が
「
わ
っ
し
あ
斃
っ
ち
ま
う
ん
だ
」
と
喚
く
幻
聴
が
聞
こ
え
た
。
僕
こ
そ
斃
っ
て
や
る
ぞ
、
鐘
路
四
辻
の
真
中
で
爆
弾
の

よ
う
に
は
ね
散
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
復
讎
だ

―
い
つ
し
か
玄
龍
は
狂
気
に
憑
か
れ
て
い
た
。
文
素
玉
が
来
訪
し
玄
龍
を
神
社
へ

と
誘
っ
た
が
、
玄
龍
の
異
変
に
気
づ
き
立
ち
去
る
。
玄
龍
は
文
素
玉
を
追
い
、
路
地
を
ぬ
け
て
黄
金
大
通
り
⑨
へ
達
し
よ
う
と
し

た
と
き
、
通
り
を
神
社
へ
と
行
進
す
る
楽
隊
が
通
っ
て
い
く
。
玄
龍
は
怯
え
て
逆
方
向
へ
逃
げ
去
っ
た
。

半
時
間
あ
ま
り
後
、
師
範
学
校
前
⑩
に
至
っ
た
玄
龍
は
妙
光
寺
を
目
指
し
て
小
路
へ
入
り
、
再
び
新
町
裏
小
路
①
に
た
ど
り
着

い
た
。「
鮮
人
ヨ

ボ

！
」「
鮮
人
！
」
と
騒
ぐ
蛙
の
鳴
き
声
の
幻
聴
を
聞
き
、
玄
龍
は
「
鮮
人
じ
ゃ
ね
え
！
」
と
叫
ぶ
。
雷
鳴
が
轟
く
と
、

今
度
は
念
仏
の
大
合
唱
が
拡
が
っ
た
。
土
砂
降
り
の
雨
の
な
か
、
彼
は
以
前
泊
っ
た
家
々
の
大
門
を
叩
き
救
い
を
求
め
た
。「
こ

の
内
地
人
を
救
っ
て
く
れ
！
」「
も
う
僕
は
鮮
人
じ
ゃ
ね
え
！
　
玄
の
上
龍
之
介
だ
」。
ど
こ
か
で
雷
が
唸
っ
て
い
た
。

こ
の
物
語
は
日
本
文
壇
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
ろ
う
と
し
て
つ
い
に
果
た
せ
な
か
っ
た
玄
龍
の
悲
喜
劇
で
あ
る
。
現
代
の
私
の
目
に

は
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
玄
龍
の
姿
が
、
日
本
で
の
成
功
を
目
指
し
な
が
ら
つ
い
に
芥
川
賞
受
賞
に
い
た
ら
ず
、
わ
ず
か
二
年
後
、

戦
時
下
の
弾
圧
を
避
け
失
意
の
う
ち
に
平
壌
へ
と
帰
郷
す
る
こ
と
に
な
る
作
家
自
身
と
ど
こ
か
し
ら
重
な
っ
て
見
え
る
。
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本
稿
は
金
史
良
「
天
馬
」
の
構
造
分
析
を
行
う
。
と
り
わ
け
主
人
公
玄
龍
の
身
体
が
植
民
地
末
期
の
京
城
と
い
う
都
市
空
間
に

お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
る
の
か
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
。
そ
の
際
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
や
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ

カ
を
補
助
線
と
し
て
用
い
な
が
ら
「
天
馬
」
の
身
体
表
象
の
批
評
性
を
す
く
い
出
す
。
私
た
ち
は
こ
の
分
析
を
通
し
て
、
京
城
と

い
う
舞
台
で
卑
小
化
と
肥
大
化
の
極
限
を
行
き
来
す
る
玄
龍
の
抑
圧
さ
れ
た
身
体
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。

二
　
「
天
馬
」
を
め
ぐ
る
同
時
代
の
言
説
状
況

金
史
良
（
一
九
一
四
年
三
月
三
日
―
一
九
五
〇
年
一
〇
月
？
）、
本
名
金
時
昌

キ
ム
・
シ
チ
ャ
ン

は
日
本
統
治
時
代
の
平
壌
に
生
ま
れ
た
。
彼
の

母
親
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
、
米
国
で
教
育
を
受
け
て
帰
国
し
、
百
貨
店
を
経
営
し
て
い
た
。
一
九
三
一
年
、
抗
日
運
動
を
理
由
に

高
等
学
校
を
退
学
と
な
る
と
、
京
都
帝
国
大
学
に
在
籍
し
て
い
た
兄
の
助
け
で
渡
日
。
一
九
三
三
年
、
旧
制
佐
賀
高
等
学
校
入
学
。

こ
の
こ
ろ
日
本
語
に
よ
る
創
作
を
は
じ
め
た
。
一
九
三
六
年
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
ド
イ
ツ
文
学
科
へ
進
学
。
在
学
中
に
同
人

誌
『
堤
防
』
を
作
り
「
土
城
廊
」
等
を
発
表
。
卒
業
後
、
張
赫
宙

チ
ャ
ン
・
ヒ
ョ
ク
チ
ュの
紹
介
に
よ
り
保
高
徳
蔵
の
知
遇
を
得
て
『
文
藝
首
都
』
同

人
と
な
り
作
品
を
発
表
す
る
。
同
じ
こ
ろ
朝
鮮
で
発
行
さ
れ
て
い
る
雑
誌
『
朝
光
』
等
に
も
小
説
や
評
論
を
発
表
し
て
い
る
。
一

九
四
〇
年
、『
文
藝
首
都
』
掲
載
の
小
説
「
光
の
中
に
」（
一
九
三
九
年
）
が
第
一
〇
回
芥
川
賞
候
補
作
と
な
る
。
在
日
の
少
年
と

南
先
生
と
の
心
の
交
流
を
描
く
本
作
は
、
落
選
す
る
も
高
評
価
を
受
け
、『
文
藝
春
秋
』
三
月
号
に
寒
川
光
太
郎
の
受
賞
作
「
密

猟
者
」
と
併
載
さ
れ
た
（
2
）
。
こ
れ
が
事
実
上
の
メ
ジ
ャ
ー
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
事
情
に
よ
り
同
時
代
評
に
は
金
史
良
「
光
の
中
に
」
と
寒
川
「
密
猟
者
」
と
を
比
較
す
る
も
の
が
多
い
が
、
す
で
に

金
史
良
を
寒
川
よ
り
高
く
評
価
す
る
傾
向
が
強
い
（
3
）
。
さ
ら
に
そ
の
三
ヶ
月
後
、『
文
藝
春
秋
』
六
月
号
に
金
史
良
が
「
天
馬
」



131

金史良「天馬」における身体表象（可児　洋介）

を
、
寒
川
が
「
ど
・
た
い
ほ
う
伝
」
を
同
時
に
発
表
し
た
が
、
寒
川
作
が
前
作
の
縮
小
再
生
産
と
見
え
る
一
方
、「
天
馬
」
が
作

家
の
才
能
の
幅
を
感
じ
さ
せ
た
た
め
、
そ
の
評
価
は
よ
り
確
乎
た
る
も
の
と
な
っ
た
。
例
え
ば
次
の
引
用
に
は
当
時
の
評
価
が
よ

く
表
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
正
に
日
本
人
ば
な
れ
の
し
た
作
品
で
あ
る
。
前
作
『
光
の
中
に
』
と
は
打
つ
て
変
つ
て
、
原
色
だ
け
で
荒
々
し
く
描

か
れ
た
絵
画
を
思
は
す
ど
ぎ
つ
い
筆
致
で
、
性
格
破
産
の
朝
鮮
作
家
の
像
を
精
力
的
に
描
き
つ
く
し
て
ゐ
る
。
こ
の
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
イ
の
作
品
中
に
出
て
く
る
や
う
な
人
間
の
捉
へ
方
に
烈
し
く
呼
吸
し
て
ゐ
る
民
族
的
な
自
虐
性
と
、
強
す
ぎ
る
体

臭
に
充
満
し
た
表
現
に
は
、
些
か
辟
易
す
る
が
、
最
後
ま
で
そ
れ
を
押
し
切
つ
て
弛
緩
も
な
く
、
ま
づ
今
月
で
の
読
み
応
へ

の
あ
る
力
作
だ
。
未
熟
と
巧
さ
の
混
交
し
た
未
完
璧
性
が
却
つ
て
迫
力
と
な
り
、
魅
力
を
添
へ
て
ゐ
る
の
も
興
味
深
い
。

（
略
）
こ
の
新
し
い
若
い
朝
鮮
作
家
を
得
た
こ
と
は
恐
ら
く
日
本
文
学
に
と
つ
て
一
つ
の
プ
ラ
ス
に
相
違
な
か
ら
う
（
4
）
。

一
九
四
〇
年
七
月
発
行
の
『
文
藝
』
朝
鮮
文
学
特
輯
に
掲
載
さ
れ
た
匿
名
の
「
天
馬
」
評
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
四

点
で
あ
る
。
第
一
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
の
類
似
が
意
識
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
光
の
中
へ
」
に
対
す
る
室
生

犀
星
の
時
評
で
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
自
身
を
「
朝
鮮
人
の
苦
悶
や
悲
哀
を
一
身
に
背
負
つ
て
立
つ
」「
十
字
架
を
負
へ
る

キ
リ
ス
ト
」
に
な
ぞ
ら
え
る
「
天
馬
」
の
主
人
公
玄
龍
の
姿
は
、
さ
ら
に
強
く
先
の
印
象
を
惹
起
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
は
、

第
一
の
印
象
と
通
じ
る
が
、「
民
族
的
な
自
虐
性
」
が
感
じ
と
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
感
覚
は
「
天
馬
」
に
は
「
深
く
哀

切
な
今
日
の
朝
鮮
民
族
の
自
虐
と
自
嘲
と
の
ま
じ
り
合
つ
た
、
自
己
民
族
へ
の
歔
欷
が
あ
る
」（
北
岡
史
郎
）（

5
）

と
す
る
肯
定
的

評
価
と
、「
何
か
し
ら
全
篇
に
漲
る
あ
く
ど
い
嫌
悪
感
に
は
、
ち
よ
つ
と
や
り
き
れ
な
い
気
持
が
す
る
」（
嵯
峨
伝
）（

6
）

と
す
る
否
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定
的
評
価
の
両
者
に
共
有
さ
れ
て
い
た
。
第
三
は
、「
未
熟
と
巧
さ
の
混
交
し
た
未
完
璧
性
」
が
称
揚
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

「
ご
つ
た
函
の
や
う
に
混
沌
と
し
て
ゐ
る
」（
北
岡
史
郎
）（

7
）

文
章
が
逆
説
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
朝

鮮
文
学
一
般
へ
の
見
方
を
背
景
と
し
て
い
た
。
例
え
ば
同
じ
こ
ろ
阿
部
知
二
は
、
張
赫
宙
、
愈
鎭
午

ユ
・
ジ
ノ

、
李
孝
石

イ
・
ヒ
ョ
ソ
ク

、
金
史
良
、
金
逸

善
の
作
品
を
ま
と
め
読
み
を
し
て
「
近
代
文
学
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
、
伝
統
的
な
抒
情
感
覚
と
が
、
な
ま
な
ま
し
く
入
り
乱

れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
、
私
は
新
し
さ
を
強
く
感
じ
た
」、「
い
は
ゆ
る
「
写
実
主
義
」
の
や
う
な
も
の
を
、
朝
鮮
は
持
つ
て
ゐ
な
い

の
で
あ
ら
う
」
と
感
想
を
述
べ
、「
そ
れ
は
弱
味
で
も
あ
る
が
同
時
に
強
味
と
も
な
ら
う
」
と
語
っ
て
い
る
が
（
8
）
、
こ
う
し
た
類

型
的
理
解
の
枠
内
に
金
史
良
が
布
置
さ
れ
て
い
た
と
と
れ
よ
う
。
第
四
は
、
こ
の
批
評
文
が
朝
鮮
文
学
特
輯
を
組
ん
だ
『
文
藝
』

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
日
中
戦
争
戦
時
下
に
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
満
州
文
学
や
朝
鮮
文
学
と
い
っ
た
植
民
地
文
学
を
日
本

の
地
方
文
学
の
範
疇
に
回
収
し
よ
う
と
い
う
機
運
が
高
ま
っ
て
い
た
。
金
史
良
は
こ
の
ブ
ー
ム
の
中
心
的
な
担
い
手
と
し
て
期
待

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
金
史
良
の
「
天
馬
」
は
、
朝
鮮
文
学
が
擡
頭
し
つ
つ
あ
る
時
節
柄
（
略
）
事
実
的
の
興
味

を
ひ
か
れ
る
」（

9
）

と
い
う
嵯
峨
伝
の
評
価
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

芥
川
賞
で
次
席
と
な
り
、
直
後
に
「
天
馬
」
を
『
文
藝
春
秋

、
、
、
、

』
に
発
表
し
た
金
史
良
は
こ
の
よ
う
に
注
目
を
集
め
、
高
評
価
を

得
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
金
史
良
が
一
九
四
〇
年
上
半
期
の
第
一
一
回
芥
川
賞
を
受
賞
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か

り
か
本
選
候
補
作
の
中
に
す
ら
入
ら
な
か
っ
た
。

先
の
言
説
を
手
が
か
り
に
そ
の
理
由
を
推
し
量
っ
て
み
よ
う
。
作
品
に
対
す
る
肯
定
的
評
価
に
逆
説
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る

以
上
、
反
転
さ
せ
れ
ば
瑕
疵
と
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
多
く
の
読
者
が
先
述
の
「
民
族
的
な
自
虐
性
」
を
不
快
に
感
じ
た
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
作
家
本
人
が
「
天
馬
」
の
時
評
を
受
け
て
「
已
む
に
已
ま
れ
ぬ
気
持
ち
で
、
か
く
も
憎
む
べ
き
主

人
公
を
よ
く
よ
く
横
行
さ
せ
る
社
会
を
呪
ひ
、
且
つ
さ
う
い
ふ
人
物
を
み
て
朝
鮮
人
全
般
を
兎
や
角
云
つ
て
貰
つ
て
は
困
る
と
い
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ふ
こ
と
を
も
暗
示
し
た
か
つ
た
が
（
略
）、
一
二
の
内
地
人
の
友
達
や
批
評
家
か
ら
余
り
自
虐
的
に
な
り
過
ぎ
て
ゐ
る
と
云
は
れ

た
」（
10
）

と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
表
現
の
「
未
熟
さ
」
も
問
題
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
佐
藤
春
夫
は
前

回
「
光
の
中
に
」
の
選
評
で
「
稚
拙
な
が
ら
も
い
い
味
の
あ
る
筆
致
」（
11
）

と
述
べ
た
が
、
よ
く
整
理
さ
れ
た
「
光
の
中
に
」
と
比

べ
る
と
「
天
馬
」
の
「
ご
つ
た
函
の
や
う
に
混
沌
と
し
て
ゐ
る
」
点
は
か
な
り
目
に
つ
い
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
折
か
ら
の
朝
鮮
文

学
ブ
ー
ム
が
皮
肉
に
も
金
史
良
に
と
っ
て
逆
風
と
な
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
川
端
康
成
は
、
前
回
の
選
評
で
「「
光
の
中

に
」
を
選
外
と
す
る
の
は
、
な
に
か
残
念
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
つ
つ
、「
し
か
し
そ
れ
も
、
作
家
が
朝
鮮
人
で
あ
る
た
め
に
推
薦

し
た
い
と
い
う
人
情
が
、
非
常
に
強
く
手
伝
っ
て
い
る
」
と
語
っ
て
い
た
が
（
12
）
、
こ
こ
へ
き
て
金
史
良
の
力
量
が
疑
わ
れ
る
と
同

時
に
、
選
考
者
や
推
薦
者
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
後
ろ
向
き
に
作
用
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
、
時
局
に
お
け
る

政
治
的
な
判
断
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
金
史
良
が
「
天
馬
」
に
乗
じ
て
当
時
の
文
壇
の
寵
児
と
な
る
こ
と

は
、
残
念
な
が
ら
か
な
わ
な
か
っ
た
。

鄭
百
秀

ジ
ョ
ン
・
ベ
ク
ス
は
「
光
の
中
に
」
の
同
時
代
評
を
分
析
し
、
そ
も
そ
も
同
作
は
「
ま
ず
、
朝
鮮
人
作
家
に
よ
る
「
国
語
」
作
品
で
あ

っ
た
が
た
め
に
、「
内
地
文
壇
」
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
た
」
の
で
あ
り
、「
朝
鮮
人
作
家
の
「
国
語
」
創
作
を
指
導
す
る
「
内
地

文
壇
」
の
「
内
鮮
文
学
の
建
設
」
へ
の
意
思
が
、「
光
の
中
に
」
の
理
解
に
先
入
観
と
し
て
深
く
介
入
し
て
」
お
り
、
そ
う
し
た

「
皮
相
的
」
な
「
言
説
は
「
内
鮮
一
体
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
部
の
認
識
に
す
ぎ
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
（
13
）
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

芥
川
賞
関
係
者
が
「
天
馬
」
を
等
閑
視
し
た
の
は
、
彼
ら
が
直
感
的
に
「
内
鮮
一
体
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
抵
触
す
る
危
険
性
を
嗅

ぎ
取
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。

本
稿
は
同
時
代
読
者
に
抵
抗
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
点
を
む
し
ろ
積
極
的
に
批
評
す
る
。「
ご
つ
た
函
の
や
う
に
混
沌
と
し
て

ゐ
る
」
作
品
言
語
を
仔
細
に
ひ
も
と
き
、「
民
族
的
な
自
虐
性
」
を
感
じ
さ
せ
る
玄
龍
の
悲
喜
劇
に
よ
り
肉
迫
し
た
い
と
考
え
る
。
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三
　
私
小
説
と
し
て
の
「
天
馬
」、
あ
る
い
は
ハ
イ
ネ
的
強
度
に
つ
い
て

「
天
馬
」
研
究
史
に
お
い
て
、「
天
馬
」
が
モ
デ
ル
小
説
で
あ
る
事
実
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
れ

は
金
允
植

キ
ム
・
ユ
ン
シ
ク
が
、
玄
龍
は
大
江
龍
之
介
と
創
氏
改
名
し
た
金
文
輯

キ
ム
・
ム
ン
テ
プ
、
田
中
は
京
城
駐
在
ゴ
ム
会
社
職
員
で
小
説
家
の
田
中
英
光
、
大

村
は
『
緑
旗
』
誌
・
緑
旗
連
盟
の
責
任
者
津
田
剛か
た
し
、
角
井
は
え
せ
、
、

学
者
辛
島
驍
、
と
そ
れ
ぞ
れ
モ
デ
ル
を
指
摘
し
た
も
の
で
（
14
）
、

こ
れ
に
川
村
湊
が
田
中
の
モ
デ
ル
は
田
中
英
光
で
は
な
く
金
文
輯
が
日
本
留
学
時
代
に
知
り
合
っ
て
い
た
小
説
家
の
田
村
泰
次
郎

で
あ
る
と
修
正
を
加
え
た
（
15
）
。

前
作
「
光
の
中
に
」
を
評
し
て
、
佐
藤
春
夫
が
「
私
小
説
の
う
ち
に
民
族
の
悲
痛
な
運
命
を
存
分
に
織
り
込
ん
で
（
略
）
一
種

の
社
会
小
説
に
ま
で
し
た
」（
16
）

と
語
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
「
天
馬
」
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
同
時
代
読
者
が
主
人
公

玄
龍
に
作
家
本
人
の
私
性
を
読
み
取
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
天
馬
」
は
「
自
虐
的
」
に
す
ぎ
る
と
す
る
当
時
の
評
価
は
、

こ
の
読
み
の
モ
ー
ド
に
起
因
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
が
後
に
玄
龍
に
金
文
輯
と
い
う
モ
デ
ル
の
存
在
が
判
明
し
た
。
ま
た
玄
龍
と
対
立
す
る
評
論
家
李
明
植
の
こ
と
ば
と
、
作

家
本
人
が
「
朝
鮮
文
学
風
月
録
」
や
「
朝
鮮
文
化
通
信
」
で
展
開
し
た
主
張
と
の
共
通
性
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う

し
て
一
方
で
作
家
と
玄
龍
と
の
差
異
が
、
他
方
で
作
家
と
李
明
植
と
の
同
一
性
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
通
じ
て
、「
天
馬
」
が
本

来
備
え
て
い
た
客
観
性
が
よ
り
前
景
化
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
金
史
良
の
作
品
に
は
「
ユ
ー
モ
ア
や
諧
謔
、
滑
稽
味
が
あ
」

り
、「
日
本
の
植
民
地
支
配
に
由
来
す
る
、
そ
の
当
時
の
朝
鮮
民
族
の
悲
劇
や
困
窮
を
テ
ー
マ
と
し
な
が
ら
、
悲
哀
や
憤
怒
や
憎

悪
だ
け
で
そ
の
抵
抗
精
神
が
塗
り
潰
さ
れ
て
い
な
い
」（
川
村
湊
）（
17
）

と
い
っ
た
金
史
良
評
価
が
一
般
化
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
は
、
し
か
し
、
作
家
と
李
明
植
と
の
同
一
性
を
認
め
つ
つ
も
、
敢
え
て
玄
龍
と
の
同
一
性
も
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
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そ
れ
は
後
に
明
ら
か
に
な
る
玄
龍
の
身
体
の
ト
ラ
ブ
ル
を
よ
り
真
摯
に
受
け
止
め
る
た
め
で
あ
る
。

金
史
良
は
「
光
の
中
に
」
の
芥
川
賞
落
選
を
受
け
て
「
母
へ
の
手
紙
」
と
題
し
た
書
簡
体
エ
ッ
セ
イ
を
記
し
た
。
そ
こ
に
は
あ

た
か
も
神
へ
懺
悔
す
る
か
の
よ
う
な
作
家
の
肉
声
が
響
い
て
い
る
。「
愛
す
る
母
上
様
　
私
は
考
へ
た
の
で
す
。
本
当
に
私
は
佐

藤
春
夫
氏
の
云
は
れ
る
や
う
な
こ
と
を
書
い
た
の
で
あ
ら
う
か
と
。（
略
）
嘘
だ
、
ま
だ
ま
だ
自
分
は
嘘
を
云
つ
て
ゐ
る
ん
だ
と
、

書
い
て
ゐ
る
時
で
さ
へ
私
は
自
分
に
云
つ
た
の
で
す
」（
18
）
。

作
家
は
前
作
で
表
現
し
き
れ
な
か
っ
た
真
実
を
次
回
作
の
「
天
馬
」
に
あ
た
う
か
ぎ
り
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

と
す
れ
ば
「
天
馬
」
は
前
作
よ
り
さ
ら
に
「
私
小
説
の
う
ち
に
民
族
の
悲
痛
な
運
命
を
存
分
に
織
り
込
ん
」
だ
「
一
種
の
社
会
小

説
」（
佐
藤
春
夫
）
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

金
史
良
は
「
天
馬
」
の
執
筆
後
、「
私
は
書
い
た
と
い
ふ
よ
り
、
寧
ろ
書
か
せ
ら
れ
た
や
う
な
気
が
す
る
。
こ
の
作
品
の
中
で

は
私
は
主
人
公
と
そ
れ
を
追
ふ
も
う
一
人
の
自
分
と
、
三
巴
に
な
つ
て
血
み
ど
ろ
に
格
闘
し
た
感
が
あ
る
」（
19
）

と
述
べ
て
い
る
。

興
味
深
い
言
葉
で
あ
る
。「
三
巴
」
と
あ
る
か
ら
、「
私
」
と
「
主
人
公
」
と
「
主
人
公
を
追
う
も
う
一
人
の
自
分
」
の
三
者
が
格

闘
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
が
判
然
と
し
な
い
。
さ
ら
に
「
主
人
公
を
追
う
も
う
一
人
の
自
分
」
を
か
り
に
小
説
の
抽
象
化
さ
れ
た

「
語
り
手
」
の
意
味
だ
と
し
て
、「
も
う
、
、

一
人
」
と
い
う
表
現
の
前
提
で
あ
る
「
一
人
目
の
自
分
」
と
は
誰
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。

意
味
上
は
「
私
」
で
間
違
い
な
い
が
、
文
章
の
流
れ
を
み
る
と
「
主
人
公
」
と
も
と
れ
る
。
実
に
難
解
な
文
章
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
こ
の
文
章
そ
の
も
の
が
三
者
が
血
み
ど
ろ
に
格
闘
し
た
す
え
渾
然
一
体
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
い
ま
一
度
玄
龍
と
作
家
と
の
私
小
説
的
同
一
性
を
再
考
す
べ
き
だ
ろ
う
。

「
天
馬
」
執
筆
の
前
年
、
一
九
三
九
年
一
月
、
金
史
良
は
東
京
帝
国
大
学
へ
卒
業
論
文
を
提
出
し
た
。
題
目
は

“H
einrich

H
eine,

der
letzte

R
om

antiker”

―
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
、
こ
の
ド
イ
ツ
生
ま
れ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
い
か
な
る
文
学
性
が
金
史
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良
を
ひ
き
つ
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
一
つ
の
手
が
か
り
が
あ
る
。
同
年
、
彼
が
朝
鮮
の
総
合
雑
誌
『
朝
光
』
に
寄
稿
し
た
論

文
「
ド
イ
ツ
の
愛
国
文
学
」
で
あ
る
。
一
九
三
九
年
当
時
の
ド
イ
ツ
文
学
が
ナ
チ
ズ
ム
に
染
ま
り
「
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
愛
国
主

義
の
な
か
に
陥
没
し
て
」（
20
）

い
た
状
況
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
文
章
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
で
そ
の
姿
勢
を
称
讃
さ
れ
る
作
家
が
ハ
イ

ネ
で
あ
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
支
配
下
に
あ
っ
た
か
つ
て
の
ド
イ
ツ
の
愛
国
文
学
に
は
二
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
「
ド
イ
ツ
中
世
に
た
い

す
る
憧
憬
に
み
ち
あ
ふ
れ
た
愛
国
文
学
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
過
去
の
ド
イ
ツ
を
憎
悪
し
、
そ
の
封
建
的
、
プ
ロ
シ
ア
的
ド

イ
ツ
か
ら
脱
皮
し
て
民
主
的
な
ド
イ
ツ
へ
と
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
堅
実
な
愛
国
主
義
者
」
で
あ
る
。
ハ
イ
ネ
は
前
者
の
よ
う

に
安
易
に
フ
ラ
ン
ス
へ
の
憎
悪
と
ド
イ
ツ
へ
の
讃
美
を
謳
う
こ
と
な
く
後
者
の
姿
勢
を
貫
き
、「
非
愛
国
者
な
ど
と
い
っ
た
悪
罵

と
迫
害
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
実
の
愛
国
文
学
者
と
し
て
、
新
し
い
姿
勢
を
示
し
た
」。
こ
の
よ
う
に
語
る
金
史
良
は

ハ
イ
ネ
の
「
ド
イ
ツ
・
冬
物
語
」
の
序
文
か
ら
次
の
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
。「
ぼ
く
は
祖
国
を
愛
し
て
い
る
。
こ
の
愛
の
た
め

に
、
ぼ
く
は
十
三
年
間
も
流
謫
の
生
活
を
お
く
り
、
ま
さ
に
、
こ
の
愛
の
た
め
に
、
ぼ
く
は
流
謫
の
生
活
へ
ま
た
も
ど
っ
て
い
く

の
だ
。
お
そ
ら
く
は
永
久
に
、
も
ち
ろ
ん
泣
き
ご
と
も
い
わ
ず
、
深
刻
な
受
難
者
づ
ら
な
ど
し
な
い
で
。
ぼ
く
は
フ
ラ
ン
ス
人
の

友
だ
。
ぼ
く
が
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
の
友
で
あ
る
と
同
様
に
、
か
れ
ら
が
理
性
的
で
善
良
で
あ
る
か
ぎ
り
は
。（
略
）
こ
れ
こ
そ

ぼ
く
の
愛
国
主
義
だ
」。
こ
う
し
て
金
史
良
は
「
プ
ロ
シ
ア
帝
国
に
向
か
っ
て
呪
詛
と
悪
罵
を
浴
び
せ
か
け
た
」
ハ
イ
ネ
を
「
真

実
の
愛
国
主
義
」
と
し
て
逆
説
的
に
称
讃
す
る
の
で
あ
る
（
21
）
。

非
愛
国
者
と
し
て
悪
罵
と
迫
害
を
受
け
な
が
ら
も
、
自
国
の
封
建
的
な
過
去
を
脱
皮
す
る
た
め
に
サ
ン
＝

シ
モ
ン
主
義
に
親
し

み
フ
ラ
ン
ス
へ
と
移
住
し
た
ハ
イ
ネ
、
そ
し
て
十
三
年
ぶ
り
の
ド
イ
ツ
訪
問
を
記
し
た
「
ド
イ
ツ
・
冬
物
語
」
で
支
配
者
で
あ
る

フ
ラ
ン
ス
人
へ
の
友
愛
を
語
り
、
こ
れ
こ
そ
が
自
身
の
愛
国
主
義
だ
と
宣
言
し
て
い
る
ハ
イ
ネ

―
彼
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
ド
イ
ツ
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の
古
典
哲
学
を
紹
介
し
た
人
物
で
も
あ
っ
た

―
こ
う
し
て
見
る
と
金
史
良
が
ハ
イ
ネ
に
惹
か
れ
た
理
由
が
よ
く
分
か
る
。
だ
が

こ
の
ハ
イ
ネ
像
は
金
史
良
本
人
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
天
馬
」
の
主
人
公
玄
龍
と
か
な
り
の
部
分
で
相
似
形
を
成
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
金
史
良
は
意
識
的
に
玄
龍
を
ハ
イ
ネ
的
愛
国
主
義
者
と
し
て
創
造
し
た
の
で
あ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
金
史
良
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
の
類
似
は
最
初
期
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
現
在
こ
の
類
似
が
影

響
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
は
作
家
自
身
が
友
人
に
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
を
目
標
に
し
て
い
る
」
と
打
ち
明
け
て
い
た
事
実
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
（
22
）
。
だ
が
金
史
良
は
お
そ
ら
く
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
な
れ
れ
ば
よ
し
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
先

行
研
究
が
重
視
す
る
次
の
引
用
文
を
見
て
み
よ
う
。
玄
龍
が
百
姓
か
ら
購
入
し
た
桃
の
枝
を
担
ぐ
場
面
で
あ
る
。

玄
龍
は
黙
つ
た
ま
ま
桃
の
枝
を
肩
に
か
け
る
と
人
々
を
か
き
分
け
る
や
う
に
し
て
再
び
人
混
み
の
中
へ
出
て
来
た
。
そ
の
時

彼
は
自
分
の
恰
好
か
ら
か
不
意
に
そ
れ
と
い
つ
た
脈
絡
も
な
し
に
十
字
架
を
負
へ
る
キ
リ
ス
ト
を
憶
ひ
出
し
、
自
分
に
も
そ

の
殉
教
者
的
な
悲
痛
な
運
命
を
感
じ
よ
う
と
し
た
。
自
分
こ
そ
或
る
意
味
で
は
朝
鮮
人
の
苦
悶
や
悲
哀
を
一
上
身
に
背
負
つ

て
立
つ
た
や
う
な
気
が
せ
ぬ
で
も
な
か
つ
た
。
成
程
朝
鮮
と
い
う
現
実
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
彼
の
や
う
な
人
間
も
生
れ
出
、
且

つ
社
会
の
中
を
の
さ
ば
り
廻
る
こ
と
が
許
さ
れ
得
た
か
ら
で
あ
る
。
混
沌
と
し
た
朝
鮮
が
僕
の
や
う
な
人
物
を
必
要
と
し
て

生
み
出
し
、
そ
し
て
今
に
な
つ
て
は
役
目
が
尽
き
る
と
十
字
架
を
負
は
せ
よ
う
と
す
る
の
だ
、
彼
は
さ
う
い
ふ
自
覚
に
立
ち

至
る
と
益
々
悲
し
み
が
胸
を
つ
き
上
げ
て
来
て
、
ど
う
つ
と
慟
哭
し
た
い
位
だ
つ
た
。
け
れ
ど
さ
う
い
ふ
こ
と
も
束
の
間
、

歩
道
一
杯
の
人
々
が
驚
い
た
や
う
に
皆
自
分
の
異
様
な
恰
好
を
眺
め
て
ゐ
る
の
に
気
が
附
く
と
、
寧
ろ
今
度
は
け
ろ
り
と
し

て
い
さ
さ
か
得
意
に
さ
へ
な
つ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
場
面
が
小
説
の
要
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
前
半
の
自
意
識
は
い
う
な
れ
ば
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
的
な
悲
劇
性
に
満

ち
て
い
る
。
だ
が
作
家
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
引
用
の
最
後
の
一
文
に
み
ら
れ
る
俗
物
的
な
自
意
識
へ
の
瞬
間

的
な
移
行
、
そ
の
内
面
の
落
差
で
は
な
か
っ
た
か
。

鄭
百
秀
は
こ
の
場
面
に
お
け
る
玄
龍
の
自
意
識
の
流
れ
を
、「
桃
の
枝
を
肩
に
か
け
」
た
「
自
分
の
格
好
か
ら
（
略
）
十
字
架

を
負
へ
る
キ
リ
ス
ト
を
憶
ひ
出
し
、
自
分
に
も
そ
の
殉
教
者
的
な
悲
痛
を
感
じ
」
る
第
一
段
階
、「
朝
鮮
と
い
ふ
現
実
」
が
自
分

の
よ
う
な
人
物
を
「
生
み
出
し
」、「
役
目
が
尽
き
る
と
十
字
架
を
負
は
せ
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
「
自
覚
に
立
ち
至
る
」
第
二
段

階
、
そ
う
い
う
自
覚
は
「
束
の
間
」
の
こ
と
で
、「
歩
道
一
杯
の
人
々
が
」
自
分
を
「
眺
め
て
ゐ
る
の
に
気
が
附
く
と
」、「
今
度

は
け
ろ
り
と
し
て
い
さ
さ
か
得
意
に
」
な
る
と
い
う
第
三
段
階
に
分
け
た
う
え
で
、「
第
一
段
階
か
ら
第
三
段
階
に
流
れ
る
（
略
）、

「
天
馬
」
が
捉
え
た
植
民
地
「
國
語
」
作
家
の
、「
悲
劇
性
」
と
「
俗
物
性
」
が
錯
綜
す
る
内
面
と
は
、「
天
馬
」
と
い
う
作
品
の

も
っ
と
も
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
」
で
あ
り
、「
植
民
地
末
期
の
朝
鮮
人
作
家
に
強
要
さ
れ
た
「
國
語
」
で
書
か
れ
た
「
天
馬
」
は
、

「
國
語
」
化
の
全
体
主
義
文
化
言
説
の
価
値
体
系
に
抵
抗
す
る
唯
一
の
可
能
性
を
、
こ
の
同
時
進
行
的
な
自
己
批
判
か
ら
見
出
し

た
の
で
あ
る
」
と
優
れ
た
論
を
展
開
し
て
い
る
（
23
）
。

作
家
が
ハ
イ
ネ
の
「
泣
き
ご
と
も
い
わ
ず
、
深
刻
な
受
難
者
づ
ら
な
ど
し
な
い
」
姿
勢
に
感
銘
を
受
け
て
い
た
事
実
を
思
い
返

す
な
ら
ば
、
悲
し
み
に
「
慟
哭
し
た
」
と
書
か
ず
、「
慟
哭
し
た
い
位
だ
つ
た
。
け
れ
ど
」
と
書
い
て
み
せ
る
本
作
の
ハ
イ
ネ
的

強
度
（
24
）

が
称
揚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
玄
龍
を
受
難
者
と
し
て
安
直
な
悲
劇
性
に
回
収
し
な
い
こ
と
が
作
家
の
倫
理
で
あ
っ
た
。

さ
て
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
は
じ
め
十
字
架
に
、
の
ち
に
木
馬
に
見
立
て
ら
れ
る
桃
の
枝
と
は
何
の
謂
い
だ
ろ
う
か
。

百
姓
の
唯
一
の
売
り
物
で
あ
る
そ
れ
は
、
彼
の
口
上
を
信
じ
る
な
ら
ば
亡
き
妻
の
記
念
樹
の
枝
で
あ
る
。
売
り
さ
ば
く
百
姓
は
罪

の
意
識
に
苛
ま
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
百
姓
の
境
遇
に
玄
龍
は
自
己
を
投
影
し
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。
こ
れ
に
も
と
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づ
き
、
多
義
性
を
身
上
と
す
る
象
徴
表
現
を
敢
え
て
限
定
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
桃
の
枝
と
は
、
こ
こ
で
は
玄
龍
が
罪
の
意
識
を
抱

え
つ
つ
売
り
さ
ば
い
て
い
る
文
章
の
象
徴
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
玄
龍
は
「
朝
鮮
人
悉
く
が
今
ま
で
の
や
う
な
固
陋
な
思
想
か

ら
ぬ
け
出
て
、
東
亜
の
新
事
態
を
確
認
し
、
そ
し
て
ひ
と
へ
に
大
和
魂
の
洗
礼
を
う
け
る
こ
と
な
ん
だ
。
そ
れ
が
た
め
に
僕
は

（
略
）
大
村
君
の
Ｕ
誌
に
い
つ
も
セ
ン
セ
イ
シ
ョ
ナ
ル
な
論
文
を
書
き
立
て
た
ん
だ
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
「
内
鮮
一
体
」
の

思
想
を
喧
伝
す
る
文
章
こ
そ
、
玄
龍
の
桃
の
枝
で
あ
る
。

小
説
の
タ
イ
ト
ル
が
、
例
え
ば
「
十
字
架
」
や
「
京
城
の
基
督
」
で
は
な
く
「
天
馬
」
だ
と
い
う
自
明
の
事
実
に
着
目
し
よ
う
。

本
作
の
タ
イ
ト
ル
は
す
な
わ
ち
桃
の
枝
を
担
ぐ
「
十
字
架
を
負
へ
る
キ
リ
ス
ト
」
の
よ
う
な
玄
龍
の
姿
に
で
は
な
く
、「
玄
龍
が

桃
の
花
に
乗
つ
て
天
に
上
る
ん
だ
！
」
と
「
恰
も
木
馬
に
乗
っ
た
勇
士
の
よ
う
に
（
略
）
こ
れ
見
よ
が
し
に
桃
の
枝
に
跨
が
つ
て

引
き
ず
り
つ
つ
天
を
仰
い
で
喚
」
く
姿
に
こ
そ
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
村
は
玄
龍
に
向
か
っ
て
「
内
鮮
一
体
ち
う
の
は
君
の
や
う
な
人
間
の
魂
ま
で
引
上
げ
て
内
地
人
同
様
に
し
て
や
る
こ
と
な
ん

だ
ぞ
」
と
叱
責
し
て
い
る
。
だ
が
朝
鮮
に
生
ま
れ
た
玄
龍
が
「
内
鮮
一
体
」
を
説
き
続
け
た
と
こ
ろ
で
、
真
に
「
内
地
人
同
様
」

に
な
ど
な
り
え
よ
う
は
ず
も
な
か
っ
た
。
玄
龍
は
そ
も
そ
も
天
に
の
ぼ
れ
る
は
ず
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

愛
国
主
義
者
と
し
て
の
振
る
舞
い
に
お
い
て
ハ
イ
ネ
と
玄
龍
と
の
間
に
差
異
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
そ
の
作
家
と
し
て
の
評

価
に
お
い
て
両
者
は
決
定
的
に
隔
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ハ
イ
ネ
が
親
し
ん
だ
サ
ン
＝

シ
モ
ン
主
義
と
玄
龍
が
親
し
ん
だ
「
内
鮮

一
体
」（
25
）

主
義
と
の
質
的
差
異
に
起
因
し
て
い
る
に
相
違
な
い
。
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四

「
天
馬
」
の
直
喩
表
現
、
あ
る
い
は
カ
フ
カ
的
強
度
に
つ
い
て

こ
こ
で
金
史
良
と
比
較
す
る
の
に
相
応
し
い
も
う
一
人
の
作
家
を
挙
げ
た
い
。
現
在
の
チ
ェ
コ
、
プ
ラ
ハ
出
身
の
ユ
ダ
ヤ
人
作

家
で
あ
り
な
が
ら
チ
ェ
コ
語
で
も
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
で
も
な
く
、
支
配
者
の
言
語
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
語
で
創
作
を
行
っ
た
フ
ラ
ン

ツ
・
カ
フ
カ
そ
の
人
で
あ
る
。カ
フ
カ
の
境
遇
は
先
述
の
ハ
イ
ネ
と
ド
イ
ツ
語
で
創
作
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
点
で
共
通
す
る
が
、

さ
ら
に
複
雑
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
に
生
ま
れ
た
ハ
イ
ネ
が
ド
イ
ツ
語
を
使
う
こ
と
は
自
然
だ
が
、
プ
ラ
ハ
に
生
ま
れ
た
カ
フ
カ
が

ド
イ
ツ
語
と
い
う
支
配
者
の
言
語
を
使
う
こ
と
は
選
択
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
カ
フ
カ
と
金
史
良
と
は
彼
ら
の
置
か
れ
た
言
語
状

況
が
と
て
も
よ
く
似
通
っ
て
い
る
。

本
稿
が
金
史
良
と
カ
フ
カ
と
の
類
似
を
語
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
カ
フ
カ
の
文
学
と
そ
れ
に
関
す
る
言
説

と
を
召
喚
し
な
が
ら
、「
天
馬
」
の
比
喩
表
現
の
批
評
性
を
す
く
い
出
す
た
め
で
あ
る
。

カ
フ
カ
作
品
に
お
い
て
、
比
喩
は
単
な
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
い
。
例
え
ば
『
審
判
』
の
最
終
章
に
は
「「
犬
の
よ
う
だ
！
」

と
彼
は
言
っ
た
。
恥
辱
だ
け
が
生
き
の
び
る
よ
う
な
気
が
し
た
」（
26
）

と
い
う
印
象
的
な
一
節
が
存
在
す
る
。
Ｋ
が
自
ら
の
惨
め
な

死
に
様
を
「
犬
の
よ
う
だ
！
」(W

ie
ein

H
und!)

と
語
る
、
こ
れ
こ
そ
が
優
れ
て
カ
フ
カ
的
な
表
現
で
あ
る
。

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
そ
の
卓
抜
し
た
『
カ
フ
カ
論
』
に
お
い
て
、
カ
フ
カ
の
比
喩
表
現
を
「
わ
れ
わ
れ
に
具
体
的
な
事

物
を
与
え
る
抽
象
的
な
意
味
と
な
る
か
わ
り
に
（
略
）、
純
粋
な
意
味
作
用
を
現
わ
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
具
体
的
な
事
物
の
世
界

を
生
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
」
意
味
で
、「
神
話
」
に
近
し
い
も
の
と
捉
え
て
い
た
。「
神
話
的
な
物
語
の
中
に
入
り
こ
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
意
味
を
生
き
始
め
」、「
真
に
、
そ
の
純
粋
な
か
た
ち
で
、「
考
え
る
」」
と
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
述
べ
て
い

る
（
27
）
。
カ
フ
カ
の
比
喩
と
は
、
す
な
わ
ち
硬
直
化
し
た
日
常
の
言
語
世
界
か
ら
神
話
の
世
界
へ
の
跳
躍
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の



141

金史良「天馬」における身体表象（可児　洋介）

世
界
で
読
者
は
新
た
に
生
を
意
味
づ
け
ら
れ
、
思
考
す
る
の
で
あ
る
。

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
の
二
人
も
ま
た
『
カ
フ
カ
―
マ
イ
ナ
ー
文
学
の
た
め
に
』
を
記
し
、
こ
う
し

た
「
言
語
の
非
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
的
な
強
度
的
用
法
」
に
讃
辞
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
興
味
深
い
の
は
、
二
人
が
「
涸
渇
し
た
こ
と

ば
で
あ
り
、
チ
ェ
コ
語
や
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
と
ま
ざ
っ
た
こ
と
ば
と
し
て
の
、
プ
ラ
ハ
の
ド
イ
ツ
語
の
状
況
は
、
カ
フ
カ
の
創
作

を
可
能
に
す
る
」（
28
）

と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。

自
分
の
言
語
の
な
か
で
、
多
言
語
使
用
を
す
る
こ
と
、
自
分
の
言
語
に
つ
い
て
マ
イ
ナ
ー
ま
た
は
強
度
な
使
用
を
す
る
こ
と
、

（
略
）
何
と
多
く
の
ス
タ
イ
ル
、
ジ
ャ
ン
ル
ま
た
は
文
学
運
動
が
た
だ
ひ
と
つ
の
夢
、
言
語
の
大
き
な
機
能
を
満
た
し
、
国

家
の
言
語
、
公
式
の
言
語
と
し
て
の
仕
事
を
し
よ
う
と
申
し
出
る
夢
し
か
持
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
（
略
）。
そ
れ
と

逆
の
夢
を
見
る
こ
と
。
マ
イ
ナ
ー
な
も
の
へ
の
生
成
変
化
を
作
れ
る
と
い
う
こ
と
（
29
）
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
言
語
使
用
に
よ
り
比
喩
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
度
（
自
律
性
）
を
獲
得
し
た
段
階
に

お
い
て
「
た
と
え
ば
、
人
間
の
犬
へ
の
変
化
、
そ
の
人
間
へ
の
変
化
、
人
間
の
猿
ま
た
は
甲
虫
へ
の
変
化
、
お
よ
び
こ
れ
と
は
逆

の
変
化
」
が
可
能
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。「
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の

、
、
、
、

物
は
、
も
は
や
一
連
の
強
度
的
な
段
階
、
純
粋
な
強
度
の

段
階
ま
た
は
回
路
し
か
作
ら
な
い
。（
略
）
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
こ
の
移
行
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
生
成
変
化
に
な
る
」（
30
）
。

―
そ
し
て
ま
さ
に
こ
う
し
た
生
成
変
化
を
観
察
で
き
る
マ
イ
ナ
ー
文
学
と
し
て
「
天
馬
」
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
31
）
。

玄
龍
は
文
素
玉
と
の
会
話
の
な
か
で
、
な
ぜ
か
新
町
を
「
ノ
イ
エ
・
シ
ユ
タ
ツ
ト
」
と
ド
イ
ツ
語
で
呼
び
な
が
ら
、
昨
晩
の
娼

婦
を
「
メ
ロ
ン
の
や
う
に
頬
の
黄
色
い
女
で
し
た
よ
」
と
語
る
と
、
こ
の
比
喩
が
気
に
入
り
「
メ
ロ
ン
の
や
う
に
ね
」
と
繰
り
返
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し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
直
喩
表
現
は
、
実
は
こ
の
「
天
馬
」
と
い
う
小
説
自
体
の
語
り
の
全
体
に
横
溢
し
て
い
る
。

表
現
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
と
、
玄
龍
の
身
体
運
動
の
多
く
が
動
物
の
比
喩
で
表
象
さ
れ
て
い
る
事
実
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
玄

龍
は
前
夜
「
貴
様
こ
そ
朝
鮮
文
化
の
怖
ろ
し
い
だ
に
だ
！
」
と
罵
ら
れ
、
癒
し
を
求
め
て
訪
れ
た
娼
家
を
出
る
と
、
街
を
さ
ま
よ

う
。「
朝
鮮
の
一
般
の
人
々
に
野
良
犬
同
様
に
見
放
さ
れ
た
現
在
の
彼
は
、
大
村
に
ま
で
捨
て
ら
れ
て
は
野
垂
死
す
る
よ
り
致
し

方
が
な
」
い
と
い
う
窮
地
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
彼
の
行
動
が
、
順
に
以
下
の
よ
う
な
直
喩
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
狗
の
や
う
に
」「
鼠
の
や
う
に
」「
南
京
虫
の
や
う
に
」「
脱
兎
の
や
う
に
」「
獅
噛
附
く
や
う
に
」「
兵
隊
ご
つ
こ
を
す
る
子
供
の

や
う
に
」「
木
馬
に
乗
つ
た
勇
士
の
や
う
に
」「
癡
者
の
や
う
に
」「
狂
犬
の
や
う
に
」「
狂
人
の
や
う
に
」「
狂
つ
た
泥
牛
の
や
う

に
」「
殺
気
立
つ
た
断
末
魔
の
闘
牛
の
や
う
に
」

―
こ
の
よ
う
に
彼
の
身
体
は
イ
メ
ー
ジ
の
領
域
に
お
い
て
、
疑
い
な
く
カ
フ

カ
的
な
生
成
変
化
を
遂
げ
て
い
る
。
玄
龍
の
身
体
イ
メ
ー
ジ
を
表
す
生
物
の
サ
イ
ズ
の
変
化
は
、
彼
の
内
面
の
変
化
を
正
確
に
反

映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
寺
行
き
を
憂
慮
す
る
玄
龍
の
身
体
は
狗
に
始
ま
り
南
京
虫
に
至
る
ま
で
矮
小
化
す
る
。
そ
れ
が
田
中

と
い
う
一
縷
の
望
み
を
得
る
と
次
第
に
大
き
く
な
り
、
田
中
に
希
望
を
伝
え
る
と
き
に
は
す
っ
か
り
人
間
ら
し
く
な
る
。
だ
が
翌

朝
彼
の
身
体
は
暴
走
し
、
牛
に
ま
で
巨
大
化
す
る
。
こ
の
凶
暴
な
牛
の
イ
メ
ー
ジ
へ
の
生
成
変
化
は
、
自
制
を
失
っ
て
肥
大
化
し

錯
乱
に
至
る
彼
の
自
意
識
を
如
実
に
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

五
　
都
市
空
間
の
な
か
の
身
体

先
述
し
た
よ
う
に
、
玄
龍
の
身
体
イ
メ
ー
ジ
の
生
成
変
化
は
、
彼
の
自
意
識
の
変
化
と
同
期
し
て
い
た
。
だ
が
こ
の
小
説
は
さ

ら
に
巧
妙
な
仕
掛
け
を
施
す
こ
と
で
、
そ
の
生
成
変
化
の
原
因
を
性
格
破
綻
者
と
呼
ば
れ
る
玄
龍
の
特
殊
な
内
面
性
に
の
み
還
元
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せ
ず
、
よ
り
一
般
的
な
問
題
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
の
仕
掛
け
に
よ
り
作
中
の
生
成
変
化
は
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
り

支
配
さ
れ
る
も
の
が
普
遍
的
に
被
る
身
体
の
軋
み
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
天
馬
」
は
そ
の
知
名
度
の
わ
り
に
、
お
そ
ら
く
文
学
研
究
・
批
評
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
頻
度
が
高
い
作
品
で
あ
る
。
外
地
、
、

人
に
よ
る
日
本
語
小
説
で
あ
り
、
日
本
統
治
下
の
京
城
を
舞
台
に
選
ん
だ
「
ご
つ
た
函
の
や
う
に
混
沌
と
し
て
ゐ
る
」
作
品
だ
か

ら
だ
ろ
う
。

先
行
論
文
が
扱
っ
て
き
た
問
題
は
複
数
あ
る
。
ま
ず
、
玄
龍
と
他
の
登
場
人
物
た
ち
と
の
や
り
取
り
を
通
し
て
、
朝
鮮
文
人
た

ち
の
置
か
れ
た
特
殊
な
言
語
状
況
を
考
察
す
る
論
が
あ
る
。
合
わ
せ
て
、「
天
馬
」
が
発
表
さ
れ
た
一
九
四
〇
年
六
月
が
、
同
年

八
月
十
一
日
を
期
限
と
す
る
創
氏
改
名
実
施
期
間
の
さ
な
か
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
論
も
あ
る
（
32
）
。
だ
が
、
本
稿
が
と
く
に
関

心
を
持
つ
の
は
、
作
中
の
京
城
の
都
市
空
間
に
注
目
す
る
論
で
あ
る
。

鄭
百
秀
は
「
京
城
と
い
う
都
市
空
間
が
文
化
的
に
、
経
済
的
に
、
植
民
地
支
配
秩
序
に
よ
っ
て
完
全
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
、「
天
馬
」
は
、
物
語
世
界
の
一
部
に
取
り
入
れ
て
」
お
り
、「
主
人
公
が
徘
徊
す
る
街
や
町
の
性
格
を
、「
半
島
文
壇
」
と
朝

鮮
人
「
國
語
」
作
家
の
植
民
地
文
化
的
な
性
格
に
、
体
質
的
に
相
応
さ
せ
る
形
で
提
示
し
て
い
る
」
点
で
作
中
の
「
京
城
の
街
の

風
景
と
は
（
略
）
物
語
全
体
に
作
用
し
て
い
る
意
味
構
造
そ
の
も
の
」
だ
と
述
べ
て
い
る
（
33
）
。
し
か
し
、「
天
馬
」
の
語
り
手
は
、

鄭
の
言
う
よ
う
に
「
植
民
地
「
國
民
」
文
化
の
要
諦
の
場
所
に
特
に
注
目
」
し
、「
玄
龍
が
日
本
名
の
街
を
歩
き
回
る
場
面
だ
け

を
描
き
出
」
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
秀
逸
な
着
眼
は
鄭
の
論
考
で
は
充
分
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
。

本
稿
は
ま
ず
玄
龍
の
道
程
を
地
図
上
で
確
認
す
る
作
業
を
行
っ
た
。
本
文
の
記
述
か
ら
お
お
よ
そ
特
定
で
き
た
場
所
を
、
地
図

上
に
①
か
ら
⑩
の
数
字
で
示
し
た
﹇
図
1
﹈。
な
お
『
金
史
良
全
集
』
Ⅰ
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
京
城
市
街
図
に
は
一
箇
所
誤
り

が
あ
り
、
こ
れ
は
『
光
の
中
に
　
金
史
良
作
品
集
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九
九
九
年
四
月
）
に
転
載
さ
れ
た
地
図
で
も
修
正
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図 1
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さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
過
り
は
お
そ
ら
く
読
者
が
玄
龍
を
追
跡
す
る
妨
げ
と
な
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
両
者
の
地
図
が
「
師

範
学
校
」
と
誤
記
し
て
い
る
建
物
は
実
際
は
「
淑
明
女
学
校
」
で
あ
り
、「
師
範
学
校
」
は
正
し
く
は
⑩
の
位
置
に
存
在
し
て
い

た
。作

業
の
結
果
、
玄
龍
が
①
の
場
所
か
ら
時
計
回
り
に
京
城
市
街
を
周
遊
し
、
ほ
ぼ
ま
る
一
日
か
け
て
出
発
地
点
へ
と
立
ち
返
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
（
34
）
。
小
説
が
一
部
に
倒
述
的
な
語
り
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
運
動
性
を
意
識
し
て
の
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
な
お
小
説
の
語
り
手
は
「
わ
が
京
城
は
黄
金
通
り
を
境
界
線
と
し
て
、
そ
の
以
北
が
純
然
た
る
朝
鮮
人
街
で
あ
る
」
と

は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
①
か
ら
⑤
が
日
本
人
街
、
⑥
か
ら
⑩
が
朝
鮮
人
街
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
て
お
く
。

次
に
動
物
直
喩
に
よ
る
身
体
表
象
が
行
わ
れ
て
い
る
地
点
を
そ
れ
ぞ
れ
確
認
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
①→

②→

③「
狗

の
や
う
に
」「
鼠
の
や
う
に
」「
南
京
虫
の
や
う
に
」→

④→

⑤「
脱
兎
の
や
う
に
」→

⑥→

⑦→

⑧「
獅
噛
附
く
や
う
に
」「
兵
隊
ご

つ
こ
を
す
る
子
供
の
や
う
に
」「
木
馬
に
乗
つ
た
勇
士
の
や
う
に
」→

「
癡
者
の
や
う
に
」→

⑨→

「
狂
犬
の
や
う
に
」「
狂
人
の
や
う

に
」→

⑩→

①「
狂
つ
た
泥
牛
の
や
う
に
」「
殺
気
立
つ
た
断
末
魔
の
闘
牛
の
や
う
に
」（
矢
印
は
移
動
を
示
す
）。

物
語
一
日
目
、
日
本
人
街
に
あ
る
玄
龍
の
身
体
は
抑
圧
に
よ
り
狗
か
ら
鼠
、
さ
ら
に
南
京
虫
へ
と
萎
縮
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
が

朝
鮮
人
街
へ
い
く
ら
か
接
近
す
る
だ
け
で
兎
に
ま
で
回
復
し
、
朝
鮮
人
街
の
な
か
に
入
る
と
文
字
通
り
の
意
味
で
ほ
ぼ
身
の
丈
に

あ
っ
た
子
供
や
勇
士
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
物
語
二
日
目
、
再
び
日
本
人
街
に
赴
く
玄
龍
の
身
体
は
、
昨
日
同
様
い
っ
た
ん
は
収

縮
す
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
抑
圧
に
対
抗
す
る
自
意
識
の
防
衛
機
制
の
た
が
が
狂
気
に
よ
っ
て
外
れ
暴
走
し
、
反
対
に
牛
に
至

る
ま
で
肥
大
化
し
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
本
作
の
語
り
手
は
生
成
変
化
を
玄
龍
の
空
間
移
動
と
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
で
都
市
と
い
う
日
々
の
生
活
空
間
ま
で
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も
が
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
、
生
活
者
の
心
身
を
当
人
に
さ
え
自
覚

さ
れ
え
な
い
よ
う
な
巧
妙
さ
で
脅
か
し
つ
づ
け
て
い
る
現
実
を
暗
に
告
発
し
て
い
る
。

こ
こ
で
当
時
の
京
城
の
風
景
を
記
録
し
た
三
枚
の
写
真
を
通
し
て
、
玄
龍
を
含
む
外

地
の
人
々
を
脅
か
し
て
い
た
内
地
化
の
圧
力
を
追
体
験
し
て
み
よ
う
。
一
枚
目
は
日
本

植
民
地
支
配
下
の
京
城
市
街
を
二
分
す
る
黄
金
通
り
の
写
真
で
あ
る
。﹇
図
2
﹈「
内
鮮

一
体
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
空
虚
さ
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
都
市
空
間
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
に
民
族
的
差
異
は
経
済
的
格
差
へ
と
置
換
さ
れ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

通
り
を
境
に
「
内
鮮
」
す
な
わ
ち
「
内
地
人
」
と
「
鮮
人
」
は
、
一
体
ど
こ
ろ
か
完
全

に
区
分
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
こ
の
画
面
の
右
半
分
に
あ
た
る
黄
金
通
り

以
南
の
日
本
人
街
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。
二
枚
目
は
本
町
二
丁
目
の
写
真
で
あ
る
。

﹇
図
3
﹈
商
店
街
に
は
「
日
の
丸
行
進
曲
」
の
幟
が
立
ち
、
和
服
姿
の
女
性
た
ち
が
多

い
。
か
つ
て
「
ソ
ウ
ル
の
中
心
商
店
街
で
あ
っ
た
泥チ
ン
コ
ゲ

は
、
本
町
と
改
称
さ
れ
、
日
本

人
が
営
業
権
を
独
占
し
」（
35
）

て
い
た
と
い
う
。
確
か
に
こ
こ
本
町
か
ら
は
京
城
で
あ
る

こ
と
を
窺
わ
せ
る
一
切
の
要
素
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
画
面
左
の
建
物
が
、

玄
龍
が
前
夜
「
だ
に
」
と
謗
ら
れ
、
物
語
一
日
目
に
玄
龍
の
身
体
が
狗
、
鼠
、
南
京
虫

と
急
激
に
矮
小
化
し
た
現
場
、
ま
さ
に
そ
の
明
治
製
菓
（
③
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

日
本
人
街
は
街
並
み
そ
の
も
の
に
内
地
化
の
圧
力
を
潜
ま
せ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
日

本
人
街
の
力
の
源
は
京
城
神
社
で
あ
ろ
う
。
明
治
製
菓
で
玄
龍
の
身
体
が
極
小
化
し
た

図 2
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図 4

図 3
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の
は
、
こ
こ
が
玄
龍
が
滞
在
し
た
な
か
で
最
も
京
城
神
社
と
接
近
し
た
場
所
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
玄
龍

は
京
城
神
社
を
心
底
怖
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
文
素
玉
の
誘
い
に
応
じ
ず
神
社
に
近
づ
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か

り
か
神
社
に
向
か
う
楽
隊
の
行
列
さ
え
怖
れ
て
い
た
。
最
後
の
一
枚
は
そ
の
京
城
神
社
を
捉
え
た
航
空
写
真
で
あ
る
。﹇
図
4
﹈

一
八
九
八
年
に
南
山
大
神
宮
と
し
て
創
建
さ
れ
、
韓
国
併
合
後
に
京
城
神
社
と
名
を
変
え
た
こ
の
巨
大
宗
教
施
設
は
一
九
四
五
年

に
廃
座
さ
れ
る
ま
で
、
禍
々
し
い
力
を
京
城
の
都
市
空
間
に
及
ぼ
し
つ
づ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

六
　
お
わ
り
に

本
稿
は
、
は
じ
め
に
芥
川
賞
が
敬
遠
し
た
と
も
見
え
る
金
史
良
の
「
天
馬
」
の
同
時
代
評
を
分
析
し
、
本
作
発
表
当
時
の
読
者

の
高
評
価
を
裏
返
す
こ
と
で
、
戦
時
下
の
内
鮮
一
体
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
抵
触
し
た
可
能
性
の
あ
る
そ
の
「
民
族
的
な
自
虐

性
」
の
描
か
れ
方
と
「
ご
つ
た
函
の
や
う
」
な
作
品
自
体
の
表
現
の
分
析
に
的
を
絞
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
ま
ず
近
年
の
研
究

に
お
い
て
若
干
距
離
を
お
い
て
語
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
主
人
公
玄
龍
に
、
作
家
自
身
の
ハ
イ
ネ
評
価
を
手
が
か
り
に
再
度
焦
点

を
当
て
た
。
彼
は
ま
さ
し
く
「
内
鮮
一
体
」
と
い
う
欺
瞞
の
被
害
者
で
あ
っ
た
。
つ
ぎ
に
作
品
の
語
り
手
が
玄
龍
の
身
体
を
表
象

す
る
際
に
用
い
た
直
喩
表
現
に
着
目
し
、
戦
略
的
に
カ
フ
カ
を
め
ぐ
る
言
説
を
援
用
す
る
こ
と
で
、
そ
の
マ
イ
ナ
ー
文
学
と
し
て

の
強
度
を
称
揚
し
た
。
最
後
に
玄
龍
の
道
行
き
を
追
い
、
そ
の
身
体
表
象
と
合
わ
せ
て
「
天
馬
」
の
描
き
出
し
た
日
本
植
民
地
末

期
の
京
城
市
街
に
マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
こ
と
で
、
抑
圧
さ
れ
萎
縮
し
、
反
対
に
暴
走
し
て
肥
大
化
す
る
彼
の
身
体
と
精
神
の
真
の
悲

劇
を
炙
り
出
し
た
。

玄
龍
を
襲
っ
た
悲
劇
は
彼
個
人
の
自
意
識
に
還
元
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
作
家
金
史
良
を
含
む
す
べ
て
の
外
地
人
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を
と
り
ま
く
現
実
の
反
映
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。
本
稿
は
そ
の
意
味
で
作
家
の
感
じ
て
い
た
痛
み
や
恐
れ
を
も
、
わ
ず
か
な
が

ら
語
り
得
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
と
は
い
え
本
作
「
天
馬
」
は
豊
饒
な
作
品
で
あ
る
。
本
稿
が
そ
の
可
能
性
を
十
全

に
語
り
尽
く
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。
例
え
ば
作
品
内
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
す
る
こ
と
が
か
な
わ
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
今
後
の
研
究
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

本
稿
は
混
沌
と
し
た
テ
キ
ス
ト
を
整
理
す
べ
く
抽
象
度
の
高
い
語
り
手
を
設
定
し
、
桃
の
枝
の
意
味
、
玄
龍
の
動
物
直
喩
の
意

味
、
都
市
空
間
の
意
味
な
ど
の
小
説
全
体
を
、
語
り
手
の
意
図
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
産
物
と
し
て
論
じ
て
き
た
。
だ
が
こ
の
抽
象

概
念
と
し
て
の
語
り
手
と
現
実
の
作
者
と
は
必
ず
し
も
等
号
で
結
ば
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
当
の
金
史
良
が
「
天
馬
」
と
い
う
作

品
に
つ
い
て
「
私
は
書
い
た
と
い
ふ
よ
り
、
寧
ろ
書
か
せ
ら
れ
た
や
う
な
気
が
す
る
」
と
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、
優
れ
た
テ
キ
ス

ト
と
は
む
し
ろ
作
家
個
人
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
半
ば
無
意
識
裡
に
表
出
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
作
家
の
意
図
に
拘
わ
ら

ず
、「
天
馬
」
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
の
成
立
が
そ
の
成
立
与
件
で
あ
る
日
本
語
や
内
地
化
の
欲
望
を
も
食
い
破
る
強
度
を
も
た

ら
し
た
点
を
最
後
に
強
調
し
て
お
く
。

稿
者
は
「
天
馬
」
と
い
う
特
筆
す
べ
き
作
品
が
芥
川
賞
を
受
賞
で
き
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
が
こ
の
強
度
に
あ
る
と
考
え
て
い

る
。「
天
馬
」
の
発
表
時
期
、
日
本
は
日
中
戦
争
と
軍
の
南
進
統
治
を
合
理
化
す
る
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
急
速

に
傾
斜
し
て
い
た
。
当
時
の
文
学
者
は
そ
の
矛
盾
に
無
意
識
に
気
づ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
彼
ら
知
識
人
に
と
っ

て
「
天
馬
」
の
も
つ
強
度
は
無
意
識
に
受
け
入
れ
が
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
本
稿
は
き
わ
ど
い
高
揚
に
あ
っ
た
か
つ

て
の
日
本
の
知
的
状
況
の
危
う
さ
を
も
照
射
し
う
る
、
時
代
の
喉
に
刺
さ
っ
た
強
い
骨
に
つ
い
て
の
論
考
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
日
本
文
壇
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
り
え
ず
、
内
地
化
の
圧
力
に
よ
り
卑
小
化
と
肥
大
化
の
極
限
を
生
き
た
玄
龍
の
身
体
を
浮

き
彫
り
に
し
た
。
こ
の
抑
圧
さ
れ
た
身
体
と
、
例
え
ば
先
ご
ろ
ド
ー
ハ
の
地
で
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ー
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
ま
と
い
、
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自
ら
信
じ
た
通
り
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
っ
た
李
忠
成
の
躍
動
す
る
身
体
と
を
見
比
べ
る
と
、
現
在
の
私
た
ち
は
そ
の
距
離
に
驚
き
、
安

堵
し
た
く
な
る
。
だ
が
勝
利
の
興
奮
と
歓
喜
の
な
か
で
、
他
の
選
手
た
ち
が
口
々
に
チ
ー
ム
や
フ
ァ
ン
へ
の
感
謝
を
語
る
の
を
他

所
に
、
彼
は
た
だ
ひ
と
り
己
へ
の
矜
持
の
み
を
口
に
し
た
。
私
た
ち
は
こ
の
こ
と
の
意
味
を
い
ま
改
め
て
問
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。

注
（
1
）

テ
キ
ス
ト
は
『
金
史
良
全
集
』﹇
以
下
『
全
集
』
と
表
記
﹈
Ⅰ
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
三
年
二
月
、
六
九
―
一
〇
三
頁
）
を

参
照
し
た
。
な
お
本
文
の
引
用
が
多
い
た
め
、
そ
の
た
び
に
註
を
つ
け
る
こ
と
は
避
け
た
。

（
2
）

当
時
の
『
文
藝
春
秋
』
編
集
長
・
佐
佐
木
茂
索
は
芥
川
賞
選
評
で
「
光
の
中
に
」
に
つ
い
て
「「
密
猟
者
」
が
な
け
れ
ば
之
が
芥

川
賞
で
あ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
今
度
の
文
藝
春
秋
誌
上
に
「
密
猟
者
」
と
併
載
す
る
事
に
し
た
か
ら
、
就
て
同
氏
の
「
価
値
あ

る
テ
ー
マ
」
を
知
つ
て
欲
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
（「
芥
川
龍
之
介
賞
経
緯
」『
文
藝
春
秋
』
一
九
四
〇
年
三
月
号
、
三
五
一
頁
）。

（
3
）

瞥
見
し
た
同
時
代
評
は
以
下
の
七
点
で
あ
る
。
石
河
穣
治
「
文
藝
時
評
（3）

無
韻
の
叙
事
詩
特
集
　
芥
川
賞
の
「
密
猟
者
」」『
国

民
新
聞
』
一
九
四
〇
年
三
月
二
日
。
室
生
犀
星
「
文
藝
時
評
（3）

形
式
と
作
家
態
度
　
受
賞
作
品
「
密
猟
者
」
と
「
歴
史
」」『
東
京

朝
日
新
聞
』
一
九
四
〇
年
三
月
二
日
。
豊
島
与
志
雄
「
文
藝
時
評
（3）

新
人
要
望
の
声
　
寒
川
金
両
氏
の
作
」『
読
売
新
聞
』
一
九

四
〇
年
三
月
三
日
。
亀
井
勝
一
郎
「
文
藝
時
評
　
新
人
の
世
界
」『
新
愛
知
』
一
九
四
〇
年
三
月
一
一
日
。
大
井
広
介
「
文
藝
月
評

三
月
号
創
作
欄
概
観
」『
現
代
文
学
』
一
九
四
〇
年
四
月
一
日
。
嵯
峨
伝
「
創
作
月
評
」『
新
潮
』
一
九
四
〇
年
四
月
一
日
。
佐
々
三

雄
「
文
藝
時
評
」『
早
稲
田
文
学
』
一
九
四
〇
年
四
月
一
日
。
こ
の
う
ち
石
河
、
犀
星
、
亀
井
、
佐
々
の
四
名
が
金
史
良
を
寒
川
よ

り
も
優
位
と
見
て
お
り
、
総
じ
て
金
史
良
の
将
来
性
が
買
わ
れ
て
い
る
。

（
4
）

Ｈ
・
Ａ
（
匿
名
批
評
）『
文
藝
』
朝
鮮
文
学
特
輯
、
一
九
四
〇
年
七
月
号
。

（
5
）

北
岡
史
郎
「
文
壇
時
評
　
六
月
の
文
壇
」『
若
草
』
一
九
四
〇
年
七
月
一
日
（
引
用
、『
文
藝
時
評
大
系
　
昭
和
篇
Ⅰ
』
第
十
七
巻

昭
和
十
五
年
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、
三
二
一
頁
）。

（
6
）

嵯
峨
伝
「
創
作
月
評
」『
新
潮
』
一
九
四
〇
年
七
月
一
日
（
引
用
、『
文
藝
時
評
大
系
　
昭
和
篇
Ⅰ
』
第
十
七
巻
昭
和
十
五
年
、
二
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〇
〇
七
年
一
〇
月
、
三
一
八
頁
）。

（
7
）

北
岡
、
前
掲
時
評
。

（
8
）

阿
部
知
二
「
文
藝
時
評
【完】

朝
鮮
作
家
群
　
文
学
へ
の
異
常
な
情
熱
」『
読
売
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
四
〇
年
七
月
一
〇
日
（
引
用
、

『
文
藝
時
評
大
系
　
昭
和
篇
Ⅰ
』
第
十
七
巻
昭
和
十
五
年
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、
三
二
六
―
三
二
七
頁
）。

（
9
）

嵯
峨
、
前
掲
時
評
。

（
10
）

金
史
良
「
朝
鮮
文
化
通
信
」『
現
地
報
告
』
文
芸
春
秋
社
、
一
九
四
〇
年
九
月
号
（
引
用
、『
全
集
』
Ⅳ
、
二
二
頁
）。

（
11
）

佐
藤
春
夫
「
芥
川
龍
之
介
賞
経
緯
」『
文
藝
春
秋
』
一
九
四
〇
年
三
月
号
、
三
五
二
頁
。

（
12
）

川
端
康
成
「
芥
川
龍
之
介
賞
経
緯
」『
文
藝
春
秋
』
一
九
四
〇
年
三
月
号
、
三
五
一
頁
。

（
13
）

鄭
百
秀
「
被
支
配
者
の
言
語
・
文
化
的
対
応
　
金
史
良
「
草
深
し
」」『
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
超
克
―
韓
国
近
代
文
化
に
お
け
る
脱

植
民
地
化
へ
の
道
程
』
草
風
館
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
。

（
14
）

金
允
植
、
大
村
益
夫
訳
『
傷
痕
と
克
服
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
七
月
。

（
15
）

川
村
湊
「
金
史
良
の
「
生
死
」
と
文
学
」、
金
史
良
『
光
の
中
に
　
金
史
良
作
品
集
』
講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九
九
九
年
四
月
、

三
〇
四
頁
。

（
16
）

佐
藤
、
前
掲
選
評
。

（
17
）

川
村
湊
「
金
史
良
の
「
生
死
」
と
文
学
」、
金
史
良
『
光
の
中
に
　
金
史
良
作
品
集
』
講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九
九
九
年
四
月
、

二
九
五
頁
。

（
18
）

金
史
良
「
母
へ
の
手
紙
」『
文
藝
首
都
』
一
九
四
〇
年
四
月
（
引
用
、『
全
集
』
Ⅳ
、
一
〇
四
―
一
〇
五
頁
）。

（
19
）

金
史
良
「
跋
文
」『
光
の
中
に
』
小
山
書
店
、
一
九
四
〇
年
（
引
用
、『
全
集
』
Ⅳ
、
六
七
頁
）。

（
20
）

金
史
良
、
尹
学
準
訳
「
ド
イ
ツ
の
愛
国
文
学
」『
朝
光
』
一
九
三
九
年
九
月
号
（
引
用
、『
全
集
』
Ⅳ
、
三
五
頁
）。

（
21
）

金
、
前
掲
論
文
（
引
用
、『
全
集
』
Ⅳ
、
三
一
―
三
五
頁
）。

（
22
）

石
上
稔
「
文
芸
首
都
時
代
の
金
史
良
」『
金
史
良
全
集
月
報
2
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
三
年
二
月
、
六
頁
。

（
23
）

鄭
百
秀
「
植
民
地
「
國
語
」
作
家
の
内
面
　
金
史
良
「
天
馬
」」『
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
超
克
―
韓
国
近
代
文
化
に
お
け
る
脱
植
民

地
化
へ
の
道
程
』
草
風
館
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、
二
一
七
―
二
二
三
頁
。

（
24
）

ハ
イ
ネ
は
「
流
謫
の
生
活
」
を
送
っ
た
が
、「
流
謫
」
と
は
一
つ
所
に
留
ま
ら
ず
絶
え
ず
位
置
を
変
え
続
け
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
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な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
の
精
神
が
己
の
悲
劇
性
に
酔
い
し
れ
る
ロ
マ
ン
主
義
的
傾
向
に
堕
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。「
深
刻
な
受

難
者
づ
ら
」
を
せ
ず
、
自
己
を
絶
え
ず
相
対
化
し
つ
づ
け
る
こ
う
し
た
精
神
の
強
度
を
、
後
述
の
「
カ
フ
カ
的
強
度
」（
自
動
化
さ

れ
た
日
常
言
語
を
「
異
化
」
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
強
度
）
に
ち
な
ん
で
「
ハ
イ
ネ
的
強
度
」
と
呼
ん
だ
。

（
25
）

提
唱
者
・
御
手
洗
辰
雄
は
そ
の
「
内
鮮
一
体
論
」（『
モ
ダ
ン
日
本
』
朝
鮮
版
、
文
藝
春
秋
社
、
一
九
三
九
年
一
一
月
、
七
七
頁
）

に
お
い
て
「
内
鮮
一
体
は
、
東
亜
の
環
境
が
命
ず
る
自
然
の
制
約
で
あ
る
。（
略
）
啻
に
内
鮮
両
国
の
み
な
ら
ず
、
東
亜
の
全
民
族

は
一
の
共
同
運
命
体
と
し
て
、
合
作
協
力
し
な
け
れ
ば
生
存
し
得
な
い
時
代
と
な
つ
た
」（
同
書
復
刻
版
、
オ
ー
ク
ラ
情
報
サ
ー
ビ

ス
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
八
七
頁
）
と
語
っ
て
い
る
。
日
中
戦
争
の
戦
局
の
泥
沼
化
に
伴
い
、
一
九
三
八
年
、
第
一
次
近
衛
文
麿
内

閣
は
戦
争
目
的
を
「
国
民
政
府
抹
殺
」
で
な
く
「
東
亜
新
秩
序
建
設
」
へ
と
修
正
し
て
い
た
が
、「
内
鮮
一
体
」
と
い
う
標
語
が
こ

の
「
東
亜
新
秩
序
」
構
想
の
一
環
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
語
り
口
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
東
亜
新
秩
序
」
は
、
一
九
四

〇
年
七
月
、「
基
本
国
策
要
綱
」
に
対
す
る
松
岡
洋
右
外
相
の
談
話
で
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
呼
び
か
え
ら
れ
、
さ
ら
に
一
般
化
し

た
。

（
26
）

カ
フ
カ
、
池
内
紀
訳
『
審
判
』（
白
水
Ｕ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
六
年
五
月
）
を
原
文
と
合
わ
せ
て
参
照
し
、
指
示
語
の
み
直
訳
に

近
づ
け
た
。

（
27
）

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
、
粟
津
則
雄
訳
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
言
語
」『
カ
フ
カ
論
』
筑
摩
書
房
、
五
九
―
六
七
頁
。

（
28
）

Ｇ
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
Ｆ
・
ガ
タ
リ
、
宇
波
彰
・
岩
田
行
一
訳
「
マ
イ
ナ
ー
文
学
と
は
何
か
」『
カ
フ
カ
―
マ
イ
ナ
ー
文
学
の
た
め

に
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
八
年
七
月
、
三
六
頁
。

（
29
）

ド
ゥ
ル
ー
ズ
・
ガ
タ
リ
前
掲
書
、
四
九
―
五
〇
頁
。

（
30
）

ド
ゥ
ル
ー
ズ
・
ガ
タ
リ
前
掲
書
、
三
八
―
三
九
頁
。

（
31
）

戦
前
の
日
本
で
は
カ
フ
カ
は
ほ
と
ん
ど
受
容
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
初
め
て
の
長
編
翻
訳
が
本
野
亨
一
訳
『
審
判
』（
白
水
社
、

一
九
四
〇
年
一
〇
月
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
天
馬
」
発
表
の
数
ヶ
月
後
の
出
版
で
あ
る
。
ま
た
研
究
論
文
も
岡
村
弘
の

「
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
」
が
一
九
三
二
年
、
東
京
帝
国
大
学
『
独
逸
文
学
研
究
』
第
一
号
に
発
表
さ
れ
た
の
み
と
さ
れ
て
い
る
（
有

村
隆
広
「
日
本
に
お
け
る
カ
フ
カ
受
容
」
有
村
隆
広
・
八
木
浩
編
『
カ
フ
カ
と
現
代
日
本
文
学
』
同
学
社
、
一
九
八
五
年
一
〇
月
、

五
―
七
頁
）。
作
家
本
人
が
カ
フ
カ
に
言
及
す
る
言
説
は
も
と
よ
り
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
金
史
良
が
カ
フ
カ
を
読
ん
だ
と
い

う
確
た
る
証
拠
は
な
い
。
と
は
い
え
両
者
を
繋
ぐ
糸
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
金
史
良
は
原
著
を
読
み
こ
な
す
ド
イ
ツ
語
能
力
を
も
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っ
て
お
り
、
翻
訳
の
問
題
は
考
え
な
く
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
彼
が
カ
フ
カ
の
存
在
を
知
り
得
た
か
ど
う
か
に
懸
か
っ
て
く

る
。
ま
ず
東
大
で
ド
イ
ツ
文
学
を
学
ん
だ
金
史
良
が
岡
村
論
文
を
読
ん
だ
可
能
性
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
卒
業
論
文
を
執
筆

す
る
過
程
で
、
彼
が
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ロ
ー
ト
の
記
し
た
ハ
イ
ネ
の
評
伝(B
io

grafie
von

H
einrich

H
eine,1934)

を
読
み
、
間
接
的

に
カ
フ
カ
を
意
識
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
周
知
の
通
り
ブ
ロ
ー
ト
は
カ
フ
カ
の
親
友
と
し
て
そ
の
遺
稿
を
一
手
に
管
理
し
て

い
た
。

ま
た
カ
フ
カ
の
『
審
判
』（
一
九
二
七
年
）
に
は
、
確
か
に
「
天
馬
」
と
近
い
趣
き
が
あ
る
。
銀
行
で
働
く
主
人
公
ヨ
ー
ゼ
フ
・

Ｋ
は
三
〇
歳
の
誕
生
日
の
朝
と
つ
ぜ
ん
二
人
の
男
に
逮
捕
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
彼
に
は
全
く
身
に
覚
え
が
な
い
。
さ
ら
に
奇
妙
な

こ
と
に
は
逮
捕
後
も
身
柄
は
拘
束
さ
れ
ず
、
銀
行
勤
め
の
日
々
が
続
く
。
理
由
も
分
か
ら
ぬ
ま
ま
裁
判
を
起
こ
さ
れ
た
Ｋ
は
、
立
ち

回
り
も
空
し
く
、
逮
捕
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
後
の
誕
生
日
の
前
夜
、
二
人
の
処
刑
人
に
犬
の
よ
う
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う

―
こ
の
よ

う
に
要
約
す
る
と
、
玄
龍
が
馬
鹿
げ
た
理
由
で
逮
捕
さ
れ
る
も
す
ぐ
に
釈
放
さ
れ
、
な
か
ば
執
行
猶
予
中
の
身
で
ま
る
一
日
か
け
て

京
城
市
街
を
さ
ま
よ
っ
た
挙
句
、
狂
気
に
至
る
「
天
馬
」
の
物
語
と
共
通
性
が
見
出
せ
る
。
細
部
に
つ
い
て
も
例
え
ば
『
審
判
』
の

作
中
に
Ｋ
が
誘
惑
し
て
い
た
若
い
女
を
後
か
ら
来
た
若
い
学
生
に
連
れ
て
行
か
れ
て
立
腹
す
る
場
面
は
、
玄
龍
が
文
素
玉
を
若
い
学

生
に
連
れ
て
行
か
れ
る
場
面
と
似
て
い
る
。
一
見
抽
象
的
に
見
え
る
本
稿
の
議
論
は
、
実
証
研
究
と
作
品
構
造
比
較
の
両
面
で
、
一

定
の
影
響
関
係
の
推
測
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

（
32
）

前
二
者
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
以
下
の
論
文
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
て
い
る
。
南
富
鎮
「
金
史
良
『
天
馬
』
論
―
創
氏

改
名
と
国
語
問
題
を
中
心
に
―
」『
日
本
文
化
研
究
』
第
九
号
、
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
日
本
文
化
研
究
学
際
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

紀
要
、
一
九
九
八
年
三
月
、
三
七
―
四
七
頁
。

（
33
）

鄭
百
秀
『
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
超
克
―
韓
国
近
代
文
化
に
お
け
る
脱
植
民
地
化
へ
の
道
程
』
草
風
館
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、
一

九
七
頁
。

（
34
）

⑥
と
⑨
の
二
つ
の
記
号
は
、
お
お
よ
そ
の
推
定
地
点
に
ポ
イ
ン
ト
し
た
。
な
お
玄
龍
の
自
宅
の
所
在
の
手
が
か
り
は
、
残
念
な
こ

と
に
本
文
に
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
、
⑧
地
点
と
⑨
地
点
の
間
の
小
説
の
運
動
性
を
損
な
わ
な
い
い
ず
れ
か
の
範
囲
に
存
在
す
る
も

の
と
仮
定
で
き
よ
う
。

（
35
）

韓
国
教
員
大
学
歴
史
教
育
化
、
吉
田
光
男
監
訳
『
韓
国
歴
史
地
図
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
、
一
七
六
頁
。
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図
図
1

使
用
し
た
地
図
は
『
京
城
府
勢
一
班
』
京
城
府
、
一
九
三
四
年
九
月
、
付
録
。
な
お
場
所
の
特
定
に
以
下
の
両
資
料
を
参
照
し
た
。

「
京
城
市
外
図
」
全
集
Ⅰ
、
六
八
頁
。
及
び
、
韓
国
教
員
大
学
歴
史
教
育
化
、
吉
田
光
男
監
訳
『
韓
国
歴
史
地
図
』
平
凡
社
、
二
〇

〇
六
年
一
一
月
、
一
七
七
頁
。

図
2

『
決
定
版
　
昭
和
史
』
別
巻
Ⅰ
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
五
年
三
月
、
一
一
九
頁
。
以
下
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
引
用
。「
日
本
人
街

と
朝
鮮
人
街
を
分
け
た
黄
金
町（
大
正
九
年
）同
街
の
南
側
が
日
本
人
街
で
北
側
に
並
行
す
る
鐘
路
通
を
軸
に
朝
鮮
人
街
が
あ
っ
た
」。

こ
の
黄
金
通
り
に
関
し
て
は
、
小
説
の
描
き
出
し
た
、
一
九
三
五
―
四
〇
（
昭
和
一
〇
―
一
五
）
年
頃
の
写
真
で
、
か
つ
本
稿
の
意

図
に
沿
っ
た
も
の
は
今
回
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

図
3

前
掲
写
真
集
、
一
二
二
頁
。
以
下
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
引
用
。「
京
城
の
繁
華
街
・
本
町
二
丁
目
の
商
店
街
　
東
京
の
銀
座
に
相
当

す
る
街
筋
は
街
灯
の
鈴
蘭
が
消
え
る
夜
半
ま
で
人
通
り
が
絶
え
な
か
っ
た
」。

図
4

前
掲
写
真
集
、
一
一
六
―
一
一
七
頁
。
以
下
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
引
用
。「
官
幣
大
社
朝
鮮
神
宮
（
略
）
敷
地
二
〇
万
平
方
メ
ー
ト

ル
で
祭
神
は
天
照
大
神
と
明
治
天
皇
　
一
〇
周
年
祝
賀
式
典
で
（
一
〇
年
一
〇
月
一
六
日
）」。
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A

C
orporealand

V
isualR

epresentation
in

K
im

Saryang’s
T

enm
a

K
A

N
I,Y

osuke

F
irst,

this
essay

analyzes
contem

porary
discourse

concerning
K

im
S

aryang’s
T

enm
a,

w
hich

w
as

avoided
by

the

A
kutagaw

a
Prize.T

his
also

targets
on

analysises
of

a
w

ay
of

description
of

K
orean

racialm
asochism

w
hich

probably
con-

travened
the

ideology,
under

Second
Sino-Japanese

W
ar,

w
hich

w
as

called
U

nity
betw

een
Japan

and
K

orea,
and

of
a

chaotic
depiction

of
the

w
ork.

Second,this
focuses

on
G

enryu,w
ho

is
the

hero
of

Tenm
a

and
seem

s
to

be
a

independentperson
from

K
im

Saryang,by

paying
attention

to
his

adm
iration

of
H

einrich
H

eine.A
nd,item

phasizes
thathe

w
as

a
victim

of
thatideology.

T
hird,ittakes

notice
of

sim
ile

w
hich

w
as

used
by

the
narrator

of
this

w
ork

w
hen

he
represents

G
enryu’s

body.A
nd,it

adm
ires

the
strength

as
a

“m
inor

literature”,after
itstrategically

com
pares

w
ith

discourse
concerning

Franz
K

afka.

L
astly,

it
m

aps
the

w
ay

of
G

enryu,
and

also
m

aps
corporeal

and
visual

representations
to

a
m

ap
of

K
yo-jo

betw
een

1935–40.T
hus,it

discovers
truly

invisible
tragedy

about
his

body,w
hich

w
as

shrunk
or

extended
by

Japanese
colonial-

ism
.

（
人
文
科
学
研
究
科
身
体
表
象
文
化
学
専
攻
　
博
士
後
期
課
程
四
年
）


