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一　

曖
昧
な
存
在

魯
迅
（
一
八
八
一
〜
一
九
三
六
）
は
、
女
性
の
解
放
に
強
い
関
心
を
寄
せ
た
文
学
者

で
あ
る
。
新
文
化
運
動
期
に
、
弟
周
作
人
（
一
八
八
五
〜
一
九
六
七
）
が
貞
操
観
念
に

つ
い
て
論
じ
て
、
伝
統
的
女
性
概
念
に
基
づ
く
束
縛
か
ら
の
解
放
を
唱
え
る
と
、
魯

迅
は
中
国
女
性
の
「
節
烈
」
を
痛
烈
に
批
判
し
た
（「
我
之
節
烈
観
」、
一
九
一
八
年
）。

朱
安
（
一
八
七
八
〜
一
九
四
七
）
と
旧
式
の
結
婚
を
し
た
魯
迅
は
、
こ
の
こ
と
を
後
悔

し
て
生
涯
夫
婦
関
係
を
結
ば
な
か
っ
た
と
い
う
。
の
ち
に
、
北
京
女
子
師
範
高
等
学

校
の
元
教
え
子
で
あ
り
、
事
実
上
の
妻
と
な
る
許
広
平
（
一
八
九
八
〜
一
九
六
八
）
と

の
間
に
子
を
も
う
け
る
が
、
そ
の
後
も
朱
安
や
母
親
の
面
倒
を
見
続
け
た
。
社
会
や

家
庭
に
お
け
る
女
性
抑
圧
の
現
状
に
対
し
、
鋭
敏
な
反
応
を
示
し
て
深
い
同
情
を
寄

せ
た
魯
迅
で
あ
っ
た
が
、
作
品
に
描
い
た
女
性
の
数
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。

で
は
、
魯
迅
小
説
に
登
場
す
る
女
性
と
い
え
ば
、
読
者
は
誰
を
思
い
浮
か
べ
る
だ

ろ
う
か
。
呉
媽
（「
阿
Ｑ
正
伝
」）、
華
大
媽
（「
薬
」）、
単
四
嫂
子
（「
明
天
」）
を
想
像
す

る
読
者
も
多
い
だ
ろ
う
。
魯
迅
が
描
く
女
性
は
寡
婦
や
主
婦
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
そ

う
し
た
な
か
、女
学
生
風
の
子
君
（「
傷
逝
」）
は
異
色
の
存
在
だ
ろ
う
。
自
分
の
名
を

持
ち
、
自
ら
の
意
思
で
比
較
的
自
由
に
行
動
し
う
る
。
本
エ
ッ
セ
イ
で
取
り
上
げ
る

の
は
、
魯
迅
に
し
て
唯
一
の
恋
愛
小
説
と
さ
れ
る
「
傷
逝
」
の
こ
の
子
君
に
つ
い
て

で
あ
る
。

「
傷
逝

―
涓
生
の
手
記
」は
、
恋
人
子
君
の
亡
き
あ
と
、
知
識
人
青
年
の
涓
生
が

二
人
の
恋
愛
か
ら
同
居
を
経
て
別
離
す
る
ま
で
を
述
懐
す
る
話
で
あ
る
。副
題
に「
涓

生
の
手
記
」
と
あ
る
よ
う
に
、
涓
生
に
よ
る
一
人
称
の
独
白
形
式
で
語
ら
れ
る
。
作

品
冒
頭
に
は
、「
も
し
も
私
に
で
き
る
な
ら
ば
、
私
は
私
の
悔
恨
と
悲
哀
を
、
書
い
て

み
た
い
。
子
君
の
た
め
に
、
自
分
の
た
め
に
」①
と
あ
る
。
自
由
恋
愛
の
末
、
若
い
女

性
が
命
を
落
と
す
「
傷
逝
」
は
、
一
九
二
〇
年
代
初
頭
、
女
性
解
放
思
想
が
中
国
を

席
捲
し
恋
愛
や
結
婚
、
離
婚
問
題
が
人
々
の
関
心
事
で
あ
っ
た
当
時
の
風
潮
と
相

ま
っ
て
話
題
を
呼
ん
だ
。

現
代
に
お
い
て
も
、
多
く
の
中
国
近
現
代
文
学
研
究
者
が
「
傷
逝
」
を
「
気
に
な

る
作
品
」
と
評
し
て
議
論
を
重
ね
て
い
る②
。
例
え
ば
、「
傷
逝
」
の
モ
チ
ー
フ
を
魯
迅

や
実
在
す
る
周
囲
の
人
々
、
す
な
わ
ち
朱
安
や
周
作
人
と
の
人
間
関
係
に
求
め
て
、

そ
れ
に
対
す
る
魯
迅
の
内
心
の
告
白
と
解
釈
す
る
も
の
、
同
時
代
の
社
会
的
圧
迫
や

涓
生
の
身
勝
手
な
行
動
に
対
し
批
判
す
る
も
の
、
子
君
か
ら
魯
迅
の
女
性
観
や
女
性

解
放
の
風
潮
を
読
み
解
く
も
の
な
ど
が
あ
り
、
諸
説
紛
々
と
し
て
い
る
。
そ
の
主
た

る
理
由
は
、
既
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
、
著
者
の
魯
迅
が
「
我
」
の
語
り
を
錯
綜
さ

せ
、
描
写
す
る
対
象
を
取
捨
選
択
す
る
と
い
う
、
様
々
な
技
巧
を
用
い
て
創
作
し
た

こ
と
に
起
因
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
同
時
に
、「
傷
逝
」
が
読
者
の
経
験
や
興
味
に
基

づ
く
解
釈
を
許
容
す
る
文
学
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
筆
者
の
勤
務
校

に
お
け
る
授
業
で
、「
傷
逝
」
は
魯
迅
小
説
の
な
か
で
も
受
講
生
に
人
気
の
作
品
の
ひ

【
魯
迅
の
描
く
女
性
像
】

少
女
か
ら
母
へ

―
「
傷
逝

―
涓
生
の
手
記
」
を
読
む

鳥　
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と
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
。

筆
者
も
ま
た
「
傷
逝
」
が
気
に
な
る
読
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
は
、

子
君
と
い
う
女
性
が
気
に
な
る
。
作
品
を
読
み
直
す
度
に
新
た
な
発
見
が
あ
る
よ
う

に
思
う
の
だ
。
同
様
に
、
受
講
生
た
ち
の
自
ら
の
経
験
を
踏
ま
え
た
議
論
に
も
そ
れ

ぞ
れ
相
応
の
根
拠
や
説
得
力
が
あ
り
、
議
論
は
い
つ
も
大
い
に
盛
り
上
が
る
。
回
想

さ
れ
る
側
の
子
君
に
つ
い
て
、
与
え
ら
れ
る
情
報
に
限
り
が
あ
る
以
上
、
自
由
な
読

み
も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
読
者
は
涓
生
の
叙
述
を
通
じ
て
の
み
、
か
す
か
に
子
君
の

存
在
を
知
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
子
君
は
ど
の
よ
う
な
女
性
だ
っ
た
の
か
、
父
親

に
連
れ
戻
さ
れ
た
後
、
彼
女
の
身
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
、
大
半
の
読
者
が
こ
の
よ

う
な
問
い
を
抱
え
な
が
ら
、「
傷
逝
」
を
読
み
進
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本

エ
ッ
セ
イ
で
は
、「
涓
生
の
手
記
」
に
沿
い
つ
つ
、
子
君
の
姿
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
こ

と
を
試
み
る
。
そ
こ
に
は
文
学
者
魯
迅
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
託
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う③
。

二　

描
か
れ
な
か
っ
た
身
体
、
性
愛

ま
ず
、「
涓
生
の
手
記
」
に
沿
っ
て
子
君
の
風
貌
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
交
際

当
初
の
子
君
は
、
木
綿
の
た
て
縞
の
ブ
ラ
ウ
ス
、
黒
の
ス
カ
ー
ト
を
身
に
ま
と
い
、

敷
石
に
当
た
る
と
コ
ツ
コ
ツ
と
鳴
る
革
靴
を
履
く
と
い
う
女
学
生
風
の
恰
好
を
し
て

い
た
。「
え
く
ぼ
を
う
か
べ
た
白
い
丸
顔
、
白
い
ほ
っ
そ
り
し
た
腕
」④
の
子
君
は
、
涓

生
が
男
女
平
等
や
イ
プ
セ
ン
、
タ
ゴ
ー
ル
に
つ
い
て
話
す
と
、
両
目
に
あ
ど
け
な
い

好
奇
の
光
を
た
た
え
て
微
笑
ん
で
う
な
ず
く
。
ま
た
、
涓
生
の
部
屋
で
シ
ェ
リ
ー
の

半
身
像
を
見
て
は
、
気
恥
ず
か
し
さ
か
ら
か
う
つ
む
い
て
し
ま
う
と
い
う
初
々
さ
も

あ
る
。
こ
の
涓
生
の
描
写
か
ら
子
君
へ
の
愛
情
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。

交
際
か
ら
半
年
、
涓
生
の
子
君
へ
の
愛
情
は
尊
敬
へ
と
変
わ
る
。
そ
れ
は
、
子
君

が
次
の
宣
言
を
し
た
瞬
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
私
は
私
自
身
の
も
の
で
す
、
あ
の
人
た
ち
、
だ
れ
も
私
に
干
渉
す
る
権
利
は
あ

り
ま
せ
ん
」⑤

既
に
「
傷
逝
」
の
代
名
詞
と
も
言
え
る
こ
の
宣
言
は
、「
三
網
五
常
」
や
「
三
従
四

徳
」
に
象
徴
さ
れ
る
儒
教
思
想
が
根
強
く
残
る
当
時
に
あ
っ
て
、
読
者
の
心
に
響
い

た
に
違
い
な
い
。子
君
は
愛
す
る
涓
生
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
宣
言
を
し
た
の
だ
が
、

涓
生
は
こ
の
宣
言
に
中
国
女
性
の
輝
か
し
い
黎
明
を
見
て
、
友
人
ら
と
絶
交
ま
で
し

て
同
居
へ
と
踏
み
切
っ
た
。
涓
生
に
と
っ
て
、
恋
愛
の
延
長
線
上
に
あ
る
子
君
と
の

同
居
は
、
新
思
想
の
体
現
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
な
か
な
か
踏
み
込
め
ず
に
い
る

な
か
、
そ
れ
は
子
君
の
勇
気
に
背
中
を
押
さ
れ
る
格
好
で
実
現
す
る
。
子
君
の
宣
言

は
、
そ
れ
ほ
ど
力
強
い
も
の
だ
っ
た
。
涓
生
に
お
い
て
子
君
へ
の
愛
情
は
い
よ
い
よ

高
ま
っ
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
同
居
後
の
子
君
は
、
読
書
を
す
る
こ
と
も
な
く
な
り
、
ひ
た
す
ら
食
事

の
用
意
や
掃
除
、
家
畜
の
世
話
に
情
熱
を
注
ぐ
よ
う
に
な
る
。
彼
女
に
と
っ
て
涓
生

と
の
同
居
は
、
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
等
し
く
、
そ
れ
は
伝
統
的
観
念
に
支
え
ら

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
同
居
後
の
子
君
は
、
日

ご
と
に
溌
溂
と
し
て
太
り
は
じ
め
る
。
成
熟
さ
を
増
し
て
丸
み
を
帯
び
る
そ
の
身
体

は
、
自
分
た
ち
の
意
思
で
成
し
遂
げ
た
同
居
に
対
す
る
子
君
の
自
信
を
象
徴
し
て
い

よ
う
。
自
由
恋
愛
の
末
の
同
居
こ
そ
、
愛
す
る
涓
生
が
教
え
て
く
れ
た
新
思
想
の
体

現
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
疑
う
余
地
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
子
君
は
涓
生
に
プ
ロ

ポ
ー
ズ
の
場
面
を
何
度
も
再
現
さ
せ
て
う
っ
と
り
す
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
、
魯
迅

小
説
に
登
場
す
る
女
性
は
、
幸
福
な
時
に
は
「
顔
は
白
く
ふ
く
よ
か
」
に
、
逆
に
不

幸
な
時
に
「
眼
は
落
ち
く
ぼ
ん
で
顔
色
は
青
い
」
な
ど
と
描
写
さ
れ
る
。
現
実
に
お

い
て
も
大
体
そ
の
よ
う
だ
が
、
当
時
、
役
所
勤
め
を
す
る
涓
生
に
は
安
定
し
た
経
済

力
も
あ
り
、
そ
う
し
た
彼
と
の
結
婚
は
、
子
君
に
一
層
大
き
な
幸
福
を
感
じ
さ
せ
た

に
違
い
な
い
。
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い
っ
ぽ
う
、
涓
生
は
子
君
に
み
る
身
体
変
化
の
理
由
を
特
に
解
す
こ
と
は
な
か
っ

た
。
あ
る
い
は
、
敢
え
て
無
関
心
を
装
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、

涓
生
は
手
記
の
な
か
で
性
愛
を
描
い
て
い
な
い
。
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
健
康
な
男

女
で
あ
れ
ば
む
し
ろ
そ
れ
は
自
然
な
行
為
の
は
ず
で
あ
る
。
二
人
の
愛
の
軌
跡
を
辿

る
手
記
で
あ
れ
ば
、
間
接
的
な
い
し
は
比
喩
的
に
で
も
描
か
れ
て
も
不
思
議
で
は
な

い
だ
ろ
う
が
、
涓
生
は
そ
れ
を
手・

・記
に・

描・

・

・

・

・

・

か
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
涓
生
の
意
識

が
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

藤
井
省
三
氏
は
、
涓
生
と
子
君
の
性
愛
の
存
在
に
つ
い
て
、
プ
ロ
ポ
ー
ズ
で
の
涓

生
の
「

已
經
允
許
我
了
」
と
い
う
こ
と
ば
を
引
用
し
て
論
じ
て
い
る
。
本
エ
ッ
セ

イ
で
は
竹
内
好
訳
を
引
用
し
て
該
当
箇
所
を
確
認
す
る
。
下
線
お
よ
び
引
用
中
の
原

文
は
筆
者
に
よ
る
。

自
分
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
子
君
の
言
っ
た
こ
と
や
、
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、

そ
の
と
き
私
は
、
何
も
は
っ
き
り
見
定
め
て
い
な
か
っ
た
。
彼
女
が
も
う
私
に

承
諾
を
与
え
た
（

已
經
允
許
我
了
）、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
だ
け
だ
。
そ

う
い
え
ば
、
か
す
か
に
覚
え
て
い
る
の
は
、
彼
女
の
顔
が
真
っ
青
に
な
り
、
そ

れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
に
赤
く

―
か
つ
て
み
た
こ
と
の
な
い
、
そ
の
後
も
つ
い
て

み
な
か
っ
た
ほ
ど
の
真
っ
赤
な
色
に
変
わ
っ
た
こ
と
だ
。あ
ど
け
な
い
眼
か
ら
、

悲
し
み
と
喜
び
の
、
し
か
し
疑
惑
を
伴
っ
た
光
が
ほ
と
ば
し
っ
て
い
た
。
そ
の

く
せ
、
つ
と
め
て
私
の
視
線
を
避
け
、
そ
わ
そ
わ
し
て
、
い
ま
に
も
窓
を
破
っ

て
飛
び
出
さ
ん
ば
か
り
だ
っ
た
。
だ
が
私
は
、
彼
女
が
も
う
私
に
承
諾
を
与
え

た
（

已
經
允
許
我
了
）
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
彼
女
が
何
を
し
ゃ
べ
っ
た
か
、
あ

る
い
は
し
ゃ
べ
ら
な
か
っ
た
か
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
。⑥

藤
井
氏
は
「

已
經
允
許
我
了
」
を
「
彼
女
が
す
で
に
體
を
許
そ
う
と
し
て
い
る
」

と
訳
出
し
て
、さ
ら
に
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。「
こ
の
「
許
し
」
は
子
君
に
よ
る
性

交
承
諾
の
婉
曲
な
表
現
で
あ
り
、「
青
白
」
か
ら
「
深
紅
」
へ
の
彼
女
の
顔
色
の
變
化

と
は
、
性
行
爲
中
の
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
」⑦
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
は
涓
生
の

プ
ロ
ポ
ー
ズ
に
対
す
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
直
前
の
段
落
に
、「
私
が
涙
を
う
か
べ

て
彼
女
の
手
を
に
ぎ
り
、
片
足
を
ひ
ざ
ま
ず
い
て
…
…
」⑧
と
そ
の
場
面
が
描
か
れ
て

い
る
の
だ
。
涓
生
は
こ
の
事
を
あ
ま
り
覚
え
て
い
な
い
様
子
だ
が
、「
し
か
し
彼
女
の

方
で
は
、
何
も
か
も
よ
く
覚
え
て
い
た
。
私
の
し
ゃ
べ
っ
た
こ
と
を
、
ま
る
で
愛
読

し
た
本
の
よ
う
に
、
す
ら
す
ら
暗
誦
し
て
み
せ
た
。
私
の
や
っ
た
こ
と
を
、
ま
る
で

私
に
は
見
え
な
い
フ
ィ
ル
ム
が
眼
の
前
に
あ
る
よ
う
に
、
如
実
に
、
事
こ
ま
か
に
述

べ
て
み
せ
た
」⑨
と
続
く
。
し
か
も
、
子
君
は
「
承
諾
」
時
の
こ
と
ば
を
、
涓
生
に
繰

り
返
し
復
誦
さ
せ
た
と
も
記
さ
れ
る
。
果
た
し
て
、
ひ
と
り
の
若
い
女
性
が
そ
の
よ

う
な
場
面
を
暗
誦
し
て
、
そ
の
う
え
相
手
に
も
復
誦
さ
せ
る
だ
ろ
う
か
。
子
君
の
顔

色
の
変
化
に
つ
い
て
も
、
首
や
乳
房
な
ど
の
身
体
描
写
を
含
ん
で
お
ら
ず
顔
に
限
定

さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
点
か
ら
も
、
子
君
の
「
承
諾
」
は
プ
ロ
ポ
ー
ズ
に
対
す
る
も

の
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
そ
れ
が
性
交
の
意
を
含
意
す
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
い
ず
れ
も
、涓
生
の
求
め
に
応
じ
る
格
好
で
子
君
が
「
承
諾
」

し
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

で
は
、
涓
生
が
手
記
に
性
愛
を
記
さ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
涓

生
に
と
っ
て
、
二
人
の
同
居
が
神
聖
な
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ

う
。
涓
生
に
お
い
て
、
子
君
に
関
す
る
描
写
と
い
え
ば
、
食
事
作
り
や
掃
除
と
い
っ

た
「
骨
折
り
」
な
家
事
作
業
の
様
子
、
そ
れ
に
太
り
は
じ
め
て
か
ら
「
い
っ
こ
う
に

痩
せ
な
い
」
身
体
が
中
心
で
あ
る
。
涓
生
が
憧
れ
、
希
求
す
る
の
は
「
新
生
の
道
」

で
あ
る
。「
愛
」
は
そ
れ
に
附
随
す
る
に
過
ぎ
ず
、人
間
が
生
き
る
た
め
に
は
「
新
生

の
道
」
が
必
要
不
可
欠
だ
と
涓
生
は
考
え
て
い
た
。
彼
の
眼
に
は
、
子
君
の
丸
み
を

帯
び
て
い
く
身
体
が
探
求
者
と
し
て
の
怠
惰
の
象
徴
と
映
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
た
め
、
彼
の
手
記
に
お
い
て
、
食
欲
や
性
欲
な
ど
は
世
俗
的
に
過
ぎ
る
と
し
て

回
避
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
涓
生
は
自
ら
の
魂
の
崇
高
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さ
を
際
立
た
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ブ
と
お
金
の
関
係

同
居
を
機
に
子
君
は
、
溌
溂
と
し
て
常
に
忙
し
く
家
事
を
こ
な
す
よ
う
に
な
る
。

子
君
に
と
っ
て
涓
生
と
の
同
居
は
、
自
分
の
精
神
と
肉
体
の
帰
属
先
を
得
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
た
。
ふ
っ
く
ら
し
て
き
た
子
君
の
身
体
は
そ
の
こ
と
に
対
す
る
幸
福
感

も
象
徴
し
て
い
よ
う
。
だ
が
、
涓
生
は
家
事
に
心
血
を
注
ぐ
子
君
に
対
し
て
、「
そ
ん

な
苦
労
ば
か
り
し
て
ち
ゃ
い
け
な
い
」⑩
と
忠
告
し
て
苛
立
ち
を
隠
さ
な
い
。
涓
生
に

し
て
み
れ
ば
、
子
君
は
い
つ
ま
で
も
「
宣
言
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
勇
敢
な
「
新

女
性
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
伝
統
的
社
会
に
お
け
る
人
妻
の
よ
う
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
子
君
の
個
性
や
価
値
基
準
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
二
人
の
恋
愛
か
ら
同
居
の
過
程
に
お
い
て
、
優
先
さ

れ
た
の
は
涓
生
と
い
う
男
性
で
あ
り
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
時
間
の
経
過
と
と
も
に

よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
ゆ
く
。
涓
生
の
理
想
こ
そ
が
二
人
の
理
想
と
い
う
風
に
、
涓
生

と
子
君
の
同
居
は
言
わ
ば
不
平
等
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ブ
を
基
礎
に
成
立
し
て

い
た
。

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ブ
に
つ
い
て
、
類
似
す
る
例
は
古
今
東
西
を
問
わ
ず
一
定

数
存
在
す
る
。
例
え
ば
、「
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」、「
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
・

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」⑪
な
ど
が
そ
れ
に
近
い
だ
ろ
う
。
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
・
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
と
は
、「
自
分
が
つ
く
り
あ
げ
た
も
の
を
崇
拝
す
る
と
い
う
一
種
の
ナ
ル
シ
シ
ズ

ム
の
表
象
」⑫
と
さ
れ
、男
性
が
女
性
に
対
し
母
親
な
ど
特
定
の
役
割
を
期
待
し
た
り
、

女
性
を
人
形
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
を
嗜
好
す
る
傾
向
を
い
う
。
女
性
ア
イ
ド
ル
の
熱

狂
的
フ
ァ
ン
の
心
理
も
そ
れ
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
。
中
国
に
お
い
て
は
、
周
作
人

が
士
大
夫
（
中
国
古
代
の
知
識
人
）
の
女
性
観
を
、「
順
調
な
時
に
は
女
性
を
粘
土
細
工

の
人
形
の
よ
う
に
弄
び
、
駄
目
に
な
る
と
家
を
破
壊
し
、
国
を
滅
ぼ
す
狐こ

狸り

精せ
い

」
と

論
じ
た
う
え
で
、
女
を
軽
蔑
し
な
が
ら
い
っ
ぽ
う
で
は
女
を
追
い
か
け
る
阿
Ｑ
を
こ

の
士
大
夫
と
重
ね
て
批
判
し
て
い
る⑬
。
涓
生
も
ま
た
、
理
想
の
枠
組
み
か
ら
子
君
が

逸
脱
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。

涓
生
の
よ
う
な
男
か
ら
連
想
さ
れ
る
の
が
「
人
形
の
家
」
の
ヘ
ル
メ
ル
で
あ
る
。

作
中
に
も
登
場
す
る
ヘ
ン
リ
ッ
ク
・
イ
プ
セ
ン
の
戯
曲
「
人
形
の
家
」（
一
八
七
九
年
）

は
、
妻
ノ
ラ
が
あ
る
日
突
然
覚
醒
し
て
、
自
分
が
夫
ヘ
ル
メ
ル
に
人
形
の
よ
う
に
扱

わ
れ
て
い
た
こ
と
に
絶
望
を
覚
え
、子
供
を
残
し
た
ま
ま
家
を
出
て
い
く
話
で
あ
る
。

中
国
に
お
い
て
は
、
一
九
一
八
年
六
月
に
胡
適
ら
に
よ
っ
て
『
新
青
年
』
に
翻
訳
発

表
さ
れ
て
以
降
、
大
い
に
流
行
し
た
。
知
識
人
青
年
層
を
中
心
に
ノ
ラ
は
自
立
し
た

女
性
の
象
徴
と
し
て
賛
美
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
涓
生
も
ノ
ラ
の
果
断
さ
を
賞
賛
す
る

話
を
子
君
に
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も
影
響
の
一
端
を
見
て
取
れ
る
。

「
傷
逝
」
執
筆
の
二
年
前
の
冬
、魯
迅
は
北
京
女
子
高
等
師
範
学
校
で
「
ノ
ラ
は
家

出
し
て
か
ら
ど
う
な
っ
た
か
」⑭
と
題
す
る
講
演
を
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
家
出
後

の
ノ
ラ
の
辿
る
運
命
が
堕
落
か
家
に
帰
る
か
の
二
つ
の
道
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
、
女
性
が
経
済
的
権
利
を
獲
得
す
る
必
要
性
が
説
か
れ
た
。
さ
ら
に
魯
迅
は

次
の
よ
う
に
付
言
し
た
。

人
生
で
最
も
苦
し
い
こ
と
は
、
夢
か
ら
醒
め
て
、
行
く
べ
き
道
が
な
い
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
夢
を
見
て
い
る
人
は
幸
福
で
す
。
も
し
行
く
べ
き
道
が
見
つ
か
ら

な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
を
呼
び
醒
ま
さ
な
い
で
や
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

…
…
も
し
道
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
に
は
、
私
た
ち
に
必
要
な
も
の
は
、
む
し

ろ
夢
な
の
で
あ
り
ま
す
。⑮

「
ノ
ラ
」
ブ
ー
ム
の
た
だ
な
か
、女
学
生
た
ち
が
周
到
な
準
備
も
せ
ぬ
ま
ま
家
を
出

る
こ
と
を
魯
迅
は
憂
慮
し
た
の
だ
ろ
う
。
ノ
ラ
に
待
ち
受
け
る
厳
し
い
運
命
を
語
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
女
学
生
た
ち
の
眼
を
現
実
へ
と
向
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
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と
こ
ろ
で
、
魯
迅
と
親
交
が
あ
っ
た
許
欽
文
（
一
八
九
七
〜
一
九
八
四
）
の
短
編
小

説
「
理
想
の
伴
侶
」（
一
九
二
三
年
）
に
も
ま
た
、
知
識
人
青
年
が
婚
姻
や
伴
侶
に
幻

想
を
抱
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
伴
侶
と
な
る
女
性
が
「
新
女
子
」
で
あ
る
こ
と

を
求
め
る
「
我
」
は
、
具
体
的
な
条
件
と
し
て
、
ダ
ン
ス
、
歌
、
ピ
ア
ノ
が
で
き
る

こ
と
、
そ
の
前
提
と
し
て
美
し
く
あ
で
や
か
で
し
と
や
か
な
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

女
性
の
経
済
的
権
利
へ
の
干
渉
を
許
さ
ず
、
完
全
に
新
式
か
あ
る
い
は
旧
式
の
女
子

を
求
め
る
な
ど
、そ
の
条
件
は
際
限
が
な
い
。
翌
年
、魯
迅
は
同
作
品
に
擬
し
て
「
幸

福
な
家
庭
」
を
執
筆
し
た
が
、
そ
こ
で
も
や
は
り
物
書
き
の
男
が
女
性
に
事
細
か
な

理
想
を
抱
い
て
い
る
。
両
作
品
の
知
識
人
青
年
に
共
通
す
る
の
は
、
女
性
に
対
し
て

教
養
を
求
め
、
極
端
で
自
分
本
位
な
理
想
を
抱
い
て
い
る
点
だ
ろ
う
。
ほ
ぼ
同
時
期

に
描
か
れ
た
「
傷
逝
」
の
涓
生
に
も
同
様
に
、
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
一
面
が
う
か

が
え
る
。

さ
て
、
金
銭
問
題
は
、
涓
生
と
子
君
の
関
係
に
修
復
し
が
た
い
深
い
傷
を
残
す
。

同
居
の
た
め
の
部
屋
を
よ
う
や
く
借
り
る
と
、
子
君
が
自
分
の
金
の
指
輪
と
イ
ヤ
リ

ン
グ
を
手
放
し
て
生
活
費
を
工
面
し
た
。
こ
の
時
、
涓
生
は
こ
れ
を
子
君
の
「
新
女

性
」
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
と
解
釈
し
た
。
実
際
に
、
そ
の
宝
飾
品
は
実
家
が
子
君
に

与
え
た
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
手
放
す
こ
と
に
よ
っ
て
子
君
も
旧
社
会
と

の
訣
別
の
意
思
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
人

に
と
っ
て
お
金
が
不
足
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
涓
生
の
解
雇
に
よ
っ
て
ま
す

ま
す
困
窮
を
極
め
る
と
、
子
君
は
以
前
の
よ
う
に
雑
談
も
読
書
も
し
な
く
な
り
、
ひ

た
す
ら
家
事
に
没
頭
す
る
よ
う
に
な
る
。
い
っ
ぽ
う
、
涓
生
は
あ
く
ま
で
も
精
神
的

豊
か
さ
を
希
求
す
る
の
だ
が
、
一
向
に
改
善
し
な
い
現
状
に
苛
立
ち
を
覚
え
て
日
々

を
過
ご
す
う
ち
、次
第
に
子
君
が
い
な
く
な
る
こ
と
を
夢
想
す
る
よ
う
に
な
る
。「
私

は
自
分
一
人
な
ら
、
何
も
生
活
に
は
困
ら
ぬ
。
非
妥
協
の
性
格
の
た
め
、
も
と
も
と

親
戚
縁
者
と
も
つ
き
あ
わ
ず
、
引
越
し
て
か
ら
は
一
切
の
旧
知
と
も
疎
遠
に
な
っ
て

い
る
が
、
一
端
飛
躍
し
さ
え
す
れ
ば
、
生
き
る
道
は
ま
だ
ま
だ
広
い
」⑯
と
。
金
銭
問

題
は
、
若
い
二
人
の
愛
情
や
理
想
を
徹
底
的
に
打
ち
砕
い
て
し
ま
う
。

四　

曖
昧
か
ら
明
瞭
へ

子
君
は
、
愛
犬
阿
随
を
捨
て
る
と
い
う
涓
生
の
残
酷
な
一
面
を
目
の
当
た
り
に
し

て
か
ら
、
寮
時
代
の
恋
愛
話
を
笑
顔
で
復
習
し
始
め
る
。
一
見
穏
や
か
な
子
君
の
顔

に
は
、「
絶
え
ず
恐
怖
の
影
が
か
す
め
て
い
た
」⑰
と
い
う
。
子
君
は
ど
う
し
て
そ
の
よ

う
に
怯
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
同
時
代
の
女
性
の
な
か
で
も
、
特
に
子

君
と
同
じ
若
い
世
代
の
女
性
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
そ
の
理
由
を

考
察
す
る
。

「
傷
逝
」
が
書
か
れ
た
一
九
二
五
年
前
後
、
一
般
に
、
女
性
は
一
定
の
年
齢
に
な
れ

ば
生
家
を
出
て
他
家
に
嫁
ぎ
、
子
孫
を
産
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
宗
族
と
い
っ
た

「
家
」
を
中
心
と
す
る
旧
来
の
考
え
方
が
根
強
く
残
る
時
代
で
あ
る
。
先
述
し
た
通

り
、
女
学
生
風
の
恰
好
を
し
た
子
君
は
、
自
分
の
意
思
で
自
由
に
行
動
し
て
お
り
、

生
家
に
も
婚
家
に
も
属
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
近
代
女
子
教
育
の
普
及
に
よ
っ

て
、
少
女
た
ち
は
女
学
校
と
い
う
新
た
な
行
先
を
獲
得
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
こ
と

は
子
君
に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
民
国
期
の
女
学
生
に
つ
い
て
、
濱
田
麻
矢
氏
の
「
女
学
生
叙
事
」
に
関

す
る
研
究⑱
を
参
照
し
て
み
よ
う
。
濱
田
氏
は
、
本
田
和
子
氏
の
日
本
の
女
学
生
に
関

す
る
研
究
、『
女
学
生
の
系
譜

―
彩
色
さ
れ
る
明
治
』（
青
土
社
、
一
九
九
〇
年
）
を

参
照
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

職
業
に
は
直
接
結
び
つ
い
て
い
な
い
（
働
く
と
い
う
進
路
は
あ
い
ま
い
に
閉
ざ
さ
れ

て
い
る
）
高
等
女
學
校
は
、「
女
學
生
」
を
具
體
的
な
未
來
か
ら
切
り
離
し
、
幼

女
と
人
妻
の
閒
の
時
閒
を
生
き
る
宙
づ
り
の
存
在
に
し
た
。
そ
の
枠
組
み
は
民

國
期
の
女
學
生
に
も
ほ
ぼ
當
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。⑲
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さ
ら
に
、「
女
学
生
叙
事
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
次
の
四
点
を
挙

げ
る
。（
一
）近
代
的
な
教
育
を
受
け
て
い
る
。
五
四
以
降
の
新
思
想
の
洗
礼
を
受
け
、

そ
れ
を
内
在
化
し
て
い
る
女
性
、（
二
）
成
熟
し
た
、
妊
娠
可
能
な
身
体
を
持
っ
て
い

る
、（
三
）
安
定
し
た
モ
ノ
ガ
ミ
ッ
ク
（
排
他
的
な
一
対
一
対
応
の
）
な
恋
愛
関
係
を
結

ん
で
い
な
い
。
女
学
生
は
「
宙
づ
り
」
に
さ
れ
た
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。

女
学
生
叙
事
の
女
学
生
は
、
精
神
面
で
も
身
体
面
で
も
安
定
し
た
帰
属
先
を
持
っ
て

い
な
い
、（
四
）
自
分
の
将
来
は
自
分
で
決
め
る
べ
き
も
の
と
い
う
理
想
を
持
っ
て
い

る
。
新
思
想
を
学
ん
だ
女
学
生
は
、
家
長
の
決
め
た
婚
姻
に
逆
ら
い
、
自
分
の
結
婚

や
職
業
を
自
分
で
決
め
よ
う
と
考
え
る
。
そ
の
う
え
で
濱
田
氏
は
、「
女
学
生
叙
事
」

を
「
近
代
教
育
を
受
け
て
は
い
る
が
（
受
け
て
い
る
が
ゆ
え
に
）、自
分
の
頭
腦
と
身
體

を
ど
う
行
使
す
る
か
決
め
か
ね
て
い
る
、
極
め
て
危
う
い
少
女
た
ち
を
描
く
も
の
」

と
定
義
し
た
。

子
君
は
こ
の
「
女
学
生
叙
事
」
の
特
徴
に
部
分
的
に
符
合
し
て
い
よ
う
。
涓
生
へ

の
愛
、新
思
想
へ
の
憧
れ
ゆ
え
に
自
ら
「
宣
言
」
を
し
た
が
、涓
生
と
の
同
居
に
よ
っ

て
安
定
し
た
帰
属
先
を
手
に
入
れ
る
と
、
あ
た
か
も
人
妻
の
よ
う
に
生
き
よ
う
と
す

る
。
い
っ
ぽ
う
、
涓
生
は
封
建
社
会
か
ら
の
完
全
な
脱
却
を
望
み
、
子
君
に
勇
敢
な

「
新
女
性
」
像
を
重
ね
な
が
ら
、自
ら
が
理
想
と
す
る
「
愛
」
と
「
新
生
の
道
」
を
模

索
す
る
も
、子
君
と
で
は
そ
れ
が
叶
い
難
い
こ
と
を
悟
る
。
子
君
が
本
質
的
に
は「
旧

式
」
の
女
性
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
子
君
は
、
女
学
生
よ

り
一
層
曖
昧
な
時
間
を
生
き
る
、
そ
の
存
在
す
ら
危
う
い
女
性
で
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
。涓

生
は
、「
新
し
い
希
望
は
、
二
人
が
別
れ
る
こ
と
に
し
か
な
い
、
彼
女
は
断
乎
と

し
て
出
て
行
く
べ
き
だ
」⑳
と
の
結
論
に
達
し
て
、
子
君
に
も
う
愛
し
て
い
な
い
と
い

う
「
真
実
」
を
告
げ
た
。
そ
の
時
の
子
君
の
表
情
を
涓
生
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。

彼
女
は
、
顔
が
サ
ッ
と
土
色
に
な
り
、
死
人
の
よ
う
に
な
っ
た
。
が
、
た
ち
ま

ち
ま
た
生
気
が
よ
み
が
え
り
、
あ
ど
け
な
い
キ
ラ
キ
ラ
し
た
光
が
そ
の
眼
か
ら

ほ
と
ば
し
っ
た
。
そ
の
光
は
、
飢
え
渇
え
た
子
ど
も
が
母
の
慈
悲
を
さ
が
し
求

め
る
よ
う
に
、
四
方
に
向
か
っ
て
注
が
れ
た
。
だ
が
、
空
中
を
さ
が
し
求
め
た

だ
け
で
、
私
の
眼
を
ビ
ク
ビ
ク
し
な
が
ら
避
け
て
し
ま
っ
た
。㉑

子
君
の
表
情
は
彼
女
の
生
と
死
を
象
徴
し
て
い
よ
う
。
子
君
に
と
っ
て
、
涓
生
の
愛

情
の
有
無
は
自
ら
の
運
命
を
左
右
す
る
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
だ
が
、
子
君

が
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
か
定
か
で
は
な
い
。
子
君
の
場
合
、
新
思
想
や
知
識

を
授
け
て
く
れ
る
涓
生
へ
の
憧
れ
が
愛
情
へ
と
発
展
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
宣

言
」
を
経
て
同
居
を
果
た
し
た
も
の
の
、
涓
生
が
求
め
る
よ
う
な
「
新
女
性
」
を
演

じ
続
け
る
の
に
十
分
な
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る

な
ら
ば
、気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
高
い
。「
生
」
へ
の
渇
望
と
い
う
人
間
の

本
能
が
、
彼
女
を
し
て
涓
生
の
な
か
に
自
分
へ
の
愛
情
の
片
鱗
を
探
さ
せ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
他
方
、
涓
生
は
、
二
人
の
関
係
に
軋
み
が
生
じ
始
め
る
と
、
わ
り
と
早

い
段
階
か
ら
幾
度
も
彼
女
の
「
死
」
を
想
像
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、

二
人
の
同
居
が
涓
生
と
い
う
権
力
の
も
と
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ

う
。
自
身
が
告
げ
る
「
真
実
」
が
子
君
に
と
っ
て
如
何
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
か
、

恐
ら
く
涓
生
は
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
告
げ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
慎
重
に
探
り

な
が
ら
、
最
終
的
に
子
君
に
「
真
実
」
を
告
げ
た
。

こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
子
君
が
命
を
落
と
す
と
い
う
悲
劇
は
、
本
人
の
意

思
決
定
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
丸
尾
常
喜
氏
の
『
魯
迅

―
「
人
」「
鬼
」
の
葛
藤
』㉒
に
よ
れ
ば
、「
傷
逝
」
の
時
代
、「
女
性
は
他
家
に
嫁
す

べ
き
存
在
で
あ
り
、
生
家
で
死
ん
で
も
そ
の
祖
墳
に
埋
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
」㉓
の

で
あ
り
、
彼
女
ら
の
遺
体
は
葬
式
ら
し
い
葬
式
も
な
く
無
縁
の
共
同
墓
地
な
ど
に
葬

ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
中
国
の
伝
統
的
な
死
生
観
を
背
景
に
持
つ
こ
の
よ
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う
な
女
性
の
状
況
は
、
寡
婦
祥
林
嫂
が
死
後
を
案
じ
る
話
に
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
恋
愛
中
だ
っ
た
子
君
が
そ
の
よ
う
な
現
実
を
想
像
し
え
た
か
た
と
言
え
ば

疑
問
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
恐
ろ
し
く
て
「
宣
言
」
な
ど
で
き
な
か
っ
た
だ

ろ
う
か
ら
。「
盲
目
的
な
愛
情
」
が
少
女
を
か
り
そ
め
の
「
新
女
性
」
に
仕
立
て
た
の

だ
ろ
う
。
吉
兆
胡
同
の
一
室
を
一
歩
外
に
出
れ
ば
、
そ
こ
に
は
旧
態
依
然
た
る
社
会

が
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
涓
生
が
繰
り
返
し
子
君
に
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
二

人
が
存
続
す
る
た
め
に
は
日
々
手
を
携
え
て
「
新
生
の
道
」
を
開
拓
し
続
け
る
し
か

方
法
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
子
君
と
で
は
不
可
能
だ
と
悟
っ
た
涓
生
は
、
一
方
的
に

子
君
に
別
離
を
切
り
出
す
の
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
も
過
ぎ

る
涓
生
の
行
為
は
、
祥
林
嫂
が
魯
鎮
の
宗
教
と
モ
ラ
ル
に
よ
っ
て
共
同
体
の
外
に
排

除
さ
れ
た㉔
の
と
同
じ
論
理
だ
ろ
う
。
子
君
と
祥
林
嫂
は
と
も
に
身
を
滅
ぼ
す
運
命
を

辿
る
が
、
子
君
が
自
ら
の
意
思
で
旧
社
会
を
飛
び
出
し
た
点
で
異
な
る
。
そ
し
て
、

再
び
涓
生
と
い
う
権
力
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
子
君
の
悲
劇
は
こ
こ
に

あ
る
。

冬
か
ら
春
に
移
る
こ
ろ
、
子
君
は
突
如
父
親
に
連
れ
て
行
か
れ
る
。
テ
ー
ブ
ル
の

上
に
わ
ず
か
の
食
糧
と
調
味
料
、
銅
貨
数
十
枚
を
置
い
て
。
二
人
の
生
活
資
源
の
す

べ
て
を
子
君
が
自
分
に
残
し
て
く
れ
た
と
涓
生
は
感
謝
す
る
。
の
ち
に
、
涓
生
は
職

を
求
め
て
知
人
の
官
吏
宅
を
訪
問
し
た
際
、
子
君
が
死
ん
だ
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
。

こ
の
時
、
涓
生
は
子
君
に
与
え
た
「
真
実
」
が
彼
女
に
愛
な
き
人
々
の
間
で
死
ぬ
こ

と
、
彼
女
が
歩
む
道
の
先
に
は
「
墓
標
さ
え
な
い
墓
」
が
待
ち
受
け
て
い
る
こ
と
に

は
っ
き
り
と
気
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
涓
生
は
「
新
し
い
生
命
の
道
」
へ
踏
み

込
む
べ
く
、
自
ら
の
悔
恨
と
悲
哀
を
綴
り
始
め
る
。

亡
魂
な
る
も
の
、
地
獄
な
る
も
の
が
、
真
に
あ
れ
ば
と
私
は
思
う
。
そ
れ
が

あ
れ
ば
、
た
と
い
妖
風
の
怒
り
狂
う
中
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
子
君
を
さ
が
し
求

め
、
そ
の
面
前
で
私
の
悔
恨
と
悲
哀
と
を
打
ち
あ
け
て
、
彼
女
の
ゆ
る
し
を
願

う
だ
ろ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
地
獄
の
毒
火
が
私
を
包
囲
し
、
私
の
悔
恨
と
悲

哀
と
を
猛
然
と
焼
き
つ
く
す
だ
ろ
う
。㉕

子
君
の
愛
情
は
、
皮
肉
に
も
そ
の
死
に
よ
っ
て
崇
高
さ
を
帯
び
、
涓
生
の
人
格
を

陶
冶
し
た
と
言
え
よ
う
。
悔
恨
、
悲
哀
を
描
く
の
に
、
涓
生
が
手
紙
で
は
な
く
、
よ

り
公
開
度
が
高
い
手
記
形
式
を
選
択
し
た
理
由
は
、
自
身
の
判
断
の
正
当
性
を
表
明

し
た
か
っ
た
か
ら
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
、
ど
の
よ
う
な
執
筆
動
機
に
か
か

わ
ら
ず
、
涓
生
が
子
君
と
の
歩
み
を
反
芻
し
、
そ
れ
を
記
す
行
為
に
よ
っ
て
、
贖
罪

の
み
な
ら
ず
、子
君
が
確
か
に
生
き
た
証
を
彼
は
胸
に
刻
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に

―
子
君
の
イ
メ
ー
ジ

以
上
、
本
エ
ッ
セ
イ
で
は
、「
涓
生
の
手
記
」
を
読
み
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
君

と
い
う
女
性
の
輪
郭
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
を
試
み
た
。そ
の
直
接
の
動
機
は
、

有
志
で
魯
迅
小
説
を
読
む
機
会
に
恵
ま
れ
て
、
私
が
女
性
像
の
担
当
に
な
っ
た
こ
と

に
よ
る
。
個
人
的
に
も
以
前
よ
り
気
に
な
っ
て
い
た
子
君
と
い
う
女
性
と
向
き
合
え

た
こ
と
は
幸
い
だ
っ
た
。
こ
の
経
験
は
今
後
授
講
生
と
の
議
論
を
一
層
盛
り
上
げ
て

く
れ
る
だ
ろ
う
。
本
エ
ッ
セ
イ
で
も
見
て
き
た
通
り
、「
傷
逝
」
に
は
恋
愛
を
背
景
と

す
る
子
君
の
悲
劇
が
描
か
れ
て
い
る
。
自
我
を
有
し
、
愛
を
知
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て

女
性
が
破
滅
す
る
話
は
、
現
代
に
生
き
る
わ
た
し
達
に
も
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
響

い
て
く
る
。
手
記
の
な
か
で
曖
昧
な
ま
ま
埋
も
れ
て
ゆ
く
子
君
を
掘
り
起
こ
す
過
程

は
、「
傷
逝
」
が
持
つ
今
日
的
意
義
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
見
つ
め
直
す
作
業
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
。

「
涓
生
の
手
記
」
に
は
、二
人
の
出
会
い
や
子
君
の
生
家
な
ど
の
細
か
い
デ
ィ
テ
ー

ル
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
手
記
形
式
に
よ
る
独
白
は
、
描
く
対
象
を
取
捨
選
択
す
る

の
に
都
合
が
良
く
、ナ
ル
シ
ス
ト
な
涓
生
に
と
っ
て
理
に
適
っ
た
文
体
だ
と
言
え
る
。



三
五

少
女
か
ら
母
へ

―
「
傷
逝

―
涓
生
の
手
記
」
を
読
む

1605

食
事
や
性
愛
な
ど
世
俗
的
対
象
の
描
写
を
注
意
深
く
回
避
し
な
が
ら
、「
愛
」
や
「
新

生
の
道
」
を
中
心
に
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
涓
生
は
自
ら
の
魂
の
崇
高
さ
を
際

立
た
せ
よ
う
と
し
た
。
封
建
的
な
空
気
が
依
然
と
残
る
当
時
に
あ
っ
て
、
子
君
は
不

幸
に
も
命
を
落
と
す
が
、
涓
生
の
手
記
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
確
か
な

存
在
と
し
て
人
々
に
記
憶
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
傷
逝
」
は
悲
劇

と
し
て
だ
け
で
な
く
、
子
君
と
い
う
女
性
の
確
か
な
「
愛
」
と
「
生
」
を
背
景
と
し

た
恋
愛
小
説
と
し
て
も
読
め
る
。

涓
生
に
も
う
愛
し
て
い
な
い
と
い
う
「
真
実
」
を
知
ら
さ
れ
た
子
君
。
彼
女
の
衝

撃
た
る
や
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
父
親
に
連
れ
て
行
か
れ
る
際
、
食
糧
と
銅

貨
数
十
枚
を
テ
ー
ブ
ル
に
置
い
て
お
い
た
。
こ
れ
を
子
君
に
お
け
る
涓
生
へ
の
当
て

つ
け
と
み
る
議
論
も
確
か
に
存
在
す
る
が
、「
彼
女
は
、
は
じ
め
か
ら
終
り
ま
で
、
僕

が
少
し
で
も
長
く
生
活
で
き
る
よ
う
に
と
希
望
し
て
く
れ
た
」㉖
と
涓
生
は
記
し
て
、

子
君
か
ら
母
性
に
も
似
た
無
償
の
愛
情
を
見
出
し
て
い
る
。
同
居
後
に
丸
み
を
帯
び

始
め
る
子
君
の
身
体
は
、
幸
福
感
の
み
な
ら
ず
、
母
性
も
象
徴
し
て
い
よ
う
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
涓
生
の
人
格
を
陶
冶
し
た
。
私
が
興
味
を
覚
え
た
の
も
そ
う
し
た
子
君

に
み
る
「
母
」
の
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

自
ら
の
決
定
に
よ
っ
て
結
果
的
に
子
君
は
身
を
滅
ぼ
す
が
、
彼
女
の
魂
は
そ
の
イ

メ
ー
ジ
と
と
も
に
時
を
越
え
て
静
か
に
生
き
続
け
る
だ
ろ
う
。
二
人
の
魂
が
救
わ
れ

る
日
は
い
つ
か
訪
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
涓
生
が
手
記
に
悔
恨
や
悲
哀
を
綴
る
意
義
は

小
さ
く
な
い
。「
傷
逝
」
は
、
中
国
が
近
代
の
歩
み
を
加
速
さ
せ
る
な
か
、
自
我
を
獲

得
し
た
が
ゆ
え
に
、
曖
昧
な
存
在
と
し
て
生
き
た
女
性
の
姿
を
示
す
文
学
テ
ク
ス
ト

と
し
て
こ
れ
か
ら
も
読
み
続
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

注①　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
二
六
頁
。

②　

日
本
に
お
け
る
先
行
研
究
の
ご
く
一
部
を
挙
げ
る
。
丸
山
昇「『
傷
逝
』札
記
」（『
中

哲
文
学
会
報
』
第
六
号
、一
九
八
一
年
）、北
岡
正
子
「
虚
言
世
界
へ
の
「
イ
ニ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
」

―
「
傷
逝
」
の
物
語
内
容
」、（『
お
茶
の
水
大
学
中
国
文
学
会
報
』
第
六

号
、
一
九
八
七
年
）、
中
井
政
喜
「『
傷
逝
』
に
関
す
る
覚
書
」（『
言
語
文
化
論
集
』
第

九
巻
一
号
、
一
九
八
七
年
）、
中
里
見
敬
「
魯
迅
「
傷
逝
」
に
至
る
回
想
形
式
の
軌
跡

―
獨
白
と
自
由
間
接
話
法
を
中
心
に
」（『
日
本
中
國
學
会
報
』第
四
六
集
、一
九
九
四

年
）、永
井
英
美「
魯
迅「
傷
逝
」論
」（『
野
草
』第
六
八
、第
六
九
号
、二
〇
〇
一
、
〇
二

年
）、
湯
山
ト
ミ
子
「
魯
迅
‘
生
と
性
’
の
軌
跡

―
「
長
明
灯
」
か
ら
「
孤
独
者
」、

「
傷
逝
」
へ
」（『
成
蹊
法
学
』
第
七
九
号
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
。
新
し
い
も
の
に
、

谷
行
博
「
魯
迅
と
涓
生

―
「
傷
逝
」
に
お
け
る
陶
淵
明
（
一
）」（『
幻
境
』
創
刊
號
、

二
〇
一
八
年
）
が
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、中
国
に
は
膨
大
な
数
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
中

国
学
術
論
文
検
索
サ
イ
ト
「
中
国
知
網
」
に
タ
イ
ト
ル
を
入
力
す
る
だ
け
で
一
〇
六
四

篇
の
論
文
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。
子
君
に
関
す
る
最
近
の
も
の
に
、孫
慈
姗
「
被
書
写
者
的

命
運

―
従
子
君
形
象
看
『
傷
逝
』
対
書
写
行
為
的
反
思
」『
新
文
学
評
論
』
二
〇
一
九

年
六
月
）
が
あ
る
。

③　

本
エ
ッ
セ
イ
は
、
二
〇
一
七
年
三
月
六
日
、
中
国
語
圏
人
文
学
研
究
会
（「
魯
迅
再

読  

魯
迅
の
描
く
人
物
像
か
ら
「
近
代
」
を
探
る
」、
於
立
命
館
大
学
）
に
て
行
っ
た

口
頭
発
表
を
も
と
に
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
の
拙
い
発
表
に
対
し
て
、代
田

智
明
氏
、
永
井
英
美
氏
、
宇
野
木
洋
氏
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
。
心
よ
り
御
礼

申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
本
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
筆
者
の
勤
務
校
で
の
授
業
内
容
を
含
む
こ

と
を
申
し
添
え
て
お
く
。

④　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
二
六
頁
。

⑤　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
二
八
頁
。

⑥　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
二
九-

一
三
〇
頁
。
藤
井
省
三
「
魯
迅
恋
愛
小
説
に
お

け
る
空
白
の
意
匠

―
「
愛
と
死
（
原
題 

： 

傷
逝
）」
と
森
鴎
外
「
舞
姫
」
と
の
比
較

研
究
」（『
東
方
学
』
第
百
二
五
号
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

⑦　

藤
井
省
三
「
魯
迅
恋
愛
小
説
に
お
け
る
空
白
の
意
匠

―
「
愛
と
死
（
原
題 

： 

傷

逝
）」
と
森
鴎
外
「
舞
姫
」
と
の
比
較
研
究
」（
前
掲
）、
一
〇
頁
。

⑧　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
二
九
頁
。

⑨　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
三
〇
頁
。

⑩　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
三
三
頁
。

⑪　

ダ
ン
・
カ
イ
リ
著
、
小
此
木
啓
吾
訳
『
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

―
な
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ぜ
、
彼
ら
は
大
人
に
な
れ
な
い
の
か
』（
祥
伝
社
、
一
九
八
四
年
）、
小
野
俊
太
郎
『
ピ

グ
マ
リ
オ
ン
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

―
プ
リ
テ
ィ
・
ウ
ー
マ
ン
の
系
譜
』（
あ
り
な
書

房
、
一
九
九
七
年
）。

⑫　

小
野
俊
太
郎
『
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

―
プ
リ
テ
ィ
・
ウ
ー
マ
ン
の

系
譜
』（
前
掲
）、
一
三
頁
。

⑬　

周
遐
寿
「
吶
喊
衍
義
・
五
一
恋
愛
的
悲
劇
」（『
魯
迅
小
説
裏
的
人
物
』
上
海
出
版
公

司
、
一
九
五
四
年
）
七
九-

八
〇
頁
。

⑭　

魯
迅
「
娜
拉
走
後
怎
様
」
北
京
女
子
高
等
師
範
学
校
『
文
藝
会
刊
』
第
六
期
、

一
九
二
四
年
初
出
。
の
ち
に
『
婦
女
雑
誌
』（
第
十
巻
第
八
号
一
九
二
四
年
八
月
）
に

転
載
。『
魯
迅
選
集
』
第
五
巻
、
所
収
。

⑮　
『
魯
迅
選
集
』
第
五
巻
、
一
三
〇
頁
。

⑯　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
三
八
頁
。

⑰　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
四
〇
頁
。

⑱　

濱
田
麻
矢
「
女
學
生
だ
っ
た
わ
た
し

―
張
愛
玲
『
同
學
少
年
都
不
賤
』
に
お
け
る

回
想
の
敍
事
」 （『
日
本
中
國
學
会
報
』
第
六
四
集
、二
〇
一
二
年
）、二
八
三
‐
二
九
八

頁
。

⑲　

濱
田
麻
矢
「
女
學
生
だ
っ
た
わ
た
し

―
張
愛
玲
『
同
學
少
年
都
不
賤
』
に
お
け
る

回
想
の
敍
事
」（
前
掲
）、
二
八
六
‐
二
八
七
頁
。

⑳　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
四
一
頁
。

㉑　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
四
三
頁
。

㉒　

丸
尾
常
喜
著
『
魯
迅

―
「
人
」「
鬼
」
の
葛
藤
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）。

㉓　

丸
尾
常
喜
著
『
魯
迅

―
「
人
」「
鬼
」
の
葛
藤
』（
前
掲
）、
二
六
一
頁
。

㉔　

丸
尾
常
喜
著
『
魯
迅

―
「
人
」「
鬼
」
の
葛
藤
』（
前
掲
）、
二
五
六
頁
。

㉕　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
四
九
頁
。

㉖　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
四
六
頁
。

（
北
九
州
市
立
大
学
准
教
授
）


