
比
類
の
な
い
巧
み
な
群
衆
描
写
と
、
例
え
ば
、「
世
界
の
実
行
力
の
中
心
点

は
黄
色
人
種
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
」（「
二
八
」）
な
ど
の
よ
う
に
危
う

い
記
述
と
の
評
価
軸
の
間
で
多
く
の
批
評
の
栄
に
浴
し
て
来
た
「
上
海１

）
」（
昭

和
三
年
十
一
月
〜
六
年
十
一
月
、『
改
造
』）
は
、
し
か
し
、
そ
れ
が
仮
令
作
者
横

光
に
対
し
て
好
意
的
な
読
み
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
内
容
的
・
構
造
的
批
判
を

微
塵
も
随
伴
し
な
い
も
の
は
、
ほ
ぼ
絶
無
で
あ
っ
た
。

新
感
覚
派
的
描
写
法
の
達
成
、
否
そ
の
終
局
、
発
表
状
況
の
複
雑
さ
と
改
稿

の
問
題２

）
、「

〜

小
説
」
と
の
呼
称
の
付
与
の
困
難
性
、「
機
械
」（
昭
和
五
年
九

月
、『
改
造
』）
に
顕
在
化
す
る
自
意
識
点
描
の
萌
芽
、
史
実
と
の
一
致
と
不
一

致３
）

な
ど
、
様
々
な
問
題
を
論
者
に
吐
露
さ
せ
つ
つ
も
、
そ
こ
に
非
難
の
要
素
を

含
ま
せ
る
事
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、「
上
海
」
は
、
前
記
評
価
の

揺
れ
を
前
景
化
さ
せ
る
事
に
よ
り
、
読
者
を
多
く
「
論
ず
る
」
と
い
う
場
に
引

き
出
し
て
来
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
主
要
登
場
人
物
の
造
型
分
析
に
軸
心
を
置
き
つ
つ
、
先

行
研
究
が
言
及
し
て
い
な
い
諸
要
素
に
つ
い
て
も
、
可
能
な
限
り
述
べ
て
行
き

た
い
。

一

確
証
は
得
ら
れ
な
い
も
の
の
、
中
心
人
物
は
、
恐
ら
く
参
木
だ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
参
木
と
作
者
横
光
と
が
ほ
ぼ
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
と
の
見
解４

）
は
、
や
や

性
急
な
結
論
に
思
え
、
安
易
に
肯
定
出
来
な
い
。

参
木
の
特
性
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
だ
ん
だ
ん
と
死
の
魅
力
に

牽
か
れ
て
い
」
き
、「
一
日
に
一
度
、
冗
談
に
せ
よ
、
必
ず
死
ぬ
方
法
を
考
へ
」

（「
一
」）
て
い
る
人
物
だ
と
い
う
事
で
あ
る
。
人
生
の
中
に
積
極
的
に
生
き
る

目
的
を
見
出
せ
ず
、「

俺
の
生
き
て
ゐ
る
の
は
、
孝
行
な
の
だ
。
俺
の
身

体
は
親
の
身
体
だ
、
親
の
。
俺
は
何
ん
に
も
知
る
も
の
か
。

」（「
一
」）

異
郷
で
の
彷
徨

「
上
海
」
の
一
解
法

中

川

智

寛
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と
ま
で
割
り
切
っ
て
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
参
木
の
思
考
形
態
は
、
作
中

で
ほ
ぼ
一
貫
さ
れ
て
い
る
と
見
る
事
が
出
来
、
物
語
全
体
に
退
廃
的
な
気
配
を

充
溢
さ
せ
る
の
に
寄
与
し
て
い
る
（
も
っ
と
も
、「
死
に
た
い
」
と
い
う
言
葉
は
、

参
木
の
影
響
を
受
け
て
か
、
お
柳
が
発
話
す
る
箇
所
も
あ
る
）。

ト
ル
コ
風
呂
（
原
文
通
り
）
の
店
主
お
柳
は
、
ど
こ
か
参
木
の
事
が
気
に
入

っ
て
い
る
様
子
で
も
あ
る
が
、
参
木
は
、「
ま
だ
一
度
も
お
柳
の
誘
ひ
を
赦
し

た
こ
と
が
な
い
」（「
三
」）。
一
方
、
お
杉
の
事
は
参
木
自
身
、
か
な
り
心
配
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
お
杉
に
対
し
て
も
、「
参
木
は
前
を
行
く
彼
女

の
身
体
に
手
が
延
び
さ
う
な
危
険
を
感
じ
」（「
一
〇
」）
る
と
、
お
杉
を
一
人

で
先
に
帰
ら
せ
る
な
ど
し
て
自
ら
の
身
を
律
し
て
お
り
、
あ
る
意
味
で
潔
癖
で

あ
る
と
言
え
る
。

当
初
勤
め
て
い
た
「
常
緑
銀
行
」
を
専
務
と
の
確
執
に
よ
り
馘
首
さ
れ
た
後
、

高
重
の
紹
介
に
よ
っ
て
「
東
洋
綿
糸
会
社
の
取
引
部
」
に
再
就
職
す
る
（「
一

九
」）。
あ
る
日
、
工
場
を
高
重
に
案
内
さ
れ
て
い
た
参
木
は
、
そ
こ
で
芳
秋
蘭

を
見
付
け
、
彼
女
に
つ
い
て
高
重
か
ら
説
明
を
受
け
る
。
そ
の
後
の
、
次
の
よ

う
な
記
述
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

参
木
は
そ
の
逆
巻
く
棉
に
と
り
巻
か
れ
る
と
、
い
つ
も
の
や
う
に
思
ふ

の
だ
。

生
産
の
た
め
の
工
業
か
、
消
費
の
た
め
の
工
業
か
、
と
。
さ

う
し
て
、
参
木
の
思
想
は
、
そ
の
二
つ
の
廻
転
す
る
動
力
の
間
で
、
へ
た

ば
つ
た
蛾
の
や
う
に
、
の
た
打
つ
の
だ
。（「
二
三
」）

単
に
退
廃
的
・
虚
無
的
と
見
え
て
い
た
参
木
の
胸
に
、
資
本
主
義
経
済
の
構

造
へ
の
深
い
懐
疑
の
念
が
封
じ
ら
れ
て
い
た
事
が
分
か
る
。
こ
こ
で
、
参
木
は
、

「
支
那
（
原
文
通
り
｜
中
川
注
、
以
下
同
様
）
の
工
人
に
は
同
情
を
持
」
ち
つ
つ

も
、「
埋
蔵
さ
れ
た
原
料
を
発
掘
す
る
」
事
の
優
先
性
を
思
う
。
一
方
、「
工
人

達
」
の
「
反
抗
」
も
あ
り
得
る
と
考
え
て
い
て
、
冷
静
な
視
点
も
持
ち
合
わ
せ

て
い
る
。

ま
た
、
参
木
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
思
考
を
体
現
す
る
人
物
と
い

う
点
に
お
い
て
も
、
非
難
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
以
下
の
よ

う
な
記
述
。

彼
は
自
分
の
身
体
が
、
母
の
体
内
か
ら
流
れ
出
る
光
景
と
同
時
に
、
彼
の

今
歩
き
つ
つ
あ
る
光
景
を
考
へ
た
。
そ
の
二
つ
の
光
景
の
間
を
流
れ
た
彼

の
時
間
は
、
そ
れ
は
日
本
の
肉
体
の
時
間
に
ち
が
ひ
な
い
の
だ
。
そ
し
て

恐
ら
く
こ
れ
か
ら
も
。
し
か
し
、
彼
は
彼
自
身
の
心
が
肉
体
か
ら
放
れ
て

自
由
に
彼
に
母
国
を
忘
れ
し
め
よ
う
と
す
る
企
て
を
、
ど
う
す
る
こ
と
が

出
来
る
で
あ
ら
う
。
だ
が
、
彼
の
肉
体
は
外
界
が
彼
を
日
本
人
だ
と
強
ひ

る
こ
と
に
反
対
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
心
が
闘
ふ
の
で
は
な
く
、
皮
膚

が
外
界
と
闘
は
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。
す
る
と
、
心
が
皮
膚
に
従
つ
て
闘
ひ

出
す
。（「
三
五
」）

す
る
と
、
彼
は
彼
を
し
て
空
腹
な
ら
し
め
て
ゐ
る
も
の
が
、
た
だ
僅
に
自
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身
の
身
体
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
も
し
今
彼
の
身
体
が
支
那
人
な

ら
、
彼
は
手
を
動
か
せ
ば
食
へ
る
の
だ
。
そ
れ
に

彼
は
領
土
が
、
鉄

よ
り
も
堅
牢
に
、
自
身
の
肉
体
の
中
を
貫
い
て
ゐ
る
の
を
感
じ
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
か
つ
た
。（「
四
〇
」）

い
ず
れ
も
、
上
海
と
い
う
異
国
の
地
に
お
け
る
参
木
の
肉
体
感
覚
と
、「
領

土
」
へ
の
省
察
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
こ
れ
ま
で
こ
れ

ら
の
描
写
が
批
判
さ
れ
て
来
た
事
由
は
、
参
木
の
心
内
表
現
の
中
の
「
領
土
」

や
「
身
体
」
と
い
う
語
が
着
目
さ
れ
、
参
木
が
自
身
の
立
っ
て
い
る
そ
の
場
を

日
本
の
「
領
土
」
と
見
做
す
、
そ
の
よ
う
な
考
え
が
帝
国
主
義
的
で
あ
る
、
と

い
っ
た
よ
う
な
文
脈
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
特

に
後
者
の
引
用
部
前
後
を
精
読
し
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う
に
簡
単
に
は
概
括
出

来
な
い
事
に
気
付
く
。
こ
れ
ら
の
場
面
に
お
い
て
参
木
が
発
す
る
「
領
土
」
と

い
う
語
は
、
中
国
か
ら
簒
奪
し
得
る
土
地
と
い
う
よ
う
な
単
一
的
な
意
味
で
は

な
く
、「
自
分
自
身
の
帰
属
す
べ
き
国
・
地
域
」
と
い
っ
た
意
も
含
め
た
、
よ

り
複
層
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

参
木
は
、
従
来
論
じ
ら
れ
て
来
た
よ
う
な
、
一
語
（
例
え
ば
、「
ド
ン
・
キ
ホ

ー
テ
」
な
ど
）
で
統
括
可
能
な
人
物
で
は
な
く
、
様
々
な
ヴ
ェ
ク
ト
ル
を
包
摂

し
た
、
複
雑
な
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
女
性
関
係
と

い
う
点
に
お
い
て
も
、
真
に
想
っ
て
い
る
の
は
競
子
（
こ
れ
も
し
ば
し
ば
指
摘

さ
れ
て
い
る
事
だ
が
、
こ
の
女
性
は
、
作
中
で
そ
の
実
際
の
姿
を
一
度
も
現
さ
な
い
）

で
あ
る
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
芳
秋
蘭
に
一
目
惚
れ
し
た
り
、
結
末
近
く
で
は

か
な
り
お
杉
に
傾
斜
し
た
り５

）
と
い
う
風
に
定
ま
り
を
見
せ
て
お
ら
ず
、
先
述
の

潔
癖
な
要
素
と
、
ど
こ
か
背
反
し
て
い
る
。

二

参
木
以
外
の
主
要
人
物
に
つ
い
て
も
概
観
し
て
お
き
た
い
。

甲
谷
は
、
暗
闇
の
中
で
お
杉
の
貞
操
を
奪
っ
て
お
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
金

銭
で
解
決
出
来
る
と
信
じ
て
微
塵
も
疑
わ
ぬ
人
物
で
あ
る
。
銭
石
山
と
の
経
済

議
論
（「
二
八
」）
の
中
で
は
、
中
国
が
、
自
分
で
自
分
の
首
を
絞
め
て
い
る
と

の
見
解
を
示
し
（
こ
れ
に
は
銭
も
あ
る
程
度
同
調
し
て
い
る
）、
金
銭
の
権
化
で

あ
る
か
の
よ
う
な
描
か
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
こ
の
銭
と

の
応
酬
の
中
で
は
、
中
国
を
賞
揚
す
る
言
辞
と
批
判
す
る
言
辞
と
を
混
淆
さ
せ

て
応
戦
し
て
お
り
、
強
か
な
一
面
も
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
た
、
甲
谷
は
、
ど
こ
か
浮
薄
な
感
じ
が
否
め
ず
、
参
木
と
釣
り
合
う
程
の

描
写
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
後
年
の
所
謂
純
粋
小
説
群
、
ま
た
は
そ
れ
ら
以
後

の
横
光
の
作
品
で
あ
れ
ば
、
こ
の
甲
谷
の
立
場
の
人
物
の
テ
ク
ス
ト
内
で
の
濃

度
が
高
め
ら
れ
、
主
人
公
と
対
等
の
位
置
に
立
っ
て
議
論
し
た
り
す
る
素
地
を

与
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
作
で
は
、
主
人
公
と
そ
れ
に
比
肩
す
る
ラ
イ

バ
ル
的
位
置
の
人
物
造
型
と
い
う
点
に
限
れ
ば
、
純
粋
小
説
群
へ
の
試
行
段
階

で
あ
っ
た
と
見
做
さ
れ
よ
う
。

甲
谷
は
更
に
、
宮
子
に
言
い
寄
る
際
に
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
へ
行
っ
て
も
良
い
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と
話
す
な
ど
、
参
木
と
は
異
な
る
意
味
で
、
舞
台
上
海
に
は
根
差
し
て
い
な
い
。

お
杉
に
対
し
て
も
だ
が
、
上
海
と
い
う
生
活
の
地
自
体
を
、
極
め
て
軽
く
考
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

高
重
は
「
国
粋
主
義
」、
山
口
卓
根
は
「
ア
ジ
ヤ
主
義
」
の
役
割
を
そ
れ
ぞ

れ
割
り
当
て
ら
れ
（「
四
」）、
特
に
山
口
は
、
後
半
、
甲
谷
が
自
分
の
元
に
逃

げ
込
ん
で
来
た
時
に
、
地
下
の
死
体
に
溢
れ
た
「
製
作
所
」
を
披
露
す
る

（「
四
二
」）
な
ど
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
一
面
も
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

が
ど
こ
か
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
記
述
が
あ
る
事
も
否
め
ず
、
作
中
で
重
要
な
役
割

を
付
さ
れ
て
い
な
い
。
殊
に
高
重
の
描
写
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
後
半
で
今
少

し
盛
り
込
ま
れ
て
い
れ
ば
、
小
説
は
よ
り
精
彩
を
帯
び
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

お
杉
に
つ
い
て
は
、
貞
操
を
奪
わ
れ
た
直
後
の
段
階
で
は
、
そ
の
犯
人
が
参

木
か
甲
谷
か
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
謎
が
物
語
展
開
の
一
つ
の
軸

心
と
な
る
可
能
性
が
匂
わ
さ
れ
る
が
、
そ
の
犯
人
は
甲
谷
で
あ
る
事
が
程
な
く

作
中
で
明
か
さ
れ
る
為
、
そ
の
謎
の
要
素
も
消
滅
す
る
。
馘
首
に
レ
イ
プ
と
い

う
過
酷
な
運
命
を
強
い
ら
れ
た
お
杉
は
、
し
か
し
、
春
婦
と
な
る
事
を
自
分
で

決
意
し
て
か
ら
は
、
都
市
の
陥
穽
に
沈
降
す
る
か
の
よ
う
に
、
一
旦
作
中
で
描

か
れ
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
結
末
近
く
（
加
筆
さ
れ
た
部
分
）
で
再
び
盛
ん
に

描
か
れ
る
事
に
な
り
、
参
木
の
想
う
対
象
が
お
杉
に
移
っ
て
行
っ
た
か
に
見
え

る
、
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
お
杉
に
つ
い
て
の
こ
の
加
筆
が
な

さ
れ
た
理
由
は
、
田
口
律
男
の
指
摘６

）
の
通
り
、
そ
こ
に
反
国
家
的
な
傾
向
を
植

え
付
け
る
必
要
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
亡
夫
（
お
杉
の
父
）
の
恩
給
で

辛
う
じ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
お
杉
の
母
が
、
突
如
と
し
て
支
給
「
不
正
当
」

と
の
事
由
に
よ
っ
て
そ
の
恩
給
全
額
の
返
却
を
要
求
さ
れ
、
そ
れ
を
苦
に
し
て

自
裁
し
た
事
が
書
き
加
え
ら
れ
た
の
は
、
単
に
お
杉
の
人
物
像
の
悲
劇
的
色
彩

を
濃
く
す
る
為
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
わ
ざ
わ
ざ
恩
給
と
い

う
要
素
も
付
加
し
て
こ
の
よ
う
な
形
象
を
与
え
ら
れ
る
事
で
、
お
杉
は
、
参
木

や
甲
谷
と
は
ま
た
異
な
る
位
相
に
お
い
て
、
特
定
の
国
家
や
地
域
に
帰
属
し
な

い
（
出
来
な
い
）
根
な
し
草
と
し
て
の
立
場
を
明
瞭
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
改
稿
部
分
も
加
え
た
「
上
海
」
全
体
に
お
い
て
、
参
木
・
甲
谷
と
同
等

の
（
あ
る
い
は
、
甲
谷
に
対
し
て
は
そ
れ
を
凌
ぐ
か
も
知
れ
な
い
）
位
置
を
付
与

さ
れ
た
と
見
る
事
が
出
来
る
。

そ
し
て
、
作
中
で
異
色
の
光
彩
を
放
つ
芳
秋
蘭
だ
が
、
暴
動
の
後
に
参
木
に

対
し
て
「
で
も
、
そ
れ
（
暴
動
・
罷
業

中
川
注
）
は
あ
た
く
し
た
ち
の
手

で
起
さ
な
け
れ
ば
、
あ
た
く
し
の
や
う
に
、
お
国
の
方
に
御
迷
惑
を
お
か
け
す

る
や
う
な
結
果
に
な
る
だ
け
だ
と
思
ひ
ま
す
の
」（「
二
四
」）
と
言
い
、
革
命

家
と
し
て
の
矜
持
と
自
尊
心
と
を
示
し
た
り
、
群
衆
描
写
の
際
に
多
く
介
在
し

た
り
と
い
う
風
に
、
物
語
の
大
き
な
駆
動
源
と
な
っ
て
い
る
と
目
さ
れ
る
の
だ

が
、
高
重
同
様
、
後
半
で
そ
の
描
写
が
漸
減
化
し
て
行
っ
た
と
の
感
は
否
め
な

い
。
参
木
と
男
装
し
た
芳
秋
蘭
と
が
奇
跡
的
に
再
会
し
た
後
は
、
秋
蘭
の
死
の

情
報
だ
け
が
参
木
に
齎
さ
れ
、
そ
の
情
報
の
当
否
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま

に
物
語
は
終
わ
る
の
だ
が
、
生
き
る
方
途
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
参
木
と
、
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革
命
家
と
し
て
生
命
を
賭
し
て
い
る
芳
秋
蘭
と
の
遣
り
取
り
が
、
も
っ
と
ふ
ん

だ
ん
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

生
死
が
曖
昧
に
さ
れ
る
事
で
、
芳
秋
蘭
も
ま
た
、
帰
着
点
を
持
た
ず
に
一
瞬
一

瞬
を
生
き
て
行
く
人
物
と
し
て
点
描
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る７

）
。

芳
秋
蘭
と
は
描
か
れ
方
が
大
き
く
異
な
る
が
、「
モ
ス
コ
ウ
」
へ
の
郷
愁
の

念
を
露
わ
に
し
つ
つ
（「
一
二
」）、
後
半
（「
四
三
」）
で
も
そ
の
苦
難
の
逃
走
の

顚
末
を
甲
谷
に
話
す
オ
ル
ガ
も
、
舞
台
上
海
に
定
着
し
て
お
ら
ず
、
そ
こ
か
ら

の
脱
却
を
常
に
夢
見
て
い
る
事
が
、
特
性
と
し
て
見
受
け
ら
れ
る
。

今
ま
で
に
挙
げ
た
人
物
達
と
比
べ
、
か
な
り
違
っ
た
描
か
れ
方
な
の
は
、
宮

子
で
あ
る
。
上
海
が
混
乱
の
極
み
に
達
し
て
い
る
事
を
甲
谷
か
ら
指
摘
さ
れ
、

共
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
へ
逃
げ
る
事
を
求
め
ら
れ
た
際
の
、
宮
子
の
回
答
。

だ
つ
て
、
あ
た
し
に
や
此
の
街
ほ
ど
大
切
な
所
は
な
い
ん
で
す
も
の
。

あ
た
し
こ
こ
か
ら
出
て
い
つ
た
ら
、

の
乾
い
た
お
魚
み
た
い
よ
。
も
う

ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
く
な
れ
ば
、
あ
た
し
死
ぬ
だ
け
。
あ
た
し
覚
悟

は
い
つ
だ
つ
て
し
て
る
ん
だ
け
ど
、
で
も
、
あ
た
し
此
の
街
は
や
つ
ぱ
り

好
き
だ
わ
。（「
三
七
」）

少
な
く
と
も
こ
こ
で
の
宮
子
の
発
話
か
ら
は
、
彼
女
が
上
海
と
い
う
土
地
に

か
な
り
拘
泥
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
小
説

「
上
海
」
の
主
要
登
場
人
物
は
作
品
の
舞
台
上
海
に
根
差
し
て
お
ら
ず
、
嫌
気

を
示
し
て
い
る
者
さ
え
い
る
。
そ
ん
な
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
感
情
を
発

露
す
る
宮
子
は
、
異
色
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
小
説
「
上
海
」
に
お
い
て
、
そ

の
舞
台
に
最
も
執
着
し
て
い
る
の
は
宮
子
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
、
そ
う
で
は

な
い
他
の
主
要
人
物
を
相
対
化
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

三

以
上
見
て
来
た
よ
う
な
、
登
場
人
物
達
と
そ
の
作
品
舞
台
と
の
拮
抗
は
、
小

説
内
の
言
語
と
い
う
問
題
点
に
お
い
て
も
、
作
品
の
中
に
か
な
り
影
を
落
と
し

て
い
る
。

参
木
と
オ
ル
ガ
と
の
遣
り
取
り
の
中
で
、
オ
ル
ガ
が
あ
ま
り
英
語
が
得
意
で

な
い
為
、「
参
木
は
も
う
三
日
間
、
ブ
ロ
ー
ク
ン
な
英
語
の
整
理
に
疲
れ
て
ゐ

た
」（「
一
二
」）
と
の
記
述
が
現
れ
る
点
か
ら
は
、
参
木
が
日
常
会
話
程
度
の

英
語
（
勿
論
、
こ
こ
で
の
「
英
語
」
は
、
作
中
の
上
海
で
通
用
し
て
い
る
も
の
、
と

い
う
意
味
で
あ
る
）
に
支
障
が
な
い
事
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宮
子
が
参

木
に
対
し
て
「
あ
た
し
、
甲
谷
さ
ん
の
好
き
な
所
は
、
御
自
分
の
英
語
の
間
違

ひ
も
御
存
知
に
な
ら
な
い
所
だ
け
よ
。
あ
れ
な
ら
き
つ
と
奥
さ
ん
に
お
な
り
に

な
る
方
だ
つ
て
、
お
幸
せ
に
ち
が
ひ
な
い
わ
」（「
二
九
」）
と
指
摘
す
る
箇
所

か
ら
は
、
参
木
と
は
対
照
的
に
、
甲
谷
が
英
語
を
不
得
意
と
し
て
い
る
事
が
窺

え
る
。

一
読
し
て
分
か
る
こ
れ
ら
の
要
素
以
外
に
も
、「
上
海
」
に
は
、
言
語
を
巡

る
様
々
な
戦
略
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
黒
田
大
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河８
）

が
登
場
人
物
達
の
身
体
性
の
問
題
と
関
連
付
け
た
指
摘
を
行
い
、
ま
た
、
金

薫９
）

に
よ
っ
て
、
関
わ
り
の
深
い
語
同
士
の
呼
応
関
係
が
見
出
さ
れ
た
り
と
い

っ
た
成
果
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
論
及
と
関
係
性
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
箇
所
と
し
て
、
数
例
を
引
く
。

①
此
の
馬
車
を
動
か
す
蒙
古
馬
の
速
力
は
、
刻
々
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
ロ
ン

ド
ン
の
為
替
相
場
を
動
か
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
馬
車
は
時
々
車
輪
を
浮

き
上
ら
せ
る
と
、
軽
快
な
ヨ
ッ
ト
の
や
う
に
、
飛
び
上
つ
た
。
そ
の
上
に

乗
つ
て
ゐ
る
仲
買
人
達
は
、
殆
ど
欧
米
人
が
占
め
て
ゐ
た
。
彼
ら
は
微﹅
笑﹅

と
敏﹅

捷﹅

と
の
武
器
を
も
つ
て
、
銀
行
か
ら
銀
行
を
駆
け
廻
る
の
だ
。

（「
七
」）

②
「
わ
れ
わ
れ
は
支
那
人
の
排
英
に
は
も
う
賛
成
し
ま
せ
ん
ね
。
支
那
人

に
出
来
る
の
は
、
排﹅
支﹅
だ
け
だ
。」

「
廃﹅
止﹅
か
。」（「
三
一
」）

③
「（
略
）
凡
そ
今
回
の
事
件
は
、
中
、
英
、
国
際
の
紛
争
に
非
ず
し
て
、

実
は
黄
白
消
長
の
関﹅

鍵﹅

で
あ
り
、
之
を
換﹅

言﹅

す
れ
ば
、
即
ち
、（
以
下

略
）」（「
四
三
」、
傍
点
い
ず
れ
も
中
川
）

①
は
「
微
笑
」
と
「
敏
捷
」、
②
は
「
排
支
」
と
「
廃
止
」、
③
は
「
関
鍵
」

と
「
換
言
」
と
い
う
風
に
、
意
味
は
全
く
異
な
り
な
が
ら
も
発
音
が
同
じ
（
ま

た
は
似
て
い
る
）
語
を
並
列
さ
せ
て
い
る
事
が
分
か
る
。

①
は
、
甲
谷
が
「
村
松
汽
船
会
社
」
へ
向
か
っ
て
い
る
車
の
中
か
ら
、「
並

列
し
た
銀
行
め
が
け
て
、
為
替
仲
買
人
の
馬
車
の
密
集
団
が
疾
走
し
て
ゐ
」
る

の
を
目
撃
す
る
箇
所
で
あ
り
、
後
の
罷
業
・
暴
動
の
場
面
程
に
は
大
々
的
で
な

い
が
、「
上
海
」
に
お
け
る
群
衆
描
写
の
一
環
と
見
る
事
が
出
来
る
。
甲
谷
は

こ
こ
で
、「
彼
等
の
株
の
売
買
の
差
額
は
、
時
々
刻
々
、
東
洋
と
西
洋
の
活
動

力
の
源
泉
と
な
つ
て
伸
縮
す
る
」
と
感
じ
、
そ
こ
に
国
際
的
な
経
済
活
動
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
感
取
し
て
い
る
（
し
か
も
甲
谷
は
、
こ
の
「
為
替
仲
買
人
に
な
る
の

が
理
想
で
あ
つ
た
」）。

②
は
、
前
者
が
ア
ム
リ
の
発
話
、
後
者
が
山
口
の
発
話
で
あ
り
、
山
口
の
方

が
文
字
通
り
の
ダ
ジ
ャ
レ
で
応
じ
た
も
の
で
あ
る
事
が
分
か
る
が
、
こ
の
遣
り

取
り
の
前
後
に
は
、
暴
動
の
原
因
と
な
っ
た
「
発
砲
」
の
犯
人
推
理
を
巡
る
会

話
が
あ
っ
た
り
、「
ガ
ラ
ス
台
の
下
の
宝
石
類
」
の
出
所
に
つ
い
て
の
話
が
あ

っ
た
り
と
、
複
雑
な
国
際
関
係
問
題
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
話
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
事
が
分
か
る
。

③
も
同
様
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
李
英
朴
か
ら
山
口
宛
て
の
手
紙
の
一
部
分
で

あ
る
。
甲
谷
が
「
名
文
」
と
評
価
す
る
そ
の
内
容
は
、
欧
米
の
帝
国
主
義
的
政

策
を
「
滅
種
計
画
」
と
し
て
鋭
く
非
難
し
、「
願
く
ば
君
吾
が
説
に
賛
成
す
る

あ
ら
ば
、
共
に
起
ち
て
こ
れ
を
図
り
、
併
せ
て
わ
が
民
族
の
救
援
に
つ
き
討
論

せ
ん
こ
と
を
請
ふ
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
母
国
の
現
状
と
未
来
を
強
く
憂
慮
し

つ
つ
も
、
何
と
か
希
望
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

①
か
ら
③
は
、
い
ず
れ
も
緊
張
し
た
国
際
関
係
が
記
述
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
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あ
り
、
そ
こ
に
併
せ
て
前
記
の
よ
う
な
掛
詞
的
言
辞
が
配
さ
れ
て
い
る
の
は
、

偶
然
と
言
う
よ
り
は
寧
ろ
、
作
者
横
光
の
強
い
意
図
が
そ
こ
に
籠
め
ら
れ
て
い

る
と
考
え
る
方
が
自
然
だ
ろ
う
。
地
の
文
・
会
話
文
・
手
紙
文
と
、
わ
ざ
わ
ざ

異
な
る
位
相
で
こ
の
よ
う
な
表
現
を
盛
り
込
ん
だ
の
は
、
こ
の
小
説
の
言
説
レ

ヴ
ェ
ル
の
全
て
に
お
い
て
、
登
場
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
感
覚
を
動
員
し
、

自
ら
の
発
語
・
語
感
を
異
郷
に
お
い
て
確
認
し
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
と
読

み
取
れ
る10

）
。
そ
れ
は
、
自
己
の
発
す
る
言
語
の
確
実
性
を
常
に
模
索
し
て
い
る

試
み
と
も
見
え
、
そ
の
要
素
が
ア
ム
リ
や
李
英
朴
な
ど
、
作
中
で
は
や
や
周
縁

的
な
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
人
物
に
も
据
え
ら
れ
て
い
る
点
に
、
注
意
の
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

主
要
登
場
人
物
が
自
分
達
の
帰
属
す
べ
き
場
所
を
求
め
続
け
て
い
る
様
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
発
す
る
言
語
面
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
更
に
は
地
の
文
に
お
い
て

も
示
さ
れ
て
お
り
、
作
中
で
し
ば
し
ば
記
述
さ
れ
る
切
迫
し
た
国
際
情
勢
と
対

応
す
る
形
が
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
横
光
自
身
の
文
字
へ
の
眼
差
し
が
顕
在
化
し
て
い
る
好

例
で
あ
る
と
も
理
解
で
き
よ
う
。
横
光
は
、「
文
字
に
つ
い
て
｜
形
式
と
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
｜11

）
」
に
お
い
て
、

文
字
は
物
体
で
あ
る
。（
中
略
）
し
か
し
、
文
字
は
物
体
で
あ
る
以
上
、

メ
カ
ニ
ズ
ム
に
従
へ
ば
、
内
容
を
持
つ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
、
そ
の
文
字

と
云
ふ
物
体
の
内
容
は
、
ど
こ
か
ら
測
定
す
る
か
。
即
ち
、
わ
れ
わ
れ
は

そ
の
内
容
を
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
と
知
覚
と
に
従
つ
て
、
そ
の
文
字
で
あ

る
物
体
の
形
式
か
ら
、
山
な
ら
山
、
海
な
ら
海
と
云
ふ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感

じ
る
の
だ
。
そ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
の
文
字
で
あ
る
物
体
の
形
式

か
ら
、
何
の
特
別
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
感
じ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
感

じ
得
ら
れ
な
か
つ
た
そ
の
者
の
感
覚
と
知
覚
に
、
何
ら
か
の
欠
陥
が
あ
つ

た
の
で
、
そ
れ
は
そ
の
文
字
で
あ
る
物
体
と
し
て
の
形
式
そ
の
も
の
に
は
、

何
の
責
任
も
な
い
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

引
用
部
か
ら
、
横
光
が
、
文
字
に
対
し
て
自
律
性
と
質
料
性
の
双
方
を
認
め

る
と
い
う
、
独
特
の
考
え
を
持
っ
て
い
る
事
が
分
か
る
。
こ
の
文
章
が
、
ま
さ

に
「
上
海
」
の
連
載
期
間
中
に
発
表
さ
れ
た
と
い
う
事
に
も
注
目
し
て
お
こ
う
。

「
上
海
」
に
お
け
る
先
述
の
よ
う
な
試
行
は
、
こ
の
論
理
の
直
線
的
な
実
践
と

い
う
よ
り
は
、
こ
れ
が
更
に
変
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
引
用
部
の
後
に
は
、

文
字
と
作
品
内
容
と
の
関
連
の
重
要
性
、
文
字
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
形
式
主
義
な

ど
へ
と
話
題
が
展
開
さ
れ
、
文
字
と
い
う
も
の
に
対
す
る
、
横
光
の
並
々
な
ら

ぬ
関
心
が
窺
え
る
。
こ
の
文
章
の
中
で
「
音
響
」
へ
の
言
及
が
あ
る
事
か
ら
も

分
か
る
通
り
、
こ
の
種
の
意
識
は
、「
雅
歌
」（
昭
和
六
年
七
月
一
日
〜
八
月
十
九

日
、『
報
知
新
聞
』）
な
ど
に
お
け
る
聴
覚
表
象
の
試
行
や
、「
旅
愁
」（
昭
和
十

二
年
四
月
〜
二
十
一
年
四
月
、『
東
京
日
日
新
聞
』『
大
阪
毎
日
新
聞
』『
文
藝
春
秋
』

他
）
で
批
判
の
対
象
と
な
る
淫
祠
の
場
面
な
ど
と
も
、
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
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思
わ
れ
る
。

結

語

こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、「
上
海
」
の
主
要
登
場
人
物
達
は
、
宮
子

を
例
外
と
し
て
、
舞
台
上
海
に
執
着
し
て
い
な
い
造
型
で
あ
る
と
い
う
事
が
指

摘
出
来
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
は
、
人
は
土
地
・
国
家
に
固
着
す
べ
き
存
在
で
は

な
い
と
い
う
事
を
描
出
し
よ
う
と
し
た
作
者
の
意
図
が
見
え
る
。

参
木
に
部
分
的
な
資
本
主
義
批
判
の
要
素
を
盛
り
込
み
つ
つ
も
、
そ
れ
を
巧

妙
に
オ
ブ
ラ
ー
ト
し
、
参
木
を
含
め
た
多
く
の
主
要
人
物
に
故
郷
喪
失
者
と
し

て
の
造
型
を
行
う
事
に
よ
り
、
作
品
は
そ
の
目
的
に
近
接
し
て
行
っ
た
。
そ
の

試
行
は
、
本
論
で
触
れ
た
言
語
面
の
描
写
、
あ
る
い
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ

る
水
・
流
れ
の
記
述
、
そ
し
て
「
雛
」
や
「
子
供
」
の
死
体
の
描
写
（
こ
れ
ら

は
、
し
か
る
べ
き
場
所
に
埋
葬
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
）
な
ど
と
も
、

緊
密
に
対
応
し
て
い
よ
う
。

作
者
横
光
は
、
当
初
こ
の
物
語
に
「
上
海
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
冠
す
る
事

を
嫌
気
し
、「
あ
る
唯
物
論
者
」
と
し
た
い
心
算
で
あ
っ
た
と
い
う12

）
が
、
そ
の

理
由
の
一
端
は
、
こ
こ
で
論
及
し
て
来
た
事
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
窺
い
知
る

事
が
出
来
よ
う
。
上
海
と
い
う
地
名
は
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
は
、
登
場
人
物

達
が
様
々
な
事
情
に
よ
っ
て
脱
却
を
模
索
し
て
い
た
場
所
を
示
し
て
お
り
、
彼

ら
に
取
っ
て
そ
こ
は
、
超
越
す
べ
き
も
の
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
主

要
人
物
の
多
く
が
執
着
を
見
せ
て
い
な
い
そ
の
地
名
を
表
題
に
す
る
の
は
、
相

応
し
く
な
い
と
横
光
が
考
量
し
た
可
能
性
は
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
、

「
唯
物
」
の
要
素
は
参
木
ば
か
り
で
な
く
、
甲
谷
や
お
杉
に
も
見
ら
れ
る
事
か

ら
、「
あ
る
唯
物
論
者
」
の
方
が
適
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
は
あ

る
。ま

た
、
舞
台
で
あ
る
上
海
と
い
う
都
市
を
一
つ
の
器
と
見
立
て
た
場
合
、
そ

の
内
部
で
活
動
す
る
参
木
・
甲
谷
・
芳
秋
蘭
ら
に
作
用
す
る
時
間
と
、
そ
の
器

が

ま
れ
て
い
る
激
流
の
速
さ
と
で
は
、
あ
ま
り
に
も
そ
の
速
度
が
異
な
っ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
。
当
然
の
事
な
が
ら
、「
上
海
」
と
い
う
小
説
の
描
写
対

象
は
主
と
し
て
前
者
に
置
か
れ
た
が
、
後
者
と
の
圧
力
差
に
よ
っ
て
、
小
説
全

体
の
軋
み
の
音
が
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
影
響
を

最
も
多
大
に
受
け
た
の
は
恐
ら
く
参
木
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
彼
の
描
か
れ
方
の

変
化
の
中
に
顕
現
し
て
来
る13

）
。
こ
の
、
作
品
舞
台
内
外
の
時
間
の
位
相
差
を
考

え
る
と
い
う
上
で
も
、「
あ
る
唯
物
論
者
」
と
い
う
題
の
方
が
好
適
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。

今
日
で
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
で
通
用
し
て
い
る
「
上
海
」
と
い
う
言
説
空
間
に

対
し
、
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
読
解
を
試
み
な
い
と
、
読
書
行
為
そ
の
も
の
が

空
洞
化
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
も
、
こ
の
小
説
は
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
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注１
）
「
上
海
」
の
引
用
は
、『
定
本

横
光
利
一
全
集
』
第
三
巻
（
昭
和
五
十
六

年
九
月
、
河
出
書
房
新
社
）
に
よ
る
が
、
同
書
の
「
上
海
」
の
底
本
は
、
昭
和

七
年
七
月
に
改
造
社
か
ら
出
さ
れ
た
初
刊
本
で
あ
る
。
引
用
に
当
た
っ
て
は
、

漢
字
は
現
行
の
字
体
に
改
め
、
仮
名
遣
い
は
原
文
を
尊
重
し
た
。
他
の
横
光
の

文
章
に
つ
い
て
も
、
同
全
集
に
よ
っ
た
。

２
）

昭
和
三
年
十
一
月
か
ら
昭
和
六
年
十
一
月
ま
で
『
改
造
』
に
連
載
さ
れ
、

昭
和
七
年
六
月
発
行
の
『
文
学
ク
オ
ー
タ
リ
ー
』
第
二
輯
に
「
午
前
」
が
発
表

さ
れ
た
。

昭
和
七
年
七
月
に
先
掲

1
）の
初
刊
本
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
初
出
と
初
刊
本

と
の
間
に
は
、
多
く
の
異
同
が
あ
る
。
昭
和
十
年
三
月
に
は
書
物
展
望
社
か
ら

も
刊
行
さ
れ
た
（「
定
本
版
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
）
が
、
初
刊
本
と
こ
の
書
物

展
望
社
版
と
の
間
に
も
、
異
同
が
多
い
。

こ
れ
ら
の
、
諸
本
の
異
同
や
作
品
の
タ
イ
ト
ル
の
問
題
、
ま
た
は
そ
れ
ら
へ

の
作
者
横
光
の
意
図
を
考
え
る
文
献
と
し
て
は
、
保
昌
正
夫
「
編
集
ノ
ー
ト
」

（
昭
和
五
十
六
年
九
月
、『
定
本

横
光
利
一
全
集
』
第
三
巻
所
収
、
河
出
書
房

新
社
）、
和
田
義
一
「「
原
上
海
」
と
「
上
海
」
に
つ
い
て
」（
昭
和
三
十
八
年

十
二
月
、
福
井
大
学
『
国
語
国
文
学
』）、
江
後
寛
士
「
横
光
利
一
「
上
海
」
改

稿
の
意
味
」（
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
、『
近
代
文
学
試
論
』）、
祖
父
江
昭
二

「『
上
海
』
論

初
出
と
初
版
本
と
の
比
較
を
中
心
に

」（
昭
和
六
十
一

年
十
月
、
伊
藤
虎
丸
・
祖
父
江
昭
二
・
丸
山
昇
編
著
『
近
代
文
学
に
お
け
る
中

国
と
日
本

共
同
研
究
・
日
中
文
学
関
係
史

』
所
収
、

古
書
院
）、

福
田
要
「
横
光
利
一
『
上
海
』
論

未
完

と
改
稿
に
お
け
る
政
治
的
意

味
」（
平
成
元
年
三
月
、『
南
山
国
文

論
集
』）
な
ど
が
あ
る
。

３
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
田
愛
「S

H
A
N
G
H
A
I
1925

都
市
小
説

と
し
て
の
『
上
海
』」（
昭
和
五
十
六
年
八
月
、『
文
学
』、
後
、
諸
本
に
収
録
）、

國
松
昭
「「
上
海
」
論
」（
昭
和
六
十
一
年
三
月
、『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』）、

舘
下
徹
志
「
横
光
利
一
『
上
海
』
の
五
・
三
〇
事
件

歴
史
叙
述
の
反
証
可

能
性

」（
平
成
十
年
九
月
、『
昭
和
文
学
研
究
』）、
同
「
横
光
利
一
『
上

海
』
に
お
け
る
「
在
華
紡
」

擬
制
と
し
て
の
受
難
╱
熱
情
の
発
動

」

（
平
成
十
五
年
二
月
、『
横
光
利
一
研
究
』）、
趙
夢
雲
『
上
海
・
文
学
残
像

日
本
人
作
家
の
光
と
影
』（
平
成
十
二
年
五
月
、
田
畑
書
店
、「
現
代
ア
ジ
ア
叢

書
35
」）
な
ど
に
考
察
が
あ
る
。

４
）

菅
野
昭
正
『
横
光
利
一
』（
平
成
三
年
一
月
、
福
武
書
店
）
な
ど
。

５
）

先
掲

３
）前
田
愛
は
、
そ
の
論
の
結
末
部
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
参
木
の
恋

愛
（
そ
の
感
情
も
含
め
て
）
対
象
と
な
っ
た
女
性
達
を
も
図
式
化
し
て
い
る
が
、

本
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
参
木
は
、
あ
る
女
性
か
ら
次
の
女
性
へ
と
い
う
よ
う

に
対
象
を
規
則
正
し
く
変
換
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
、
様
々
な
女
性
に

想
い
を
残
し
つ
つ
も
そ
れ
ら
の
間
で
揺
れ
動
い
て
い
る
、
と
い
う
読
み
が
正
確

か
と
思
わ
れ
る
。「
上
海
」
に
記
述
さ
れ
て
い
る
実
際
の
地
名
が
「
四
川
路
八

号
十
三
番
の
皆
川
」
し
か
な
い
と
の
指
摘
な
ど
、
前
田
論
に
は
卓
見
と
評
価
さ

れ
る
示
唆
も
多
い
の
だ
が
、
肝
心
の
前
記
結
論
に
つ
い
て
は
同
意
し
か
ね
る
。

ま
た
、
参
木
が
「
表
層
か
ら
深
層
へ
」
と
移
動
し
て
行
く
と
い
う
見
解
に
も
、

疑
義
を
示
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
、「
旅
愁
」
で
描
か
れ
た
よ
う
な
、
有

閑
階
級
の
神
学
論
争
的
な
不
毛
の
議
論
を
「
表
層
」
と
呼
ぶ
の
な
ら
と
も
か
く
、

「
上
海
」
の
主
要
人
物
達
は
、
一
貫
し
て
都
市
の
「
深
層
」
を
生
き
て
い
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
？

６
）

田
口
律
男
「
横
光
利
一
「
上
海
」
論
の
試
み

一
）

娼
婦

お
杉

の
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意
味

」（
昭
和
六
十
年
十
二
月
、『
近
代
文
学
試
論
』）。

７
）

沖
野
厚
太

「『
上
海
』
の
方
法
」（
昭
和
六
十
三
年
十
月
、『
文
芸
と
批

評
』）
は
、
同
時
期
の
ド
イ
ツ
映
画
「
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
」（
フ
リ
ッ
ツ
・
ラ
ン
グ

監
督
）
の
偽
マ
リ
ア
像
と
芳
秋
蘭
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
た
上
で
、「
上
海
」

に
横
溢
し
て
い
る
水
の
描
写
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
に
「
破
壊
」
と
「
建
設
」
の

両
義
、
即
ち
「
革
命
」
の
喩
え
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

ま
た
、
李
征
「
横
光
利
一
『
上
海
』
に
お
け
る
五
・
三
〇
運
動
の
描
写
を
め

ぐ
っ
て

同
時
代
関
係
史
料
と
の
比
較
を
と
お
し
て

」（
平
成
八
年
三

月
、

波
大
学
比
較
・
理
論
文
学
会
『
文
学
研
究
論
集
』）
は
、
作
中
の
「
若

干
史
実
に
反
す
る
」
芳
秋
蘭
の
発
話
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
「
作
家
の
意
図
に
よ

る
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
配
慮
」
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

更
に
、
李
征
は
、「
身
体
性
の
表
現
と
小
説
の
政
治
学

横
光
利
一
『
上

海
』
に
お
け
る
外
国
人
表
象

」（
平
成
九
年
三
月
、

波
大
学
比
較
・
理

論
文
学
会
『
文
学
研
究
論
集
』）
に
お
い
て
、
銭
石
山
の
「
醜
悪
」
と
対
比
し

て
描
写
さ
れ
て
い
る
、
芳
秋
蘭
の
「
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
」
の
要
素
に
着
目
し
、
そ

の
造
型
法
の
中
に
、「
上
海
」
を
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
大
衆
小
説
と
し
て
も
読

ま
せ
た
い
と
い
う
横
光
利
一
の
ね
ら
い
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

８
）

黒
田
大
河
「『
上
海
』
試
論

身
体
と
言
語
を
め
ぐ
っ
て

」（
平
成

七
年
七
月
、『
阪
神
近
代
文
学
研
究
』）。

９
）

金

薫
「『
上
海
』
に
お
け
る
様
々
な
る

場

の
意
味

「
他
者
」

を
「
表
現
」
す
る
と
い
う
こ
と

」（
平
成
十
五
年
二
月
、『
横
光
利
一
研

究
』）
は
、「
金
の
相
場
が
銅
と
銀
と
の
上
で
飛
び
上
つ
た
」、「
悲
鳴
を
裂
い
て

鳴
り
続
け
た
」、「
沸
き
上
が
る
魚
の
や
う
に
、
沸
騰
し
た
」（
傍
線
い
ず
れ
も

金
）
な
ど
の
表
現
技
法
に
着
目
し
、「
前
の
こ
と
ば
が
後
の
こ
と
ば
が
生
成
す

る
源
泉
と
し
て
機
能
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
ば
と
こ
と
ば
の

相
互
結
合
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
比
喩
的
言
語
空
間
が
形
成
さ
れ
て
い
く
」
と
指

摘
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
用
例
が
「
二
三
」
章
に
頻
出
す
る
事
に
注
意
を
促
し

て
い
る
。

10
）

こ
こ
で
、
中
村
三
春
「
非
構
築
の
構
築

横
光
利
一
『
上
海
』
の
小
説

言
語

」（
昭
和
六
十
二
年
三
月
、
弘
前
学
院
大
学
・
弘
前
学
院
短
期
大
学

『
紀
要
』）
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、「
登
場
人
物
す
べ
て
が
等
し
く
分
有
し
て
い

る
逃
走
劇
」
と
い
う
要
素
を
気
に
留
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の

「
逃
走
」
と
は
、
稿
者
が
述
べ
て
来
た
よ
う
な
、
帰
属
す
べ
き
場
所
を
希
求
し

て
の
彷
徨
と
い
う
事
と
、
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
し
て
こ
れ
は
、
横
光
自
身
が
「
新
感
覚
論

感
覚
活
動
と
感
覚
的
作
物

に
対
す
る
非
難
へ
の
逆
説

」（
大
正
十
四
年
二
月
、『
文
芸
時
代
』、
原
題

は
「
感
覚
活
動
（
感
覚
活
動
と
感
覚
的
作
物
に
対
す
る
非
難
へ
の
逆
説
）」）
に

お
い
て
述
べ
て
い
た
、「
自
然
の
外
相
を
剥
奪
し
、
物
自
体
に
躍
り
込
む
主
観

の
直
感
的
触
発
物
」、
あ
る
い
は
、「
一
切
の
形
式
的
仮
象
を
も
含
み
意
識
一
般

の
孰
れ
の
表
象
内
容
を
も
含
む
統
一
体
と
し
て
の
主
観
的
客
観
か
ら
触
発
さ
れ

た
感
性
的
認
識
の
質
料
の
表
徴
」
な
ど
の
要
素
の
部
分
的
実
践
と
見
る
事
も
出

来
、「
上
海
」
に
お
い
て
新
感
覚
派
期
の
描
法
が
多
く
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い

う
事
の
、
証
左
の
一
つ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

11
）

横
光
利
一
「
文
字
に
つ
い
て

形
式
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て

」

（
昭
和
四
年
三
月
、『
創
作
月
刊
』、
原
題
は
「
形
式
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い

て
」）。

こ
の
文
章
は
「
三
月
号
評
論
」
の
項
目
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
当
該
項
目

内
で
横
光
と
勝
本
清
一
郎
の
主
張
と
が
対
蹠
的
と
な
っ
た
事
に
つ
い
て
、「
編
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輯
後
記
」（「
発
行
兼
編
輯
人
」
で
あ
る
菊
池
寛
の
筆
か
）
で
は
、「（
略
）
該
主
（ママ）

義
の
主
張
論
者
と
反
対
論
者
と
が
期
せ
ず
し
て
相
対
峙
し
、
論
戦
に
火
花
を
散

ら
し
た
形
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。「
三
月
号
評
論
」
は
、
他
に
吉
村
鉄
太

郎
が
執
筆
。

12
）

水
島
治
男
『
改
造
社
の
時
代

戦
前
編

恐
慌
よ
り
二
・
二
六
事
件
ま

で
』（
昭
和
五
十
一
年
五
月
、
図
書
出
版
社
）。

13
）

十
重
田
裕
一
「
横
光
利
一

あ
る
長

の
覚
書
」（
平
成
元
年
五
月
、

『
繡
』）
は
、
当
初
そ
れ
程
目
立
っ
て
は
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
、
参
木
に
お
け

る
「

外
部

｜

内
部

の
関
係
」
が
、「
持
病
と
弾
丸
」
や
「
海
港
章
」
周

辺
で
顕
著
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
、
そ
こ
に
「
遠
近
法
の
関
係
」
や
参
木
の

「
見
る
」
行
為
を
関
連
付
け
て
い
て
示
唆
に
富
む
。
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