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他
者
と
し
て
の
ま
な
ざ
し

-

江
文
也
の
詩
を
読
む

-

は
じ
め
に

台
湾
の
映
画
監
督
･
侯
孝
賢
の
映
画
『
蜘
排
時
光
』

の
中
で
､
主
人
公
が
音
楽
家
･
江
文
也
の
足
跡
を
尋
ね
る
シ
ー
ン
が
あ
る
｡
こ
れ
は

江
文
也
の
知
名
度
が
一
般
化
し
た
象
徴
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
江
文
也
は
三
〇
～
四
〇
年
代
日
本
及
び
占
領
下
北
京
で
活

躍
し
た
音
楽
家
で
あ
る
｡
彼
は
一
九
一
〇
年
台
湾
に
生
ま
れ
､
四
歳
の
時
庭
門
に
移
住
し
､
十
四
歳
で
日
本
に
渡
り
､
長
野
県
上
田
中
学
校
､

武
蔵
高
等
工
業
学
校
に
通
う
傍
ら
に
作
曲
を
学
ん
だ
｡
一
九
三
六
年
に
は
｢
台
湾
舞
曲
｣

に
よ
っ
て
第
十
一
回
ベ
ル
リ
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
音

楽
部
門
で
受
賞
し
､
日
本
で
音
楽
家
と
し
て
名
を
馳
せ
る
｡
一
九
三
八
年
北
京
師
範
大
学
の
招
聴
を
受
け
て
日
本
占
領
下
の
北
京
へ
赴
い
た

後
そ
こ
に
留
ま
り
､
一
九
八
三
年
北
京
で
生
涯
を
終
え
た
｡

こ
の
よ
う
に
江
文
也
の
文
化
背
景
は
日
本
･
中
国
･
台
湾
と
い
う
異
な
る
文
化
か
ら
複
雑
に
織
り
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
彼

に
対
す
る
評
価
と
位
置
づ
け
は
評
価
者
の
文
化
背
景
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
｡
例
え
ば
江
文
也
の
伝
記
を
書
い
た
作
家
･
井
田
敏
氏
は
彼
を

(
1
)

｢
日
本
人
｣
音
楽
家
と
呼
ぶ
｡
一
方
､
既
に
江
文
也
に
関
す
る
研
究
蓄
積
が
あ
る
台
湾
で
は
､
例
え
ば
江
文
也
詩
集
『
北
京
銘
』
の
翻
訳
者
･

(
2
)

葉
辿
氏
は
｢
台
湾
四
十
年
代
の
卓
越
し
た
詩
人
｣
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
｡
ま
た
台
湾
史
研
究
者
で
あ
る
周
椀
窃
氏
は
､
江
文
也
が
残
し
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た
文
字
作
品
を
検
証
し
､
彼
に
と
っ
て
の
中
国
と
台
湾
は
想
像
上
の
も
の
に
過
ぎ
ず
､
そ
の
想
像
も

｢
非
政
治
的
｣

｢
非
民
族
主
義
的
｣

で

(
3
)

あ
る
と
､
慎
重
か
つ
客
観
的
に
指
摘
し
て
い
る
｡

中
国
お
よ
び
台
湾
は
江
文
也
に
文
化
想
像
を
も
た
ら
す
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
で
あ
る
な
ら
ば
､
日
本
は
彼
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
を
賦
与
す
る
存
荏
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
お
い
て
､
本
稿
は
江
文
也
の
日
本
語
詩
集
『
北
京
銘
』
と

『
大
同
石
彿
頒
』
を
扱
い
た
い
｡
こ
の
二
冊
の
詩
集
は
､
江
文
也
が
北
京
の
名
勝
と
大
同
の
雲
岡
石
窟
を
訪
れ
た
時
の
紀
行
で
あ
る
が
､
そ

れ
ら
の
詩
か
ら
江
文
也
が
中
国
を

｢
見
る
｣

視
線
が
看
取
で
き
る
｡
そ
れ
で
は
彼
の

｢
ま
な
ざ
し
｣

が
表
象
す
る
彼
の
文
化
想
像
と
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
如
何
な
る
も
の
か
｡
そ
し
て
彼
の

｢
ま
な
ざ
し
｣

は

｢
他
者
｣

か
ら
の
も
の
な
の
か
､
そ
れ
と
も

｢
他
者
｣

を
越
え
た
何

も
の
か
な
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
の
際
､
江
文
也
の
紀
行
詩
を
同
時
代
の
日
本
人
作
家
の
中
国
旅
行
記
と
比
較
し
っ
つ
分
析
す
る
手
法
を
採
っ
た
｡

そ
れ
に
よ
り
､
純
粋
な
日
本
人
と
異
な
る
江
文
也
の
中
国
へ
の

｢
ま
な
ざ
し
｣

-

彼
の
詩
語
を
借
り
れ
ば

｢
凝
視
｣

-

の
特
殊
性
が
明

ら
か
に
な
る
と
同
時
に
､
江
文
也
の
複
雑
な
文
化
想
像
及
び
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
分
析
が
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
｡

『
北
京
銘
』
及
び
『
大
同
石
彿
頒
』

は
一
九
四
二
年
八
月
東
京
青
梧
堂
か
ら
出
版
さ
れ
た
｡
『
北
京
銘
』

は
序
詩
と
結
尾
の
ほ
か
､
春
･

夏
･
秋
･
冬
の
四
部
各
二
五
首
で
あ
り
､
合
計
短
詩
一
〇
二
首
が
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
『
大
同
石
彿
頒
』

は
一
七
一
段
八
九
七
行
の
抒
情
長

詩
で
あ
る
｡
二
詩
集
の
正
確
な
執
筆
時
間
は
不
明
で
あ
る
が
､
北
京
移
住
の
一
九
三
八
年
か
ら
詩
集
出
版
の
一
九
四
二
年
の
間
と
し
て
考
え

ら
れ
よ
う
｡
た
だ
し
江
文
也
に
お
け
る
北
京
の
文
化
想
像
は
一
九
三
六
年
の
第
一
回
北
京
訪
問
の
印
象
も
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
､
こ

こ
で
は
三
六
年
も
考
察
の
対
象
に
し
た
｡
一
方
､
日
本
人
作
家
の
中
国
旅
行
記
は
主
に
芥
川
龍
之
介
の

『
支
那
遊
記
』
を
用
い
た
｡
『
支
那

遊
記
』

は
一
九
二
五
年
改
造
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
単
行
本
で
､
中
に
は
二
一
年
三
月
～
七
月
の
中
国
紀
行
文

｢
上
海
遊
記
｣
､
｢
江
南
遊
記
｣
､

日記

｢
北
京
日
記
抄
｣

な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
遊
記
と
日
記
は
元
々

｢
大
阪
毎
日
新
聞
｣

｢
東
京
日
日
新
聞
｣

及
び
文
芸
誌

『
改
造
』
に
連
載
さ
れ
て
お
り
､
日
本
人
に
よ
る
多
く
の
中
国
印
象
記
の
中
で
も
特
に
影
響
力
が
あ
っ
た
｡
江
文
也
は
三
六
年
の
訪
中
旅
行

記
｢
北
京
か
ら
上
海
へ
｣

に
お
い
て
芥
川
の
遊
記
に
触
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
､
江
文
也
が
辿
っ
た
北
京
と
周
辺
の
名
勝
古
跡
は
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芥
川
の
足
跡
に
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
｡
こ
の
よ
う
に
､
た
と
え
二
十
年
ほ
ど
の
時
差
が
あ
る
と
し
て
も
､
両
者
の
記
述
は
同
時
代
作
家
に

ょ
る
｢
中
国
(
北
京
)
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
｣
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
か
と
思
わ
れ
る
｡

一
記
憶
と
し
て
の
北
京

『
支
那
遊
記
』
は
一
九
二
七
年
に
中
国
で
翻
訳
出
版
さ
れ
た
『
芥
川
龍
之
介
集
』
(
魯
迅
ら
訳
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
の
中
に
は
今

の
中
国
人
が
目
を
覆
い
た
く
な
る
よ
う
な
描
写
が
頻
出
す
る
｡
と
り
わ
け
目
を
引
く
の
は
､
芥
川
が
足
を
踏
み
入
れ
た
ば
か
り
の
上
海
で
の
､

不
潔
な
人
力
車
夫
､
貪
欲
な
花
売
り
老
婆
な
ど
の
描
写
で
あ
る
｡
一
般
の
中
国
人
に
向
け
る
芥
川
の
視
線
は
冷
た
い
｡
例
え
ば
､
湖
心
亭
で

小
便
を
す
る
群
髪
を
つ
け
た
中
国
人
(
｢
支
那
人
｣
)
を
こ
う
描
写
す
る
｡
｢
曇
天
に
そ
ば
立
っ
た
支
那
風
の
亭
と
､
病
的
な
緑
色
を
広
げ
た

池と､その池へ斜めに注がれた､隆々たる一条の小便と､-これは憂鬱愛すべき風景画たるばかりじやない｡同時に

又
わ
が
老
大
国
の
､
辛
辣
恐
る
べ
き
象
徴
で
あ
る
｡
｣
こ
の
よ
う
な
芥
川
の
鋭
い
洞
察
と
冷
酷
な
諷
刺
に
比
べ
､
例
え
ば
詩
人
･
金
子
光
晴

が
措
く
上
海
の
便
所
の
光
景
-
便
壷
の
上
に
し
や
が
む
｢
支
那
｣
の
老
人
が
黙
っ
て
｢
私
｣
に
一
枚
の
紙
を
く
れ
た
一
に
は
､
困
惑
の

(
6
)

中
に
も
理
解
を
寄
せ
よ
う
と
す
る
人
情
が
存
在
す
る
｡

芥
川
は
中
国
古
典
の
造
詣
が
深
く
､
書
物
か
ら
想
像
し
た
中
国
へ
の
憧
憤
を
抱
い
て
い
た
ゆ
え
に
､
眼
前
に
展
開
さ
れ
た
半
端
に
近
代
化

さ
れ
た
都
市
･
上
海
に
失
望
し
て
い
っ
た
｡
北
上
し
､
限
界
が
一
変
す
る
に
及
び
漸
く
｢
見
る
も
の
が
総
て
大
支
部
､
何
千
年
の
苦
か
ら
文

明
で
あ
っ
た
支
那
と
云
う
感
じ
を
無
言
の
裡
に
説
明
し
て
呉
れ
る
程
､
そ
れ
は
実
に
雄
大
な
感
に
打
た
れ
｣
た
の
で
あ
る
｡
芥
川
は
深
く
北

京
に
惹
き
つ
け
ら
れ
､
約
一
ケ
月
間
も
滞
在
し
た
｡
｢
実
に
居
心
地
の
好
い
土
地
で
し
た
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

芥
川
が
魅
入
ら
れ
た
北
京
と
は
一
体
如
何
な
る
場
所
だ
っ
た
の
か
｡
そ
の
頃
､
軍
閥
割
拠
と
半
植
民
地
に
混
乱
す
る
中
国
に
お
い
て
､
商

業
が
発
展
し
近
代
化
に
邁
進
す
る
上
海
に
比
べ
､
北
京
は
北
京
大
学
を
筆
頭
と
す
る
多
数
の
大
学
に
学
生
が
集
ま
り
､
歴
史
的
な
王
城
か
ら

文
化
城
へ
と
変
貌
し
っ
つ
あ
っ
た
｡
そ
の
北
京
を
芥
川
は
次
の
よ
う
に
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
る
｡
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城
壁
へ
上
っ
て
見
る
と
幾
個
も
の
城
門
が
青
々
と
し
た
白
楊
や
ア
カ
シ
ヤ
の
街
樹
の
中
へ
段
々
と
織
り
出
さ
れ
た
よ
う
に
見
へ
ま
す
｡

所
々
に
ネ
ム
の
花
が
咲
い
て
居
る
の
も
好
い
も
の
で
す
が
殊
に
城
外
の
広
野
を
賂
舵
が
走
っ
て
居
る
有
様
な
ど
は
何
ん
と
も
言
へ
な
い

(
9
)

感
が
湧
い
て
き
ま
す
｡

芥
川
の
目
に
映
っ
た
の
は
幾
つ
も
の
城
門
を
擁
す
る
千
年
王
城
と
､
彼
が
嫌
悪
す
る
人
力
車
と
は
異
な
る
路
舵
が
走
る
牧
歌
風
景
で
あ
る
｡

(
ち
な
み
に
上
海
に
限
ら
ず
北
京
其
他
の
都
市
で
も
彼
は
人
力
車
を
不
潔
に
描
い
て
い
る
｡
)
遠
く
か
ら
傭
轍
さ
れ
る
北
京
が
美
し
い
｡
だ
が
､

こ
の
よ
う
な
描
写
は
眼
前
の
北
京
を
措
い
た
と
い
う
よ
り
､
芥
川
自
身
が
想
像
す
る
中
国
へ
の
追
懐
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
し
て
そ

れ
は
芥
川
が
古
籍
か
ら
得
た
幻
想
に
過
ぎ
な
い
｡
実
際
､
芥
川
は
視
線
を
眼
前
の
北
京
に
向
け
る
よ
う
に
な
る
と
､
彼
は
｢
夢
撃
の
よ
う

な
も
の
を
感
じ
て
い
た
の
だ
｡
た
と
え
寓
裏
山
､
白
雲
観
､
天
寧
寺
､
謝
文
節
公
両
､
文
天
祥
両
､
天
壇
､
紫
禁
城
な
ど
北
京
の
名
勝
古
跡

で
も
､
そ
の
描
か
れ
た
景
色
は
荒
れ
た
も
の
だ
っ
た
｡

一
方
､
一
五
年
後
の
一
九
三
六
年
､
江
文
也
は
芥
川
の
人
力
車
と
異
な
り
車
で
北
京
城
内
に
入
っ
た
｡
彼
は
天
津
港
に
上
陸
し
､
直
接
北

京
へ
赴
い
た
の
で
あ
る
｡
江
文
也
は
正
陽
門
に
入
っ
た
時
の
興
奮
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
｡
｢
ア
ー
､
北
の
忽
必
烈
よ
､
南
の
文
天
詳

よ
､
と
私
の
頭
は
走
馬
燈
の
や
う
に
グ
ル
グ
ル
と
回
転
を
始
め
､
時
な
ら
ぬ
『
正
気
歌
』
を
口
ず
さ
ん
だ
り
し
て
私
の
車
は
英
雄
の
匂
り
を

こ
め
た
古
都
の
堤
の
上
を
走
っ
て
行
く
｡
｣
音
楽
家
江
文
也
は
車
の
ガ
ラ
ス
窓
の
向
こ
う
に
あ
る
北
京

-･彼の想像が投影された古

都
に
陶
酔
し
た
｡
彼
は
｢
恋
人
に
会
っ
た
よ
う
に
､
待
ち
遠
し
さ
で
心
が
乱
れ
､
魂
は
真
紅
に
燃
え
盛
っ
て
居
た
｣
､
そ
し
て
廃
墟
で
は
あ
っ

た
が
尚
雄
大
な
ス
ケ
ー
ル
で
空
中
高
く
聾
え
る
太
い
柱
を
力
一
杯
抱
き
し
め
た
｡
彼
は
古
都
の
眩
し
い
光
に
眩
め
き
な
が
ら
北
京
を
｢
凝
視
｣

し
よ
う
と
し
た
｡

そ
こ
で
私
は

目
を
閉
じ
た

閉
じ
ね
ば
と
て
も
活
き
て
行
か
れ
そ
う
も
な
い
か
ら
だ

だが

そ
れ
で
よ
か
っ
た
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こ
こ
の
美
し
さ
が

盲よ

と
さ
ら
に
私
を
灼
き
つ
け
た

…
…
凝
視
す
る
も
の

そ
の
二
…
…

こ
う
し
て
彼
は
国
子
監
､
薙
和
宮
､
額
和
園
､
円
明
園
､
北
海
､
景
山
､
天
壇
な
ど
を
歩
き
､
心
ゆ
く
ま
で
中
国
伝
統
文
化
の
香
り
に

浸
っ
た
｡
次
の
｢
国
子
監
に
て
｣

の
一
首
は
名
勝
古
跡
を
訪
ね
る
彼
の
心
情
を
十
分
に
表
し
て
い
る
｡
彼
の
詩
に
は
､
古
都
北
京
を
称
え
る

中
に
も
椰
捻
を
含
ま
せ
た
芥
川
の
冷
静
さ
ば
全
く
見
当
た
ら
な
い
｡

石

石

石

そ
こ
に
彫
ら
れ
た
十
三
経

あ
た
り
に
鳥
は
噛
り

文
字
の
匂
り
高
い
香
気
が
た
だ
よ
っ
て

おお

楽
し
い
古
典
の
化
石
し
た
森
へ

い
ま
来
た

一
方
､
江
文
也
は
生
活
の
場
で
あ
る
胡
同
に
も
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
｡

人
や
風
を
通
す
た
め
で
は
な
い

貴
い
土
の
粉
と
日
光
と
の

ひ
そ
ひ
そ
談
話
を
楽
し
む
た
め
に

な
が
な
が
と
横
わ
っ
て
居
る
の
だ

･
∴
…
胡
同
…
…

措
か
れ
た
胡
同
は
人
の
気
配
を
感
じ
さ
せ
ず
､
黄
土
と
日
光
は
静
寂
に
満
ち
た
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
奏
で
て
い
る
｡
だ
が
､
当
時
の
日
本
人
旅

行
者
向
け
の
旅
行
案
内
書
に
書
か
れ
る
は
ど
､
｢
雨
後
の
北
京
の
道
の
泥
渾
は
全
く
言
語
に
絶
し
て
い
る
｡
…
…
こ
の
泥
渾
が
天
気
に
な
る

(望

と
急
に
黄
塵
に
変
っ
て
濠
濠
と
天
地
を
被
う
｣

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
｡

彼
が
措
い
た
胡
同
は
静
ま
り
返
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
例
え
ば
｢
胡
同
の
音
楽
家
達
｣
｢
研
ぎ
屋
が
ラ
ッ
パ
を
吹
い
て
通
る
｣
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｢
酸
梅
湯
売
り
が
来
た
｣
と
の
詩
に
は
､
行
商
の
呼
び
売
り
の
声
が
措
か
れ
て
い
る
｡
但
し
こ
れ
ら
生
活
の
雑
音
は
音
楽
家
の
耳
に
は
リ
ズ

ム
の
よ
う
に
心
地
よ
く
響
い
て
い
た
の
で
あ
る
｡

何
ん
と
い
う
澄
み
き
っ
た
響
き
だ

ま
る
で

い
ま
砂
糖
水
の
中
か
ら

取
り
出
し
た
よ
う
に

ち
ん
ち
か
ち
ん
ち
か

し
か
も
妙
に
絶
え
入
る
よ
う
な

ま
る
で

大
気
を
も

甘
酸
っ
ぱ
く
す
る
よ
う
に

…
‥
･
酸
梅
湯
売
り
が
き
た
…
…

詩
人
の
透
徹
し
た
感
性
は
胡
同
の
泥
臭
さ
も
生
活
臭
も
感
じ
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
｡
胡
同
に
響
く
こ
だ
ま
の
よ
う
な
酸
梅
湯
売
り
の
声
が

静
け
さ
を
一
層
際
立
た
せ
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
こ
に
は
物
売
り
の
生
の
顔
と
表
情
は
存
在
し
な
い
｡
詩
人
は
そ
れ
ら
を
見
よ
う
と
し
て
い

な
い
｡
措
か
れ
た
胡
同
は
､
十
三
経
が
彫
ら
れ
た
国
子
監
の
石
の
よ
う
に
､
売
り
声
が
刻
ま
れ
た
生
活
の
化
石
と
化
し
て
い
る
の
だ
｡

江
文
也
は
こ
の
よ
う
に
文
化
の
香
り
と
古
都
の
静
寂
を
享
受
す
る
一
方
､
あ
る
種
の
郷
愁
を
味
わ
っ
て
い
た
｡
彼
は
北
京
の
牌
楼
を
次
の

よ
う
に
描
い
て
い
る
｡

円
弧
を
切
断
し

空
間
を
区
切
る
た
め
に

こ
れ
ら
の
牌
楼
が
存
る
の
で
は
な
い

管
薩
を
か
け
め
ぐ
る
魂
が

こ
こ
で

郷
愁
を
満
喫
し
て

挨
拶
を
噛
み
し
め
る
所
な
の
だ

…
…
東
四
の
四
牌
楼
に
…
…

牌
楼
と
は
､
寺
､
墓
､
役
所
､
園
林
の
入
り
口
や
道
の
交
差
点
に
建
て
ら
れ
る
ア
ー
チ
形
の
屋
根
付
き
門
で
あ
る
｡
北
京
は
役
所
と
寺
が

最
も
多
い
都
市
で
あ
る
た
め
牌
楼
も
最
多
で
あ
り
､
か
つ
て
百
基
余
り
も
あ
っ
た
と
い
う
｡
牌
楼
は
材
質
や
形
が
様
々
で
あ
り
風
格
も
異
な
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る
｡
東
四
で
は
十
字
路
に
建
て
ら
れ
､
四
つ
の
牌
楼
が
向
か
い
合
っ
て
奪
え
立
っ
て
い
る
｡
古
来
､
牌
楼
は
邪
気
が
王
城
に
入
ら
な
い
よ
う

築
か
れ
た
開
き
門
で
あ
っ
た
｡
魂
が
還
る
場
所
と
し
て
措
か
れ
る
牌
楼
の
イ
メ
ー
ジ
は
､
従
来
の
想
像
様
式
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
江
文
也
個

人
の
も
の
だ
と
言
え
よ
う
｡
江
文
也
は
芥
川
と
同
様
､
伝
統
文
化
の
記
憶
を
追
懐
し
て
い
る
と
は
い
え
､
そ
こ
に
は
芥
川
に
は
な
い
､
彼
個

人
の
経
験
に
基
づ
い
た
想
像
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
｡
そ
れ
は
時
に
は
読
み
手
に
あ
る
種
の
痛
み
さ
え
感
じ
さ
せ
る
｡
例
え
ば
｢
景
山
の
上
か

ら｣

の
一
首
が
あ
る
｡
彼
は
､
芥
川
が
城
壁
か
ら
北
京
を
僻
撤
し
た
よ
う
に
､
北
京
の
最
高
地
で
あ
る
景
山
か
ら
故
宮
と
北
京
城
を
眺
望
す

る
｡
し
か
し
そ
こ
に
は
芥
川
と
は
全
く
異
な
る
身
体
感
覚
が
表
れ
て
い
る
｡

私は

手
を
接
げ
た

左
手
が
東
で

右
手
が
西
だ

と
叫
ん
だ

す
る
と

い
ま
故
宮
の
上
を

南
に
駆
け
て
行
く
一
鮎
が

一瞬

私
の
脳
後
を
突
い
た

おお

再
び
鼓
楼
か
ら
回
帰
す
る
一
鮎

こ
の
瞬
間
に
か
さ
な
る
一
瞬
間

81

私
を
貫
ぬ
く
真
一
真
線

私は

ぞ
っ
と
身
懐
い
し
た

こ
こ
で
は
､
見
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
北
京
が
見
る
側
の
作
者
の
肉
体
を
貫
通
し
て
い
る
｡
そ
の
た
め
｢
見
る
｣
肉
体
と
｢
見
ら
れ
る
｣
都

市
の
境
界
は
瞬
間
的
に
消
失
す
る
の
だ
｡
江
文
也
は
詩
集
の
序
詞
に
お
い
て
も
｢
百
の
石
碑
と
/
百
の
鋼
鼎
に
/
刻
み
込
も
う
と
す
る
こ
れ
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ら
を
/
私
は

こ
の
肉
体
に
刻
み
込
む
｣
と
い
う
｡
こ
の
よ
う
な
郷
愁
を
含
ん
だ
北
京
凝
視
を
故
郷
へ
の
ま
な
ざ
し
と
す
る
の
は
大
げ
さ
か

も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
彼
の
感
性
が
純
粋
な
日
本
人
作
家
と
異
な
る
複
雑
な
文
化
背
景
と
経
験
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
患
い
致
す
べ

き
で
あ
ろ
う
｡

二

表
現
か
ら
の

｢
遁
逃
｣

北
京
滞
在
中
､
芥
川
は
近
く
の
名
勝
に
も
足
を
伸
ば
し
た
が
､
と
り
わ
け
大
同
の
雲
尚
石
窟
は
強
く
希
望
し
た
所
で
あ
っ
た
｡
交
通
ス
ト

に
よ
っ
て
足
留
め
を
食
ら
う
が
､
ス
ト
明
け
を
待
っ
て
向
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
｡
幾
つ
も
の
洞
窟
に
五
万
を
超
え
る
仏
像
が
彫
ら
れ
た
石
窟

の
前
で
､
常
に
冷
徹
な
芥
川
は
激
情
を
示
し
た
｡

芸
術
的
エ
ネ
ル
ギ
イ
の
洪
水
の
中
か
ら
石
の
蓮
華
が
何
本
も
歓
喜
の
聾
を
放
っ
て
い
る
｡
そ
の
撃
を
聞
い
て
い
る
だ
け
で
も
､

(望

う
も
こ
れ
は
命
が
け
だ
｡
ち
ょ
っ
と
一
息
つ
か
せ
て
く
れ
給
え
｡

ど

雲
崗
石
窟
は
北
貌
の
都
で
あ
っ
た
大
同
の
西
郊
外
に
あ
る
武
周
山
南
麓
に
位
置
す
る
､
紀
元
五
世
紀
に
開
整
さ
れ
た
東
西
一
千
メ
ー
ト

ル
に
渡
る
石
窟
で
あ
る
｡
こ
の
石
窟
の
発
見
と
調
査
に
関
し
て
は
日
本
人
研
究
者
の
役
割
が
大
き
い
｡
建
築
学
者
で
あ
る
東
京
帝
国
大
学
教

授
･
伊
東
忠
太
は
一
九
〇
二
年
､
初
め
て
近
代
的
学
術
手
法
を
用
い
て
石
窟
を
調
査
し
､
世
界
中
に
広
め
た
｡
そ
の
た
め
､
当
時
の
日
本
で

は
雲
崗
石
窟
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
､
日
本
人
旅
行
者
の
中
華
文
明
詣
で
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
っ
た
｡
芥
川
の
一
年
前
､
木
下
杢
太
郎
と
木
村
荘

八
が
訪
れ
て
い
る
｡
翌
年
､
中
央
美
術
社
か
ら
共
著
『
大
同
石
彿
寺
』
が
出
版
さ
れ
た
｡

慮
溝
橋
事
変
の
直
後
､
日
本
軍
は
大
同
を
侵
略
し
､
石
窟
を
保
護
下
に
置
く
｡
翌
年
､
木
下
ら
『
大
同
石
彿
寺
』
が
再
版
さ
れ
た
が
､
そ

こ
に
は
時
局
を
露
骨
に
反
映
し
た
変
化
が
あ
っ
た
｡
木
下
杢
太
郎
は
蹟
に
お
い
て

｢
…
…
大
同
に
入
城
し
た
0
0
部
隊
長
は
雲
崗
の
石
彿
が

戦
闘
の
混
乱
に
乗
じ
て
､
不
達
の
徒
に
よ
り
続
々
北
支
方
面
に
搬
出
さ
れ
､
漸
次
荒
廃
に
帰
し
っ
つ
あ
る
現
状
に
鑑
み
､
廿
日
文
化
保
存
の

(
ほ
)

見
地
か
ら
彿
像
保
存
令
を
発
布
し
､
窃
盗
者
は
厳
罰
に
処
す
る
旨
を
布
告
し
た
｣

と
九
月
一
一
日
付
大
南
発
同
盟
通
信
の
記
事
を
紹
介
し
､
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併
せ
て
､
石
窟
の
前
に
立
て
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
､
日
中
両
国
語
で
｢
…
…
射
殺
不
賃
｣
云
々
と
書
か
れ
た
布
告
の
標
の
写
真
二
枚
を
挿
入

し
て
い
る
｡

江
文
也
の
雲
崗
石
彿
訪
問
は
一
九
三
八
年
以
後
と
考
え
ら
れ
る
｡
だ
が
､
一
〇
一
真
に
及
ぶ
『
大
同
石
彿
頒
』
の
詩
行
か
ら
戦
争
の
陰
影

は
看
取
で
き
な
い
｡
江
文
也
は
石
窟
の
前
に
立
ち
､
芥
川
と
同
様
｢
手
の
洪
水
｣

｢
石
彿
の
洪
水
｣
に
深
く
魅
了
さ
れ
､
｢
足
の
下
が

微風

の
よ
う
な
真
白
な
雲
で
あ
り
/
自
分
の
周
囲
を
と
り
ま
く
空
気
が
/
西
天
の
香
気
が
し
て
/
ど
こ
も
/
か
し
こ
も
/
自
分
の
肉
体
の
中
の
/

そ
の
水
分
の
各
微
粒
子
か
ら
/
細
胞
と
い
う
細
胞
ま
で
が
/
微
笑
み
だ
し
て
/
た
だ

た
だ
/
も
う
こ
の
霊
覚
を
さ
え
お
ぼ
え
な
い
/
十
方

を
絶
し
た
/
あ
の
空
虚
な
世
界
に
ま
で
/
自
分
は
舞
い
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｣

と
一
種
の

｢
法
悦
｣

の
境
地
を
表
現
し
ょ
う
と
し

た
｡
そ
し
て
同
じ
芸
術
表
現
者
と
し
て
無
名
の
石
彿
創
造
者
た
ち
に
思
い
を
馳
せ
､
｢
人
間
の
手
の
技
｣

｢
人
間
の
魂
｣

で
は
な
い

｢
造
化
そ

の
も
の
の
魂
で
あ
る
｣
移
し
い
石
彿
を
彫
っ
た
､
普
遍
性
を
具
え
た
彼
ら
の
芸
術
を

｢
表
現
か
ら
の
遁
逃
｣
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
｡
江
文
也

は
こ
の
よ
う
な
否
定
的
表
現
を
用
い
て
､
自
己
を
超
え
､
人
間
の
知
識
や
意
志
を
超
え
た
真
の
人
間
性
が
流
出
す
る
芸
術
を
と
ら
え
よ
う
と

し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
彼
は
こ
の
長
編
抒
情
詩
の
中
で

｢
否
定
す
る
肯
定
｣

｢
放
棄
に
よ
る
摂
取
｣

を
哲
学
的
に
語
っ
て
い
く
｡
こ
の
芸
術

観
は
彼
を
｢
個
｣

の
新
し
い
表
現
方
法
に
誘
い
､
近
代
或
い
は
近
代
芸
術
の
表
現
様
式
に
疑
問
を
抱
か
せ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

ま
た
自
分
は
知
っ
て
居
た

近
代
と
い
う
健
康
体
そ
の
も
の
は

釈
迦
と
か

如
来
と
か

あ
ら
ゆ
る
神
話
め
い
た
も
の
を
嘲
り
笑
い

謎
と
か

神
秘
な
ど
と
い
う
ベ
ー
ル
を

あ
く
ま
で
も

は
ぎ
り
と
っ
て
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す
べ
て
を

そ
の
幾
何
学
的
な
清
楚
と

力
学
的
平
衡
と
に
置
き
か
え
た
い
こ
と
を

だが

不
思
議
な
る
か
な

見よ眼
前
の
こ
の
一
群
の
石
像
を

こ
れ
よ
り
健
康
な
彫
刻
は
ま
た
と
あ
る
で
あ
ろ
う
か

こ
の
気
塊
に
満
ち
み
て
る
た
く
ま
し
さ

こ
の
気
品
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
ゆ
た
か
さ

…
‥
･
(
中
略
)

｢
天
使
は
眼
に
見
え
な
い
か
ら
措
か
な
い
｣

と
言
っ
た
西
方
の
男
は

は
ん
と
う
に

ま
た
何
ん
と
う
そ
ぶ
く
こ
と
で
あ
ろ
う

近
代
に
対
す
る
懐
疑
は
彼
の
音
楽
創
作
態
度
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
｡
例
え
ば
､
北
京
で
彼
は
中
国
人
音
楽
家
･
賀
緑
汀
や
老
志
誠
と

知
り
合
う
が
､
彼
ら
中
国
人
作
曲
家
の
非
功
利
的
な
創
作
態
度
は
､
作
曲
･
演
奏
･
発
表
･
出
版
と
い
う
近
代
シ
ス
テ
ム
に
置
か
れ
て
い
た

江
文
也
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
｡
彼
が
三
時
間
で
書
く
曲
も
､
老
志
誠
は
一
ケ
月
か
か
る
こ
と
も
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
悠
然
と
し
た
余
技

的
な
作
曲
態
度
は
｢
決
し
て
作
曲
を
軽
蔑
視
し
て
の
態
度
で
な
く
て
､
現
実
に
は
無
関
心
に
､
よ
り
純
粋
に
自
己
の
世
界
に
遊
ぶ
こ
と
な
の

だ
｣
と
し
て
､
江
文
也
は
理
解
を
示
す
｡
彼
の
理
解
の
背
後
に
は
､
大
同
の
石
彿
彫
刻
に
感
じ
た
｢
技
巧
と
か
手
法
を
超
越
し
た
世
界
｣
の

存
在
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
『
北
京
銘
』
に
お
い
て
､
彼
は
こ
の
芸
術
観
を
よ
り
広
い
意
味
に
お
い
て
と
ら
え
､
｢
逃
避
｣
｢
敗
北
｣
に
横
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極
的
価
値
を
付
与
し
て
い
く
｡

こ
こ
で
は

逃
避
す
る
こ
と
は

敗
北
を
意
味
し
な
い

そ
れ
は

一
つ
の
自
然
で
あ
り

そ
れ
は

一
つ
の
生
長
で
さ
え
も
あ
る

人が

空
気
や
光
線
の
よ
う
に

ゆ
た
か
に
な
る
こ
と
で
あ
る

…
…
逆
説
…
…

江
文
也
に
と
っ
て
､
大
同
の
石
彿
や
北
京
の
名
勝
及
び
人
情
は
中
国
を
想
像
す
る
材
料
と
創
作
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
で
あ
る

ば
か
り
で
は
な
く
､
芸
術
態
度
な
い
し
人
間
存
在
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
反
転
さ
せ
る
契
機
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
中
国
滞
在
は
､
彼

に
芸
術
家
と
し
て
の
創
作
姿
勢
へ
の
根
本
的
な
凝
視
と
思
考
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
｡
江
文
也
の
二
冊
の
詩
集
に
は

｢
表
現
か
ら
の
遁

逃
｣
､
｢
逃
避
｣

が

｢
自
然
｣

で
あ
り

｢
生
長
｣

で
も
あ
る
と
い
う
反
近
代
的
思
考
が
通
底
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な
反
近
代
的
思

考
は
彼
に
現
実
の
中
国
に
注
目
す
る
契
機
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

三

個
体
と
現
実
へ
の
注
目

芥
川
は
上
海
の
人
力
車
夫
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
｡

支
那
の
草
屋
と
な
る
と
､
不
潔
そ
れ
自
身
と
云
っ
て
も
誇
張
じ
ゃ
な
い
｡
そ
の
上
ざ
っ
と
見
渡
し
た
所
､
ど
れ
も
皆
怪
し
げ
な
人
相
を

し
て
い
る
｡
そ
れ
が
前
後
左
右
べ
た
一
面
に
､
い
ろ
い
ろ
な
首
を
さ
し
伸
ば
し
て
は
､
大
声
に
何
か
喚
き
立
て
る
の
だ
か
ら
､
上
陸
し

(盟

た
て
の
日
本
婦
人
な
ぞ
は
､
少
か
ら
ず
不
気
味
に
感
ず
る
ら
し
い
｡

前
述
し
た
よ
う
に
､
芥
川
は
中
国
の
ど
の
都
市
で
も
人
力
車
夫
に
対
し
て
嫌
悪
を
示
し
て
い
る
｡
そ
れ
ば
か
り
か
一
般
の
中
国
人
を
見
る

彼
の
視
線
に
は
同
情
や
理
解
は
存
在
し
な
い
｡
例
え
ば
､
彼
が
北
京
の
什
利
海
の
遊
園
で
茶
を
飲
み
な
が
ら
満
州
族
の
婦
人
を
観
察
す
る
と
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き
､
そ
の
ま
な
ざ
し
は
人
情
に
満
ち
た
も
の
と
い
う
よ
り
､
古
風
で
優
雅
な
趣
に
対
す
る
鑑
賞
と
言
っ
た
ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
｡

興
味
深
い
こ
と
に
､
江
文
也
も
人
力
車
夫
を
措
い
て
い
る
｡

そ
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
背
中

そ
の
黙
々
と
し
た
眼
底

こ
の
大
陸
の
弱
弱
し
い
根
強
さ
が

お
前
の
中
に
あ
っ
た

だが

お
前
に
も
生
活
が
あ
る
の
だ

と
人
は
考
え
た
ろ
う
か

…
…
洋
車
夫
…
…

周
知
の
よ
う
に
､
人
力
車
夫
が
文
学
作
品
に
登
場
す
る
の
は
中
国
新
詩
の
始
ま
り
と
ほ
ぼ
同
時
で
あ
る
｡
一
九
一
八
年
『
新
青
年
』
第
四

巻
第
一
号
に
､
胡
過
と
沈
ヂ
黙
の

｢
人
力
車
夫
｣

と
題
す
る
白
話
詩
が
掲
載
さ
れ
た
｡
高
橋
み
つ
る

｢
中
国
近
代
に
お
け
る
人
力
車
夫
文
学

に
つ
い
て
｣

に
よ
る
と
､
五
四
時
期
の
文
学
論
に
お
い
て
､
労
働
者
の
貧
困
と
い
う
社
会
問
題
を
文
学
の
世
界
と
結
び
つ
け
､
初
め
て
文
学

の
素
材
･
対
象
と
し
て
人
力
車
夫
を
挙
げ
た
の
は
､
胡
適
の

｢
建
設
的
文
学
革
命
論
｣

(
『
新
青
年
』
第
四
巻
第
四
号
､
一
九
一
八
年
)

であ

(埋る
｡
そ
の
後
､
人
力
車
夫
は
社
会
の
最
下
層
の
象
徴
と
し
て
多
く
の
文
学
作
品
に
描
か
れ
て
き
た
｡

江
文
也
が
中
国
の
新
詩
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
認
識
が
あ
っ
た
か
検
証
す
る
術
は
な
い
｡
だ
が
､
彼
が
描
く
人
力
車
夫
は
中
国
人
作
家
ら
に

ょ
る
人
力
車
夫
像
を
彷
彿
さ
せ
､
前
述
の

｢
酸
梅
湯
売
り
｣

や

｢
研
ぎ
屋
｣

た
ち
の
､
現
実
の
雑
踏
か
ら
抽
出
さ
れ
た
よ
う
な
調
和
的
な
イ

メ
ー
ジ
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
｢
弱
々
し
い
根
強
さ
｣

と
い
う
表
現
は
､
｢
逃
避
｣

｢
敗
北
｣

に
価
値
を
付
与
す
る
彼
の
世

界
観
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
｡

｢
洋
車
夫
｣

は
『
北
京
銘
』
の
第
四
部
｢
冬
｣

に
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
｢
冬
｣

は
全
詩
集
の
最
後
部
で
あ
る
｡
｢
冬
｣

は
前
三
部
｢
春
｣

｢夏｣

｢
秋
｣

と
全
く
趣
を
異
に
し
て
い
る
｡
例
え
ば
冒
頭
の
一
篇
は
唐
突
な
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
出
し
て
い
る
｡

鶴
の
羽
音
が

雨
の
よ
う
に
降
っ
て
来
る
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閻
魔
の
衣
か

空
一
面
に
裾
を
引
い
て

な
が
な
が
と

北
の
方
へ
黒
い
流
れ

おお

鶉よ

荒
野
に
は

今
も
屍
体
が
こ
ろ
が
っ
て
い
る
の
か

…
…
厳
冬
の
夜
明
け
に
…
…

聴
の
羽
音
が
閻
魔
の
衣
の
よ
う
に
黒
い
流
れ
と
な
る
イ
メ
ー
ジ
､
そ
し
て
荒
野
の
屍
体
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
避
け
が
た
い
戦
争
の
現
実
を

暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
同
時
に
､
江
文
也
は
一
般
の
人
々
の
様
子
を
注
視
し
､
心
を
動
か
し
て
い
く
の
で
あ
る
｡
｢
ど
う
し
て
/
こ

ん
な
切
な
い
感
情
が

湧
く
の
だ
ろ
う
/
い
ま
袋
を
背
負
っ
て
/
城
外
に
帰
る
百
姓
の
女
と
/
土
の
車
を
引
い
て
/
城
門
を
出
る
墟
馬
を
見

た
/
そ
れ
が

ど
う
し
て
/
こ
ん
な
に
切
な
い
感
傷
と
な
る
の
か
｣

(
｢
冬
至
の
夕
暮
時
に

東
便
門
所
見
｣
)
｡
以
前
､
景
山
か
ら
北
京
城
を

眺
望
し
た
視
線
は
も
は
や
こ
こ
に
は
な
い
｡
彼
の
視
線
は
よ
り
低
く
よ
り
具
体
的
な
個
体
に
向
け
ら
れ
始
め
て
い
る
｡
彼
は
何
気
な
い
夕
暮

れ
の
景
色
や
中
国
人
の
暮
ら
し
の
一
駒
に
悲
し
み
を
覚
え
る
｡
や
が
て
こ
の
感
傷
的
な
情
緒
は
憤
慨
へ
と
変
っ
て
い
く
｡

そ
れ
は

単
に
人
間
の
皮
だ
け
で
は
な
い
か

そ
れ
は

単
な
る
歴
史
の
皮
に
も
な
ら
な
い
で
は
な
い
か

そ
ん
な
も
の
は

赤
毛
布
に
喰
わ
せ
る
糸
瓜
の
皮
だ

で
き
る
な
ら

こ
の
空
気
の
皮
を
も

そ
の
粗
製
な
鏡
に
か
け
て
見
よ

…
…
中
国
紹
介
す
る
と
い
う
…
…

か
つ
て
北
京
の
眩
し
い
光
を
凝
視
せ
ん
と
し
､
伝
統
文
化
の
香
り
に
浸
っ
た
江
文
也
は
､
い
ざ

｢
中
国
を
紹
介
す
る
｣
段
に
な
っ
て
焦
燥

感
を
募
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
冬
｣

に
は
名
勝
古
跡
の
賛
美
や
伝
統
都
市
･
北
京
に
対
す
る
陶
酔
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
｡
ま
た
､
個
体

と
現
実
へ
の
注
目
以
外
に
抽
象
的
な
詠
嘆
を
措
く
詩
も
多
い
｡
例
え
ば

｢信｣

｢
無
念
｣

｢
孤
独
｣

｢
希
望
｣

｢
必
然
｣

｢
沈
黙
｣

｢
追
求
｣
等
で

あ
る
｡
そ
し
て
江
文
也
は
憂
鬱
と
苦
悩
を
経
た
果
て
に
､
自
己
を
救
済
す
る
た
め
の

｢
一
つ
の
楽
観
｣

を
手
に
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
詩
は
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｢
冬
｣
部
の
最
後
を
飾
る
詩
で
あ
り
､
■
ま
た
詩
集
の
後
第
二
首
目
と
い
う
重
要
な
位
置
に
あ
る
作
品
で
あ
る
｡

は
ん
と
う
に

地
に
血
を
流
す
ま
で
は

お
互
に

他
人
で
あ
っ
た

そ
れ
で
も

こ
の
大
地
が

血
の
中
に
で
も

沈
ん
だ
ら

ああ

そ
う
だ

そ
の
時
こ
そ

種
子
が

芽
を
繭
く

して

こ
の
太
陽
と
微
風
と
が

そ
の
上
か
ら
哺
乳
し
な
い
筈
は
な
い

…
‥
･
一
つ
の
楽
観
…
…

こ
こ
に
､
台
湾
に
生
ま
れ
中
国
と
日
本
で
育
っ
た
江
文
也
が
や
む
を
得
ず
生
み
出
し
た

｢
救
済
｣

が
措
か
れ
て
い
る
｡
『
北
京
銘
』
と
り

わ
け
第
四
部
に
現
れ
た
､
中
国
の
現
実
や
そ
こ
に
暮
ら
す
個
々
の
人
々
へ
の
注
目
､
そ
し
て
彼
の
矛
盾
と
苦
悩
及
び
便
宜
と
し
て
の
自
我
救

(19)

済
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
側
面
を
見
ず
､
江
文
也
の
北
京
体
験
を

｢
天
下
無
事
｣

で
非
政
治
的
と
す
る
の
は
一
面
的

理
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
中
国
へ
の
彼
の
視
線
が
景
観
か
ら
個
体
へ
と
移
る
と
と
も
に
､
現
実
と
民
族
の
葛
藤
は
重
く
の
し
か
か
っ
て
く

る
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
こ
れ
は
彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
何
ら
か
の
変
化
が
生
じ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
｡
江
文
也
の
善
意
的
で

楽
観
的
な
自
我
救
済
は
､
自
身
を
北
京
に
お
け
る
最
終
的
な
｢
他
者
｣
と
し
て
位
置
づ
け
た
た
め
､
精
神
に
亀
裂
を
も
た
ら
す
よ
う
な
ア
イ
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デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
･
ク
ラ
イ
シ
ス
は
回
避
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡

終
わ
り
に

『
北
京
銘
』
『
大
同
石
彿
頒
』
は
一
九
四
二
年
戦
時
下
の
東
京
で
出
版
さ
れ
た
｡
紙
が
欠
乏
し
､
政
府
に
よ
る
出
版
界
緊
縮
と
統
制
が
強
ま

る
状
況
下
で
出
版
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
両
詩
集
の
装
丁
は
豪
華
な
も
の
だ
っ
た
｡
茶
色
の
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
､
遊
び
紙
､
銀
色
の
裏
表

紙
､
扉
､
著
者
名
ペ
ー
ジ
に
続
き
よ
う
や
く
本
文
が
お
目
見
え
す
る
よ
う
に
､
紙
が
贅
沢
に
使
わ
れ
て
い
る
｡
当
時
､
音
楽
家
と
し
て
有
名

だ
っ
た
江
文
也
も
詩
人
と
し
て
は
無
名
に
近
か
っ
た
｡
無
名
詩
人
の
詩
集
が
豪
華
に
出
版
さ
れ
た
背
景
と
は
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
｡

慮
溝
椿
事
変
後
､
日
本
が
中
国
に
対
し
て
全
面
戦
争
を
展
開
す
る
と
北
京
は
輪
陥
都
市
と
な
り
､
大
量
の
日
本
人
が
北
京
に
流
入
し
た
｡

(空

例
え
ば
事
変
前
の
三
千
人
か
ら
四
一
年
に
は
八
万
九
百
八
十
三
人
へ
と
急
増
し
て
い
る
｡
そ
の
た
め
北
京
に
関
す
る
情
報
が
求
め
ら
れ
､

(21)

大
量
の
北
京
案
内
書
や
著
名
人
の
北
京
紀
行
が
事
変
後
に
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
新
民
印
書
館
出
版
の
『
北
京
案
内
記
』

は

一
九
三
八
年
一
一
月
二
〇
日
に
初
版
発
行
後
､
一
一
月
三
〇
日
に
再
版
し
､
翌
年
の
三
月
一
日
ま
で
は
八
版
も
重
ね
た
の
で
あ
る
｡
ま
た
､

も
う
一
つ
の
好
い
例
は
安
部
知
二
の
小
説
『
北
京
』

で
あ
る
｡
『
北
京
』

は
一
九
三
七
年
一
月
改
造
社
の
文
芸
誌
『
文
芸
』

に
掲
載
さ
れ
た

｢
燕
京
｣

を
書
き
改
め
た
長
編
小
説
で
あ
る
｡
小
説
主
人
公
の
行
動
は
ほ
ぼ
い
く
つ
か
の
観
光
コ
ー
ス
に
整
理
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
､
｢
紫
禁

城
､
北
海
公
園
､
万
寿
山
､
万
里
の
長
城
な
ど
､
景
観
や
歴
史
や
文
化
を
も
つ
観
光
名
所
の
空
間
性
は
､
作
品
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
｣

(望

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
阿
部
知
二
の
『
北
京
』
は
一
種
の
観
光
小
説
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
､
江
文
也
の
『
北
京
銘
』
も

同
様
な
言
説
空
間
を
共
有
し

｢
観
光
詩
｣

と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

戦
争
の
深
化
と
と
も
に
､
大
同
石
俳
の
研
究
や
描
写
も
時
局
を
反
映
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
木
下
杢
太
郎
は
一
九
三
八
年
九
月
『
文
芸

春
秋
』

に
発
表
し
た

｢
大
同
石
彿
雑
話
｣

の
中
で
､
｢
雲
崗
と
い
う
処
､
そ
の
石
窟
や
彫
刻
は
も
は
や
異
国
趣
味
の
存
在
で
は
な
く
な
っ
た
｡
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我
々
の
精
神
上
の
祖
国
の
拡
張
の
一
丁
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
今
度
の
事
変
と
い
う
も
の
は
､
そ
う
い
う
方
面
に
も
意
義
を
有
す
る
の
で

あ
っ
た
｣
と
揚
言
し
､
｢
そ
し
て
敏
感
な
芸
術
家
が
､
ま
ず
大
同
石
彿
の
描
写
､
再
現
と
い
う
こ
と
で
現
在
の
情
勢
に
対
応
し
た
と
い
う
の

(望

は
､
甚
だ
当
然
の
事
だ
と
謂
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｣

と
し
て
石
彿
の
描
写
と
再
現
を
提
唱
し
た
｡
江
文
也
『
大
同
石
彿
頒
』
は
木
下
杢
太
郎

の
意
図
に
副
う
も
の
と
は
い
え
ず
､
戦
争
か
ら
掛
け
離
れ
た
芸
術
詩
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
が
､
そ
の
出
版
に
は
戦
時
と
い
う
時
代
的
要
因
が

深
く
関
於
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

『
北
京
銘
』
及
び
『
大
同
石
併
頒
』
は
､
複
雑
な
文
化
背
景
を
も
つ
作
者
が
占
領
下
北
京
に
書
き
残
し
た
日
本
語
詩
集
で
あ
る
｡
中
国
に

対
す
る
江
文
也
の
ま
な
ざ
し
に
は
伝
統
文
化
へ
の
陶
酔
以
外
､
同
情
と
理
解
が
あ
っ
た
が
､
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
他
者
か
ら
の
も
の
に
過
ぎ

な
い
｡
生
産
･
流
通
･
消
費
と
い
う
近
代
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
､
日
本
で
の
出
版
､
日
本
人
読
者
と
い
っ
た
要
素
は
す
で
に
あ
る
意
味
で
作

品
の
性
格
を
規
制
し
た
と
い
え
る
｡
し
か
し
､
表
現
者
と
し
て
の
江
文
也
の
感
性
と
人
間
性
は
年
月
を
経
て
今
も
光
を
放
っ
て
い
る
の
で
あ

る｡

三 三 丁 注

井
田
敏
『
ま
ぼ
ろ
し
の
五
線
譜

-

江
文
也
と
い
う

｢
日
本
人
｣
』
､
白
水
社
､
一
九
九
九
年
｡

葉
笛
｢
用
音
楽
語
言
写
詩
的
江
文
也
｣
､
『
台
湾
早
期
現
代
詩
人
論
』
､
国
家
台
湾
文
学
館
､
二
〇
〇
三
年
｡

周
椀
窃
｢
想
像
的
台
湾
輿
中
国
的
文
化
想
像

-

江
文
也
文
字
作
品
初
探
｣
､
｢
江
文
也
先
生
逝
世
二
十
周
年
記
念
学
術
研
討
会
｣

に
お
け
る
発
表
､

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
､
台
湾
中
央
研
究
院
｡
周
女
史
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
‥
｢
如
果
他
的
台
湾
是
想
像
的
,
那
磨
.
他
的
中
圃
也
是
想
像
的
｡
如

果
我
椚
把
他
那
開
於
北
京
的
哲
人
般
的
嘩
語
賦
予
民
族
主
義
的
意
味
,
我
想
我
椚
将
根
難
了
解
一
九
三
八
至
一
九
四
五
年
間
的
江
文
也
的
一
些
作

為
｡
｣

(
4
)

『
芥
川
龍
之
介
集
』
は
一
九
二
七
年
一
二
月
に
上
海
開
明
書
店
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
､
｢
鼻
｣

｢
薮
の
中
｣

｢
湖
南
の
扇
｣
な
ど
芥
川
の
代
表
的
な
小

説
を
収
録
し
て
い
る
｡
｢
中
国
遊
記
｣

は
夏
巧
尊
の
訳
で
付
録
一
と
し
て
入
っ
て
い
る
｡

(
5
)

芥
川
龍
之
介
｢
上
海
遊
記
｣
､
『
支
那
遊
記
』
二
三
貢
｡
改
造
社
､
一
九
二
五
年
｡
引
用
は
昭
和
五
二
年
は
る
ぷ
出
版
に
よ
る
復
刻
版
か
ら
｡
『
支
那



他者としてのまなざし

(
6
)

(
7
)

(
8
)

(
9
)

(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(
柑
)

(19)(20)(21)

91
遊
記
』

の
引
用
は
以
下
同
版
本
に
拠
る
｡
引
用
に
あ
た
っ
て
旧
仮
名
遣
い
は
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
｡

金
子
光
晴
｢
上
海
灘
｣
､
『
金
子
光
晴
全
集
』

｢
新
芸
術
家
の
目
に
映
じ
た
支
部
の
印
象
｣
､

｢
新
芸
術
家
の
目
に
映
じ
た
支
那
の
印
象
｣
､

｢
新
芸
術
家
の
目
に
映
じ
た
支
那
の
印
象
｣
､

第
二
巻
､
公
論
社
､
一
九
七
六
年
｡

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
八
巻
､
四
貢
｡

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
八
巻
､
五
亘
｡

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
八
巻
､
五
貢
｡

岩
波
書
店
､
一
九
九
六
年
｡

岩
波
書
店
､
一
九
九
六
年
｡

岩
波
書
店
､
一
九
九
六
年
｡

江
文
也

｢
北
京
か
ら
上
海
へ
｣
､
『
月
間
楽
譜
』

江
文
也

｢
北
京
か
ら
上
海
へ
｣
､
『
月
間
楽
譜
』

一
九
四
一
年
新
民
印
書
館
が
編
集
･
出
版
し
た

二
五
-
九
､
三
二
貢
､
一
九
三
六
年
九
月
｡

二
五
-
九
､
三
三
頁
､
一
九
三
六
年
九
月
｡

『
北
京
案
内
記
』

は
写
真
付
き
で

｢
雨
後
の
胡
同
｣

を
紹
介
し
て
い
る
｡
七
貢
｡

韓
昌
凱
｢
北
京
的
牌
楼
｣
､
『
北
京
史
苑
』
第
一
輯
､
三
一
八
貢
｡
北
京
市
社
会
科
学
研
究
所
『
北
京
史
苑
』
編
輯
部
､
一
九
八
三
年
｡

芥
川
龍
之
介

｢
雑
信
一
束
｣
､
『
支
那
遊
記
』
､
二
六
三
貢
｡
改
造
社
､
一
九
二
五
年
｡

木
下
杢
太
郎
『
大
同
石
併
寺
』
､
三
九
九
亘
｡
座
右
宝
刊
行
会
､
一
九
三
八
年
｡

江
文
也

｢
北
京
か
ら
上
海
へ
｣
､
『
月
間
楽
譜
』

二
五
1
九
､
三
八
～
三
九
貢
､
一
九
三
六
年
九
月
｡

芥
川
龍
之
介

｢
上
海
遊
記
｣
､
『
支
那
遊
記
』
七
貢
｡
改
造
社
､
一
九
二
五
年
｡

高
橋
み
つ
る

｢
中
国
近
代
に
お
け
る
人
力
車
夫
文
学
に
つ
い
て
｣
､
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
,
四
五

(
人
文
･
社
会
科
学
編
)
｡

前
に
挙
げ
た
周
椀
窃
｢
想
像
的
台
湾
輿
中
国
的
文
化
想
像

-

江
文
也
文
字
作
品
初
探
｣

は

｢
従
詩
中
根
難
看
出
江
文
也
的
北
京
和
常
時
中
開
面

臨
的
戦
乱
有
何
関
係
｣
と
指
摘
し
､
江
文
也
に
と
っ
て
北
京
は

｢
天
下
無
事
｣

で
あ
り
｢
非
政
治
的
｣

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡

安
藤
更
生
編
『
北
京
案
内
記
』

(
北
京
･
新
民
印
書
館
､
一
九
三
八
年
)

の
記
述
に
拠
る
｡

前
出
『
北
京
案
内
記
』
以
外
､
一
九
三
七
年
以
後
の
案
内
書
や
北
京
紀
行
は
次
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
『
最
新
支
那
旅
行
案
内
』
(
後
藤
朝
太

郎
､
東
京
･
黄
河
書
院
､
一
九
三
八
年
)
､
『
随
筆
北
京
』

(
奥
野
信
太
郎
､
東
京
･
第
一
書
房
､
一
九
四
〇
年
)
､
『
北
京
点
描
』

(
清
見
陸
郎
､
東

京
･
大
都
書
房
､
一
九
四
一
年
)
､
『
北
京
歳
時
記
』

(
村
上
知
行
､
東
京
書
房
､
一
九
四
二
年
)
､
『
北
京
横
丁
』

(
高
健
子
､
東
京
･
大
阪
屋
号
書
店
､

一
九
四
三
年
)
､
『
北
京
百
景
』

(
高
木
健
夫
､
北
京
･
新
民
印
書
館
､
一
九
四
三
年
)
な
ど
｡

王
成
｢
安
部
知
二
が
描
い
た
〝
北
京
″
｣
､
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
､
二
〇
〇
四
年
九
月
｡

引
用
は
木
下
杢
太
郎
『
大
同
石
彿
寺
』

(
座
右
宝
刊
行
会
､
一
九
三
八
年
)

に
拠
る
｡


