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像
上
の
島
、
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
帝
国
主
義
の
教

具
と
し
て
の
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
が
そ
の
伝
統
的
な
役
割
を
果
た
し
え
な
く

な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
。
要
す
る
に
、『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』

に
お
い
て
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
は
終
焉
し
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
な
っ
た
の
で

あ
る（

1
）。
グ
リ
ー
ン
の
枠
組
み
を
、
別
の
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
の
が
、

ケ
リ
ー
・
ボ
イ
ド
の
『
英
国
に
お
け
る
男
ら
し
さ
と
少
年
物
語
誌
』
で
あ

る
。
ボ
イ
ド
は
、
一
八
八
〇
年
か
ら
一
九
二
〇
年
ま
で
の
少
年
雑
誌
に
お

い
て
、
そ
れ
ま
で
大
い
に
評
判
の
高
か
っ
た
帝
国
冒
険
物
語
が
国
内
冒
険

物
語
に
人
気
を
奪
わ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
主
人
公
の
人
物
像
が
貴
族

的
な
も
の
か
ら
庶
民
的
な
も
の
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（70︲73

）。

　

本
稿
は
、
ボ
イ
ド
の
論
考
を
補
助
線
に
し
て
、『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』

1
　

マ
ー
テ
ィ
ン
・
グ
リ
ー
ン
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
物
語
』
は
、

ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
を
雛
形
と
す

る
物
語
、
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
の
系
譜
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
物
語

形
式
が
イ
ギ
リ
ス
帝
国
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
綿
々
と
続
き
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

で
あ
り
続
け
た
の
は
、
少
年
の
成
長
の
物
語
が
同
時
代
の
帝
国
主
義
に
お

け
る
理
想
的
な
男
性
主
体
の
あ
り
方
を
提
示
し
、
伝
播
す
る
役
割
を
負
っ

て
い
た
か
ら
だ
と
グ
リ
ー
ン
は
述
べ
て
い
る
（1︲3

）。
そ
の
な
か
で
グ
リ

ー
ン
は
Ｊ
・
Ｍ
・
バ
リ
の
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
を
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
の

極
点
と
位
置
づ
け
て
い
る
（154

）。
こ
の
作
品
が
示
す
変
化
、
つ
ま
り
、

主
人
公
の
少
年
、
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
の
成
長
が
疑
問
視
さ
れ
、
舞
台
が
想
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『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
は
こ
の
よ
う
な
状
況
（
そ
れ
は
現
在
へ
と
続
い
て

い
る
）
の
系
譜
の
出
発
点
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

2
　

世
紀
末
を
境
に
し
て
帝
国
冒
険
物
語
が
国
内
冒
険
物
語
へ
、
そ
の
主
要

な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
庶
民
的
な
人
物
へ
と
変
化
し
た
と
い
う
ボ
イ
ド
の
指

摘
は
、『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
に
お
け
る
少
年
た
ち
の
行
動
／
生
活
様
式

に
も
そ
の
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
に
は
、
少

年
た
ち
が
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、
す
な
わ
ち
サ
ッ
カ
ー
に
関
わ
っ
て
い
る
姿
が
、

度
々
見
受
け
ら
れ
る
。
ウ
ェ
ン
デ
ィ
の
弟
で
、
ダ
ー
リ
ン
グ
家
の
長
男
ジ

ョ
ン
は
、「
ジ
ョ
ン
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
あ
る
日
に
は
」（71 

）
と
あ
る
よ

う
に
、
ロ
ン
ド
ン
の
と
あ
る
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ
に
通
っ
て
い
る（

2
）。
ネ
ヴ

ァ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
多
く
の
人
魚
た
ち
が
、
虹
の
水
か
ら
で
き
た
水
玉
を

ボ
ー
ル
の
代
わ
り
に
し
て
、
そ
れ
を
尻
尾
で
打
っ
て
は
、
虹
か
ら
外
に
飛

び
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て
遊
ん
で
い
る
。
ゴ
ー
ル
は
虹
の
両
端
に
あ
っ
て
、

ゴ
ー
ル
・
キ
ー
パ
ー
だ
け
は
手
を
使
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。「
子
ど

も
た
ち
が
仲
間
に
入
ろ
う
と
す
る
と
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
だ
け
で
遊
ば
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
い
う
の
も
、
人
魚
た
ち
が
す
ぐ
に
姿
を

消
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。〔
…
…
〕
ジ
ョ
ン
は
、
水
玉
を
、
手
で
は

な
く
頭
で
打
ち
返
す
と
い
う
新
し
い
や
り
方
を
し
て
み
せ
ま
し
た
」

が
イ
ギ
リ
ス
国
内
と
連
続
的
で
あ
る
の
を
確
認
し
な
が
ら
、
エ
ド
ワ
ー
ド

朝
期
に
お
け
る
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
の
変
容
を
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
筆
者

は
、
以
下
の
三
点
、（
1
）
帝
国
主
義
批
判
の
議
論
の
登
場
の
な
か
で
、

英
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
自
由
放
任
主
義
か
ら
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ

と
転
換
す
る
こ
と
、（
2
）
い
わ
ゆ
る
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
の
小
説
に
お

い
て
、
リ
ア
リ
ズ
ム
が
終
わ
り
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
新
た
な
る
価
値
と
し
て

台
頭
す
る
こ
と
、（
3
）
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
誕
生
を
帝
国
主
義
と
関
連
づ
け
た
こ
と
、
を
踏
ま
え
、
グ
リ
ー
ン
が

『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
に
つ
い
て
指
摘
す
る
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
の
不
可
能

性
を
、
帝
国
主
義
の
終
焉
で
は
な
く
変
容
と
し
て
読
み
解
く
道
を
考
え
た

い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
グ
リ
ー
ン
が
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
の
終
焉
、

不
可
能
性
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
想
像
上
に
し
か
登
場
し
な
い

「
島
」
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
論
じ
た
新
た
な
帝
国
主
義
文
学
と
し
て
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
に
お
け
る
植
民
地
の
不
可
視
化
、
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス

帝
国
主
義
の
構
造
的
な
変
容

―
植
民
地
主
義
的
か
ら
金
融
資
本
主
義
的

へ
の
転
回

―
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
考
察

と
な
る
。
ま
た
、
上
記
の
問
題
は
、
本
稿
で
は
、
間
接
的
・
補
足
的
に
で

は
あ
る
が
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
版
の
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
を
も
通
し
て
考
察

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
五
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
帝

国
主
義
の
共
犯
関
係

―
こ
の
時
期
如
何
に
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
名
の
も
と

に
帝
国
主
義
が
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
の
か

―
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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は
な
く
て
本
国
の
問
題
も
包
含
し
て
い
る
こ
と
を
、
本
国
と
い
う
側
面
も

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
、
そ
れ
は
、
ボ
ー
ア
戦

争
を
契
機
に
「
少
年
非
行
の
増
加
」
が
不
安
視
さ
れ
る
と
同
時
に
「
少
年

は
国
家
の
希
望
」
と
も
化
し
た
場
所
（
ボ
イ
ド72 

）

―
そ
こ
は
後
に

Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
が
「
今
，
無
時
間
と
時
間
と
の
交
差
の
点
は
英
国

に
あ
り
、
し
か
も
ど
こ
に
も
な
い
。
決
し
て
、
常
に
」（42 

）
と
記
す
こ

と
と
な
る
他
の
何
処
に
も
決
し
て
二
つ
と
存
在
し
な
い
島

―
す
な
わ
ち

英
国
を
も
表
し
て
い
る
の
だ
。

　

上
記
の
少
年
た
ち
の
振
る
舞
い
に
つ
い
て
は
、
エ
イ
レ
ン
・
シ
ッ
ソ
ン

が
ロ
ス
ト
・
ボ
ー
イ
ズ
を
少
年
フ
ー
リ
ガ
ン
と
関
係
づ
け
て
い
る
こ
と

（121︲22

）、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ザ
イ
プ
ス
が
「
ピ
ー
タ
ー
は
〔
…
…
〕
社
会
の

大
人
た
ち
に
対
す
る
反
抗
者
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
（142

）
が

重
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
親
が
い
な
く
、
学
校
に
も
行
か
ず
に
、

た
だ
遊
ん
で
ば
か
り
で
、
一
八
八
八
年
の
サ
ッ
カ
ー
リ
ー
グ
の
開
始
以
降

下
層
階
級
の
象
徴
と
化
し
た
サ
ッ
カ
ー
と
思
し
い
ス
ポ
ー
ツ
に
興
じ
て
い

る
彼
ら
を
少
年
フ
ー
リ
ガ
ン
と
捉
え
る
こ
と
は
、
的
を
射
た
指
摘
で
あ
ろ

う
。
現
に
、
た
と
え
ば
、
一
八
九
八
年
八
月
の
『
デ
イ
リ
ー
・
グ
ラ
フ
ィ

ッ
ク
』、『
サ
ン
』
な
ど
の
紙
面
に
は
、
あ
た
か
も
上
述
の
ピ
ー
タ
ー
の
行

動
を
活
写
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、「
彼
ら
は
人
で
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を
し

た
」、「
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
よ
う
に
人
を
蹴
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
見
出
し

が
溢
れ
て
い
た
（Pearson 76︲77

）。
当
時
の
英
国
に
お
い
て
、
少
年
フ

（141
）
と
、
ジ
ョ
ン
と
そ
の
弟
で
あ
る
マ
イ
ケ
ル
は
、
孤
児
た
ち
の
ロ
ス

ト
・
ボ
ー
イ
ズ
（
ト
ゥ
ー
ト
ル
ズ
、
ニ
ブ
ズ
、
ス
ラ
イ
ト
リ
ー
、
カ
ー
リ

ー
、
双
子
た
ち
）
と
、
サ
ッ
カ
ー
と
思
し
い
ゲ
ー
ム
に
興
じ
て
い
る
。
そ

し
て
、
物
語
の
は
じ
め
の
場
面
に
お
い
て
「
ピ
ー
タ
ー
は
立
ち
上
が
る
な

り
、
ジ
ョ
ン
を
毛
布
ご
と
ベ
ッ
ド
か
ら
蹴
落
と
し
て
し
ま
い
ま
し
た
、
ひ

と
蹴
り
に
で
す
」（95 

）
と
、
ま
だ
面
識
の
な
い
、
寝
て
い
る
ジ
ョ
ン
を

い
き
な
り
蹴
飛
ば
す
、
ロ
ス
ト
・
ボ
ー
イ
ズ
の
リ
ー
ダ
ー
で
、
物
語
の
主

人
公
で
あ
る
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
は
、
ま
た
、
ラ
イ
バ
ル
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

ス
ク
ー
ル
出
身
の
キ
ャ
プ
テ
ン
・
フ
ッ
ク
を
、
キ
ッ
ク
で
、
海
へ
と
蹴
落

と
し
、
彼
と
の
戦
い
に
終
止
符
を
打
つ
。「
フ
ッ
ク
は
船
べ
り
に
立
っ
て
、

空
中
を
す
べ
る
よ
う
に
や
っ
て
く
る
ピ
ー
タ
ー
を
肩
ご
し
に
眺
め
な
が
ら
、

足
で
蹴
っ
て
く
れ
、
と
い
う
身
振
り
を
し
て
見
せ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ピ

ー
タ
ー
は
、
剣
で
突
き
刺
す
の
を
や
め
て
、
足
で
蹴
り
ま
し
た
」（204

）。

こ
の
よ
う
に
、
ボ
イ
ド
が
述
べ
る
こ
の
時
期
の
少
年
を
中
心
と
す
る
物
語

に
お
い
て
「
ヒ
ー
ロ
ー
」
が
「
貴
族
的
か
ら
庶
民
的
へ
」
と
変
化
し

（72 

）、「
下
層
階
級
の
少
年
た
ち
」
が
「
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
に
熱
中
し

（76︲77

）、「
帝
国
冒
険
物
語
が
廃
れ
、
冒
険
は
ロ
ン
ド
ン
の
街
中
に
設
定

さ
れ
た
」（73 

）
と
い
う
こ
と
は
、『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
に
も
当
て
は
ま

ろ
う
。
少
年
た
ち
が
ロ
ン
ド
ン
と
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
サ
ッ
カ
ー

を
し
て
い
る
の
は
、
そ
こ
が
英
国
国
内
と
連
続
的
で
あ
る
の
を
示
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
、
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
が
、
植
民
地
の
問
題
だ
け
で
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タ
ー
・
パ
ン
』
の
少
年
た
ち
は
反
社
会
的
で
、
社
会
の
不
適
者
と
思
し
い

人
物
た
ち
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
彼
ら
は
最
終
的
に
き
ち
ん
と
し
た
職
業

―
運
輸
業
、
法
律
業
、
ま
た
金
融
業
と
思
し
き
も
の

―
に
就
く
。
し

か
も
、
彼
ら
が
就
職
す
る
の
は
、
英
国
の
国
内
に
お
い
て
で
あ
る
。
で
は
、

な
ぜ
、
彼
ら
は
更
生
し
、
そ
こ
で
職
を
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ボ
イ
ド
が

述
べ
た
「
英
国
国
内
の
問
題
」
を
、
当
時
の
帝
国
が
置
か
れ
た
コ
ン
テ
ク

ス
ト
に
則
し
て
考
え
て
み
た
い
。
ボ
ー
ア
戦
争
の
英
雄
が
定
め
た
ボ
ー
イ

ス
カ
ウ
ト
設
立
の
精
神
は
、
帝
国
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、

国
内
の
不
安
、
そ
し
て
、
国
内
の
帝
国
主
義
批
判
の
新
し
い
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
言
説
に
も
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
想
像
上
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
植
民
地
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
が
、
実
は
イ
ギ
リ
ス
の
国
内
問
題
も
反
映

し
て
い
る
と
い
う
複
雑
な
入
れ
子
構
造
と
同
じ
布
置
の
な
か
に
あ
る
。
国

内
問
題
が
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
の
よ
う
に
国
外
問
題
と
つ
な
が
る
（
も
し
く
は

そ
の
逆
）
と
い
う
事
態
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
言
う
（
ハ
イ
）
モ
ダ
ニ
ズ

ム
誕
生
期
と
し
て
の
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
期
の
文
化
言
説
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。

3
　

イ
ギ
リ
ス
帝
国
は
衰
退
の
危
機
に
直
面
し
て
い
た
と
い
う
の
が
、
エ
ド

ワ
ー
ド
朝
期
の
流
行
の
言
説
で
あ
り
、
広
く
問
題
化
さ
れ
た
認
識
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
躍
進
が
大
い
に
関
係
し
て
い
た
。
ジ
ョ
ヴ

ー
リ
ガ
ン
は
社
会
問
題
化
し
て
い
た
の
だ
。

　

こ
の
問
題
の
解
決
に
力
を
注
い
だ
の
が
、
ボ
ー
ア
戦
争
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
、

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
を
創
設
し
た
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
イ
デ
ン＝

パ
ウ
エ
ル
で
あ

る
。
彼
は
一
九
〇
八
年
に
『
ス
カ
ウ
テ
ィ
ン
グ
・
フ
ォ
ー
・
ボ
ー
イ
ズ
』

を
出
版
し
て
い
る
。
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
も
い
う
べ
き

こ
の
本
の
副
題
は
「
良
い
市
民
性
を
教
え
る
た
め
の
手
引
書
」
と
な
っ
て

お
り
、
ど
の
よ
う
な
意
識
か
ら
こ
の
団
体
が
創
設
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
か

を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
ベ
イ
デ
ン＝
パ
ウ
エ
ル
の
『
ス
カ
ウ
テ
ィ
ン

グ
・
フ
ォ
ー
・
ボ
ー
イ
ズ
』
に
は
「
現
在
、
英
国
に
は
二
〇
〇
万
人
の
少

年
が
お
り
、
そ
の
な
か
の
二
五
万
人
か
ら
五
〇
万
人
は
学
校
外
で
も
良
い

影
響
下
に
あ
る
。〔
…
…
〕
残
り
の
者
た
ち
は
「
フ
ー
リ
ガ
ニ
ズ
ム
」
の

波
に
呑
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」（299

）
と
、
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
イ
ギ

リ
ス
帝
国
の
衰
退
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
二
〇
世
紀
初
頭
の
英
国
の

人
々
が
抱
い
て
い
た
社
会
の
不
安
や
焦
り
が
、
少
年
フ
ー
リ
ガ
ン
問
題
と

い
う
か
た
ち
で
現
れ
て
い
る
の
だ（

3
）。
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
は
一
般
に
帝
国

主
義
の
教
具
と
言
わ
れ
て
お
り（

4
）、
そ
の
目
的
は
帝
国
主
義
／
植
民
地
主

義
の
流
布
に
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
子
ど
も
を
ち
ゃ
ん
と
育
て
よ
う
と
い

う
視
点
は
、
実
は
国
内
不
安
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　

少
年
フ
ー
リ
ガ
ン
問
題
、
す
な
わ
ち
国
家
の
未
来
を
担
う
子
ど
も
の
育

成
と
い
う
教
育
問
題
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
英
国
の
言
説
に
お
い
て
、
重

要
な
事
案
だ
っ
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
上
述
し
た
よ
う
に
、『
ピ
ー
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か
ら
理
解
さ
れ
る
。
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
期
を
代
表
す
る
経
済
学
者
の
Ｊ
・

Ａ
・
ホ
ブ
ソ
ン
は
、『
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
危
機
』
で
、
放
任
主
義
の
「
レ

ッ
セ
フ
ェ
ー
ル
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
か
ら
国
家
主
導
に
よ
る
社
会
改
革
に
重

点
を
置
く
「
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
へ
の
転
換
の
重
要
性
を
述
べ
て
い

る
（xi

）。
ロ
ナ
ル
ド
・
ハ
イ
ア
ム
は
、
帝
国
は
現
実
的
に
は
一
九
三
一

年
に
新
た
な
連
邦
制
、
福
祉
国
家
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
九

〇
七
年
に
開
か
れ
た
帝
国
会
議
が
実
は
そ
の
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
で

あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（54︲55

）。

　

こ
の
よ
う
に
帝
国
の
衰
退
と
い
う
危
機
下
に
あ
っ
た
英
国
で
は
、
一
九

〇
六
年
に
総
選
挙
が
行
わ
れ
、
政
権
は
ア
ー
サ
ー
・
バ
ル
フ
ォ
ア
を
筆
頭

と
す
る
保
守
党
か
ら
Ｈ
・
Ｈ
・
ア
ス
キ
ス
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ロ
イ
ド
・

ジ
ョ
ー
ジ
、
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル
を
擁
す
る
自
由
党
へ
と
移
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
与
党
の
座
に
返
り
咲
い
た
自
由

党
が
、
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
政
策
に
よ
っ
て
帝
国
の
危
機
的
状
況
を

打
ち
破
ろ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
つ
の
か
た
ち
と

し
て
良
く
現
れ
て
い
る
の
が
、
一
九
一
〇
年
の
密
か
に
保
守
党
と
の
連
立

政
権
樹
立
に
向
け
た
動
き
で
あ
ろ
う
（Sem

m
el; 

Searle

）。
こ
れ
は
、

同
意
間
近
ま
で
い
き
な
が
ら
も
、
結
局
、
両
党
の
政
策
の
違
い
に
よ
り
合

意
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
連
立
構
想
を
含
む
そ
の
会
合
の
あ
ら
ま
し

に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
後
に
『
ク
マ
の
プ
ー
さ
ん
』
を
書
き
有
名
に

な
る
Ａ
・
Ａ
・
ミ
ル
ン
が
、
当
時
、
Ａ
・
Ａ
・
Ｍ
と
い
う
イ
ニ
シ
ャ
ル
で

ァ
ン
ニ
・
ア
リ
ギ
が
『
長
い
二
〇
世
紀
』
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
実
際

の
と
こ
ろ
二
〇
世
紀
は
、
帝
国
的
な
覇
権
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
時
代

と
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
新
た
な
植
民
地
の
不

在
と
い
う
問
題
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
ジ
ョ
ン
・
ベ
ラ
ミ
ー
・
フ
ォ
ス
タ
ー

の
述
べ
る
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
最
後
の
四
半
世
紀
に
お
い
て
西
欧
帝
国

主
義
諸
国
に
よ
る
植
民
地
の
併
合
は
頂
点
に
達
し
た
（101

）。
そ
れ
は
、

未
開
の
土
地
が
地
球
上
に
存
在
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、

言
い
換
え
れ
ば
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
を
支
え
て
い
た
植
民
地
主

義
的
な
帝
国
主
義
が
そ
の
頂
点
を
迎
え
た
こ
と
で
も
あ
る
。
現
在
の
わ
れ

わ
れ
か
ら
見
れ
ば
、
二
〇
世
紀
の
帝
国
主
義
は
、
ア
メ
リ
カ
中
心
の
金
融

資
本
主
義
型
の
帝
国
主
義
を
主
流
と
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、

こ
の
時
点

―
冷
戦
期
以
前

―
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
に

対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
脅
威
と
し
て
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

状
況
と
連
関
し
て
、『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
に
お
い
て
、
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン

ド
は
想
像
上
の
も
の
と
な
り
、（
以
下
で
検
証
す
る
よ
う
に
）
少
年
た
ち

は
将
来
英
国
国
内
で
働
く
こ
と
と
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
を
、
植
民
地
主

義
の
終
焉
（
の
兆
し
）
の
言
説
か
ら
の
み
で
は
十
全
に
理
解
す
る
こ
と
は

で
き
ま
い
。
む
し
ろ
、
植
民
地
主
義
の
終
焉
が
、
英
国
国
内
に
お
い
て
は

ど
の
よ
う
な
政
治
的
な
布
置
か
ら
言
挙
げ
さ
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
る
必

要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
新
た
な
る
自
由
主
義
言
説
の
台
頭
、
す
な
わ
ち
当

時
勃
興
し
た
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
よ
る
帝
国
主
義
批
判
と
い
う
文
脈
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ズ
ム
的
思
想
は
浸
透
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
英
国
内
に
お
い

て
次
世
代
の
育
成
が
、
帝
国
の
衰
微
と
フ
ー
リ
ガ
ン
問
題
と
も
相
ま
っ
て
、

重
要
な
関
心
事
で
有
り
得
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
に
お
け
る
少
年
た
ち
の
育

成
、
す
な
わ
ち
教
育
と
い
う
問
題
は
、
ベ
イ
デ
ン＝

パ
ウ
エ
ル
が
『
ス
カ

ウ
テ
ィ
ン
グ
・
フ
ォ
ー
・
ボ
ー
イ
ズ
』
に
お
い
て
フ
ー
リ
ガ
ン
問
題
に
取

り
組
ん
だ
の
を
含
め
、
帝
国
の
斜
陽
期
に
お
け
る
本
国
、
英
国
の
社
会
全

体
の
退
化
言
説
と
、
そ
の
弱
体
化
し
た
英
国
の
効
率
的
な
再
建
の
た
め
に

ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
考
え
が
重
要
視
さ
れ
た
の
と
密
接
な
関
係

に
あ
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
現
状
を
打
破
す
る
最
良
の
方
法
の
一
つ
が
将

来
の
国
家
を
支
え
る
子
ど
も
の
育
成
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
教

育
に
よ
る
国
力
強
化
が
目
指
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
効
率
化
と
い

う
名
の
も
と
に
、
こ
の
時
期
の
少
年
た
ち
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
期
の
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
身
体
運
動
と
し
て
の
ラ
グ

ビ
ー
で
は
な
く
、
ま
た
一
八
七
〇
年
に
始
ま
っ
た
初
頭
教
育
に
お
い
て
推

奨
さ
れ
た3Rʼs

（
読
み
、
書
き
、
算
数
）
と
い
う
詰
め
込
み
方
式
で
も

な
く
、
彼
ら
に
と
っ
て
馴
染
み
の
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
、
サ
ッ
カ
ー
を
通
し
て
、

自
発
的
に
身
体
と
精
神
を
鍛
え
る
よ
う
に
、
働
き
か
け
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る（

6
）。
だ
か
ら
こ
そ
、『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
の
少
年
た
ち
は
サ
ッ
カ

ー
を
す
る
の
だ
。
ま
た
、
少
年
フ
ー
リ
ガ
ン
の
問
題
点
は
、
サ
ッ
カ
ー
の

観
戦
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
て
、
彼
ら
が
実
際
に
ボ
ー
ル
を
蹴
ら
な
い
こ

『
パ
ン
チ
』
に
「
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
秘
密
史
」（
一
九
一
〇
年
一
一
月
一

六
日
）
と
い
う
題
で
書
い
て
い
る
。
自
由
党
の
試
み
と
そ
れ
に
対
す
る
保

守
党
の
態
度
を
も
含
め
て
、
こ
れ
は
世
間
を
騒
が
す
出
来
事
で
あ
っ
た
。

自
由
党
が
そ
こ
で
重
視
し
て
い
た
こ
と
の
一
つ
が
、
教
育
問
題
で
あ
る
。

こ
の
会
を
司
っ
た
の
は
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
で
、
そ
の
と
き
の
彼
の
メ
モ

の
な
か
の
「
国
家
の
再
編
」
の
部
分
に
、
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

（Grigg 
365

）（5
）。
進
歩
主
義
的
な
思
想
で
あ
る
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

の
考
え
を
取
り
入
れ
て
、「
国
家
的
効
率
」
の
名
の
も
と
に
、
あ
ら
ゆ
る

分
野
で
効
率
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
自
由
党
の
姿
勢
が
、
こ
こ
に
垣
間

見
ら
れ
る
の
は
、
何
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
帝
国
の
衰
退
の
危
機
に
対

し
て
党
派
を
超
え
て
取
り
組
も
う
と
し
た
と
き
に
、
教
育
問
題
に
ま
で
踏

み
込
ん
だ
そ
の
意
義
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
興
味
深
い
の
は
、

一
九
〇
五
年
に
『
イ
ギ
リ
ス
帝
国
衰
亡
史
』
を
書
い
た
一
般
に
保
守
派
と

言
わ
れ
る
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
・
グ
レ
イ
（
本
名
エ
リ
オ
ッ
ト
・
Ｅ
・
ミ
ル

ズ
）
が
翌
年
に
副
題
を
「
彼
ら
は
共
に
教
育
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
の

か
？
」
と
す
る
『
少
年
と
少
女
』（
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｓ
・
タ
イ
リ
ー
な
る

人
物
と
の
共
著
）
を
書
き
、
そ
こ
で
既
に
階
級
差
を
越
え
た
共
学
の
意
義

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
本
の
紹
介
が
『
イ
ギ
リ

ス
帝
国
衰
亡
史
』
の
裏
表
紙
に
て
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
注
目
に
値
し

よ
う
。
要
す
る
に
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
政
治
的
立
場
の
違
い
に
か
か

わ
ら
ず
、
政
府
の
介
入
に
よ
る
社
会
政
策
を
重
視
す
る
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
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植
民
地
主
義
の
終
焉
と
い
う
言
説
の
布
置
の
な
か
で
、
以
前
の
よ
う
に
彼

ら
が
国
外
に
希
望
を
抱
く
こ
と
な
ど
、
ほ
ぼ
不
可
能
に
等
し
か
っ
た
の
で

あ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
は
ま
た
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
誕
生
と
相
重
な

り
、
植
民
地
主
義
的
な
帝
国
主
義
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
変
容
す
る
と
い

う
問
題
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
は
英
国
と
し

て
も
表
象
さ
れ
え
る（

7
）。
別
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
帝
国
の
衰
退
か
ら
の

英
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
萌
芽
、
再
編
と
い
う
言
説
と
関
連
し
て
、
彼
ら

は
、
ボ
イ
ド
が
述
べ
る
「
都
会
に
舞
台
を
設
定
さ
れ
た
国
内
冒
険
物
語
」

に
お
け
る
「
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
の
下
層
階
級
の
若
者
た
ち
」
さ
な
が
ら

（71 

）、
国
内
を
散
策
し
つ
つ
、
サ
ッ
カ
ー
と
い
う
遊
び
に
興
じ
な
が
ら
、

心
身
を
鍛
え
て
、
そ
こ
に
潜
む
侵
略
者
と
思
し
き
海
賊
を
排
除
す
る
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
（
以
下
の
ジ
ェ

イ
ム
ソ
ン
の
論
考
の
と
こ
ろ
で
議
論
す
る
が
）、『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
が

示
し
て
い
る
の
は
、
単
に
帝
国
の
表
象
不
可
能
性
で
は
な
く
て
、
植
民
地

と
本
国
が
繫
が
っ
て
い
る
こ
と
の
表
象
不
可
能
性
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

　

上
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
型
帝
国
主
義
の
終
焉
と
二
〇
世
紀
型
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
出
現
に
関
連
し
て
、
少
年
た
ち
は
、
英
国
は
ロ
ン
ド
ン
、

す
な
わ
ち
国
内
で
職
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

双
子
た
ち
や
ニ
ブ
ス
や
カ
ー
リ
ー
が
、
会
社
に
通
う
と
こ
ろ
は
い
つ
で

も
見
ら
れ
ま
す
。
小
さ
な
カ
バ
ン
と
傘
を
持
っ
て
出
か
け
て
行
く
の
で

と
に
あ
る
と
考
え
た
ベ
イ
デ
ン＝

パ
ウ
エ
ル
は
（277；

297

）、
サ
ッ
カ

ー
を
プ
レ
ー
す
る
こ
と
で
身
体
と
精
神
の
鍛
錬
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
た

の
で
あ
ろ
う
（297
）。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
、
教
育
の
仕
方
の
強
化
、
変
容

で
あ
り
、
彼
ら
の
身
体
が
国
家
に
よ
っ
て
強
固
に
管
理
、
監
督
の
対
象
と

な
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

現
に
、
英
国
国
内
と
連
続
的
な
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
で
海
賊
と
戦
う
以
外
、

こ
れ
と
言
っ
て
他
に
何
も
せ
ず
、
た
だ
遊
ん
で
ば
か
り
い
る
だ
け
の
少
年

た
ち
で
は
あ
る
が
、
彼
ら
は
サ
ッ
カ
ー
に
よ
っ
て
健
全
な
る
精
神
を
健
康

な
る
身
体
に
宿
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
最
終
的
に
、
彼
ら

が
英
国
の
中
心
地
、
ロ
ン
ド
ン
で
職
を
得
る
、
つ
ま
り
国
内
で
就
職
す
る

点
に
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
教
育
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
、
そ
れ

は
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

Ｒ
・
Ｍ
・
バ
ラ
ン
タ
イ
ン
の
一
八
五
七
年
出
版
の
『
さ
ん
ご
島
』
に
登
場

す
る
、
良
家
の
出
身
と
思
し
い
、
や
が
て
は
兵
士
や
宣
教
師
ま
た
は
植
民

地
執
政
官
な
ど
を
夢
見
る
で
あ
ろ
う
三
人
の
少
年
た
ち
や
、
同
年
に
出
版

さ
れ
た
ト
マ
ス
・
ヒ
ュ
ー
ズ
の
『
ト
ム
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
学
校
生
活
』
の
ト

ム
の
親
友
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
の
卒
業
後
に
軍
隊
に
入
隊
し
イ
ン

ド
へ
と
赴
く
ハ
リ
ー
・
イ
ー
ス
ト
や
そ
れ
を
羨
む
ト
ム
と
は
、
異
な
る
道

程
を
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
の
少
年
た
ち
が
歩
ん
で
い
る
こ
と
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼
ら
に
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
期
に
お
い
て
規
範
化
さ
れ
て
い
た

身
体
的
、
精
神
的
成
長
概
念
が
内
面
化
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
、
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ば
れ
る
二
〇
世
紀
の
帝
国
主
義
と
共
生
し
て
生
き
延
び
た
こ
と
が
示
す
よ

う
に
）、
む
し
ろ
、
旧
来
の
植
民
地
主
義
的
帝
国
主
義
か
ら
新
し
い
金
融

資
本
型
の
帝
国
主
義
へ
の
移
行
は
、
国
内
の
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
な

改
革
と
同
時
進
行
す
る
か
た
ち
で
発
展
し
て
い
っ
た
。
彼
ら
が
国
外
で
は

な
く
国
内
で
就
職
す
る
姿
は
、
実
に
当
時
の
帝
国
主
義
の
転
換
と
一
致
す

る
。
そ
れ
は
、
ハ
リ
ー
・
マ
グ
ド
フ
が
端
的
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一

九
世
紀
の
植
民
地
主
義
的
な
帝
国
主
義
と
は
異
な
り
、
旧
来
の
帝
国
／
植

民
地
主
義
へ
の
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
よ
る
批
判
を
通
じ
て
出
現
し
た

新
し
い
金
融
資
本
主
義
的
な
帝
国
主
義
の
な
せ
る
業
で
あ
る
（99︲100

）。

こ
の
帝
国
主
義
は
、
ロ
ン
ド
ン
／
シ
テ
ィ
を
中
心
に
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
、
た
と
え
ば
、
彼
ら
の
リ
ー
ダ
ー
、
ピ
ー
タ
ー
が

表
す
永
遠
の
少
年
性
を
体
現
し
な
が
ら
、
ロ
ン
ド
ン
、
シ
テ
ィ
で
株
の
取

引
に
励
ん
で
い
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
の
『
歳
月
』
に
登
場
す
る
植

民
地
帰
り
の
男
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
パ
ー
ジ
タ
ー
の
よ
う
に
、
軍
人
、
宣
教

師
、
植
民
地
執
政
官
な
ど
を
、
も
は
や
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
、
つ
ま

り
時
代
遅
れ
な
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
的
な
生
活
概
念
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し

て
認
識
し
て
い
る
の
だ
。
彼
ら
の
内
向
化
し
た
生
活
様
式
は
、
ニ
ュ
ー
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
誕
生
に
よ
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
的
拡
張
主
義
批
判
と
の
深

い
繫
が
り
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。

す
。
マ
イ
ケ
ル
は
機
関
車
の
運
転
手
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ス
ラ
イ
ト
リ

ー
は
身
分
の
高
い
女
性
と
結
婚
し
ま
し
た
、
で
す
か
ら
、
貴
族
に
な
っ

た
の
で
す
。
か
つ
ら
を
か
ぶ
っ
た
裁
判
官
が
鉄
の
扉
か
ら
出
て
く
る
の

が
見
え
る
で
し
ょ
う
？

あ
れ
は
、
む
か
し
の
ト
ゥ
ー
ト
ル
ズ
で
す
。

（220

）

彼
ら
の
就
職
先
が
、
鉱
業
や
製
造
業
で
は
な
く
運
送
業
、
法
曹
界
、
ま
た

金
融
機
関
と
思
し
き
と
こ
ろ
で
あ
る
の
は
重
要
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、

こ
れ
が
帝
国
主
義
の
転
回
と
関
連
し
て
い
る
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、
先
程

言
及
し
た
ホ
ブ
ソ
ン
は
、『
帝
国
主
義
論
』
に
お
い
て
、
一
九
世
紀
末
か

ら
二
〇
世
紀
は
じ
め
に
か
け
て
台
頭
し
た
新
し
い
帝
国
主
義
と
は
集
中
し

た
経
済
的
、
金
融
的
利
害
の
支
配
の
結
果
で
あ
り
、
そ
の
主
た
る
担
い
手

は
金
融
業
者
や
投
資
家
／
資
本
家
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（324
）。
こ
れ

は
、
つ
ま
り
、
イ
シ
ュ
ト
ヴ
ァ
ン
・
メ
ー
サ
ロ
シ
ュ
が
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
こ
の
新
し
い
帝
国
主
義
は
、
Ｖ
・
Ｉ
・
レ
ー
ニ
ン
が
『
帝
国
主
義

論
』
に
お
い
て
示
し
た
「
資
本
主
義
の
最
高
段
階
」
と
し
て
の
帝
国
主
義
、

も
し
く
は
そ
れ
に
近
似
し
た
も
の
と
し
て
、
金
融
を
中
心
に
し
て
い
る
こ

と
、
独
占
資
本
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
（50 

）。
そ
し

て
、
そ
の
帝
国
主
義
は
、
こ
の
時
期
に
台
頭
し
た
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

と
親
和
的
で
あ
り
（
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
発
達
し
た
二
〇
世
紀
の

福
祉
国
家
的
な
制
度
が
、
基
本
的
に
、
現
在
で
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
呼
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（
一
九
五
七
）、
映
画
で
は
、『
乱
暴
者
』（
一
九
五
三
）、『
理
由
な
き
反

抗
』（
一
九
五
五
）
で
、
マ
ー
ロ
ン
・
ブ
ラ
ン
ド
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ィ

ー
ン
と
い
っ
た
ス
タ
ー
を
輩
出
し
た
（10︲11

）。
ま
た
、
三
浦
が
『
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
の
帝
国
』
で
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ
イ
ト
の

『
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
』（
一
九
五
三
）、
な
ら
び
に
『
真
昼
の
決
闘
』（
一
九

五
二
）
や
『
シ
ェ
ー
ン
』（
一
九
五
三
）
と
い
っ
た
西
部
劇
映
画
も
、
上

で
列
挙
し
た
作
品
と
同
類
の
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
（14︲16

）。
す
な

わ
ち
、
こ
れ
ら
作
品
群
の
ヒ
ー
ロ
ー
た
ち
は
、
管
理
社
会
の
否
定
を
表
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
流
れ
の
な
か
に
、
ウ
ォ
ル
ト
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
製

作
に
よ
る
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う（

9
）。

　

デ
ィ
ズ
ニ
ー
版
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
を
「
冷
戦
期
の
自
由
を
テ
ー
マ

に
し
た
映
画
」
と
し
て
考
え
る
際
に
、
五
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
文
化
に
お
け

る
、
ソ
連
の
共
産
主
義
す
な
わ
ち
全
体
主
義
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
、

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
自
由
主
義
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
、
要
す
る

に
、
ア
メ
リ
カ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
フ
リ
ー
で
あ
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
（Bell

）。
ラ
イ
オ
ネ
ル
・
ト
リ
リ

ン
グ
は
、『
リ
ベ
ラ
ル
な
想
像
力
』（
一
九
五
〇
）
に
所
収
の
「
ア
メ
リ
カ

の
現
実
」
に
お
い
て
（3︲21

）、
ア
メ
リ
カ
の
国
家
の
基
と
な
る
そ
の
文

化
が
三
〇
年
代
を
境
に
し
て
低
俗
化
し
、
そ
れ
が
リ
ベ
ラ
ル
な
ア
メ
リ
カ

で
あ
る
と
さ
れ
、
本
来
の
ア
メ
リ
カ
ら
し
い
自
由
さ
が
疎
外
さ
れ
て
い
る

と
い
う
危
機
感
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
あ
る
種
庶
民
に
迎
合
し

4
　

こ
こ
で
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
版
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』（
一
九
五
三
）
と
ア

メ
リ
カ
と
の
関
係
を
見
て
お
き
た
い（

8
）。
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
Ｊ
・
ベ
ー
ス

ヴ
ィ
ッ
チ
の
『
ア
メ
リ
カ
帝
国
』
は
、
冷
戦
期
ア
メ
リ
カ
の
文
化
と
は
、

封
じ
込
め
の
文
化
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
政
治
的
と
り
わ
け
経
済
的

自
由
の
推
進
の
文
化
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（4︲5

）。
言
い
換
え
れ

ば
、
そ
れ
は
、
ソ
連
の
共
産
主
義
す
な
わ
ち
全
体
主
義
の
脅
威
に
対
し
て
、

ア
メ
リ
カ
は
積
極
的
に
国
内
外
で
の
統
治
と
覇
権
を
遂
行
さ
せ
る
こ
と
で

対
応
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
何

も
政
治
経
済
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
文
学
や
映
画
の
レ
ベ
ル

に
お
い
て
も
同
様
に
、
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
モ
リ
ス
・
デ
ィ
ク
ス
タ

イ
ン
が
『
神
殿
の
豹
た
ち
』
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
五
〇
年
代
ア
メ
リ

カ
に
お
い
て
、
社
会
に
対
し
て
反
社
会
的
で
、
個
人
主
義
的
な
反
抗
を
称

揚
し
、
自
由
に
振
る
舞
う
「
少
年
ま
た
は
青
年
」
を
主
人
公
に
し
た
作
品

が
数
多
く
生
み
出
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
の

『
ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ー
・
フ
ィ
ン
の
冒
険
』（
一
八
八
四
、
以
下
『
ハ
ッ
ク
・

フ
ィ
ン
』）
を
基
に
し
て
い
た
と
い
う
。
Ｊ
・
Ｄ
・
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー
の

『
ラ
イ
麦
畑
で
つ
か
ま
え
て
』（
一
九
五
一
）、
ラ
ル
フ
・
エ
リ
ソ
ン
の

『
見
え
な
い
人
間
』（
一
九
五
二
）、
ソ
ー
ル
・
ベ
ロ
ー
の
『
オ
ー
ギ
ー
・

マ
ー
チ
の
冒
険
』（
一
九
五
三
）、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ケ
ル
ア
ッ
ク
の
『
路
上
』
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三
〇
年
代
か
ら
開
始
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
に
表
れ
る
、
全
体
化

す
る
ア
メ
リ
カ
国
家
、
そ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
支
配
す
る
国
家
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
概
念
を
国
家
の
概
念
と
し
て
社
会
に
根
づ
か
せ
て
い
る
パ
リ

ン
ト
ン
の
テ
ク
ス
ト
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

セ
オ
ド
ア
・
ド
ラ
イ
サ
ー
の
描
く
リ
ア
ル
な
文
学
で
は
な
く
、
ヘ
ン
リ

ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
記
す
モ
ダ
ン
な
文
学
を
評
価
す
る
こ
と
は
、
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
を
推
し
進
め
る
が
、
そ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
と
ト
リ
リ

ン
グ
は
捉
え
る
。
彼
の
考
え
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
な

い
社
会
で
こ
そ
可
能
と
な
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
つ
ま
り
ト
リ
リ
ン

グ
は
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
を
ア
メ
リ
カ
の
国
内
外
に
押
し
広
め
る
こ
と
を
人

道
主
義
的
、
普
遍
主
義
的
と
考
え
て
い
る
が
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
目
に

は
そ
れ
は
帝
国
主
義
的
に
し
か
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
ト
リ
リ

ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
は
帝
国
主
義
を
不
可
視
化
さ
せ
て
い
る（

10
）。

　

他
方
、『
イ
ノ
セ
ン
ス
の
終
わ
り
』（
一
九
五
五
）
の
な
か
の
『
ハ
ッ

ク
・
フ
ィ
ン
』
論
で
（142︲51

）、
ア
メ
リ
カ
は
少
年
性
と
密
接
に
関
連

し
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
レ
ス
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
の

伝
統
と
呼
ば
れ
え
る
偉
大
な
る
二
つ
の
文
学
作
品
は
、
ト
ウ
ェ
イ
ン
の

『
ハ
ッ
ク
・
フ
ィ
ン
』
と
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
『
白
鯨
』（
一
八
五

一
）
と
い
う
、
子
ど
も
部
屋
や
図
書
館
の
児
童
コ
ー
ナ
ー
の
本
棚
に
置
か

れ
て
い
る
児
童
書
、
よ
り
正
確
に
は
、
少
年
本
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
ト
ウ
ェ
イ
ン
と
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
二
作
品
に
限
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
文

て
形
成
さ
れ
た
、
一
律
的
な
ア
メ
リ
カ
文
化
は
、
ソ
連
の
全
体
主
義
の
文

化
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況

を
推
し
進
め
て
い
る
、
Ｖ
・
Ｌ
・
パ
リ
ン
ト
ン
の
『
ア
メ
リ
カ
思
想
主
潮

史
』
を
取
り
上
げ
て
批
判
す
る
。
ト
リ
リ
ン
グ
の
パ
リ
ン
ト
ン
を
批
判
す

る
際
の
ポ
イ
ン
ト
を
端
的
に
示
せ
ば
、
そ
れ
は
、
パ
リ
ン
ト
ン
の
美
学
的

感
覚
が
疎
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
（
こ
れ
は
パ
リ
ン
ト
ン
が
現
実
主
義
者

で
あ
る
の
と
関
連
し
て
い
る
）。
こ
の
こ
と
は
、
パ
リ
ン
ト
ン
の
示
す
、

複
雑
で
個
性
的
な
芸
術
・
文
学
作
品
を
排
除
し
て
形
成
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ

文
化
は
、
リ
ベ
ラ
ル
で
も
何
で
も
な
い
、
と
ト
リ
リ
ン
グ
が
指
摘
す
る
姿

勢
に
表
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
ト
リ
リ
ン
グ
の
考
え
の
重
要
さ
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
複
雑
で
且
つ
個
性
的
で
尚
そ
の
内
に
「
矛
盾
」（
肯
定
と
否
定
を

同
時
に
許
容
す
る
と
い
う
言
わ
ば
一
枚
岩
的
で
な
い
概
念
）
を
も
含
む
芸

術
家
・
作
家
の
作
品
こ
そ
が
、
ア
メ
リ
カ
文
化
の
本
質
、
リ
ベ
ラ
ル
な
要

素
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
世
紀
の
偉
大
な

作
家
た
ち
か
ら
綿
々
と
続
く
ア
メ
リ
カ
文
化
の
伝
統
で
あ
る
と
考
え
る
ト

リ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
、
た
と
え
ば
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
、
ジ
ェ

ー
ム
ズ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
・
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
と
同
様
に
、
現
実
逃
避
主
義
者

と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
芸
術
的
、
美
学
的
に
正
し
く
な
い
と
い
う
問
題

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
は
既
に
あ
る
限
定
的
な
思
考

を
強
要
し
て
い
る
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
何
ら

変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
だ
。
要
す
る
に
、
ト
リ
リ
ン
グ
は
、
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し
か
し
前
近
代
で
は
許
容
さ
れ
て
い
た
、
二
つ
の
事
柄
で
あ
る
同
性
愛
と

異
人
種
間
親
交
を
（
無
）
意
識
的
に
異
人
種
間
同
性
愛
と
い
う
一
つ
の
事

柄
と
し
て
結
び
つ
け
、
そ
れ
を
原
型
／
元
型
と
し
て
心
理
学
化
し
、
そ
し

て
、
そ
の
担
い
手
と
し
て
の
反
社
会
的
な
少
年
（
ハ
ッ
ク
の
よ
う
な
「
グ

ッ
ド
・
バ
ッ
ド
・
ボ
ー
イ
」）
を
新
た
な
ア
メ
リ
カ
の
象
徴
と
し
て
神
話

化
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー

も
ま
た
、
人
種
間
差
異
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
種
概
念
ひ
い

て
は
帝
国
主
義
を
不
在
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
見
落
と
し

て
は
な
ら
な
い
。
上
記
の
こ
と
を
端
的
に
ま
と
め
る
と
、
そ
れ
は
、
先
に

挙
げ
た
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
フ
リ
ー
」
と
い
う
概
念
も
含
め
、
冷
戦
期
に

お
い
て
「（
ソ
連
）
共
産
主
義
対
（
ア
メ
リ
カ
）
資
本
主
義
」
と
い
う
問

題
が
「
全
体
主
義
対
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
問
題
に
置
換
さ
れ
る
と
同

時
に
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」（「
人
道
主
義
」「
普
遍
主
義
」）
が
出
現
し
、
そ
し

て
「
帝
国
主
義
」
の
消
滅
／
隠
蔽
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。

　

五
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
二
人
の
文
芸
批
評
家
、
ト
リ
リ
ン
グ

と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
を
頼
り
に
、
こ
の
時
期
の
ア
メ
リ
カ
文
化
を
概
観
し
た

後
で
、『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
を
観
る
と
、
主
人
公
ピ
ー
タ
ー
の
振
る
舞

い
は
、
驚
く
ほ
ど
こ
の
時
代
思
潮
に
通
底
し
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か
る
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
、
社
会
に
反
抗
的
な
少
年
で
、
女
性
嫌
悪
を

示
す
ピ
ー
タ
ー
が
、
ロ
ス
ト
・
ボ
ー
イ
ズ
を
含
む
少
年
た
ち
そ
し
て
な
に

学
史
に
お
い
て
、
ク
ー
パ
ー
、
デ
ー
ナ
、
ク
レ
イ
ン
、
な
ら
び
に
ヘ
ミ
ン

グ
ウ
ェ
イ
と
い
っ
た
作
家
の
作
品
も
少
年
性
を
主
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
掲

げ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
作
品
世
界
に
お
い
て
、
少
年
は
怠
惰
且
つ
腕
白
な

子
と
し
て
表
れ
て
い
る
と
。
続
け
て
、
上
述
し
た
作
家
の
作
品
に
お
い
て

更
に
共
通
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
少
年
が
異
性
愛
で
は
な
く
同

性
愛
を
行
う
と
い
う
こ
と
に
あ
り
（
こ
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
な
事
態
が
イ
ノ

セ
ン
ス
で
あ
り
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
を
表
象
す
る
こ
と
と
な
る
）、
例
え

ば
、「
不
可
能
な
逃
避
」
を
描
い
て
い
る
『
ハ
ッ
ク
・
フ
ィ
ン
』
に
お
け

る
ハ
ッ
ク
と
ジ
ム
の
関
係
に
、「
不
可
能
な
探
求
」
を
記
し
て
い
る
『
白

鯨
』
の
イ
シ
ュ
メ
ー
ル
と
ク
ィ
ー
ク
ェ
グ
の
関
係
に
、
こ
の
こ
と
は
表
れ

て
い
る
と
言
う
。（
イ
シ
ュ
メ
ー
ル
と
ク
ィ
ー
ク
ェ
グ
の
関
係
は
、
ハ
ッ

ク
と
ジ
ム
の
そ
れ
と
同
様
に
、
イ
ノ
セ
ン
ト
で
子
ど
も
の
よ
う
な
無
知
の

上
で
成
立
し
て
い
る
点
が
重
要
と
な
る
。）
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
少
年

は
、
幼
年
期
を
脱
し
な
い
、
つ
ま
り
、
永
遠
の
少
年
性
を
保
持
す
る
、
と

い
う
こ
と
に
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
思
考
の
ポ
イ
ン
ト
は
あ
る
。
要
す
る
に
、

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
、
少
年
性
と
同
性
愛
の
併

存
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、『
ハ
ッ
ク
・
フ
ィ
ン
』
の
場
合
で
あ
る
な
ら

白
人
／
ハ
ッ
ク
と
黒
人
／
ジ
ム
の
「
異
人
種
間
同
性
愛
」
の
関
係
を
見
て

と
る
の
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重

要
で
あ
る
の
は
、
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
、
文
学
作
品
は
、
近
代

（
核
家
族
化
さ
れ
た
）
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
禁
止
／
抑
圧
さ
れ
た
、
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ズ
ム
文
学
の
出
現
の
原
理
も
ま
た
、
新
た
な
る
観
点
か
ら
読
み
直
す
こ
と

が
可
能
に
な
ろ
う
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
、
こ
の
時
期
の
帝
国
に
お
い
て
、

一
八
八
四
年
の
ベ
ル
リ
ン
会
議
以
降
急
速
に
西
洋
諸
国
の
帝
国
主
義
的
政

策
が
推
し
進
め
ら
れ
た
結
果
、
本
国
と
植
民
地
ま
た
は
社
会
と
個
人
を
一

つ
の
全
体
と
し
て
把
握
し
表
象
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
事
態
に
突
入

し
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
（152︲58

）。
他
方
、
た
と
え
ば
、
グ
リ
ー
ン

は
、
冒
頭
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
の
系
譜
を
た
ど
り
な

が
ら
、
帝
国
主
義
的
な
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
の
不
可
能
性
が
、
ロ
ビ
ン
ソ
ネ

イ
ド
が
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
へ
と
変
容
し
た
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
に
は
現
れ

て
い
る
と
述
べ
る
（153︲164

）。
グ
リ
ー
ン
の
議
論
を
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の

論
意
か
ら
発
展
的
に
拡
張
す
る
と
、『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
と
い
う
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
金
融
資
本
主
義
的
で
、
植
民
地
を
実
際
の

基
盤
と
し
な
い
新
し
い
帝
国
主
義
の
全
体
性
を
表
象
す
る
、
あ
る
い
は
、

そ
の
（
リ
ア
リ
ス
ト
な
）
表
象
の
不
可
能
性
を
表
象
す
る
、
同
時
代
の

「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
本
質
的
に
は
同
じ
構
造
を
持
つ
物
語
と
し
て
理
解
さ

れ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
Ｅ
・
Ｍ
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
『
ハ
ワ
ー
ズ
・
エ

ン
ド
』（
一
九
一
〇
）
に
、
植
民
地
の
表
象
の
失
敗
を
見
、
そ
の
小
説
に

お
け
る
イ
ギ
リ
ス
国
内
に
植
民
地
が
入
れ
子
の
よ
う
に
書
き
込
ま
れ
よ
う

と
す
る
こ
と
の
な
か
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
誕
生
を
見
た
の
と
正
し
く
同
じ
構

造
で
、
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
は
、（
も
は
や
表
象
不
可
能
な
）
植
民
地
と
し

て
空
想
上
の
島
な
の
で
あ
り
、
こ
の
空
想
上
の
島
は
同
時
に
、
イ
ギ
リ
ス

よ
り
異
人
種
を
彷
彿
と
さ
せ
る
フ
ッ
ク
船
長
と
の
同
性
愛
関
係
に
浸
り
、

終
始
自
由
気
ま
ま
に
行
動
す
る
点
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
ピ
ー
タ

ー
自
身
が
ロ
ス
ト
・
ボ
ー
イ
で
実
際
生
存
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
判
別
の

つ
か
な
い
、
基
本
個
人
行
動
を
好
む
放
浪
癖
の
あ
る
孤
児
且
つ
永
遠
に
少

年
と
い
う
得
体
の
知
れ
な
い
人
物
で
、
存
在
自
体
に
矛
盾
を
き
た
し
て
い

る
の
だ
。
だ
が
し
か
し
、
否
、
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
、『
ピ
ー
タ
ー
・

パ
ン
』
は
こ
の
時
期
に
ア
メ
リ
カ
で
公
開
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。
あ
た
か

も
五
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
の
行
動
原
理
に
則
し
て
活
動
す
る
ピ
ー
タ
ー
、
そ

の
彼
を
主
人
公
と
す
る
物
語
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』、
そ
の
公
開
の
意
義

は
、
正
し
く
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
推
進
に
あ
っ
た
の
だ（

11
）。

5
　

こ
こ
で
、
再
び
英
国
の
話
に
戻
ろ
う
。
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
荒
地
』
の
よ

う
に
様
々
な
作
品
の
要
素
を
組
み
合
わ
せ
て
構
成
さ
れ
る
『
ス
カ
ウ
テ
ィ

ン
グ
・
フ
ォ
ー
・
ボ
ー
イ
ズ
』
を
モ
ダ
ニ
ズ
ム
作
品
と
捉
え
（Boehm

er 

xxxv︲xxxvi

）、
そ
こ
で
示
さ
れ
る
少
年
期
の
重
要
性
を
考
慮
に
入
れ
つ

つ
、
当
時
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
（
ウ
ル
フ
、
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
）
に
も

見
ら
れ
る
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
の
少
年
た
ち
の
生
の
様
式
を
、
同
時
代

の
国
家
言
説
と
し
て
の
帝
国
の
衰
退
と
連
続
し
た
も
の
と
考
え
る
と
き
、

ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
論
考
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
帝
国
主
義
」
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
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の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
見
て
き
た
作
品
群
に
は
、
イ
ギ
リ
ス

帝
国
主
義
の
変
容
と
植
民
地
主
義
の
終
焉
の
兆
し
が
現
れ
て
い
た
の
は
確

か
で
あ
る
。

6
　

本
稿
は
、『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
に
登
場
す
る
少
年
た
ち
の
行
動
／
生

活
様
式
を
通
し
て
、
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
期
に
起
き
た
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
の
変

容
を
、
五
〇
代
ア
メ
リ
カ
の
文
化
状
況
を
間
接
的
・
補
足
的
に
考
慮
に
入

れ
な
が
ら
、
考
察
し
た
。
グ
リ
ー
ン
が
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
〇
〇
年
以

降
、
個
体
性
を
失
い
、
嘲
笑
の
対
象
に
な
っ
た
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
は
『
ピ

ー
タ
ー
・
パ
ン
』
に
お
い
て
終
焉
し
、
空
想
化
さ
れ
た
。
ま
た
、
ボ
イ
ド

が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
帝
国
冒
険
物
語
の
舞
台
は
、
未
開
の
孤
島
か
ら
ボ

ー
ア
戦
争
を
契
機
に
衰
退
と
い
う
危
機
的
状
況
に
陥
っ
て
い
た
孤
立
無
援

の
島
国
で
あ
る
英
国
へ
と
、
そ
の
中
心
を
変
化
さ
せ
た
。
し
か
し
、
そ
れ

ら
は
、
図
ら
ず
も
こ
の
時
期
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
出
現
の
原
理
と
密

接
に
関
係
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
『
ハ
ワ
ー
ズ
・
エ
ン

ド
』
に
見
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
構
造
の
よ
う
に
、
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
が
国
内
／

植
民
地
の
入
れ
子
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
本
稿
が
論
じ
た
こ
と
は
、（
1
）『
ハ
ワ
ー
ズ
・
エ
ン
ド
』
と
『
ピ
ー

タ
ー
・
パ
ン
』
の
構
造
の
相
同
性
の
指
摘
、（
2
）
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
そ

国
内
を
入
れ
子
の
よ
う
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
ネ
ヴ

ァ
ー
ラ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
国
内
と
地
続
き
だ
か
ら
こ
そ
空
想
上
の
島
と
し

て
し
か
描
か
れ
え
ず
、
こ
の
奇
妙
な
関
係
こ
そ
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
モ

ダ
ニ
ズ
ム
誕
生
の
原
因
と
す
る
、
新
し
い
帝
国
主
義
に
お
け
る
植
民
地
と

本
国
の
密
接
な
（
金
融
的
な
）
関
係
の
表
象
不
可
能
性
を
比
喩
的
に
提
示

し
て
い
る
の
だ
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
新
た
な
帝
国
主
義
の

文
学
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
期
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の

で
あ
り
、
Ｈ
・
Ｒ
・
ハ
ガ
ー
ド
や
Ｊ
・
Ｒ
・
キ
プ
リ
ン
グ
ら
の
書
き
記
し

た
帝
国
（
冒
険
）
物
語
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
で
は
な
い
と
論
ず
る
ジ
ェ
イ

ム
ソ
ン
の
論
考
は
、
グ
リ
ー
ン
が
述
べ
る
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
は
ロ
ビ

ン
ソ
ネ
イ
ド
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
終
焉
で
あ
る
こ
と
と
、
実
に
一
致

す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ピ
ー
タ
ー
の
仲
間
た
ち
の
振
る
舞
い
は
、
図
ら
ず
も
エ

ド
ワ
ー
ド
朝
期
に
お
け
る
帝
国
主
義
の
変
容
、
つ
ま
り
新
た
な
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
の
誕
生
に
よ
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
的
拡
張
主
義
の
終
焉
そ
し
て
新
し

い
金
融
資
本
主
義
的
帝
国
主
義
の
出
現
と
密
接
に
連
動
し
て
い
る
。
こ
こ

ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
期
に
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義

が
終
わ
っ
た
と
い
う
議
論
で
は
な
い
し
、
あ
る
い
は
、
現
実
に
は
、
イ
ギ

リ
ス
帝
国
主
義
が
退
潮
期
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
が
退
潮
期
に
入
る
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
と

い
う
意
見
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
言
説
と
文
化
的
想
像
力
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示
す
る
文
化
革
命
の
理
論
、
ま
た
は
、
社
会
の
慣
習
に
囚
わ
れ
な
い
自
由

な
個
人
に
よ
る
自
己
実
現
の
物
語
は
、『
キ
ャ
ス
ト
・
ア
ウ
ェ
イ
』（
映
画

二
〇
〇
〇
）
や
『
ラ
イ
フ
・
オ
ブ
・
パ
イ
』（
小
説
二
〇
〇
一
、
映
画
二

〇
一
二
）
な
ど
に
お
い
て
描
か
れ
、
ま
た
、
歌
手
の
マ
イ
ケ
ル
・
ジ
ャ
ク

ソ
ン
（
一
九
五
八
―
二
〇
〇
九
）
や
エ
ル
ト
ン
・
ジ
ョ
ン
（
一
九
四
七

―
）
の
生
／
性
の
様
式
と
し
て
紡
が
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
系
譜
の
出

発
点
に
、『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
は
存
在
し
て
い
よ
う
。

＊
本
稿
は
二
〇
一
一
年
一
一
月
五
日
日
本
英
文
学
会
関
東
支
部
第
五
回
大

会
（
於
慶
応
義
塾
大
学
）
で
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
加
筆
・
修
正
を
加

え
た
も
の
で
あ
る
。

の
指
摘
を
よ
り
具
体
的
に
、「
帝
国
の
衰
退
」
言
説
の
出
現
と
ニ
ュ
ー
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
言
説
の
誕
生
に
位
置
づ
け
た
こ
と
、（
3
）
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン

の
指
摘
を
よ
り
は
っ
き
り
と
さ
せ
て
、
植
民
地
主
義
型
帝
国
主
義
か
ら
金

融
資
本
型
帝
国
主
義
へ
の
変
容
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
き
っ
ち
り
載
せ
た

こ
と
、
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、「
ニ
ュ
ー
」
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が

―
「
冷
戦
」

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
経
由
し
て

―
現
在
の
「
ネ
オ
」
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
用

意
し
た
こ
と
を
把
握
す
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ピ
ー
タ
ー
の

自
由
な
行
動
、
そ
れ
は
、
現
在
へ
と
至
る
リ
ベ
ラ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
の
主
体
を
準
備
し
た
と
い
う
こ
と
を
。
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
フ
ェ
リ

ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
や
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ー
ト
と
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
が
提

（
1
）
モ
ダ
ニ
ズ
ム
／
帝
国
主
義
の
時
代
に
お
け
る
ロ
ビ
ン

ソ
ネ
イ
ド
に
つ
い
て
は
、
三
浦
の
論
考
「
ロ
ビ
ン
ソ

ネ
イ
ド
の
性
の
歴
史
」
を
も
参
照
の
こ
と
。
三
浦
は
、

ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ
と
の
関
係
に
つ
い
て
、A

rthur Ransom
e

の

Sw
allow

s and A
m

azons

シ
リ
ー
ズ
を
中
心
に
、

論
じ
て
い
る
。

（
2
）
本
稿
で
は
、
一
九
一
一
年
に
出
版
さ
れ
た
小
説
版
の

Peter and W
endy

を
主
要
テ
ク
ス
ト
と
し
て
用
い

る
こ
と
に
す
る
。

（
3
）Boehm

er

はScouting for Boys

に
はPeter Pan

の
要
素
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
（xxx︲xxxii

）。Sisson

も
ま
たPeter 

Pan

の
少
年
た
ち
と
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
運
動
と
の
関
連
を

示
し
て
い
る
（119︲23

）。

（
4
）
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
と
軍
国
主
義
、
ひ
い
て
は
帝
国
主

義
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、

Rosenthal, Springhall

が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
5
）Lloyd 

George

に
よ
る
連
立
構
想
に
つ
い
て
は
、

Scally, Pow
ell

を
も
参
照
の
こ
と
。

（
6
）
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
期
英
国
の
初
等
教
育
に
お
け
る
ア
ス

註
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レ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
し
て
の
サ
ッ
カ
ー
の
重
要
性
に
関

し
て
は
、Richards

の
著
書
、M

angan

とH
ickey

の
共
著
に
よ
る
論
稿
を
参
照
。

（
7
）
当
時
の
英
国
に
お
い
て
近
代
化
に
よ
る
都
市
の
荒
廃

と
英
国
人
の
退
化
、
特
に
下
層
階
級
の
生
活
様
式
の

堕
落
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
生
じ
た
田
舎
生
活
に
よ

る
心
身
の
再
生
と
い
う
言
説
が
、
さ
ら
に
田
舎
＝
植

民
地
、
す
な
わ
ち
英
国
が
そ
の
植
民
地
と
連
続
し
て

い
る
と
い
う
言
説
を
も
出
現
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、Greenslade, W

iener

を
参
照
。

（
8
）
本
稿
第
四
節
、
五
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
文
化
に
つ
い
て

の
議
論
は
、M

iura

の
論
考
に
そ
の
多
く
を
拠
っ
て

い
る
。

（
9
）
こ
の
リ
ス
ト
に
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
版T

reasure Island 

（1950

）
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
を
、
こ

こ
で
示
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
「
ア

ン
チ
・
ヒ
ー
ロ
ー
」
と
し
て
の
海
賊
ジ
ョ
ン
・
シ
ル

バ
ー
の
重
要
性
と
、
そ
の
描
か
れ
方
、
特
に
、
物
語

の
お
わ
り
の
場
面
に
お
け
る
（
更
な
る
）
大
海
原
へ

と
向
か
う
彼
の
「
放
浪
」
の
意
義
は
、
冷
戦
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
な
く
し
て
語
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。（
こ
の
お

わ
り
の
場
面
構
成
はPeter Pan

な
ら
び
にShane

の
場
合
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。）

（
10
）
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
制
度
化
に
つ
い
て
は
、Jam

eson 

（A
 Singular M

odernity

）, Sinfield,

及
び
大
田
、

越
智
を
も
参
照
の
こ
と
。

（
11
）
五
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
に
お
い
てPeter Pan

が
公
開

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
な
か
で
も
、
た
と
え
ば
、

主
人
公
ピ
ー
タ
ー
の
存
在
価
値
と
想
像
上
の
島
ネ

ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
の
そ
れ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、R. W

. B. 
Lew

is

のT
he A

m
erican A

dam
 

（1955

）
お
よ

びH
. N

. Sm
ith

のV
irgin Land 

（1950

）
と
の

関
係
で
考
察
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
だ
ろ
う
。
ま

た
、Ian W

att

のT
he R

ise of the N
ovel

が
一

九
五
七
年
に
出
版
さ
れ
、
そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
小
説
の

起
源
の
一
つ
と
し
てD

efoe

のR
obinson Crusoe

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
冷
戦
期
の
産
物
と
し
て
捉

え
る
こ
と
も
非
常
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い

た
め
、
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。
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