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昨
今
、
作
家
が
一
般
大
衆
の
生
活
感
情
と
自
分
た
ち
と
の
繋
り
に
つ
い
て
関
心
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て

来
る
と
同
時
に
、
文
壇
を
否
定
す
る
気
分
が
は
っ
き
り
云
わ
れ
は
じ
め
た
。
文
壇
は
作
家
も
文
学
を
も
ち

ぢ
こ
ま
せ
て
し
ま
う
、
広
々
と
し
た
、
流
動
す
る
民
心
と
と
も
に
あ
る
文
学
を
創
る
た
め
に
文
壇
は
既
に

害
あ
っ
て
益
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
の
が
こ
の
主
張
の
論
旨
で
あ
る
。

　
日
本
に
文
壇
と
い
う
も
の
が
皆
に
わ
か
る
一
定
の
ま
と
ま
っ
た
形
で
出
来
た
の
は
、
自
然
主
義
文
学
の

擡
頭
以
来
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

抑  

々 

そ
も
そ
も

文
壇
の
発
生
の
初
め
は
、
当
時
の
文
学
者
た
ち
が
当
時

の
社
会
の
旧
套
、
常
套
が
彼
等
の
人
生
探
求
の
態
度
に
加
え
よ
う
と
す
る
制
約
を
反
撥
す
る
心
持
の
、
同

気
相
求
む
る
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。
硯
友
社
時
代
の
師
匠
、
そ
の
弟
子
と
い
う
関
係
で
か
た
め
ら

れ
た
流
派
的
存
在
、
対
立
が
、
各
学
校
の
文
科
卒
業
生
た
ち
が
文
化
面
で
の
活
動
分
子
と
し
て
数
に
於
て

も
増
大
し
て
来
た
と
同
時
に
、
出
版
事
業
の
形
態
も
拡
大
し
、
よ
り
広
汎
な
、
各
流
派
を
包
括
す
る
文
壇

が
形
成
さ
れ
た
。

　
歳
月
を
経
る
に
つ
れ
、
社
会
事
情
が
変
遷
す
る
に
つ
れ
、
そ
の
文
壇
と
い
う
も
の
が
、
文
学
的
分
野
で

全
く
特
殊
な
場
所
と
な
っ
て
来
た
有
様
に
つ
い
て
く
ど
い
説
明
は
今
日
必
要
な
い
が
、
作
家
が
大
衆
の
日

常
生
活
と
は
な
れ 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

文
壇
内
の
存
在
化
し
て
来
る
程
度
と
そ
の
速
度
と
は
、
畢
竟
す
る
に
、
日
本
の
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現
代
文
化
の
深
刻
な
分
裂
の
程
度
と
ス
ピ
ー
ド
と
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
文
学
が
貧
困
化
し
て
来
る
に
つ
れ
、
文
壇
と
い
う
も
の
は
僅
な
も
の
の
売
食
い
で
命
を
つ
な
い
で
い
る

生
活
者
の
よ
う
に
排
外
的
に
な
り
、
そ
の
壁
の
中
へ
参
加
す
る
機
会
を
つ
か
む
た
め
に
は
、
女
ま
で
を
く

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
。

　
そ
う
い
う
文
壇
と
い
う
も
の
が
、
作
家
生
活
と
文
学
を
生
新
に
す
る
力
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
疑
う
も

の
は
最
早
も
は
や
一
人
も
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
作
家
よ
、
そ
し
て
、
作
家
た
ら
ん
と
す
る
人
々
よ
、
文
壇
を

蹴
っ
て
、
颯
爽
と
大
衆
の
海
へ
抜
手
を
切
れ
、
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
そ
こ
に
風
の
吹
き
わ
た
る

よ
う
な
空
気
の
動
き
を
予
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
般
に
今
日
そ
う
い
う
気
運
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ
う
云
い
そ
れ
を
行
う
作

家
た
ち
は
、
い
か
な
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
で
も
簡
単
に
自
己 

蝉  

脱 

せ
ん
だ
つ

は
出
来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
或
る
意
味

で
は
や
は
り
元
の
作
家
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
氏
で
あ
る
こ
と
は
避
け
難
い
現
実
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

ら
の
人
々
の
胸
の
内
、
或
は
言
葉
の
上
で
、
大
衆
と
云
い
民
衆
と
云
わ
れ
る
も
の
が
ど
う
考
え
ら
れ
会
得

さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
昨
今
至
る
と
こ
ろ
で
耳
目
に
ふ
れ
る
文
学
の
大
衆
化
、
民
衆
化
の
具
体

性
を
決
す
る
実
際
の
条
件
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
視
点
か
ら
今
日
の
あ
り
よ
う
を
観
察
し
て
み
る
と
、
作
家
た
ち
の
間
で
、
大
衆
、
民
衆
を
見
る
目
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は
必
ず
し
も
一
致
し
て
お
ら
ず
、
幾
様
か
の
種
類
を
示
し
て
い
る
。
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
見
て
、
小
林
秀
雄
、

林
房
雄
、
河
上
徹
太
郎
、
横
光
利
一
、
室
生
犀
星
氏
等
の
よ
う
に
、
今
日
あ
る
ま
ま
の
分
裂
の
形
に
於
て
、

作
家
の
側
か
ら
よ
り
文
化
水
準
の
低
い
民
衆
を
眺
め
、
官
吏
、
軍
人
、
実
業
家
中
の
精
鋭
な
る
人
士
が
情

熱
を
示
し
て
い
る
刻
下
の
中
心
問
題
を
文
学
の
中
心
課
題
と
し
、
「
大
人
の
文
学
」
を
大
衆
に
も
分
る
書

き
か
た
、
云
い
か
た
で
作
っ
て
ゆ
こ
う
と
提
案
し
て
い
る
人
々
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
考
え
か
た
の

特
徴
は
、
作
家
の
大
衆
に
対
す
る
文
化
的
指
導
性
を
自
身
の
社
会
性
に
つ
い
て
の
省
察
ぬ
き
に
自
認
し
て

い
る
点
、
及
び
、
所
謂
俚り
耳じ
に
入
り
易
き
表
現
と
い
う
こ
と
を
、
便
宜
的
に
大
衆
的
と
い
う
云
い
方
で
と

り
あ
げ
て
い
て
、
従
来
の
通
俗
文
学
と
の
間
に
、
画
す
べ
き
一
線
の
あ
り
や
な
し
や
を
漠
と
さ
せ
て
い
る

点
等
に
あ
る
。
同
時
に
、
或
る
部
分
で
は
、
民
衆
性
と
小
市
民
的
な
気
質
と
が
全
く
理
解
の
う
ち
で
混
同

さ
れ
て
い
る
有
様
も
見
ら
れ
る
。
「
一
家
一
糸
も
乱
れ
ざ
る
」
日
常
生
活
を
自
分
に
律
し
た
り
、
義
理
人

情
に
溺
れ
込
む
快
さ
に
我
か
ら
溺
れ
込
む
こ
と
を
、
人
民
の
心
の
あ
た
た
か
み
に
と
け
合
う
こ
と
と
思
い

ち
が
い
し
た
り
、
初
老
に
近
づ
く
日
本
人
の
或
る
感
情
と
民
衆
性
と
が
危
く
も
縺
れ
あ
っ
て
い
る
と
思
わ

せ
る
と
こ
ろ
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
す
る
態
度
と
し
て
、
作
家
自
身
の
庶
民
性
の
主
張
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
天
降
り
風
な
大
衆
の

た
め
の
文
学
創
作
に
抗
し
て
、
自
身
の
こ
の
社
会
で
の
生
れ
、
在
り
場
所
、
生
き
か
た
か
ら
、
書
か
れ
る
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も
の
は
お
の
ず
か
ら
誇
高
き
庶
民
の
文
化
で
あ
る
こ
と
が
標
榜
さ
れ
て
い
る
。
武
田
麟
太
郎
氏
が
そ
の
ト

ッ
プ
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
然
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
云
わ
れ
て
い
る
庶
民
性
は
、
都
会
人
性
、
町
人
性
と
の
区
別
を
分
明
に
し
て
い

な
い
。
庶
民
性
そ
の
も
の
へ
の
過
剰
な
肯
定
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
散
文
精
神
な
る
も
の
が
従
来
の
作
家
的

実
践
の
ま
ま
で
は
、
と
か
く
無
批
判
的
な
日
暮
し
描
写
、
或
る
意
味
で
の
追
随
的
瑣
末
描
写
の
中
に
技
術

を
練
磨
さ
れ
る
傾
き
で
あ
っ
た
。
大
衆
と
い
う
も
の
の
内
部
構
成
と
、
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る
可
能
性
と
い

う
も
の
は
、
庶
民
性
と
果
し
て
同
一
の
も
の
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
勤
労
者
の
気
質
、
利
害
の
中
に

庶
民
的
気
質
と
云
わ
れ
る
も
の
が
混
り
こ
ん
で
い
る
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
庶
民
性
即
ち
勤
労
者
大

衆
性
と
す
る
こ
と
は
実
際
上
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
谷
川
徹
三
氏
の
文
学
平
衡
論
は
、
現
代
日
本
に
お
け
る
文
化
の
分
裂
と
い
う
点
か
ら
現
状
を
視
て
、
作

家
の
文
化
水
準
と
大
衆
の
文
化
水
準
と
の
平
衡
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
提
案
に

於
て
も
、
文
学
に
お
け
る
大
衆
性
と
通
俗
性
と
の
重
要
な
区
別
は
、
正
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
通
観
し
て
来
る
と
、
現
在
文
学
の
大
衆
化
を
云
々
し
て
い
る
作
家
の
現
実
の
中
で
も
、
ま

だ
ま
だ
作
家
と
大
衆
と
の
間
に
実
に
大
き
い
生
活
的
な
距
離
が
あ
り
、
大
衆
性
そ
の
も
の
も
十
分
に
究
明
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さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。
日
本
近
代
社
会
が
そ
の
推
移
の
過
程
で
引
き
裂
い
た
文
化
面
の

こ
の
無
惨
な
亀
裂
を
今
日
性
急
に
主
観
的
に
と
び
越
え
、
埋
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
或
る
意
味
で

は
従
来
の
反
動
と
し
て
、
市
民
的
日
常
性
へ
の
無
条
件
降
服
の
き
ざ
し
が
作
家
の
間
に
生
じ
て
い
る
。
こ

の
傾
向
は
、
特
に
、
日
本
の
文
化
が
置
か
れ
て
い
る
今
日
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
軽
々
に
賛
同
出
来
が
た

い
も
の
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
人
間
的
な
も
の
の
美
と
価
値
と
を
、
異
常
な
場
合
の
中
に
発
見
し
よ
う
と
し
て
来
た
過
去
の
文
学
に
対

し
て
、
人
間
的
な
も
の
を
、
一
般
平
凡
、
普
遍
な
も
の
の
中
に
発
見
し
評
価
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
が
昨

今
の
傾
向
で
あ
る
。
文
学
語
か
ら
日
用
語
に
移
ろ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
小
林
秀
雄

氏
が
何
処
か
で
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
既
成
作
家
、
評
論
家
が
今
の
調
子
を
つ
づ
け
て
円
熟
し
、
も

の
わ
か
り
よ
く
な
っ
た
結
果
と
し
て
、
年
齢
と
と
も
に
期
待
し
得
る
と
い
う
よ
う
な
実
質
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
と
思
う
。

　
人
間
性
と
い
う
も
の
の
理
解
に
つ
い
て
も
、
現
在
の
よ
う
な
社
会
事
情
の
錯
綜
の
裡
に
あ
っ
て
は
、
様

々
の
複
雑
な
混
乱
が
お
こ
っ
て
い
る
。
現
状
に
対
す
る
唯
々
諾
々
的
態
度
、
そ
の
出
処
進
退
に
終
始
一
貫

し
た
人
間
と
し
て
の
責
任
感
が
な
い
こ
と
ま
で
、
そ
の
作
家
が
も
っ
て
い
る
高
い
素
直
さ
、
人
間
性
と
い

う
評
価
を
う
け
る
甘
い
ホ
ロ
リ
ズ
ム
さ
え
、
い
つ
の
間
に
か
這
い
込
ん
で
来
て
い
な
い
こ
と
は
な
い
。
人

7



間
性
の
問
題
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
歴
史
の
上
で
は
、
い
く
つ
か
の
段
階
を
経
て
、
今
日
で
は
人
間
性

諸
相
の
、
社
会
関
係
と
の
綜
合
的
描
写
の
理
解
へ
す
す
み
つ
つ
あ
る
。

　
文
壇
的
文
学
が
否
定
さ
れ
、
民
衆
の
文
学
、
大
衆
の
文
学
が
云
わ
れ
て
来
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
に
お

け
る
人
間
性
が
過
去
の
追
究
力
を
喪
失
し
、
あ
る
が
ま
ま
の
現
れ
に
し
た
が
っ
て
写
し
描
い
て
ゆ
く
、
と

い
う
よ
う
な
状
態
に
陥
る
危
険
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
深
甚
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
。
文
学
に

お
い
て
同
じ
く
人
間
性
を
主
張
す
る
に
当
っ
て
も
、
そ
こ
に
様
々
の
力
点
の
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
世

界
の
文
学
史
の
数
頁
を
よ
ん
だ
も
の
の
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
今
日
、
日
本
の
大
衆
の
お
か
れ
て
い
る
現
実
の
事
情
に
立
っ
て
、
民
衆
の
文
学
を
と
な
え
る
作
家
に
よ

っ
て
人
間
性
の
ど
の
よ
う
な
面
が
、
ど
の
よ
う
な
筆
致
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
を
詳
細
に
看
た
場
合
、

私
た
ち
は
、
文
学
の
大
衆
化
と
い
う
声
は
必
し
も
そ
の
全
部
が
大
衆
の
優
勢
の
姿
と
し
て
、
そ
の
声
と
し

て
、
現
れ
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
を
率
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
作
家
が
、
大
衆
の
お
か
れ
て
い
る
感
情
状
態
の
裡
か
ら
現
実
を
描
い
て
ゆ
く
こ
と
と
、
大
衆
の
お
か
れ

て
い
る
文
化
的
、
社
会
性
の
低
さ
の
ま
ま
に
自
ら
を
流
し
従
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
は
、
全
く
別
の
二
つ
の
こ

と
で
あ
る
。
も
し
作
家
が
大
衆
化
の
意
味
を
あ
や
ま
っ
て
、
後
者
の
態
度
に
し
た
が
う
よ
う
な
こ
と
が
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
大
衆
を
低
め
て
い
る
も
の
の
力
に
屈
す
と
同
時
に
、
作
家
自
身
を
無
力
化
せ
し
め
て
い
る
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力
に
も
自
身
か
ら
叩
頭
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
近
頃
は
、
嘗
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
従
っ
た
人
々
が
、
大
衆
性
の
理
解
に
つ
い
て
も
、
一
種
奇

妙
な
役
割
を
果
し
て
い
る
の
を
見
う
け
る
。
そ
の
人
々
の
云
う
と
こ
ろ
は
、
も
と
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

運
動
な
ど
は
親
が
か
り
の
若
僧
が
観
念
的
に
大
衆
化
を
叫
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
て
、
考
え
て
見
れ
ば
そ
れ

ら
の
人
間
が
大
衆
を
云
々
す
る
な
ど
と
は
烏お
滸こ
が
ま
し
い
、
と
い
う
風
な
論
で
あ
る
。

　
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
、
当
時
の
歴
史
性
に
よ
っ
て
多
く
の
特
徴
的
な
欠
陥
を
も
っ
て
い

た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
私
は
そ
う
い
う
論
者
に
、
読
者
と
と
も
に
次
の
こ
と
に
つ
い
て
誠

心
か
ら
の
答
え
を
求
め
た
い
と
思
う
。
浮
世
の
辛
酸
を
な
め
、
民
衆
と
し
て
の
苦
労
を
し
た
人
々
を
、
所

謂
貧
す
れ
ば
鈍
す
る
的
事
情
か
ら
立
た
し
め
て
、
そ
の
辛
酸
と
労
苦
と
の
社
会
的
意
義
を
自
覚
さ
せ
た
の

は
何
の
力
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
辛
酸
と
労
苦
と
の
意
義
を
語
る
こ
と
に
確
信
を
与
え
、
新

た
な
る
文
学
の
実
質
と
し
て
そ
の
歴
史
的
足
場
を
感
じ
さ
せ
た
の
は
何
の
力
で
あ
っ
た
ろ
う
か
、
と
。

　
民
衆
の
自
発
性
の
表
現
と
し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
意
義
は
、
嘗
て
そ
の
運
動
に
参
加
し
た

一
部
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
人
々
の
今
日
の
自
嘲
そ
の
他
に
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
の
蓄
積
と
し
て
、

大
衆
に
と
っ
て
の
社
会
的
な
何
か
の
実
力
と
し
て
、
ち
ゃ
ん
と
大
衆
の
中
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

と
よ
り
、
大
衆
と
云
え
ば
直
ち
に
一
種
の
興
奮
的
類
型
に
と
ら
わ
れ
る
よ
う
な
幼
稚
な
概
念
は
揚
棄
さ
れ

9



て
い
る
に
し
ろ
。

　
結
局
常
識
の
世
界
の
方
が
住
み
よ
い
、
と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
作
家
の
或
る
近
頃

の
感
情
や
市
民
的
平
民
的
な
日
常
の
伝
習
の
姿
に
対
し
て
和
し
て
同
ぜ
ず
式
な
或
る
ポ
ー
ズ
で
対
し
て
い

る
こ
と
と
、
作
家
が
今
日
の
現
実
の
常
識
を
描
き
、
大
衆
を
描
こ
う
と
す
る
情
熱
と
が
一
つ
も
の
で
あ
る

と
は
思
い
難
い
。
民
衆
は
現
代
の
諸
矛
盾
を
八
方
か
ら
そ
の
身
に
受
け
て
照
り
か
え
し
つ
つ
日
々
夜
々
を

生
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
身
の
置
か
れ
て
い
る
こ
の
社
会
で
の
場
所
を
、
昨
今
一
部
の
作
家
が
殆
ど

一
種
の
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
を
も
加
え
て
云
う
か
と
思
わ
れ
る
民
衆
的
な
る
総
称
の
下
に
、
強
あ
な
がち
鼓
腹
撃
壤

し
て
い
る
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
今
日
云
わ
れ
て
い
る
文
学
の
民
衆
化
の
こ
と
は
、
嘗
て 

屡  

々 

し
ば
し
ば

く
り
か
え
さ
れ
て
来
た
純
文
学
対
大
衆

文
学
の
問
題
で
は
な
く
、
文
学
そ
の
も
の
の
全
体
的
な
重
点
の
移
動
が
も
く
ろ
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
重

大
な
歴
史
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
大
衆
と
云
い
、
民
衆
と
云
う
そ
の
目
安
が
ど
こ
に
ど
の
よ

う
に
置
か
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の
文
学
そ
の
も
の
の
本
質
が
左
右
さ
れ
る
。
文
学
が
、

単
に
低
き
に
つ
い
た
こ
と
に
な
ら
さ
れ
ぬ
よ
う
に
、
作
家
は
警
戒
し
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

従
来
の
よ
う
な
生
活
ぶ
り
の
作
家
た
ち
が
、
自
身
の
内
に
あ
る
所
謂
文
壇
的
、
文
学
的
関
心
以
外
の
諸
要

素
、
家
庭
的
な
感
情
だ
と
か
、
近
所
合
壁
へ
の
義
理
だ
と
か
、
些
細
な
日
常
利
害
だ
と
か
を
、
直
ち
に
自

10文学の大衆化論について



身
の
中
の
民
衆
的
な
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
大
き
い
誤
り
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
は
特
に
興
味
ふ
か
く
思
う
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
こ
ろ
或
る
種
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
運
動
の
活
動
家
が
人
間
性
と
い
う
も
の
の
理
解
に
つ
い
て
陥
り
勝
ち
で
あ
っ
た
二
元
的
見
解
を
ひ
っ

く
り
か
え
し
た
よ
う
な
も
の
が
、
今
日
ま
で
極
め
て
文
壇
的
な
雰
囲
気
、
折
衝
、
感
情
錯
綜
の
中
に
生
活

し
て
来
て
い
る
作
家
そ
の
他
の
心
持
の
中
に
あ
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
二
元
的
な
人
間
性
の
見
か
た
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
あ
っ
て
は
、
彼
も
亦
人
間
で
あ
っ
た
、

と
い
う
風
に
闘
争
的
な
義
務
、
規
律
、
英
雄
主
義
に
対
置
し
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
人
間
性
の
抽
象
化
は
非

現
実
な
現
実
の
見
方
と
さ
れ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
所
謂
文
壇
人
の
領
域
で
、
人
間
性
に
つ
い
て
の
二

元
的
な
感
じ
方
は
、
作
家
で
な
い
種
類
の
人
間
的
美
質
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
け
を
抽
象
し
て
来
て
感
服

す
る
昨
今
の
風
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
来
て
い
る
。

　
最
近
、
そ
れ
に
つ
い
て
興
味
ふ
か
い
二
種
の
実
際
の
場
合
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
左
翼
的
な
或
る
作
家

の
経
験
で
あ
る
が
、
そ
の
Ａ
氏
は
日
本
の
企
業
界
で
歴
史
的
に
有
名
な
或
る
会
社
の
現
実
を
、
芸
術
に
描

こ
う
と
発
意
し
、
日
本
の
実
業
家
列
伝
中
で
も
巨
星
で
あ
る
そ
の
会
社
の
創
始
者
の
や
り
か
た
な
ど
を
定

型
的
資
本
家
の
観
念
で
考
え
て
い
た
。
創
作
の
準
備
が
す
す
む
に
つ
れ
実
地
調
査
の
欲
が
起
っ
て
、
そ
の

会
社
と
交
渉
し
た
と
こ
ろ
、
快
く
面
談
、
説
明
案
内
を
さ
れ
、
到
れ
り
つ
く
せ
り
で
、
そ
の
作
家
Ａ
氏
は
、
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度
々
そ
っ
ち
の
人
と
逢
っ
て
い
る
う
ち
に
い
つ
か
、
資
本
家
も
人
間
で
あ
る
と
い
う
人
々
の
説
明
に
し
ん

か
ら
同
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
搾
取
し
よ
う
な
ど
と
夢
に
も
思
っ
て
い
な
い
、
産

業
軍
の
一
兵
卒
と
し
て
自
分
か
ら
身
を
挺
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
熱
心
に
説

得
す
る
対
手
の
感
情
に
ま
き
こ
ま
れ
、
彼
等
の
舌
代
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
作
品
が
出
来
上
っ
て
、
お
や
お

や
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
例
で
あ
る
。
資
本
家
と
い
う
と
、
赤
鬼
を
描
く
素
朴
な
人
間
理
解
が
、

そ
の
作
者
の
心
持
に
こ
う
い
う
一
見
滑
稽
な
わ
な
を
置
か
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　
他
の
例
と
い
う
の
は
、
若
い
文
壇
関
係
の
人
の
口
か
ら
一
度
な
ら
ず
、
政
治
家
や
軍
人
な
ん
ぞ
は
な
か

な
か
ど
う
し
て
い
い
と
こ
ろ
が
あ
る
、
第
一
実
に
率
直
だ
し
、
明
快
だ
し
、
会
っ
て
い
て
人
間
的
に
愉
快

で
す
よ
、
と
い
う
言
葉
を
さ
も
気
乗
り
の
し
て
い
る
ら
し
い
表
情
と
と
も
に
聞
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
私
は
そ
の
言
葉
を
非
常
に
あ
れ
や
こ
れ
や
の
面
か
ら
、
印
象
深
く
き
い
た
。
狭
い
文
壇
的
気
流
の
匂
い

だ
の
、
ゴ
シ
ッ
プ
だ
の
、
競
争
だ
の
、
い
り
く
ん
だ
利
害
関
係
だ
の
か
ら
、
作
家
同
士
或
は
作
家
、
編
輯

者
と
の
間
か
ら
は
、
世
が
世
智
辛
く
な
る
に
つ
れ
、
率
直
さ
や
朗
ら
か
さ
や
、
呵
々
大
笑
的
気
分
は
消
失

し
て
来
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
輪
で
、
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
神
経
質
な
交
渉
の
反
覆
を
日
頃
経
験
し

て
い
る
人
々
が
、
そ
う
い
う
こ
ま
か
い
利
害
か
ら
は
埒
外
に
あ
っ
て
、
し
か
も
今
日
の
世
の
中
で
は
文
学

の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
者
に
対
し
て
高
飛
車
な
朗
ら
か
さ
と
率
直
さ
を
示
し
得
る
背
景
の
前
に
い
る
人
々

12文学の大衆化論について



を
眺
め
た
ら
、
一
応
そ
れ
ら
の
面
が
強
い
刺
激
と
な
っ
て
感
受
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
、
単
純
に
い

い
と
こ
ろ
と
云
っ
て
し
ま
え
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
又
別
な
の
で
あ
る
。

　
従
来
の
文
壇
と
作
家
気
質
と
は
、
そ
れ
程
作
家
の
感
情
を
偏
し
た
特
別
な
も
の
に
し
て
来
て
い
る
。
文

壇
的
文
学
を
主
観
的
傾
向
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
現
今
云
わ
れ
て
い
る
文
学

の
大
衆
化
は
、
文
学
の
客
観
的
価
値
の
押
し
出
し
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
作
家
は
益
々
、
社

会
に
お
け
る
人
間
の
客
観
的
な
関
係
、
価
値
、
意
味
な
ど
の
有
機
的
な
結
合
の
末
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間

性
の
発
露
と
い
う
も
の
も
捕
え
る
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
練
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

客
観
的
に
描
く
と
い
う
こ
と
が
、
傍
観
的
態
度
を
意
味
な
さ
な
い
こ
と
は
こ
れ
も
亦
自
明
で
あ
る
。

　
文
学
の
大
衆
化
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
真
面
目
に
念
願
す
る
人
々
は
、
自
然
、
現
在
の
既
成
作
家
の
大﹅

衆﹅
へ﹅
の﹅
愛﹅
に
期
待
す
る
よ
り
も
よ
り
分
量
の
多
い
期
待
を
、
大
衆
の
中
か
ら
新
し
く
生
れ
出
て
来
よ
う
と

す
る
文
学
に
新
部
隊
に
か
け
ざ
る
を
得
な
い
心
持
だ
と
思
う
。

　
今
日
ま
で
、
い
つ
く
か
の
賞
で
新
人
と
し
て
出
さ
れ
た
新
人
の
種
類
で
な
い
新
人
。
新
人
候
補
と
し
て

そ
れ
以
前
久
し
く
文
壇
的
摩
擦
を
う
け
た
人
で
な
い
人
た
ち
。
そ
う
い
う
人
を
期
待
す
る
感
情
が
つ
よ
い
。

そ
の
こ
と
は
、
素
人
作
家
と
い
う
未
熟
練
な
質
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
勝
で
、
既
に
素
人
作
家
は
御
免
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で
あ
る
と
い
う
声
も
き
こ
え
て
い
る
。

　
作
家
で
あ
っ
て
素
人
な
の
は
困
る
け
れ
ど
も
、
社
会
生
活
で
は
大
衆
の
一
員
と
し
て
或
る
一
定
の
職
業

を
も
ち
作
家
を
職
業
と
し
て
は
い
な
い
若
い
人
々
の
作
品
が
、
そ
の
文
学
的
発
展
の
方
向
に
お
い
て
、
文

壇
的
で
は
な
い
、
文
学
的
方
向
に
導
か
れ
る
気
風
が
興
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
現
代
の
青
年
の
間
に
、
文
学
の
仕
事
を
愛
し
、
そ
れ
を
や
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
は
決
し
て

尠すく
なく
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
望
み
の
内
容
と
い
う
か
動
機
と
い
う
か
、
ス
プ
リ
ン
グ
と
な
っ
て
い
る
も
の

は
、
嘗
て
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
時
代
の
青
年
が
、
新
し
き
世
ひ
ら
け
た
り
、
と
い
う
風
な
激
情
を
身
内
に
覚

え
て
芸
術
を
求
め
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
勤
め
先
、
家
庭
、
こ
の
社
会
で
の
自
身
の
一
般
的
境
遇
に
何
か

云
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
も
の
を
感
じ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
文
学
を
や
る
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
る
人
々
。

又
、
現
代
社
会
の
経
営
的
機
構
は
一
個
の
Ｘ
な
る
青
年
の
生
涯
を
冷
酷
な
一
部
分
品
、
し
か
も
消
耗
し
た

ら
手
軽
に
い
く
ら
で
も
と
り
か
え
る
こ
と
の
出
来
る
部
分
品
と
し
て
だ
け
扱
っ
て
い
る
の
で
、
謂
わ
ば
こ

の
世
に
自
分
と
い
う
人
間
の
生
き
て
い
る
と
い
う
固
有
名
詞
を
せ
め
て
印
刷
物
の
上
に
で
も
主
張
し
た
い

と
い
う
、
名
誉
心
と
云
っ
て
は
言
葉
が
大
き
す
ぎ
る
よ
う
な
感
情
か
ら
、
比
較
的
個
人
の
才
能
に
し
た
が

っ
て
道
を
拓
く
こ
と
の
可
能
が
残
さ
れ
て
い
る
文
学
の
仕
事
に
心
を
ひ
か
れ
て
い
る
人
々
等
が
あ
る
の
で

あ
る
。
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政
治
、
経
済
、
軍
事
上
に
自
己
を
発
揮
す
る
機
会
を
も
っ
て
い
な
い
半
島
の
青
年
た
ち
が
、
近
頃
盛
に

音
楽
、
舞
踊
、
文
学
の
分
野
に
努
力
を
傾
け
て
い
る
。
こ
の
現
実
と
、
以
上
の
よ
う
な
青
年
た
ち
の
文
学

を
愛
す
る
感
情
の
底
に
あ
る
も
の
と
は
、
私
た
ち
に
何
事
か
を
考
え
さ
せ
ず
に
は
置
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
現
在
職
業
を
も
た
な
け
れ
ば
、
経
済
的
に
困
る
若
い
人
々
は
、
文
学
と
の
関
係
で
生
活
感

情
の
分
裂
、
両
天
び
ん
的
困
難
に
陥
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
こ
で
も
ま
だ
文
学
と
い
う
も
の
が
、
旧

来
の
型
に
し
た
が
っ
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
人
々
の
一
見
平
凡
な
勤
労
的
日
常
と
は
何
か
か
け
離
れ

た
、
何
か
文﹅
学﹅
的﹅
な
も
の
に
よ
っ
て
、
何
か
現
実
と
は
ち
が
っ
た
色
調
の
空
気
に
よ
っ
て
、
作
品
は
創
ら

れ
て
ゆ
く
べ
き
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
若
い
人
々
は
、
勤
め
先
で
は
こ

こ
は
只
月
給
を
と
る
場
所
と
思
い
、
文
学
の
仕
事
に
向
う
と
、
そ
の
困
難
に
対
し
て
、
こ
ん
な
日
頃
の
生

活
だ
か
ら
と
文﹅
学﹅
的﹅
な
る
も
の
の
欠
如
を
歎
く
事
情
に
お
か
れ
、
つ
ま
り
は
自
分
の
生
活
全
般
に
自
信
の

お
き
場
を
失
い
、
人
生
に
向
っ
て
声
を
か
け
る
手
が
か
り
を
失
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
文
学
の
大
衆
化
を
云
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
う
い
う
生
活
と
文
学
と
の
古
風
な
分
離
の
常
套
感
を
、

先
ず
人
々
の
感
情
か
ら
一
掃
す
る
必
要
が
あ
る
。
毎
日
の
生
活
の
中
へ
確
か
り
と
腰
を
据
え
、
そ
の
中
か

ら
描
い
て
ゆ
く
こ
と
。
自
分
の
こ
の
社
会
で
の
在
り
場
所
を
、
人
及
び
作
家
と
し
て
の
気
構
え
で
統
一
的

に
生
き
抜
き
、
経
験
し
、
そ
こ
か
ら
作
品
を
つ
く
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
、
自
然
な
方
法
と
し
て
示
さ
れ
る
必
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要
が
あ
る
。
真
の
文
学
と
い
う
に
足
り
る
文
学
は
決
し
て
文﹅
学﹅
的﹅
な
し
ね
く
ね
か
ら
は
生
れ
な
い
。
文﹅
学﹅

的﹅
な
る
も
の
の
底
を
ぬ
い
て
、
始
め
て
文
学
に
到
達
し
得
る
。
自
身
を
今
日
の
大
衆
の
一
人
と
し
て
自
覚

す
る
こ
と
の
鮮
明
さ
。
大
衆
と
い
う
も
の
が
自
分
を
こ
め
て
置
か
れ
て
い
る
今
日
の
在
り
場
所
に
つ
い
て

の
客
観
的
な
把
握
。
そ
の
中
か
ら
の
一
人
の
声
と
し
て
の
文
学
。
こ
れ
が
、
文
学
に
新
し
い
社
会
的
な
命

を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
は
、
も
う
云
い
ふ
る
さ
れ
た
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

文
学
の
大
衆
化
が
、
従
来
の
作
家
た
ち
の
新
し
い
努
力
の
成
果
へ
の
希
望
と
と
も
に
、
文
学
の
生
産
者
と

し
て
の
大
衆
に
対
す
る
倍
旧
の
期
待
な
し
に
云
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
結
局
は
健
全
性
を
失
っ
て
、
や
は
り

文
壇
的
な
一
つ
の
風
潮
と
し
て
個
々
の
作
家
に
そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
で
反
映
す
る
に
止
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
七
年
五
月
〕
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