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一
．
挿
絵
の
活
用
と
効
用

藤
原
和
好
氏
は
「
文
学
作
品
は
現
実
の
向
こ
う
側
に
あ
る
世
界
を
描
い

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
世
界
は
言
葉
だ
け
で
は
届
か
な
い
」
と
し

て
、「
五
感
で
読
む
」
重
要
性
を
指
摘
し
、「
そ
の
一
つ
の
手
段
と
し
て

<
>

挿
し
絵

に
注
目
し
た
い
」
と
書
く
。
そ
し
て
、「
優
れ
た
絵
が
添
え

ら
れ
て
い
れ
ば
、
文
章
だ
け
を
読
む
よ
り
も
、
も
っ
と
奥
深
い
世
界
に
導

い
て
く
れ
」
る
証
左
と
し
て
、「
モ
チ
モ
チ
の
木
」
を
解
説
し
て
い
る
。

（
１
）

文
字
で
書
か
れ
た
文
学
教
材
か
ら
「
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
や
「
生
々
し

さ
」
を
伝
え
る
た
め
の
「
挿
絵
」
の
有
効
性
を
論
じ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

「
モ
チ
モ
チ
の
木
」
は
も
と
も
と
絵
と
文
と
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
作
品
か

ら
抜
き
出
さ
れ
て
教
科
書
に
収
め
ら
れ
た
教
材
で
あ
り
、
ま
た
、
対
象
も

小
学
生
で
あ
る
。
教
材
に
よ
っ
て
は
独
立
し
た
本
文
に
教
科
書
の
た
め
に

挿
絵
を
施
す
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
場
合
は
、
も
と
も
と
絵
と
文
の
組
み
合

わ
っ
た
作
品
と
は
厳
密
に
は
異
な
る
。

本
稿
で
は
、
中
学
生
も
し
く
は
高
校
生
を
対
象
と
し
た
、
教
科
書
に

よ
っ
て
挿
絵
が
変
化
し
て
い
る
作
品
を
取
り
上
げ
、
国
語
の
指
導
に
お
い

て
挿
絵
は
ど
の
よ
う
に
活
用
で
き
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
た
め

に
一
定
期
間
、
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
続
け
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
定
番
教

材
で
、
中
学
生
と
高
校
生
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
あ
る
作

品
を
俎
上
に
の
せ
て
み
よ
う
。

「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
現

で
は
中
学
二
年
生
用
の
教
科
書
に

く
み
ら

れ
る
が
、
一
九
五
七
年
か
ら
六
三
年
あ
た
り
ま
で
は
高
校
生
用
の
教
材
で

あ
っ
た
。

を
参
照
さ
れ
た
い
。
高
校
に
お
い
て
は
、
作
品
の
現

実
感
を

す
る
た
め
に

リ
シ

の

や

、

年

の

と

に
、
作
者
太
宰
治
の

や
筆

な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

教
科
書
に

さ
れ
た

問
も
、
小
説
の
「
時
」
が
現

、「

」
が
日
本

だ
っ
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
る
か
を
問
う
も
の
（
一
九
五
七

英
）
や
作
者
の

筆

や
人
間

を
問
う
も
の
（
一
九
六
〇

中

書
出

）
で
あ
り
、

さ
れ
た

は
、
作
品
の
読
み
と
も
あ
る

の

11

国
語
科
指
導
に
お
け
る
挿
絵
の
活
用
考

指
導
書
の
変
遷
と
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
視
座
と
し
て

大

國

眞

希



関
連
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
．
指
導
書
と
挿
絵

教
科
書
に
学
習
の
手
引
き
と
し
て
示
さ
れ
る
問
い
や
指
導
書
と
挿
絵
と

は
、
す
べ
て
が
き
れ
い
な
一
致
を
見
せ
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
ま
で
も
、

あ
る
程
度
の
連
動
を
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

以
下
は
中
学
校
教
科
書
に
目
を
転
じ
て
、
例
え
ば
、
学
校
図
書
を
開
い

て
み
よ
う
。
一
九
六
〇
年
、
六
九
年
で
は
、
基
本
的
に
メ
ロ
ス
の
心
の
移

り
か
わ
り
や
メ
ロ
ス
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
問
い
が
設
け
ら
れ
、

「
竹
馬
の
友
」
と
い
う
語
と
主
題
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
問
い
は
あ
っ
て

も
、
王
や
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
つ
い
て
の
言
及
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

一
九
七
二
年
に
は
、
メ
ロ
ス
の
行
動
と
王
の
変
化
の
つ
な
が
り
や
「
メ
ロ

ス
と
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
は
、
ど
の
よ
う
な
心
で
結
ば
れ
て
い
た
か
」

が
問
わ
れ
、
そ
の
時
の
挿
絵
で
は
刑
場
の
場
面
に
お
い
て
、
メ
ロ
ス
と
セ

リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
一
九
七
八
年
（
単
元
名
は
「
小
説
」
か
ら
「
人
間
と
行
動
」
へ

と
変
更
）
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
メ
ロ
ス
を
中
心
に
問
わ
れ
て
い
た
学
習
の

手
引
が
、
メ
ロ
ス
と
め
ぐ
り
あ
う
こ
と
で
王
の
心
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し

た
か
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
一
九
八
一
年
（
単

元
名
は
「
心
の
触
れ
合
い
」
）
で
、
最
初
の
メ
ロ
ス
と
の
対
面
の
場
面
の

挿
絵
で
、
王
が
「
指
さ
し
」
を
す
る
な
ど
、
動
き
に
表
情
が
見
ら
れ
、
心

情
を
類
推
さ
せ
る
描
写
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
一
九
九
三
年
に
太
陽
の
動
き
と
働
き
に
つ
い
て
の
問
い
が

設
定
さ
れ
、
一
九
九
七
年
の
挿
絵
に
は
太
陽
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

全
体
的
に
赤
み
が
か
っ
た
挿
絵
が
登
場
し
、
太
陽
（
夕
陽
）
と
血
を
連
動

さ
せ
て
、
作
品
を
読
む
た
め
に
挿
絵
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

血
と
太
陽
の
赤
に
つ
い
て
は
指
導
書
で
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
（
一
九

九
〇

三
省
堂
、
二
〇
〇
二

学
校
図
書
な
ど
）
、
二
〇
〇
二
年
の
教
育

出
版
の
挿
絵
の
色
彩
が
ギ
リ
シ
ャ
の
壺
な
ど
の
装
飾
を
髣
髴
と
さ
せ
る
オ

レ
ン
ジ
か
ら
、
構
図
は
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
ま
ま
赤
の
色
彩
へ
と
変
更

さ
れ
て
お
り
、
赤
を
効
果
的
に
使
用
し
た
挿
絵
と
な
っ
て
い
る
。
但
し
、

緋
色
の
マ
ン
ト
と
響
か
せ
て
い
る
挿
絵
は
管
見
の
限
り
、
な
か
っ
た
。

特
徴
的
な
挿
絵
と
し
て
は
、
二
〇
〇
六
年
に
音
読
を
意
識
し
た
教
材
観

が
強
く
示
さ
れ
た
時
の
挿
絵
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
【
図
①
】
で

示
し
た
よ
う
に
、
マ
チ
ス
を
髣

髴
と
さ
せ
る
よ
う
な
半
抽
（
半

分
抽
象
）
の
挿
絵
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
生
々
し
い
メ
ロ
ス
の

息
遣
い
や
身
体
性
を
考
え
る
う

え
で
一
助
と
な
る
挿
絵
と
言
え

よ
う
。

二
〇
一
二
年
の
学
校
図
書
の

挿
絵
は
、
星
と
太
陽
を
配
し
た

装
飾
的
な
挿
絵
で
、
太
陽
の
動

き
と
時
間
の
推
移
を
物
語
の
展

開
と
と
も
に
感
じ
と
れ
る
。
物
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語
の
展
開
を
日
付
と
と
も
に
読
む
こ
と
を
促
す
た
め
に
効
果
的
で
あ
る
。

三
．
挿
絵
と
〈
読
み
〉

挿
絵
を
確
認
し
な
が
ら
、
指
導
書
を
横
に
お
き
、
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の

本
文
を
繰
っ
て
い
く
と
、
特
に
気
に
な
る
場
面
が
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ

は
、
結
末
の
緋
色
の
マ
ン
ト
を
少
女
が
捧
げ
る
、
以
下
の
部
分
だ
。

ひ
と
り
の
少
女
が
、
緋
の
マ
ン
ト
を
メ
ロ
ス
に
さ
さ
げ
た
。
メ
ロ

ス
は
、
ま
ご
つ
い
た
。
佳
き
友
は
、
気
を
き
か
せ
て
教
え
て
や
っ
た
。

「
メ
ロ
ス
、
君
は
、
ま
っ
ぱ
だ
か
じ
ゃ
な
い
か
。
早
く
そ
の
マ
ン

ト
を
着
る
が
い
い
。
こ
の
か
わ
い
い
奥
さ
ん
は
、
メ
ロ
ス
の
裸
体
を
、

皆
に
見
ら
れ
る
の
が
、
た
ま
ら
な
く
く
や
し
い
の
だ
。」

勇
者
は
、
ひ
ど
く
赤
面
し
た
。

そ
も
そ
も
、
教
科
書
に
採
用
さ
れ
た
当
初
は
こ
の
本
文
は
削
ら
れ
て
い

る
こ
と
（
一
九
六
二

開
隆
堂
、
一
九
六
二

日
本
書
院
、
一
九
五
八

大
修
館
、
一
九
六
二
、
一
九
六
六

東
京
書
籍
）
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、

本
文
は
こ
の
場
面
直
前
の
「
万
歳
。
王
様
万
歳
。」
で
終
了
す
る
。

更
に
い
う
な
ら
ば
、
掲
載
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
一
九
九
三
年

三
省

堂
「
現
代
の
国
語
２
」
の
指
導
書
に
は
、「
物
語
の
末
尾
の
、
一
人
の
少

女
が
緋
の
マ
ン
ト
を
メ
ロ
ス
に
さ
さ
げ
る
場
面
を
ど
う
扱
う
か
に
つ
い
て

の
問
題
も
あ
る
。
こ
こ
は
従
来
、
作
者
太
宰
自
身
の
は
に
か
み
、
照
れ
で

あ
ろ
う
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
結
末
と
い
う
よ
り
は
単
な
る
つ

け
足
し
的
な
場
面
で
あ
る
と
考
え
、
本
表
で
は
構
成
上
の
重
要
な
扱
い
は

し
て
い
な
い
」
と
あ
り
、
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
。
二
〇
〇
二
年

東
京

書
籍
の
指
導
書
に
「
「
メ
ロ
ス
の
裸
体
」
が
象
徴
す
る
の
は
「
太
宰
自
身

の
心
」
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
自
分
を
さ
ら
け
出
し
た
心
の
中
を
の
ぞ

き
見
さ
れ
た
羞
恥
の
気
持
ち
と
と
も
に
、
自
分
か
ら
考
え
て
も
、
が
ら
に

も
な
く
ち
ょ
っ
と
格
好
よ
く
書
き
す
ぎ
た
か
な
と
い
う
よ
う
な
照
れ
を
も

「
勇
者
は
ひ
ど
く
赤
面
し
た
。」
と
い
う
部
分
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
メ
ロ
ス
は
ま
さ
に
太
宰
治
自
身
と
な
っ
て
お
り
、
作
者
太
宰
治

の
心
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
最

後
の
「
勇
者
は
、
ひ
ど
く
赤
面
し
た
。」
の
部
分
は
、
冒
頭
の
「
メ
ロ
ス

は
激
怒
し
た
。」
に
呼
応
し
て
い
る
が
、
物
語
の
内
容
を
予
感
さ
せ
る
激

し
い
始
ま
り
と
は
対
照
的
に
、
大
団
円
に
ふ
さ
わ
し
い
穏
や
か
な
終
結
と

な
っ
て
い
る
。」
と
あ
る
解
説
は
、
そ
の
意
味
で
基
準
的
な
説
明
と
言
え

る
。
一
九
九
七
年

三
省
堂
の
指
導
書
の
語
句
説
明
に
は
「
一
人
の
少
女

は
群
衆
の
代
表
で
あ
り
、
そ
の
喜
び
の
代
弁
者
と
し
て
登
場
す
る
。
マ
ン

ト
を
さ
さ
げ
る
の
は
そ
の
象
徴
的
行
為
で
あ
る
」「
超
人
的
な
存
在
で

あ
っ
た
メ
ロ
ス
が
、
き
わ
め
て
人
間
的
な
存
在
に
引
き
戻
さ
れ
て
い
る
。

理
想
を
臆
面
も
な
く
う
た
い
あ
げ
た
作
者
、
太
宰
治
の
は
に
か
み
が
示
さ

れ
て
い
る
と
す
る
読
み
も
あ
る
」
と
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
結
末
の
場
面
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
は
大
き
く
解
釈
の
別

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
語
句
説
明
の
と
こ
ろ
で
は
基
準
的
な
解
説
を
提
示

す
る
一
方
で
、『
理
解
教
材
の
研
究
』
に
田
中
実
の
「
お
話
（
プ
ロ
ッ

ト
）
を
支
え
る
力

太
宰
治
『
走
れ
メ
ロ
ス
』」
が
掲
載
さ
れ
、
そ
こ
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で
は
こ
の
部
分
に
つ
い
て
「
少
女
の
求
愛
を
受
け
入
れ
、
二
人
は
神
の
加

護
の
下
、「
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
大
き
な
力
」
に
よ
っ
て
、
結
ば
れ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
」
と
の
読
み
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
田
中
実
氏
は
「
メ
ロ

ス
と
は
〈
神
々
に
愛
さ
れ
た
男
〉
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
娘
の
捧
げ

た
「
緋
色
の
マ
ン
ト
」
と
メ
ロ
ス
の
赤
面
が
よ
う
や
く
解
け
て
く
る
。
こ

れ
は
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
、〈
神
々
に
愛
さ
れ
た
勇
者
〉
に
ふ
さ
わ
し
い
花
嫁

が
登
場
し
、
そ
の
祝
福
で
物
語
が
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
書
く
。

（
２
）

一
九
七
二
年
東
京
書
籍
で
は
教
科
書
内
の
発
問
で
作
品
の
結
び
の
場
面

に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
、
指
導
書
で
は
こ
の
よ
う
に
解

説
す
る
。

緊
張
の
連
続
で
あ
っ
た
事
件
に
終
止
符
が
打
た
れ
て
、
人
々
が
わ
れ

に
返
っ
た
と
き
の
ほ
ほ
え
ま
し
い
情
景
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
緊
迫

し
た
表
現
に
引
き
込
ま
れ
て
緊
張
し
た
読
者
の
心
を
メ
ロ
ス
の
狼
狽

ぶ
り
で
微
苦
笑
さ
せ
る
。

こ
の
一
節
は
、
物
語
全
体
の
進
行
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
思
わ
ず

作
者
自
身
の
心
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
夢
中
に

な
っ
て
、
こ
の
物
語
を
書
い
た
作
者
自
身
の
、
が
ら
に
も
な
く
、
き

ま
じ
め
な
物
語
を
書
き
終
わ
っ
た
こ
と
に
対
す
る
、
て
れ
か
く
し
の

よ
う
な
含
羞
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。

そ
し
て
、「
生
徒
の
多
く
は
必
ず
し
も
と
ら
え
き
れ
な
い
だ
ろ
う
。
や

む
を
得
な
い
場
合
、
教
師
か
ら
供
自
分
の
読
み
僑
と
し
て
切
り
出
す
こ
と

は
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
現
在
の
学
習
指
導

要
領
で
は
、
創
造
的
思
考
と
そ
れ
を
支
え
る
論
理
的
思
考
の
側
面
、
感

性
・
情
緒
の
側
面
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
側
面
か
ら
、
言

葉
の
働
き
を
と
ら
え
言
葉
に
対
す
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
、
自
分
の

思
い
や
考
え
を
形
成
し
深
め
る
資
質
・
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
学
び
の
過
程
の
質
的
な
向
上
を
重
要
視
し
、
学
習

教
育
に
お
け
る
質
の
高
い
学
び
を
実
現
す
る
た
め
に
「
主
体
的
・
対
話
的

で
深
い
学
び
」
の
視
点
か
ら
の
授
業
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
の
必

要
性
を
説
か
れ
て
い
る
（
平
成
二
八
年
十
二
月
中
教
審
答
申
）
。
こ
の
よ

う
な
現
状
を
鑑
み
る
と
き
、
挿
絵
は
教
師
か
ら
供
自
分
の
読
み
僑
を
提
示

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
対
話
的
な
指
導
を
組
み
立
て
る
た
め
の
一
助

と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

挿
絵
で
マ
ン
ト
を
さ
さ
げ
る
少

女
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
は
寡
少

で
あ
る
が
、
一
九
九
七
年

光
村

に
山
本
容
子
が
手
掛
け
た
挿
絵
が

あ
る
。
【
図
②
】
を
ご
覧
い
た
だ

き
た
い
。
こ
こ
で
は
、
メ
ロ
ス
と

セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
背
後
か
ら

マ
ン
ト
を
広
げ
る
少
女
が
描
か
れ

て
い
る
。
マ
ン
ト
は
翼
の
よ
う
に

も
見
え
、
少
女
は
天
使
の
形
象
の

よ
う
で
さ
え
あ
る
。
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挿
絵
が
あ
る
種
の
読
み
を
誘
導
す
る
こ
と
は
免
れ
得
な
い
。
本
作
は
人

間
不
信
の
王
と
そ
の
不
信
を
覆
す
た
め
に
走
る
メ
ロ
ス
が
、
い
わ
ば
対
比

的
に
描
か
れ
て
い
る
訳
だ
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
対
比
と
と
ら
え
る
の

か
、
ま
た
そ
の
対
比
の
様
相
を
ど
の
よ
う
に
読
む
の
か
、
挿
絵
は
あ
る
種

の
印
象
を
読
み
手
に
与
え
る
。
メ
ロ
ス
が
引
き
立
て
ら
れ
て
王
と
対
面
す

る
場
面
は
中
学
校
の
教
科
書
の
ほ
と
ん
ど
の
挿
絵
で
採
用
さ
れ
て
い
る
場

面
だ
が
、
そ
の
姿
は
統
一
的
で
は
な
い
。
メ
ロ
ス
が
捕
縛
さ
れ
、
跪
い
て

い
る
挿
絵
も
あ
れ
ば
、
王
の
前
に
仁
王
立
ち
に
な
っ
て
い
る
挿
絵
も
あ
る
。

そ
も
そ
も
捕
縛
さ
え
さ
れ
て
い
な
い
挿
絵
も
あ
る
。
ま
た
、
王
に
し
て
も
、

玉
座
に
座
り
、
表
情
の
見
え
な
い
挿
絵
か
ら
皺
の
刻
ま
れ
た
顔
が
大
き
く

描
か
れ
て
い
る
挿
絵
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
存
在
す
る
。

刑
吏
に
引
き
立
て
ら
れ
、
後
ろ
手
に
捕
縛
さ
れ
、
玉
座
の
前
に
跪
い
て

い
る
メ
ロ
ス
と
、
捕
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
王
と
対
等
に
立
つ
メ
ロ
ス
の
姿

と
で
は
読
み
手
に
与
え
る
心
象
が
大
き
く
変
わ
る
で
あ
ろ
う
。
指
導
書
で

は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
メ
ロ
ス
と
王
と
の
対
立
と
が
本
作
品
の
筋
立
て

の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
六
七
年
教

育
出
版
の
指
導
細
案
集
に
は
、「
こ
の
小
説
は
〈
単
純
な
男
〉
と
〈
複
雑

な
王
〉
と
の
対
比
、
対
決
の
物
語
だ
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
で
は
ど
の

よ
う
に
対
比
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
が
、
一
九
九
三
年
に
は

善
玉
悪
玉
的
な
読
み
を
否
定
し
、
王
の
心
理
を
王
に
刻
ま
れ
た
皺
な
ど
か

ら
読
み
取
る
よ
う
促
し
て
い
る
。
王
は
「
人
間
へ
の
深
い
不
信
感
の
念
に

と
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
メ
ロ
ス
の
信
実
も
口
先
だ
け
の
う
そ

だ
と
考
え
た
」
。
本
作
を
読
む
ね
ら
い
は
、「
主
人
公
と
対
比
さ
れ
る
王

の
考
え
方
の
変
化
を
通
し
て
、
小
説
の
主
題
を
具
体
的
に
と
ら
え
る
」
。

「
人
を
信
じ
ら
れ
な
い
王
の
心
は
、
ま
ず
メ
ロ
ス
た
ち
の
信
実
と
真
正
面

か
ら
対
立
す
る
形
で
大
写
し
に
さ
れ
る
」
。
「
し
か
し
、
こ
の
暴
君
の

「
孤
独
」
が
メ
ロ
ス
た
ち
の
「
悪
い
夢
」
に
通
じ
る
作
者
太
宰
の
虚
構
で

あ
る
点
に
注
意
し
た
い
」
。
「
疑
う
こ
と
を
知
ら
ぬ
単
純
な
善
玉
が
分
別

に
悩
む
悪
玉
の
鼻
を
あ
か
し
た
、
と
い
う
だ
け
で
は
王
は
動
か
さ
れ
る
は

ず
も
な
い
。」「
「
わ
し
の
心
」
と
も
言
う
べ
き
心
の
迷
い
、
い
わ
ゆ
る

「
悪
い
夢
」
を
メ
ロ
ス
た
ち
が
全
人
格
を
か
け
て
退
け
た
と
こ
ろ
に
、
王

の
仲
間
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
高
い
次
元
の
信
実
が
現
れ
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
。
そ
れ
に
従
い
、
メ
ロ
ス
も
ま
た
善
人
で
も

超
人
で
も
な
く
、
人
間
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
よ
う
な
説
明

が
多
く
な
る
（
例
え
ば
、
二
〇
〇
二
年
三
省
堂
）
。
さ
ら
に
、
メ
ロ
ス
が

決
し
て
走
り
続
け
て
い
な
い
こ
と
や
そ
も
そ
も
冒
頭
で
婚
礼
の
買
い
物
を

す
る
の
は
、
後
の
場
面
で
登
場
す
る
妹
の
婿
と
の
や
り
と
り
か
ら
推
察
す

る
と
早
す
ぎ
る
な
ど
、
作
品
内
に
見
ら
れ
る
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、

メ
ロ
ス
の
「
人
間
的
」
な
側
面
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
王

と
メ
ロ
ス
は
共
に
「
人
間
的
」
と
読
め
、
両
者
の
対
立
は
一
旦
曖
昧
化
さ

れ
る
。
二
〇
〇
六
年
学
校
図
書
の
指
導
書
で
は
「
作
者
の
描
く
デ
ィ
オ
ニ

ソ
ス
は
、
単
な
る
粗
暴
さ
や
横
暴
さ
の
露
出
し
た
王
で
は
な
い
。
緻
密
さ

ゆ
え
に
人
の
醜
さ
を
味
わ
い
孤
独
感
を
深
め
て
い
る
。
そ
れ
を
メ
ロ
ス
と

対
照
的
に
描
い
て
い
る
が
、
精
根
尽
き
果
て
た
メ
ロ
ス
の
内
面
に
も
デ
ィ

オ
ニ
ソ
ス
的
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
主
題
と
し
て

読
み
取
る
見
方
も
考
え
ら
れ
る
」
と
解
説
さ
れ
た
う
え
で
、
メ
ロ
ス
を
古
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代
メ
ル
ヘ
ン
の
勇
者
と
し
て
読
む
若
杉
（
藤
平
）
俊
明
氏
の
「
疾
走
す
る

激
情
と
肉
体
―
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
再
論
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
王
と

メ
ロ
ス
の
「
両
者
と
も
に
他
者
に
示
す
こ
と
自
体
を
意
識
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
信
実
」
対
「
不
信
」
と
い
う
世
界
観
と
世
界
観
の

対
立
は
解
体
さ
れ
て
、
い
わ
ば
「
賭
け
事
」
の
材
料
に
な
っ
て
い
る
。
こ

う
し
て
、
ひ
弱
で
あ
る
が
知
的
な
精
神
の
権
化
で
あ
る
王
と
、
強
靭
な
肉

体
の
激
情
を
持
つ
勇
者
（
及
び
そ
の
同
志
）
と
の
間
で
、
賭
に
「
勝
つ
」

こ
と
を
自
己
目
的
化
し
た
、
文
字
通
り
命
が
け
の
ゲ
ー
ム
が
始
ま
る
の
で

あ
る
。」「
王
は
、
メ
ロ
ス
た
ち
の
「
心
」
な
ら
ぬ
も
の
の
力
に
負
け
た
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
群
衆
も
王
の
変
化
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
「
万

歳
」
と
い
う
激
情
を
叫
び
あ
げ
、
少
女
も
緋
の
マ
ン
ト
に
よ
っ
て
メ
ロ
ス

の
裸
体
を
賛
美
す
る
。
激
情
と
肉
体
の
完
璧
な
支
配
が
こ
こ
に
完
成
し
た

の
で
あ
る
。」「
王
に
象
徴
さ
れ
る
、
近
代
的
知
性
的
だ
が
他
者
と
の
齟
齬

を
き
た
す
精
神
の
世
界
は
、
メ
ロ
ス
を
中
心
と
し
た
古
代
的
な
メ
ル
ヘ
ン

の
世
界
、
す
な
わ
ち
激
情
と
肉
体
だ
け
で
幸
福
を
得
る
世
界
に
よ
っ
て
完

全
に
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。」「「
近
代
人
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、「
生

理
を
精
神
で
克
服
す
る
存
在
」
だ
ろ
う
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
メ
ロ
ス
は

一
貫
し
て
激
情
と
そ
れ
を
支
え
る
肉
体
と
に
従
っ
て
お
り
、「
生
理
」
に

敗
れ
る
べ
き
「
精
神
」
な
ど
は
激
情
以
外
に
は
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
意
味
で
は
、
む
し
ろ
肉
体
に
「
敗
れ
」
た
の
は
王
の
方
で
あ
る
。」

「
メ
ロ
ス
は
一
貫
し
て
近
代
性
と
対
峙
す
る
存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
古
代
的
な
メ
ル
ヘ
ン
の
英
雄
と
し
て
疾
走
で
き
た
の
で
あ
る
」
と
。

（
３
）

「
古
代
的
な
メ
ル
ヘ
ン
の
英
雄
」「
ゲ
ー
ム
」
と
い
う
読
み
に
結
び
付

く
挿
絵
が
あ
る
の
で
【
図
③
】
と
し
て
示
し
て
お
く
。
二
〇
〇
二
年
三
省

堂
の
挿
絵
で
、
あ
た
か
も
ゼ
ウ
ス
対
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
対
面
の
よ
う
な
王
と

メ
ロ
ス
が
示
さ
れ
、
結
末
は
杯
の
よ
う
な
も
の
が
ふ
た
つ
置
か
れ
て
い
る

と
い
う
、
ゲ
ー
ム
を
髣
髴
と
さ
せ
る
挿
絵
と
な
っ
て
い
る
。

結
末
の
刑
場
の
部
分
の
挿
絵
も
一
定
で
は
な
い
。
メ
ロ
ス
を
実
際
は

真
っ
裸
で
は
な
く
、「
象
徴
と
し
て
の
〈
裸
体
〉」
で
あ
る
」
と
書
く
手
引

き
も
あ
り
（
一
九
六
七
年

教
育
出
版
な
ど
。
そ
こ
で
は
「
メ
ロ
ス
は

〈
単
純
〉
な
自
己
絶
対
化
の
意
識
を
も
乗
り
越
え
て
い
る
。
メ
ロ
ス
の

〈
裸
体
〉
は
、
こ
う
し
た
王
の

心
も
打
っ
た
も
の
の
象
徴
で
あ

る
こ
と
を
生
徒
に
発
見
さ
せ

る
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
が
）、

メ
ロ
ス
を
全
裸
で
描
い
で
い
る

挿
絵
も
あ
れ
ば
、
腰
布
的
な
裸

を
描
く
も
の
、
着
衣
を
身
に
着

け
て
い
る
も
の
も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
ヴ
ァ

リ
ア
ン
ト
に
富
む
。
描
か
れ
て
い
る
の
も
、
抱

き
合
う
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
メ
ロ
ス
、（
王

は
い
な
い
場
合
も
、
い
る
場
合
も
あ
り
。
い
る

場
合
も
中
央
に
存
在
感
を
示
す
も
の
も
あ
れ

ば
、
端
に
小
さ
く
い
る
場
合
も
あ
る
）
。
そ
の

ほ
か
、
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
足
に
す
が
り
つ

く
メ
ロ
ス
（
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
足
だ
け
の
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場
合
も
あ
る
）
や
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
も
と
へ
か
き
分
け
る
メ
ロ
ス
な

ど
を
描
く
挿
絵
も
あ
る
。

挿
絵
は
間
違
い
な
く
読
み
に
影
響
を
与
え
る
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
そ

の
挿
絵
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
読
み
は
変
わ
る
と
も

想
像
さ
れ
る
。
同
じ
教
材
を
読
ん
で
い
て
も
、
世
代
に
よ
っ
て
、
教
科
書

に
よ
っ
て
、
同
一
と
は
言
え
な
い
内
容
を
読
み
取
っ
て
い
る
と
さ
え
言
い

う
る
か
も
し
れ
な
い
。

四
．
挿
絵
を
活
用
し
た
授
業

授
業
で
ど
の
よ
う
に
挿
絵
を
活
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
二
〇
〇
二
年

の
教
育
出
版
の
挿
絵
を
見
て
み
よ
う
【
図
④
】
。
こ
こ
で
は
、
最
初
に
王

の
横
顔
と
メ
ロ
ス
の
横
顔
が
、
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
で
示
さ
れ
て
い
る
。
メ

ロ
ス
は
ギ
リ
シ
ャ
の
壺
の
表
象
に
連
な
る

黒
で
塗
ら
れ
て
い
る
。
王
は
白
く
、
皺
を

髣
髴
と
さ
せ
る
線
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
皺

だ
け
で
は
な
く
、
石
化
し
た
彫
刻
が
ひ
び

割
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
三

枚
目
に
当
た
る
夕
陽
の
な
か
を
走
る
メ
ロ

ス
を
描
い
た
挿
絵
で
は
、
メ
ロ
ス
は
太
陽

を
跨
ぐ
か
の
よ
う
に
疾
走
し
、
線
で
描
か

れ
、
四
角
の
枠
か
ら
は
は
み
出
し
て
い

る
。
物
語
の
枠
組
を
越
え
て
い
る
こ
と
を

示
唆
す
る
だ
ろ
う
。
血
の
よ
う
な
赤
い
シ

ミ
も
疾
走
す
る
メ
ロ
ス
の
横
に

散
っ
て
い
る
。

古
代
の
伝
説
、
詩
か
ら
再
生

さ
れ
た
小
説
の
人
物
た
ち
は
、

石
化
し
て
い
た
存
在
か
ら
、
ひ

び
割
れ
、
新
た
な
生
命
を
得
る
。

メ
ロ
ス
は
典
拠
と
な
っ
た
古
代

伝
説
や
詩
の
枠
組
み
を
越
え
、

メ
タ
次
元
か
ら
の
視
点
を
得
る
、
と
い
う
読
み
を
展
開
す
る
た
め
に
、
こ

れ
ら
の
挿
絵
は
多
い
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

挿
絵
も
ま
た
、
解
釈
を
要
請
す
る
。
そ
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
、
本
文
の
読

み
を
深
め
る
た
め
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
主
体
的
で
能
動
的
な
、
深
び
学

び
を
構
築
し
、
学
習
者
の
創
造
的
な
思
考
力
を
高
め
ら
れ
る
授
業
展
開
を

助
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
１
）
「
言
葉
で
は
届
か
な
い
世
界

挿
し
絵
を
読
む

」（「
日
本

文
学
」
六
六
号
、
二
〇
一
七
・
一
）

（
２
）
「
都
留
文
科
大
学
紀
要

」（
一
九
九
三
）
→
『
小
説
の
力

新

38

し
い
作
品
論
の
た
め
に
』（
一
九
九
六
・
二
、
大
修
館
書
店
）
所
収
。

（
３
）

初
出
は
「
Ｇ
ｒ
ｏ
ｕ
ｐ
ｅ

Ｂ
ｒ
ｉ
ｃ
ｏ
ｌ
ａ
ｇ
ｅ
紀
要
」（
一
九
九
六

・
十
二
）
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