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『
抵
抗
の
文
学
―
―
国
民
革
命
軍
将
校
阿
壠

あ

ろ

う

の
文
学
と
生
涯
』
要
約 

  

本
論
は
現
代
中
国
に
お
け
る
特
異
な
文
学
者
阿
壠
に
関
す
る
世
界
初
と
な
る
評
伝
で
あ
る
。
阿
壠
（
本
名
陳
守
梅
）
は
抗
日
戦
争
か
ら
内
戦
の
時
代
に
か
け
て
、
亦

門
、
「
Ｓ
．
Ｍ
．
」
、
師
牧
、
張
懐
瑞
な
ど
二
十
を
超
え
る
筆
名
を
駆
使
し
て
、
変
幻
自
在
な
姿
で
活
躍
し
た
文
学
者
で
あ
っ
た
。
阿
壠
は
日
中
戦
争
に
お
け
る
南
京
陥

落
の
状
況
を
、
中
国
人
と
し
て
初
め
て
長
編
小
説
に
書
き
あ
げ
て
発
表
し
た
作
家
で
あ
り
、
優
れ
た
感
性
と
鋭
敏
な
理
論
で
中
国
現
代
詩
を
豊
か
に
し
た
詩
人
で
あ
る
。

当
然
そ
の
名
は
中
国
現
代
文
学
史
に
記
憶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
っ
た
が
、
一
九
八
〇
年
に
至
る
ま
で
、
そ
の
業
績
は
中
華
人
民
共
和
国
の
歴
史
か
ら
完
全

に
抹
消
さ
れ
て
い
た
。
近
年
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
阿
壠
の
純
朴
で
繊
細
な
愛
の
詩
が
、
原
作
者
の
出
自
な
ど
に
触
れ
な
い
ま
ま
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
も
ち
ろ
ん
阿
壠
が
緻
密
で
膨
大
な
詩
論
と
文
芸
評
論
に
よ
っ
て
一
九
四
〇
年
代
の
詩
的
空
白
を
埋
め
る
業
績
を
上
げ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
中
国
人
の
ほ
と
ん
ど
が

知
ら
な
い
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
阿
壠
が
「
胡
風
反
革
命
集
団
の
恐
る
べ
き
中
心
人
物
」
と
し
て
断
罪
さ
れ
、
そ
の
「
極
悪
非
道
な
罪
状
」
が
中
国
現
代
史
に
黒
々
と
書

き
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
公
安
警
察
に
よ
る
逮
捕
は
一
九
五
五
年
五
月
、
阿
壠
が
四
十
八
歳
に
な
る
時
で
、
そ
の
後
は
完
全
に
執
筆
の
自
由
を
奪
わ
れ
、
天
津

監
獄
か
ら
一
度
も
釈
放
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
獄
中
で
還
暦
を
迎
え
た
年
に
亡
く
な
っ
た
。
死
後
十
余
年
、
一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
阿
壠
の
追
悼
会
が
開
か
れ
、
そ
の

「
犯
罪
者
」
と
し
て
の
悪
名
が
名
誉
回
復
に
よ
っ
て
雪
が
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
彼
の
思
想
や
文
学
ま
で
も
含
め
た
完
全
な
復
活
が
な
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
阿
壠

の
獄
死
が
意
味
し
て
い
る
真
実
は
何
か
、
こ
の
問
い
に
答
え
ら
れ
な
い
限
り
彼
の
業
績
に
対
す
る
正
当
な
評
価
は
あ
り
得
な
い
し
、
そ
の
人
格
に
対
す
る
真
摯
な
尊
敬

は
成
立
し
得
な
い
。
こ
の
意
味
で
本
論
は
、
阿
壠
に
対
す
る
正
当
な
評
価
の
基
礎
と
な
る
も
の
と
言
え
る
。 

「
胡
風
反
革
命
集
団
事
件
」
と
は
、
人
民
共
和
国
建
国
数
年
に
し
て
起
こ
っ
た
大
規
模
な
冤
罪
事
件
で
あ
る
。
こ
の
時
著
名
な
文
芸
思
想
家
・
評
論
家
・
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
胡
風
（
本
名
張
光
人
）
を
中
心
と
す
る
文
学
者
や
知
識
人
、
そ
の
同
調
者
た
ち
が
「
胡
風
反
革
命
集
団
」
と
し
て
一
斉
に
検
挙
さ
れ
た
。
こ
れ
は
大
き
な
衝
撃

を
与
え
る
事
件
だ
っ
た
が
、
中
国
の
決
定
に
疑
念
を
持
つ
論
者
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
中
国
共
産
党
に
よ
る
断
罪
が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
日
本
で
の
研
究
か
ら

も
胡
風
と
そ
の
「
グ
ル
ー
プ
」
の
名
前
は
消
え
て
い
っ
た
。
阿
壠
は
こ
の
と
き
の
「
胡
風
集
団
」
の
「
骨
幹
分
子
」
で
あ
り
、
実
刑
判
決
に
よ
っ
て
収
監
さ
れ
た
三
名

の
う
ち
の
一
人
だ
っ
た
。
阿
壠
は
節
を
曲
げ
る
こ
と
な
く
監
獄
で
死
を
迎
え
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
個
人
の
思
想
自
体
が
国
家
に
対
す
る
犯
罪
と
し
て
裁
か
れ
、
創
作

と
表
現
の
自
由
が
権
力
構
造
の
な
か
で
圧
殺
さ
れ
て
い
く
姿
が
無
残
に
物
語
ら
れ
て
い
る
。
阿
壠
の
人
生
と
文
学
の
真
実
に
接
近
し
、
そ
の
業
績
を
詳
細
に
検
討
す
る

こ
と
は
、
単
に
「
胡
風
反
革
命
集
団
」
の
事
件
が
冤
罪
だ
っ
た
と
い
う
再
評
価
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
文
学
と
政
治
、
文
学
と
権
力
、
文
学
と
社
会
の
根
源
的
命
題
を

深
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
中
国
と
い
う
特
殊
状
況
下
の
文
学
の
形
態
を
論
ず
る
学
術
的
興
味
を
は
る
か
に
超
え
、
同
時
代
を
生
き
る
ア
ジ
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ア
の
、
日
本
の
文
学
者
と
し
て
の
姿
勢
を
も
問
う
こ
と
に
な
っ
て
い
こ
う
。
こ
こ
に
中
国
現
代
文
学
研
究
の
大
き
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
本
論
は
こ
う
し

た
立
場
か
ら
、
胡
風
と
そ
の
仲
間
た
ち
の
巻
き
込
ま
れ
た
事
件
を
阿
壠
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
解
析
し
、
新
た
な
研
究
の
領
野
を
切
り
開
く
も
の
で
あ
る
。 

 

中
国
現
代
史
の
研
究
に
お
い
て
は
胡
風
批
判
を
毛
沢
東
に
よ
る
文
芸
統
制
の
山
場
と
し
て
考
え
、
そ
の
時
期
に
至
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
を
、
一
九
三
六
年
の
魯
迅
を

巻
き
込
ん
だ
論
争
以
来
一
貫
し
た
布
石
と
見
な
す
こ
と
が
多
い
。
三
〇
年
代
か
ら
の
長
い
対
立
抗
争
の
潮
流
に
お
い
て
「
胡
風
集
団(

胡
風
派)

（
胡
風
グ
ル
ー
プ
）」

が
、
最
終
的
に
追
い
落
と
さ
れ
る
道
程
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
観
点
を
成
立
さ
せ
る
に
は
、
文
芸
上
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
「
胡
風
集
団
」
と
か
「
胡

風
派
」
と
か
い
う
セ
ク
ト
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
論
で
は
、
阿
壠
の
生
涯
と
作
品
を
追
い
な
が
ら
、
こ
う
し
た
セ
ク
ト
が
存
在

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
す
る
。「
胡
風
集
団
」
と
い
う
概
念
は
一
九
五
五
年
の
「
胡
風
反
革
命
集
団
事
件
」
に
由
来
す
る
も
の
で
、
国
家
権
力
が
彼
ら
を
犯

罪
者
と
し
て
摘
発
す
る
際
に
使
用
し
た
仰
々
し
い
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
後
に
こ
の
事
件
が
完
全
な
冤
罪
で
あ
る
こ
と
は
内
外
に
公
表
さ
れ
、
告

発
さ
れ
た
「
犯
人
」
に
対
し
て
は
国
家
と
し
て
の
賠
償
が
、
限
定
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
に
し
ろ
行
わ
れ
て
い
る
。「
集
団
」
を
構
成
す
る
認
定
根
拠
が
消
滅
し
て
い
る

の
に
、
な
お
セ
ク
ト
・
潮
流
と
し
て
文
学
史
を
組
み
立
て
る
の
は
あ
ま
り
に
政
治
的
で
あ
り
、
妥
当
性
に
欠
け
る
態
度
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

胡
風
は
何
よ
り
も
文
芸
思
想
家
で
あ
り
、
文
芸
雑
誌
編
集
を
自
己
の
掲
げ
る
理
念
実
現
の
た
め
の
必
須
の
運
動
形
態
と
し
て
考
え
、
多
く
の
刊
行
物
を
周
到
に
そ
し

て
忍
耐
強
く
世
に
送
り
出
し
た
す
ぐ
れ
た
組
織
者
だ
っ
た
。
胡
風
は
中
国
を
覆
う
抑
圧
に
対
し
て
熱
い
抵
抗
の
心
が
あ
る
芸
術
家
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
人
で
も
受
け
入

れ
て
発
表
の
機
会
を
保
障
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
実
に
多
く
の
文
学
者
の
作
品
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
新
進
の
詩
人
や
作
家
た
ち
に
と
っ
て
胡
風
は
頼
も
し
い
先
輩
だ

っ
た
し
、
す
で
に
名
を
成
し
た
文
人
た
ち
か
ら
も
、
時
に
胡
風
の
激
し
や
す
い
論
争
の
的
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
雑
誌
編
集
者
と
し
て
常
に
変

わ
ら
ぬ
厚
い
信
任
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
点
は
、
胡
風
自
身
の
考
え
方
が
共
産
党
中
央
の
思
想
に
相
当
程
度
近
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
胡
風

は
毛
沢
東
や
周
恩
来
が
自
分
の
文
芸
思
想
を
よ
く
理
解
し
て
く
れ
る
も
の
と
完
全
に
信
じ
切
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
胡
風
の
名
声
と
編
集
者
と
し
て
の
組
織
力

を
頼
っ
て
胡
風
の
雑
誌
に
投
稿
し
て
い
た
文
学
者
た
ち
は
必
ず
し
も
同
じ
立
場
で
は
な
く
、
中
国
の
現
状
を
憂
う
心
情
は
共
有
し
て
は
い
て
も
、
思
想
の
階
梯
か
ら
表

現
の
方
法
ま
で
多
く
の
レ
ベ
ル
が
あ
り
、
ま
さ
に
百
花
繚
乱
、
自
由
で
活
発
な
出
版
が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
。
こ
う
い
う
文
学
者
た
ち
を
一
様
に
「
胡
風
派
」
と
し
て

し
ま
う
の
は
、
乱
暴
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。 

胡
風
事
件
の
起
こ
っ
た
一
九
五
〇
年
代
は
、
新
し
い
中
国
の
明
確
な
国
家
意
識
が
社
会
各
領
域
に
大
き
く
拡
張
し
て
い
く
時
代
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
胡
風
事
件
は

文
化
、
思
想
・
言
論
の
世
界
に
お
け
る
先
鋭
化
し
た
国
家
意
識
の
現
わ
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
阿
壠
批
判
は
胡
風
事
件
に
先
立
っ
て
一
九
五
〇
年
に
開
始
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
年
は
、
実
に
多
様
な
論
争
が
一
気
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
一
年
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
時
点
で
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
こ
う
し
た
文
化
言
論
領
域
に
対
す

る
全
面
的
か
つ
迅
速
な
思
想
動
員
の
展
開
は
、
中
国
に
お
け
る
新
国
家
確
立
へ
の
不
可
避
の
道
程
だ
っ
た
。
阿
壠
に
対
す
る
批
判
は
こ
う
し
た
思
想
動
員
・
批
判
運
動
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の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
え
る
。
胡
風
に
対
す
る
批
判
運
動
は
阿
壠
批
判
に
続
い
て
い
る
し
、
一
九
五
五
年
の
胡
風
事
件
、
一
九
五
七
年
の
反
右

派
闘
争
な
ど
陸
続
と
し
て
準
備
さ
れ
た
大
き
な
粛
清
は
、
あ
た
か
も
阿
壠
批
判
が
撃
鉄
と
し
て
機
能
し
た
か
の
よ
う
だ
。
阿
壠
批
判
は
中
国
が
国
家
と
し
て
確
立
し
て

い
く
過
程
で
、
権
力
の
自
己
増
殖
と
強
化
の
た
め
に
、
思
想
言
論
の
領
域
に
放
た
れ
た
火
矢
だ
っ
た
。
問
題
は
、
一
九
五
〇
年
と
い
う
時
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
国
に

新
た
な
政
治
権
力
が
国
家
を
形
成
す
る
極
め
て
重
要
な
時
期
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
言
論
思
想
の
世
界
に
対
し
て
、
徹
底
的
か
つ
効
果
的
な
統
制
が
求
め

ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
学
者
間
の
一
九
三
〇
年
代
か
ら
の
古
き
確
執
が
、
政
権
の
誕
生
時
に
一
気
に
拡
大
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
の
国
家
的
統

制
の
要
請
が
自
由
な
文
芸
の
土
壌
を
覆
し
て
い
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
胡
風
事
件
と
い
う
劇
的
展
開
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
形
を
変
え
た
抑
制
が
文
芸
界
を
襲

っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
論
で
は
入
手
し
得
る
資
料
を
駆
使
し
な
が
ら
、
批
判
運
動
の
展
開
に
秘
め
ら
れ
た
、
こ
う
し
た
国
家
意
識
の

問
題
と
個
人
の
創
作
の
関
係
を
跡
付
け
て
い
く
。 

 

し
か
し
な
が
ら
阿
壠
に
関
す
る
研
究
が
、
こ
う
し
た
複
雑
な
背
景
の
も
と
で
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
事
は
間
違
い
な
い
。
本
論
の
依
拠
す
る
基
本
的
資
料
と
い

っ
て
も
、
ま
ず
阿
壠
に
関
す
る
全
集
自
体
現
段
階
で
は
果
た
さ
れ
て
な
く
（
信
頼
で
き
る
筋
に
よ
る
と
二
〇
一
七
年
阿
壠
没
後
五
十
年
を
記
念
し
て
刊
行
さ
れ
る
予
定
）、

断
続
的
に
刊
行
さ
れ
た
幾
つ
か
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
頼
る
し
か
な
く
、
一
九
四
〇
年
代
中
国
の
詩
論
と
し
て
は
最
大
規
模
と
な
る
大
著
「
詩
与
現
実
」
も
絶
版
さ
れ
た

ま
ま
で
、
現
在
は
エ
ッ
セ
ン
ス
を
ま
と
め
た
評
論
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
は
、『
新
文
学
史
料
』（
一
九
九
一
年
二
期
、
二
〇
〇
一
年
二
期
）

掲
載
の
阿
壠
略
年
表
お
よ
び
阿
壠
に
関
す
る
回
想
、『
胡
風
回
想
録
』『
我
与
胡
風
』
な
ど
胡
風
事
件
関
連
の
回
想
録
に
含
ま
れ
る
阿
壠
記
述
な
ど
に
当
た
っ
て
い
く
ほ

か
な
い
の
だ
が
、
回
想
の
中
に
は
現
在
の
政
治
状
況
を
反
映
し
て
一
部
し
か
語
ら
れ
な
い
も
の
や
、
あ
え
て
遠
回
し
に
述
べ
る
も
の
な
ど
も
あ
り
、
慎
重
な
対
応
が
求

め
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
阿
壠
の
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
上
述
の
全
集
は
忍
耐
強
い
若
手
研
究
者
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
し
、

昨
年
は
基
本
資
料
と
し
て
価
値
の
高
い
書
簡
集
の
刊
行
も
丁
寧
な
編
集
を
経
て
行
わ
れ
た
。
阿
壠
の
直
筆
原
稿
を
含
む
原
資
料
は
、
遺
族
か
ら
す
で
に
北
京
魯
迅
博
物

館
に
委
ね
ら
れ
て
保
管
さ
れ
て
お
り
、
閲
覧
に
は
か
な
り
の
不
便
が
伴
う
と
は
い
え
、
研
究
調
査
の
ス
テ
ー
ジ
に
乗
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。
本
論
は
こ
う
し
た
研
究
の

展
開
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
実
際
の
取
材
や
提
供
さ
れ
た
録
音
音
源
な
ど
に
基
づ
き
、
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
阿
壠
の
経
歴
の
詳
細
に
つ
い
て
、
出
来
う

る
限
り
明
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
基
本
資
料
中
最
も
肝
心
な
阿
壠
「
檔
案
」
や
公
安
警
察
の
資
料
は
遺
族
に
す
ら
公
開
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

当
然
な
が
ら
、
明
ら
か
に
す
る
と
言
っ
て
も
立
証
で
き
る
術
が
限
ら
れ
て
お
り
、
推
論
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
部
分
が
相
当
残
っ
て
い
る
事
は
、
筆
者
と
し
て
大
変
遺

憾
で
あ
る
。 

次
に
本
論
の
構
成
を
述
べ
る
。
本
論
は
全
五
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
一
章
か
ら
第
三
章
で
は
、
阿
壠
の
人
生
を
現
在
わ
か
り
う
る
資
料
と
新
た
な
証
言
を
も
と
に

跡
付
け
て
い
く
の
だ
が
、
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
想
像
以
上
に
難
し
い
検
討
だ
っ
た
。
本
論
で
は
第
一
章
で
阿
壠
の
少
年
時
代
か
ら
国
民
革
命
軍
将
校
と
な
っ
て
、
日
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本
と
の
戦
闘
の
最
前
線
に
派
遣
さ
れ
る
ま
で
を
再
現
す
る
。
阿
壠
は
江
南
杭
州
の
没
落
し
た
家
柄
の
出
身
で
、
少
年
時
代
に
は
苦
労
し
て
働
き
な
が
ら
文
学
に
接
近
し

て
い
る
。
亡
国
の
危
機
の
自
覚
と
と
も
に
青
年
時
代
を
迎
え
、
す
ぐ
国
民
党
に
入
党
、
左
派
「
改
組
派
」
の
活
動
家
と
な
っ
て
、
や
が
て
黄
埔
軍
官
学
校
第
一
〇
期
に

合
格
し
、
若
き
青
年
将
校
と
し
て
上
海
防
衛
戦
に
百
名
の
兵
を
率
い
て
出
陣
す
る
。
そ
し
て
二
か
月
余
り
の
激
戦
の
中
で
重
傷
を
負
っ
て
後
方
に
撤
退
す
る
の
だ
が
、

そ
の
時
に
自
ら
の
見
聞
を
基
に
長
編
小
説
「
南
京
」
に
着
手
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
阿
壠
は
共
産
党
の
延
安
と
国
民
党
の
西
安
を
行
き
来
し
、
国
民
党
軍
将
校
の

立
場
を
利
用
し
な
が
ら
共
産
党
へ
重
要
機
密
を
提
供
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
、
胡
風
の
雑
誌
を
通
し
て
、
阿
壠
の
名
は
（
こ
の
時
代
は
様
々
な
筆
名
を
使
い
分
け
て
お

り
、
阿
壠
の
名
は
ま
だ
登
場
し
て
い
な
い
の
だ
が
）
次
第
に
広
が
っ
て
い
た
。 

第
二
章
で
は
、
阿
壠
が
軍
部
に
お
い
て
国
民
党
軍
参
謀
将
校
、
国
民
党
陸
軍
大
学
教
官
と
な
っ
て
昇
進
し
な
が
ら
、
独
特
の
感
性
で
優
れ
た
詩
作
を
続
け
、
文
芸
に

対
す
る
考
察
を
深
め
て
い
く
重
慶
時
代
を
描
く
。
こ
の
時
代
、
阿
壠
は
軍
人
と
し
て
も
文
学
者
と
し
て
も
格
段
に
レ
ベ
ル
を
上
げ
て
お
り
、
特
に
胡
風
と
そ
の
友
人
た

ち
と
の
交
わ
り
は
一
気
に
深
ま
っ
て
い
た
。
四
川
の
重
鎮
、
山
岳
都
市
重
慶
は
中
国
の
戦
時
首
都
で
あ
り
、
阿
壠
が
駐
屯
し
て
い
た
頃
は
政
治
・
経
済
・
軍
事
は
も
と

よ
り
、
文
化
的
に
も
中
国
の
中
心
で
あ
り
、
非
常
に
活
発
な
大
都
会
だ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
阿
壠
は
軍
務
で
成
都
に
も
長
く
滞
在
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
十
五
歳
も

年
下
の
女
性
と
出
会
い
、
激
し
い
恋
愛
を
経
て
電
撃
的
に
結
婚
す
る
。
彼
女
は
成
都
の
名
家
出
身
の
文
学
愛
好
者
で
、
成
熟
し
た
阿
壠
の
人
格
に
強
い
憧
れ
を
持
っ
て

い
た
の
だ
。
し
か
し
陸
軍
大
学
に
籍
を
置
い
て
い
た
阿
壠
は
新
婚
生
活
を
無
味
乾
燥
な
軍
宿
舎
で
過
ご
さ
ざ
る
を
得
ず
、
文
学
少
女
だ
っ
た
新
妻
に
は
辛
い
日
々
が
始

ま
る
。
そ
し
て
日
本
と
の
戦
争
に
勝
利
す
る
一
九
四
五
年
八
月
、
二
人
の
間
に
は
男
子
が
誕
生
す
る
の
だ
が
、
次
第
に
感
情
的
な
悩
み
を
深
め
て
い
っ
た
若
妻
は
、
こ

の
乳
呑
児
を
残
し
て
突
然
自
殺
し
て
し
ま
う
。
阿
壠
は
孤
独
の
深
い
闇
に
突
き
落
と
さ
れ
た
よ
う
な
日
々
を
送
る
こ
と
に
な
り
、
複
雑
な
関
係
の
広
が
り
の
中
で
江
南

へ
逃
亡
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
し
て
そ
の
阿
壠
を
追
っ
て
軍
部
か
ら
の
指
名
手
配
が
行
わ
れ
る
の
だ
。
深
い
愛
情
と
そ
の
劇
的
破
綻
、
救
国
の
情
熱
と
現
実
へ
の

絶
望
、
そ
の
す
べ
て
を
経
て
阿
壠
の
文
学
は
一
種
の
凄
味
を
帯
び
て
く
る
。
阿
壠
と
い
う
筆
名
が
使
わ
れ
始
め
る
の
は
、
こ
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。 

第
三
章
で
は
人
民
共
和
国
建
国
前
夜
か
ら
監
獄
で
の
死
に
至
る
ま
で
の
阿
壠
に
焦
点
を
当
て
る
。
重
慶
か
ら
逃
亡
し
た
阿
壠
は
杭
州
に
い
た
。
彼
は
変
名
を
使
い
、

友
人
の
伝
手
で
何
と
か
職
に
就
い
て
い
た
の
だ
が
、
や
が
て
国
民
党
軍
部
内
に
起
こ
る
対
立
抗
争
の
影
響
も
あ
っ
た
の
か
、
不
思
議
に
も
本
名
陳
守
梅
で
南
京
の
陸
軍

参
謀
学
校
に
復
帰
し
、
階
級
も
上
が
っ
て
大
佐
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
杭
州
・
南
京
で
の
生
活
に
関
わ
る
資
料
に
も
、
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。

阿
壠
は
建
国
後
、
上
海
鉄
道
局
公
安
部
を
経
て
天
津
文
壇
に
異
動
し
、
人
民
共
和
国
公
認
の
文
学
者
と
し
て
の
人
生
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
。
前
述
し
た
阿
壠
批
判
は
ほ

と
ん
ど
間
髪
を
入
れ
ず
展
開
し
た
こ
と
に
な
る
。
阿
壠
の
厳
し
い
後
半
生
が
始
ま
っ
た
の
だ
。
本
章
で
は
阿
壠
批
判
の
詳
細
を
検
証
し
な
が
ら
、
批
判
す
る
側
の
非
論

理
性
、
非
合
理
性
、
そ
し
て
強
引
で
執
拗
な
批
判
運
動
の
展
開
を
確
認
し
て
い
く
。
ま
た
冤
罪
事
件
の
進
展
と
逮
捕
後
の
阿
壠
の
姿
を
公
開
さ
れ
た
資
料
と
関
係
者
の

証
言
か
ら
、
で
き
る
限
り
忠
実
に
再
現
し
て
み
た
い
。 
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本
論
で
詳
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
林
希
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
た
公
判
の
阿
壠
の
姿
が
友
人
た
ち
の
見
た
彼
の
最
後
だ
っ
た
。
そ
の
し
っ
か
り
し
た
足
取
り
と
頭
を
上

げ
た
表
情
は
、
課
せ
ら
れ
た
罪
へ
の
屈
服
を
断
固
と
し
て
拒
み
、
た
だ
一
人
、
誰
に
も
頼
る
こ
と
な
く
、
そ
し
て
誰
を
も
巻
き
込
む
こ
と
な
く
、
自
己
の
無
罪
を
誇
り

高
く
物
語
っ
て
い
た
。
獄
中
の
阿
壠
は
時
折
絶
食
を
続
け
て
激
し
く
抗
議
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
頑
固
さ
は
看
守
ら
に
自
殺
願
望
と
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と

も
伝
え
ら
れ
る
。
獄
中
の
阿
壠
に
生
命
を
絶
つ
誘
惑
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
阿
壠
は
厳
し
く
生
の
道
を
貫
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
か
く
も
厳
し

い
生
を
支
え
る
思
想
、
あ
る
い
は
情
念
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
は
そ
の
深
さ
に
極
力
到
達
し
よ
う
と
試
み
た
。 

 

本
論
第
一
章
、
第
二
章
、
第
三
章
で
阿
壠
の
生
涯
が
相
当
程
度
明
確
に
な
っ
て
き
た
と
言
え
る
。
特
に
、
阿
壠
の
実
家
の
詳
細
な
調
査
と
阿
壠
の
青
少
年
期
に
お
け

る
国
民
党
地
方
組
織
と
の
関
係
、
黄
埔
軍
官
学
校
入
学
の
状
況
と
そ
の
後
の
影
響
、
上
海
防
衛
戦
で
負
傷
後
の
移
動
の
経
路
、
と
り
わ
け
延
安
、
西
安
、
重
慶
、
成
都

と
複
雑
に
移
動
し
た
足
跡
の
意
義
な
ど
、
本
論
に
お
い
て
初
め
て
考
察
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
阿
壠
」
と
い
う
筆
名
の
由
来
も
、
本
論
に
お
け
る
確
認
が

初
め
て
の
成
果
と
な
ろ
う
。
ま
た
阿
壠
の
自
殺
し
た
若
妻
と
の
深
い
愛
情
と
そ
の
及
ぼ
す
影
響
の
広
が
り
は
、
様
々
な
制
約
が
あ
る
も
の
の
、
現
在
到
達
し
得
る
限
界

と
も
言
え
る
考
察
と
な
っ
て
い
る
。
阿
壠
批
判
か
ら
逮
捕
、
そ
し
て
獄
中
で
の
阿
壠
の
孤
独
凄
絶
な
日
々
に
関
す
る
内
容
は
、
公
刊
さ
れ
て
い
る
回
想
の
文
章
を
駆
使

し
な
が
ら
、
遺
族
か
ら
提
供
さ
れ
た
証
言
の
録
音
を
踏
ま
え
て
構
築
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
研
究
に
お
い
て
極
め
て
貴
重
な
資
料
と
な
る
事
は
間
違
い
な
い
。
阿
壠
の

歩
ん
で
き
た
道
は
大
き
な
迷
路
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
か
な
り
わ
か
っ
て
き
た
と
は
い
う
も
の
の
、
ま
だ
ま
だ
謎
が
残
っ
て
い
て
、
本
書
の
叙
述
も
ま
っ
た
く
推

測
の
域
を
出
な
い
箇
所
が
い
く
つ
も
あ
る
。
し
か
し
推
測
と
は
い
え
、
い
ず
れ
も
当
時
に
お
い
て
は
起
こ
り
う
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
推
測
で
あ
り
、
今
後
の
さ
ら

な
る
徹
底
的
な
検
証
が
求
め
ら
れ
る
内
容
で
あ
る
。 

本
論
第
四
章
と
第
五
章
は
阿
壠
文
学
の
芸
術
性
を
確
か
め
、
そ
の
文
学
史
に
お
け
る
正
当
な
評
価
へ
の
基
礎
資
料
と
な
る
事
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。 

第
四
章
で
は
阿
壠
の
長
編
小
説
「
南
京
」
に
つ
い
て
、
執
筆
当
初
か
ら
発
表
ま
で
の
経
緯
と
原
作
者
の
死
後
二
十
年
、
原
作
の
執
筆
後
半
世
紀
も
経
っ
て
、
中
国
で

よ
う
や
く
刊
行
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
詳
ら
か
に
し
つ
つ
、「
南
京
」
の
文
学
的
な
意
義
を
検
討
し
て
い
く
。
阿
壠
の
「
南
京
」
原
稿
は
当
時
の
重
慶
政
府
公
認
の
文

芸
機
関
誌
『
抗
戦
文
芸
』
長
編
小
説
公
募
に
お
い
て
第
一
位
に
認
め
ら
れ
た
傑
作
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
出
版
を
見
送
ら
れ
た
作
品
だ
っ
た
。
中
国
で
の
正
式
な

刊
行
は
半
世
紀
後
一
九
八
七
年
の
事
で
あ
り
、
タ
イ
ト
ル
も
『
南
京
血
祭
』
と
改
め
ら
れ
原
稿
の
字
数
も
半
分
ほ
ど
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
阿
壠
名
誉

回
復
後
の
記
念
的
出
版
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
刊
行
に
至
る
ま
で
に
は
多
く
の
友
人
た
ち
の
献
身
的
な
努
力
が
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。
当
該
書
は
拙
訳
に
よ
り
、
日
本
で
『
南

京
慟
哭
』
と
題
し
て
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
文
学
者
阿
壠
に
関
す
る
日
本
に
お
け
る
最
初
の
紹
介
と
な
っ
た
。
本
論
で
は
当
時
刊
行
不
能
と
な
っ
た
複
雑
な
経
緯

と
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、
一
つ
の
推
論
が
語
ら
れ
る
。
ま
た
「
南
京
」
の
優
れ
た
文
学
上
の
到
達
度
に
関
し
て
本
章
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
る
。
阿
壠
作
品
の
戦
争
文
学

と
し
て
の
質
的
分
析
を
通
し
て
、
南
京
陥
落
を
描
い
た
他
の
作
品
と
の
比
較
検
討
を
進
め
、
特
に
日
本
の
石
川
達
三
、
火
野
葦
平
の
文
学
と
の
比
較
を
通
し
て
、
南
京
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大
虐
殺
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
論
調
に
対
し
て
文
学
の
立
場
か
ら
の
反
証
を
行
う
。
阿
壠
作
品
は
当
時
も
そ
れ
以
後
も
喧
伝
さ
れ
て
き
た
単
純
な
抗
日
小
説
と

は
全
く
異
な
る
文
学
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
本
論
は
そ
の
詳
細
な
分
析
を
多
角
的
に
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
本
論
で
は
、
戦
争
の
実
際
の
悲
劇
と
文
学
的
叙
述
の
問

題
に
関
し
て
も
独
自
の
考
察
を
進
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
石
川
達
三
と
阿
壠
と
は
そ
の
作
品
に
お
い
て
、
南
京
陥
落
時
の
同
一
の
場
所
・
状
況
の
描
写
が
あ
り
、
文
学

の
対
象
と
し
た
事
実
が
確
か
に
そ
こ
で
発
生
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
本
章
で
は
原
作
に
お
け
る
情
報
の
入
手
先
と
そ
の
妥
当
性
を
検
討
し
な
が
ら
、
二
人
の
作
家

の
直
面
し
た
惨
劇
の
質
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
火
野
葦
平
も
含
め
て
、
戦
闘
の
只
中
に
あ
っ
た
作
家
の
倫
理
性
と
宿
命
と
を
見
つ
め
て
い
き
た
い
。 

第
五
章
で
は
阿
壠
の
詩
論
を
概
観
し
、
阿
壠
文
学
に
つ
い
て
現
段
階
で
の
総
括
を
行
う
。
阿
壠
の
詩
論
は
一
九
五
〇
年
の
大
著
『
詩
与
現
実
（
詩
と
現
実
）』
全
三

巻
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
や
は
り
刊
行
と
同
時
に
激
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
販
売
で
き
な
い
ま
ま
絶
版
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
不
遇
の
大

著
に
は
、
阿
壠
の
詩
へ
の
熱
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
彼
の
文
芸
に
対
す
る
揺
る
ぎ
な
い
思
考
と
確
信
が
論
理
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
詩
与

現
実
』
は
阿
壠
名
誉
回
復
後
に
、
い
く
つ
か
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
な
か
に
そ
の
中
核
的
な
論
考
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
本
書
で
は
そ
れ
ら
を
基
本
に
し
な
が
ら
、
阿
壠

の
そ
の
ほ
か
の
文
芸
評
論
、
散
文
を
確
認
し
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
阿
壠
の
詩
論
の
柱
と
も
い
う
べ
き
、
詩
人
の
表
現
と
し
て
の
詩
創
作
と
精
神
生
活
の
完
全
一
致
の

境
地
、
表
現
さ
れ
る
べ
き
内
容
と
詩
の
技
法
の
自
然
で
必
要
な
連
結
、
政
治
と
文
学
の
不
可
分
性
、
先
駆
者
と
し
て
の
知
識
人
の
社
会
的
意
義
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
く
だ
ろ
う
。
本
章
に
お
い
て
は
、
特
に
阿
壠
の
詩
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
作
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。 

第
四
章
と
第
五
章
の
考
察
を
通
し
て
、
阿
壠
の
文
学
の
高
度
な
達
成
と
豊
饒
な
作
品
に
対
す
る
評
価
が
確
認
さ
れ
よ
う
。「
聖
者
阿
壠
」
と
は
天
津
時
代
の
阿
壠
を

表
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
阿
壠
の
預
言
者
の
ご
と
き
先
見
性
と
深
い
自
己
犠
牲
の
精
神
、
そ
し
て
抱
い
た
理
想
へ
の
断
固
た
る
信
念
を
す
べ
て
込
め
た
適
切
な
表
現
だ

と
言
え
よ
う
。
こ
れ
ま
で
筆
者
の
取
材
に
お
い
て
、
阿
壠
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
た
多
く
の
人
が
口
を
揃
え
て
言
っ
て
い
た
の
は
、「
誠
実
な
阿
壠
」、「
阿
壠
の
真
摯

さ
」
、「
一
途
な
阿
壠
」
と
い
う
言
葉
だ
っ
た
。
彼
は
ま
こ
と
に
惨
た
ら
し
い
死
を
孤
独
に
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
被
せ
ら
れ
た
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い

罪
を
生
涯
認
め
な
い
ま
ま
、
多
く
の
友
人
た
ち
の
生
存
の
た
め
に
、
そ
し
て
た
っ
た
一
人
の
わ
が
子
の
安
全
の
た
め
に
、
従
容
と
し
て
死
を
迎
え
た
の
だ
。 

 

本
論
は
阿
壠
に
関
す
る
筆
者
の
調
査
と
研
究
の
成
果
を
総
括
し
た
一
種
の
報
告
書
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
阿
壠
の
人
生
と
文
学
の
果
実
を
あ
る
程
度
ま
と
め
る
こ
と

が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
「
阿
壠
評
伝
」
と
称
し
て
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
自
負
し
て
い
る
。
現
段
階
で
は
中
国
内
外
を
問
わ
ず
、
む
ろ
ん

日
本
に
お
い
て
も
、
阿
壠
個
人
を
テ
ー
マ
に
し
た
評
伝
が
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
敢
え
て
本
論
を
そ
の
最
初
の
試
み
と
し
て
世
に
出
そ
う
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。 

筆
者
が
『
南
京
血
祭
』
を
手
に
し
て
翻
訳
を
開
始
し
た
時
か
ら
、
す
で
に
四
半
世
紀
も
の
時
間
が
流
れ
た
。
こ
の
間
、
阿
壠
に
関
し
て
数
篇
の
拙
論
を
発
表
し
、
資

料
の
調
査
報
告
の
機
会
も
作
っ
て
き
て
、
二
〇
一
〇
年
ご
ろ
か
ら
は
阿
壠
に
関
す
る
総
括
的
な
文
書
の
刊
行
を
公
言
ま
で
し
て
き
た
。
し
か
し
本
務
先
の
関
係
で
一
年

一
年
と
刊
行
を
引
き
延
ば
し
、
と
う
と
う
今
年
の
夏
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
。
お
会
い
し
て
お
話
を
伺
お
う
と
思
い
な
が
ら
、
校
務
の
多
忙
に
か
ま
け
て
連
絡
を
つ
け
ず
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に
い
る
う
ち
に
、
世
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
方
々
も
数
多
い
。
筆
者
の
研
究
に
寄
せ
ら
れ
た
多
く
の
方
々
の
支
援
と
激
励
を
思
う
と
、
自
責
の
念
に
駆
ら
れ
る
ば
か
り
で

あ
る
が
、
本
論
が
こ
う
し
た
方
々
の
残
さ
れ
た
想
い
に
万
分
の
一
で
も
応
え
ら
れ
れ
ば
た
い
へ
ん
光
栄
で
あ
る
。 

本
論
で
は
阿
壠
文
学
か
ら
生
命
と
愛
情
へ
の
深
い
想
念
と
あ
ま
り
に
も
哀
し
い
人
の
宿
命
へ
の
洞
察
と
を
確
認
し
て
い
る
。
阿
壠
に
と
っ
て
、
民
族
や
国
家
な
ど
も

そ
う
し
た
は
か
な
い
存
在
の
人
間
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
宿
命
的
な
条
件
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
哀
し
み
を
も
た
ら
す
も
の
は
何
か
、
阿
壠
に
は
こ
の
問
題
を
突

き
詰
め
よ
う
と
す
る
ま
な
ざ
し
が
感
じ
ら
れ
る
。
本
論
に
お
い
て
は
、
阿
壠
に
お
け
る
超
越
的
存
在
と
の
魂
の
次
元
で
の
対
話
の
姿
を
再
現
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は

万
物
に
神
性
が
宿
る
と
す
る
伝
統
的
信
仰
で
は
な
く
、
自
我
を
強
く
自
覚
す
る
が
故
に
見
え
て
く
る
倫
理
的
存
在
と
自
身
と
の
関
係
性
で
あ
ろ
う
。
本
論
で
は
「
聖
者

阿
壠
」
の
意
味
を
「
殉
道
者
」
と
し
て
考
え
た
。
生
命
を
賭
し
て
、
い
や
生
命
の
重
み
を
知
り
尽
く
し
て
い
て
な
お
そ
れ
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
す
る
精
神
、
そ
れ
は
極

限
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
魂
の
境
地
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

阿
壠
が
生
涯
を
か
け
て
追
及
し
た
文
学
と
は
、
一
生
懸
命
生
き
抜
い
て
い
く
、
そ
の
真
摯
さ
か
ら
迸
り
出
る
言
語
芸
術
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
中
国
文
学
史
に
お
い
て
そ
の
系
譜
を
見
る
な
ら
ば
、
魯
迅
、
譚
嗣
同
を
繋
い
で
ま
っ
す
ぐ
李
卓
吾
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
。
阿
壠
に
見
ら
れ
る
近
代
的
イ
ン
テ
リ
ジ

ェ
ン
ス
と
自
我
の
意
識
は
、
高
度
な
人
格
の
尊
重
と
自
律
的
な
社
会
の
構
築
が
意
識
さ
れ
て
は
じ
め
て
そ
の
輝
き
を
放
つ
も
の
で
あ
る
。
思
え
ば
、
阿
壠
が
曲
が
り
な

り
に
も
自
由
に
創
作
を
発
表
で
き
た
の
は
、
抗
日
戦
争
の
時
代
と
共
和
国
建
国
前
後
の
数
年
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
事
実
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
見
つ
め
る
こ
と
こ

そ
、
中
国
研
究
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。
本
論
刊
行
の
意
義
の
一
端
は
確
実
に
こ
こ
に
あ
る
。 

阿
壠
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
本
論
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
が
か
な
り
あ
る
。
推
測
の
域
を
出
な
い
考
察
に
関
し
て
も
、
で
き
る
限
り
の
証
明
を
試

み
て
き
た
。
本
論
の
最
も
大
き
な
意
義
は
、
自
己
満
足
的
に
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
後
半
の
作
品
論
に
関
し
て
は
、
今
次
の
刊
行
の
た
め
に
大

幅
に
手
を
入
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
基
本
的
に
か
つ
て
発
表
し
た
拙
論
や
大
学
で
の
講
義
を
基
に
し
て
い
る
。
本
論
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
ま
と
め
で
は
あ
る
の
だ
が
、

今
後
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
が
次
々
に
現
れ
て
き
て
い
る
。
文
字
通
り
の
意
味
で
、
本
論
は
阿
壠
評
価
の
第
一
歩
に
過
ぎ
な
い
。
今
後
の
研
究
の
深
化
に
本
論
が
少

し
で
も
役
に
立
つ
こ
と
が
あ
る
な
ら
、
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。 


