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時
代
の
記
録
と
政
治
諷ふ

う
し刺

漫
画
　
― 

千
曲
市
ふ
る
里
漫
画
館 

―

小
野
塚 

佳
代

一
、  
千
曲
市
ふ
る
里
漫
画
館

二
〇
一
九
年
一
月
一
八
日
、
長
野
県
千
曲
市
を
訪
れ
た
。
目
的
は
千
曲
市
ふ
る
里
漫
画
館
、

別
名
近
藤
日
出
造
記
念
館
だ
。
こ
の
漫
画
館
へ
は
長
野
駅
か
ら
電
車
で
二
〇
分
ほ
ど
乗
っ
た

と
こ
ろ
に
あ
る
、
し
な
の
鉄
道
屋
代
駅
、
も
し
く
はJR

篠
ノ
井
線
稲
荷
山
駅
か
ら
行
く
こ
と

が
で
き
る
。
い
ず
れ
の
駅
か
ら
も
車
で
一
〇
分
ほ
ど
か
か
る
距
離
な
の
で
、
徒
歩
で
も
い
い

が
、
タ
ク
シ
ー
か
、
近
辺
で
の
み
共
同
利
用
で
き
る
黄
色
い
自
転
車
を
使
う
。
稲
荷
山
駅
の

一
つ
隣
は
姨
捨
（
お
ば
す
て
）
駅
で
、
こ
こ
で
は
「
田
毎
の
月
」
で
有
名
な
姨
捨
の
棚
田
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

千
曲
市
ふ
る
里
漫
画
館
（
以
下
「
ふ
る
里
漫
画
館
」）
は
一
九
九
〇
年
に
創
立
さ
れ
、
千
曲
市
教

育
委
員
会
が
運
営
し
て
い
る
。
政
治
諷
刺
漫
画
を
描
い
て
一
九
二
九
年
か
ら
一
九
七
六
年
ま

で
の
あ
い
だ
活
躍
し
た
地
元
出
身
の
漫
画
家
、
近
藤
日
出
造
（
本
名
は
秀
蔵
）
の
功
績
を
記
念
し

て
開
設
さ
れ
た
。
ふ
る
里
漫
画
館
に
は
氏
の
作
品
原
画
の
数
々
が
所
蔵
さ
れ
、
そ
の
作
品
と

遺
品
を
中
心
と
し
た
展
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
太
平
洋
戦
争
下
で
の
漫
画
家
の
活
動

と
そ
の
発
表
内
容
に
つ
い
て
、
政
治
諷
刺
漫
画
家
の
近
藤
日
出
造
が
戦
中
に
中
心
的
な
役
割

を
担
っ
た
雑
誌
『
漫
画
』（
漫
畫
社
）
を
調
査
し
て
き
た
。
今
回
は
、
戦
中
以
外
の
時
期
の
近
藤

の
作
品
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
う
た
め
、
こ
の
施
設
を
訪
れ
た
。

二
〇
一
九
年
現
在
、
近
藤
日
出
造
と
聞
い
て
知
っ
て
い
る
年
代
は
ど
れ
く
ら
い
だ
ろ
う

か
。
漫
画
の
大
家
と
し
て
の
近
藤
の
地
位
が
確
立
さ
れ
、
メ
デ
ィ
ア
露
出
も
多
忙
を
極
め
た

一
九
六
〇
年
前
後
〜
頃
の
活
躍
を
知
っ
て
い
る
世
代
、
お
そ
ら
く
現
在
六
〇
代
よ
り
上
く
ら

い
の
世
代
な
ら
ご
存
知
の
方
が
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
下
の
世
代
に
な
る
と
、
知

ら
な
い
、
と
い
う
よ
り
諷
刺
漫
画
自
体
が
現
在
日
本
で
は
あ
ま
り
メ
ジ
ャ
ー
で
は
な
く
な
っ

て
き
て
い
る
と
い
う
現
状
も
大
き
い
。
い
ま
、
漫
画
と
い
え
ば
ス
ト
ー
リ
ー
漫
画
が
主
流
と

な
っ
て
い
る
。
コ
ン
ビ
ニ
で
売
っ
て
い
る
週
刊
や
月
刊
漫
画
雑
誌
に
連
載
さ
れ
て
い
る
長
編

漫
画
だ
。
し
か
し
こ
う
し
て
紙
媒
体
で
毎
週
、
毎
月
発
行
さ
れ
る
漫
画
の
形
態
も
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
主
体
の
購
読
形
態
が
進
み
そ
ろ
そ
ろ
過
去
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
こ
う
し
た
急
速
な
時
代
の
流
れ
の
中
、
ふ
る
里
漫
画
館
で
は
近
藤
日
出
造
の
政
治
漫
画

の
保
管
、
展
示
と
と
も
に
、
毎
年
漫
画
と
川
柳
の
コ
ン
ク
ー
ル
を
行
う
な
ど
、
地
域
交
流
と

漫
画
文
化
発
展
の
た
め
の
貢
献
が
創
立
以
来
ず
っ
と
続
け
ら
れ
て
い
る
。

二
、
所
蔵
品

ふ
る
里
漫
画
館
に
は
、
近
藤
日
出
造
の
作
品
・
資
料
約
四
千
点
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
貴

重
な
作
品
原
画
の
ほ
か
に
も
、
掲
載
新
聞
・
雑
誌
、
仕
事
道
具
や
手
紙
と
い
っ
た
遺
品
、
そ

の
他
地
元
ゆ
か
り
の
作
家
の
作
品
や
、
審
査
員
を
務
め
た
読
売
国
際
漫
画
大
賞
（
二
〇
〇
七
年
ま

で
開
催
）
受
賞
作
品
な
ど
が
所
蔵
さ
れ
る
。

図
書
館
や
他
の
漫
画
資
料
を
保
管
す
る
施
設
で
も
、
近
藤
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
新
聞
、
雑

誌
の
多
く
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
読
売
新
聞
を
は
じ
め
、
そ
れ
ら
の
過
去
の
記
事
を
閲
覧

で
き
る
ア
ー
カ
イ
ブ
等
を
利
用
し
て
、
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
紙
面
、
誌
面
を
見
る
こ
と

が
可
能
だ
。
一
方
で
近
藤
の
作
品
原
画
を
こ
れ
だ
け
の
数
ま
と
ま
っ
て
保
管
し
て
い
る
の
は

ふ
る
里
漫
画
館
だ
け
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
漫
画
と
い
う
の
は
現
代
ア
ー
ト
や
い
わ
ゆ
る
「
ハ

イ
カ
ル
チ
ャ
ー
」
に
比
較
的
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
点
も
の
の
作
品
を
大
切
に
保
管
す
る

と
い
っ
た
習
慣
に
乏
し
い
。
い
ま
で
こ
そ
漫
画
原
稿
が
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
り
、
保
管
す

る
施
設
が
出
て
き
た
り
と
そ
の
扱
い
は
大
き
く
変
化
し
た
が
、
本
来
漫
画
は
メ
デ
ィ
ア
と
し

て
複
製
さ
れ
た
も
の
を
世
に
残
し
、
そ
の
た
め
に
作
ら
れ
た
原
稿
の
保
管
に
は
そ
こ
ま
で
労

力
を
割
か
な
い
と
い
う
性
格
で
、
そ
の
量
の
膨
大
さ
も
あ
っ
て
現
代
で
も
こ
の
傾
向
は
そ
れ

ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
近
藤
が
上
京
し
、
弟
子
入
り
し
た
漫
画
家
岡
本
一
平
の
も
と
で
手
伝
っ

た
仕
事
も
、
岡
本
の
作
品
を
ま
と
め
た
『
一
平
全
集
』
の
た
め
の
版
下
づ
く
り
だ
っ
た
。
当

時
岡
本
の
原
画
は
ほ
と
ん
ど
が
離
散
し
て
し
ま
っ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
全
集
を
作
る

の
に
弟
子
が
印
刷
発
行
さ
れ
た
紙
面
・
誌
面
か
ら
改
め
て
版
下
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
（1）
。

近
藤
の
生
家
が
あ
っ
た
故
郷
で
も
あ
り
、
ふ
る
里
漫
画
館
の
所
在
地
で
あ
る
千
曲
市
稲
荷

山
は
、
北
国
西
街
道
（
善
光
寺
道
）
の
整
備
さ
れ
た
一
六
一
四
年
こ
ろ
か
ら
洗
馬
宿
（
せ
ば
じ
ゅ

く
）
よ
り
十
番
目
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
た
歴
史
を
も
つ
。
一
八
六
二
年
の
記
録
で
は
街
道

の
中
で
最
大
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
、
呉
服
問
屋
を
中
心
と
し
た
商
取
引
の
町
と
し
て
も
繁

盛
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
土
地
に
あ
っ
て
、
近
藤
の
生
家
も
白
壁
づ
く
り
の
大
き
な
商

店
だ
っ
た
と
い
う
。
ふ
る
里
漫
画
館
の
資
料
保
管
庫
は
、
漫
画
館
の
隣
に
連
な
る
白
壁
の
土

蔵
だ
。
稲
荷
山
一
帯
に
こ
の
よ
う
な
白
壁
の
土
蔵
が
並
び
立
っ
て
お
り
、
そ
の
美
し
い
景
観

が
こ
の
町
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
八
四
七
年
の
善
光
寺
大
地
震
の
際
、
火
災
に
よ
り
市
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三
、
近
藤
日
出
造
の
漫
画

近
藤
日
出
造
の
代
表
的
な
仕
事
と
い
え
ば
、
読
売
新
聞
の
政
治
漫
画
だ
。
そ
し
て
新
聞
紙

面
に
載
る
政
治
漫
画
を
描
く
上
で
、
お
そ
ら
く
ま
ず
必
須
と
な
る
条
件
が
、
似
顔
が
似
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
描
か
れ
て
い
る
政
治
家
、
あ
る
い
は
登
場
人
物
が
誰
な
の
か
、
こ
れ
を

絵
で
読
ま
せ
る
こ
と
は
最
も
不
可
欠
な
要
素
だ
か
ら
だ
。
そ
の
点
近
藤
は
早
く
か
ら
似
顔
を

得
意
と
し
て
お
り
、
似
顔
な
ら
ば
師
の
岡
本
も
凌
ぐ
名
手
と
称
さ
れ
た
。
近
藤
の
描
く
似
顔

は
顔
が
似
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
人
物
を
判
別
さ
せ
る
た
め
の
顔
に
現
れ
る
個
性

を
捉
え
て
適
格
に
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
表
情
だ
っ
た
り
、
し
わ
だ
っ
た
り
、
化
粧
だ
っ
た

り
、
仕
草
や
服
装
も
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
政
治
漫
画
で
最
も
盛
ん
に
描
か
れ
る
人
物
と

い
え
ば
、
日
本
の
場
合
は
内
閣
総
理
大
臣
だ
ろ
う
。
た
だ
社
会
状
況
に
よ
っ
て
例
外
が
あ
り
、

例
え
ば
戦
時
下
に
は
戦
争
政
策
に
よ
っ
て
国
内
の
権
力
者
の
風
刺
を
描
く
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
か
わ
り
に
描
く
よ
う
指
示
さ
れ
た
の
は
敵
国
の
首
相
の
風
刺
、
と
い
う
よ
り
は
ヘ
イ

ト
カ
ー
ト
ゥ
ー
ン
の
様
相
の
色
濃
い
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
、
太
平
洋
戦
争
中
最
も
目
立
っ
て
描

か
れ
た
の
は
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
と
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
平
時
と
異
な
る
場
合
を
除
き
、
基
本
的
に
は
長
く
在
職
し
た
内
閣
総
理
大
臣
を

政
治
漫
画
家
は
多
く
描
く
機
会
が
あ
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
近
藤
は
一
九
三
三
年
に
読

売
新
聞
の
嘱
託
と
な
る
が
一
九
三
八
年
に
一
度
退
社
し
、
一
九
四
七
年
に
再
入
社
し
た
の
ち

脳
卒
中
で
倒
れ
る
一
九
七
六
年
は
じ
め
ま
で
読
売
新
聞
紙
上
で
政
治
漫
画
を
描
い
た
。
こ
の

戦
後
の
在
職
期
間
中
に
、
二
〇
一
九
年
の
今
日
ま
で
で
も
唯
一
、
日
本
で
第
五
次
内
閣
を
組

街
地
が
ほ
ぼ
全
焼
す
る
と
い
う
大
被
害
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
教
訓
を
生
か
し
て
防
火
、

耐
火
に
優
れ
た
土
蔵
の
町
と
な
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
現
在
、
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保

存
地
区
で
も
あ
る
稲
荷
山
は
「
旧
街
道
・
蔵
の
ま
ち
」
と
し
て
か
つ
て
の
町
の
面
影
を
現
世

に
伝
え
て
い
る
。

漫
画
館
の
土
蔵
の
保
管
庫
に
入
る
と
、
外
に
比
べ
て
一
段
温
度
が
下
が
っ
て
ひ
ん
や
り
と
す

る
。
中
に
は
近
藤
日
出
造
に
ま
つ
わ
る
作
品
、
資
料
の
数
々
が
大
切
に
並
べ
ら
れ
る
。
積
ま
れ

た
白
い
箱
の
中
に
は
、
更
に
白
い
封
筒
が
い
く
つ
も
入
っ
て
お
り
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
封
筒

の
中
に
十
点
ほ
ど
の
原
画
が
封
入
さ
れ
て
い
る
。
一
般
公
開
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
保
管
庫
で
、

研
究
の
た
め
特
別
に
許
可
を
得
、
封
筒
か
ら
取
り
出
し
て
原
画
を
見
せ
て
頂
い
た
。
一
枚
一

枚
の
紙
に
は
、
墨
で
描
か
れ
た
線
が
実
に
自
由
に
、
生
き
生
き
と
ひ
か
れ
て
い
た
。
下
書
き

の
鉛
筆
の
線
を
消
し
た
跡
ま
で
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。
修
正
跡
や
、
手
で
擦
れ
た
跡
、
ス
ケ

ッ
チ
ブ
ッ
ク
か
ら
ち
ぎ
っ
た
後
に
残
る
連
続
し
た
穴
あ
き
が
破
れ
た
ぎ
ざ
ぎ
ざ
も
、
原
画
で

し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
い
ず
れ
も
新
聞
や
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
状

態
を
完
成
形
と
し
て
想
定
し
、
作
画
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
漫
画
作
品
全
般
に
言
え
る
こ
と

で
、
前
述
し
た
よ
う
な
「
一
点
も
の
」
に
価
値
を
置
く
作
品
と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
も
あ

る
。
大
量
に
複
製
さ
れ
、
多
く
の
人
々
の
手
に
渡
っ
て
は
じ
め
て
価
値
を
発
揮
す
る
、
漫
画

が
大
衆
文
化
と
呼
ば
れ
る
所
以
だ
。
そ
の
た
め
、
最
終
工
程
を
意
識
し
て
制
作
さ
れ
た
作
品

原
画
か
ら
は
、
漫
画
家
が
ど
こ
に
気
を
使
っ
て
、
ど
こ
は
力
を
抜
く
の
か
、
そ
の
作
業
工
程

が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
新
聞
に
印
刷
さ
れ
る
場
合
、
細
や
か
な
明
暗
は
印
刷
さ
れ
な
い
。
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
の
非
常
に
は
っ
き
り
と
し
た
最
終
印
刷
が
な
さ
れ
る
の
で
、
漫
画
家
も
作
画
す

る
と
き
は
主
線
を
は
っ
き
り
と
濃
く
描
き
、
逆
に
掠
れ
た
程
度
の
薄
い
鉛
線
の
跡
や
、
下
書

き
の
わ
ず
か
な
消
し
残
し
、
そ
う
し
た
も
の
は
最
終
的
に
写
ら
な
い
こ
と
を
踏
ん
だ
う
え
で

作
画
し
て
い
る
。
現
代
の
高
性
能
な
ス
キ
ャ
ナ
ー
で
は
そ
う
し
た
表
情
も
細
や
か
に
反
映
さ

れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
、
原
画
に
は
作
画
過

程
の
わ
ず
か
な
「
跡
」
が
残
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
跡
は
基
本
的
に
人
前

に
出
る
こ
と
は
な
い
が
、
肉
筆
を
感
じ
取
ら
れ
る
原
画
に
は
そ
こ
に
し
か
な
い
魅
力
が
あ
る

よ
う
に
思
う
。
現
代
で
は
漫
画
家
を
は
じ
め
、
ク
リ
エ
イ
タ
ー
の
作
業
の
デ
ジ
タ
ル
化
が
進

ん
で
い
る
。
そ
ろ
そ
ろ
絵
を
描
く
に
し
て
も
紙
に
鉛
筆
で
描
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
世
代

が
中
心
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
た
だ
時
代
と
と
も
に
在
り
方
が
変
化
し
て
も
、
描
く
工
程

に
共
感
で
き
る
こ
と
は
多
い
は
ず
だ
。

図1　「舌」 近藤日出造,1953
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れ
て
本
に
な
っ
て
い
る
（2）
。
こ
こ
に
は
読
売
新
聞
社
編
集
部
が
選
ん
だ
著
名
人
の
元
へ
近
藤
が

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
行
き
、
そ
の
記
録
を
人
物
画
と
文
章
で
ま
と
め
て
記
録
し
て
あ
る
。
一
人

目
は
吉
田
茂
で
、
ほ
か
に
も
市
川
団
十
郎
、
佐
藤
栄
作
、
吉
永
小
百
合
、
長
島
茂
雄
と
い
っ

た
時
の
人
が
並
ぶ
。
今
回
の
調
査
で
は
海
外
ル
ポ
漫
画
の
原
画
を
拝
見
し
た
。
ふ
る
里
漫
画

館
に
保
管
さ
れ
る
原
画
は
一
部
掲
載
年
不
詳
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
海
外
ル
ポ
も
時

期
な
ど
不
明
な
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
掲
載
先
と
掲
載
時
期
の
特
定
は
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。「
凱
旋
門
楼
上
に
て
」
と
書
か
れ
た
漫
画
で
は
、
女
性
が
二
人
凱
旋
門
の
縁
越
し
に
パ

リ
の
街
を
見
下
ろ
し
て
い
る
。
風
景
の
中
に
は
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
が
佇
み
、
そ
ち
ら
を
向
い
て

い
る
彼
女
た
ち
の
顔
は
こ
ち
ら
か
ら
見
え
な
い
。
得
意
の
似
顔
を
活
か
し
て
特
定
の
人
物
と

分
か
る
政
治
漫
画
を
主
な
仕
事
と
し
た
近
藤
だ
が
、
土
地
の
風
景
、
風
俗
を
描
い
た
取
材
作

品
に
は
名
も
な
い
人
々
の
溶
け
込
む
風
景
も
数
多
く
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
の
な
い
作
品
も
多
い

が
、
こ
れ
は
ル
ポ
漫
画
に
限
ら
な
い
。
一
齣
漫
画
は
挿
絵
的
な
用
い
ら
れ
方
を
す
る
場
合
も

多
く
、
一
点
一
点
に
必
ず
し
も
作
者
名
や
タ
イ
ト
ル
が
ふ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

れ
も
タ
イ
ト
ル
の
な
い
作
品
で
、
ど
こ
か
の
田
舎
町
だ
ろ
う
か
、
ド
ー
ベ
ル
マ
ン
を
従
え
た

警
察
官
か
将
校
が
二
人
、
あ
た
り
を

見
回
し
て
い
る
（
図
2
）。
手
前
に
描

か
れ
た
ひ
と
り
は
ど
こ
か
を
注
視
し

て
い
る
顔
つ
き
だ
が
、
犬
と
一
緒
に

後
ろ
に
い
る
も
う
ひ
と
り
は
、
水
平

に
固
定
さ
れ
た
ポ
ー
ル
に
も
た
れ
か

け
、
ど
こ
か
緊
張
感
が
な
い
よ
う
に

も
見
え
る
。
遠
景
に
広
が
る
風
景
が

の
ど
か
で
、
よ
け
い
に
そ
う
見
え
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
近
藤
は
ビ
ル
や

人
工
的
な
建
造
物
の
立
ち
並
ぶ
街
の

風
景
を
描
く
と
き
も
、
あ
ま
り
定
規

を
使
っ
て
い
な
い
。
い
つ
も
の
筆
の

ま
ま
の
自
然
な
線
で
、
風
景
の
中
に

見
え
る
も
の
す
べ
て
を
描
き
こ
ん
で

い
る
。
一
齣
（
こ
ま
）
漫
画
と
い
う
ひ

と
つ
の
画
面
に
収
め
る
た
め
の
、
そ

閣
し
た
内
閣
総
理
大
臣
が
い
る
。
吉
田
茂
だ
。
お
そ
ら
く
近
藤
が
最
も
多
く
描
い
た
政
治
家

で
あ
る
。
一
九
五
三
年
、
週
刊
読
売
に
掲
載
さ
れ
た
「
舌
」
と
い
う
漫
画
（
図
1
）
は
、
近
藤

が
描
い
た
吉
田
茂
の
な
か
で
も
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
漫
画
作
品
の
ひ
と
つ
だ
。
一
九
五
三

年
二
月
二
八
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
右
派
社
会
党
の
西
村
栄
一
の
質
問
に
対
し
て
吉

田
茂
が
「
バ
カ
ヤ
ロ
ウ
」
と
呟
い
た
こ
と
が
、
国
会
軽
視
、
議
員
の
侮
辱
だ
と
し
て
問
題
化

し
た
。
こ
れ
に
端
を
発
し
て
野
党
の
内
閣
不
信
任
案
が
成
立
し
、
衆
議
院
が
解
散
し
た
。
こ

の
一
連
の
「
バ
カ
ヤ
ロ
ウ
解
散
」
と
呼
ば
れ
る
出
来
事
を
近
藤
は
、
吉
田
が
自
ら
の
舌
に
よ

っ
て
縛
ら
れ
、
身
動
き
が
取
れ
な
く
な
っ
て
い
る
様
子
と
し
て
漫
画
に
描
い
た
。
画
中
の
舌

に
は
「
暴
言
」
と
い
う
字
も
添
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
近
藤
の
描
く
吉
田
茂
の
漫
画
は
、
鋭
い
批
判
性
を
持
ち
な
が
ら
、
一
方
で
ど
こ
か

親
し
み
の
湧
く
風
貌
で
描
か
れ
る
。
当
然
似
て
い
る
の
だ
か
ら
本
人
が
そ
う
し
た
風
貌
で
も

あ
る
の
だ
が
、
漫
画
の
中
で
の
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
と
し
て
親
し
み
の
湧
く
描
か
れ
方
を
し

て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
画
中
の
吉
田
は
常
に
飛
ん
だ
り
跳
ね
た
り
、
犬
に
追
い
か

け
ら
れ
た
り
、
ズ
ボ
ン
の
お
し
り
が
破
け
て
い
た
り
と
、
非
常
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
漫
画
の
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
も
自
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
来
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
と
い
っ
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
発
祥
と
す
る
風
刺
、
諷
刺
漫
画
の
文
化
は
、
毒
の
あ
る
鋭
い
批
判
性
が
本
分

で
あ
る
。
一
方
で
、
戯
画
、
鳥
羽
絵
（
と
ば
え
）、
ポ
ン
チ
絵
等
々
と
こ
れ
ま
で
多
種
多
様
に

変
遷
し
て
き
た
日
本
の
漫
画
の
歴
史
の
中
で
も
、
特
に
風
刺
と
い
う
要
素
の
表
し
方
に
は
西

洋
と
比
べ
て
少
し
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
日
本
の
漫
画
、
諷
刺
漫
画
は
全
体
的
に
、
風

刺
を
含
ん
だ
作
品
で
あ
っ
て
も
表
面
的
に
は
よ
り
笑
い
や
滑
稽
み
を
前
面
に
出
し
、
そ
こ
に

痛
烈
な
批
判
を
含
ま
せ
る
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
が
目
立
つ
。
風
刺
、
批
判
性
と
い
う
点
で

諷
刺
漫
画
の
本
質
は
保
っ
た
ま
ま
、
し
か
し
い
つ
の
時
代
も
漫
画
家
は
読
者
の
読
み
取
り
方
、

リ
テ
ラ
シ
ー
と
い
っ
た
傾
向
を
意
識
し
て
そ
の
伝
え
方
を
試
行
錯
誤
し
て
い
る
。
日
本
の
大

手
新
聞
社
の
読
者
、
日
本
の
大
衆
が
ど
の
よ
う
な
漫
画
や
表
現
を
受
け
入
れ
や
す
い
か
、
近

藤
も
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
た
は
ず
だ
。
笑
い
と
風
刺
の
塩
梅
を
、
戦
争
と
い
う
平
時
と
異

な
る
社
会
背
景
下
で
攻
撃
的
な
漫
画
を
描
き
、
ま
た
海
外
取
材
を
行
う
な
ど
の
様
々
な
過
程

で
近
藤
は
身
に
着
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

近
藤
が
得
意
と
し
た
も
の
は
似
顔
の
ほ
か
に
も
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
活
か
し
た
ル
ポ
漫
画
が

あ
る
。
当
時
は
漫
画
家
が
取
材
、
編
集
を
兼
ね
て
い
た
の
で
、
漫
画
家
が
現
場
ま
で
取
材
に

い
っ
て
漫
画
や
記
事
に
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
一
九
六
三
年
か
ら
翌
年
に
か

け
て
近
藤
が
読
売
新
聞
で
連
載
し
た
『
に
っ
ぽ
ん
人
物
画
』
は
、
オ
リ
オ
ン
社
か
ら
出
版
さ

図2　無題, 近藤日出造, 年代不詳
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ト
ン
と
い
っ
た
米
国
の
余
剰
農
作
物
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
受
け
入
れ
ら

れ
た
小
麦
を
「
M
S
A
小
麦
」
と
呼
び
、
国
内
で
は
給
食
を
は
じ
め
パ
ン
普
及
が
な
さ
れ
た
。

漫
画
は
こ
の
内
容
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
場
合
使
用
さ
れ
る
文
字
は
米
、
M
、
S
、
A
の
み

だ
が
、
そ
れ
が
画
中
の
ど
こ
に
付
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
漫
画
の
中
な
ら
で
は
の
意
味
合
い
を

持
っ
て
く
る
。
は
じ
め
に
受
け
取
っ
た
銃
弾
と
銃
に
よ
っ
て
両
手
の
塞
が
っ
た
吉
田
が
、
ひ

な
鳥
の
よ
う
に
米
国
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
を
受
け
取
る
し
か
な
い
等
、
漫
画
に
描
か
れ
る

こ
と
で
作
品
の
読
み
取
り
に
は
様
々
な
解
釈
が
可
能
だ
。
近
藤
の
漫
画
の
中
で
使
用
さ
れ
る

文
字
は
、
あ
く
ま
で
補
足
的
で
あ
り
、
一
齣
（
時
に
は
数
齣
）
の
漫
画
あ
っ
て
こ
そ
の
文
字
、
と

い
っ
た
役
割
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
な
く
利
用
さ
れ
る
。
ほ
か
に
も
政
党
や
人
物
名
な
ど
、
絵

だ
け
で
は
読
者
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
り
、
誤
解
を
生
む
恐
れ
の
あ
る
場
合
に
文
字
が
最
低
限

の
情
報
を
補
完
し
て
い
る
。

近
藤
の
仕
事
で
有
名
な
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
前
述
し
た
よ
う
な
戦
後
の
も
の
だ
ろ
う
。
読

売
新
聞
の
政
治
漫
画
を
中
心
と
し
て
、
似
顔
を
活
か
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
、
テ
レ
ビ
や
他

の
メ
デ
ィ
ア
に
広
く
進
出
し
た
。
し
か
し
戦
後
の
漫
画
界
は
、
戦
中
の
も
の
を
ほ
と
ん
ど
そ

の
ま
ま
引
き
継
い
だ
部
分
が
大
き
い
。
戦
後
に
は
こ
の
こ
と
に
対
す
る
批
判
も
出
た
。
戦
中
、

戦
争
政
策
に
よ
っ
て
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
や
チ
ャ
ー
チ
ル
を
こ
き
下
ろ
す
漫
画
を
描
い
て
い
た

か
と
思
え
ば
、
戦
争
が
終
わ
っ
た
途
端
に
国
内
の
権
力
者
を
批
判
の
や
り
玉
に
挙
げ
る
そ
の

変
わ
り
身
の
早
さ
が
、「
常
に
強
力
者
の
尻
馬
に
乗
」
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
厳
し
い
批
判
に

さ
ら
さ
れ
た
（
註
３
）。
戦
中
に
近
藤
が
そ
の
中
心
的
な
仕
事
と
し
た
媒
体
が
雑
誌
「
漫
画
」

だ
。
こ
の
雑
誌
は
一
九
四
〇
年
十
月
に
新
日
本
漫
画
家
協
会
の
機
関
誌
と
し
て
創
刊
さ
れ
た

月
刊
誌
で
、
時
局
を
映
し
た
漫
画
、
記
事
、
コ
ラ
ム
は
政
治
を
中
心
に
芸
能
、
風
俗
も
取
り

上
げ
、
娯
楽
小
説
、
落
語
、
川
柳
な
ど
も
掲
載
し
た
。
ち
な
み
に
こ
の
頃
、
こ
ど
も
向
け
の

漫
画
と
い
え
ば
坂
本
牙
城
の
『
タ
ン
ク
タ
ン
ク
ロ
ー
』
が
『
幼
年
倶
楽
部
』（
大
日
本
雄
弁
会
講
談

社
）
で
一
九
三
六
年
の
終
わ
り
ま
で
連
載
さ
れ
、
手
塚
治
虫
は
一
九
四
一
年
に
や
っ
と
中
学
校

へ
入
学
す
る
と
い
う
頃
だ
。
デ
ィ
ズ
ニ
ー
映
画
に
影
響
を
受
け
た
手
塚
が
、
一
般
に
戦
後
ス

ト
ー
リ
ー
漫
画
の
原
点
と
捉
え
ら
れ
る
『
新
寶
島
』（
し
ん
た
か
ら
じ
ま
）
を
発
表
す
る
の
は
終
戦

後
の
一
九
四
七
年
の
こ
と
だ
。
雑
誌
『
漫
画
』
で
中
心
と
な
る
の
は
主
に
一
齣
で
描
か
れ
る

諷
刺
漫
画
で
あ
る
。
年
に
よ
っ
て
掲
載
ペ
ー
ジ
は
異
な
る
が
、
本
誌
に
は
二
ペ
ー
ジ
の
見
開

き
漫
画
が
必
ず
一
点
掲
載
さ
れ
た
。
一
ペ
ー
ジ
全
体
を
使
っ
た
漫
画
も
多
く
、
次
に
ペ
ー
ジ

を
四
分
割
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
漫
画
が
掲
載
さ
れ
る
ペ
ー
ジ
や
、
数
齣
を
使
っ
て
物
語
仕
立
て

に
し
た
漫
画
も
掲
載
さ
れ
た
。
そ
し
て
表
紙
は
終
戦
末
期
の
一
部
の
時
期
を
除
き
、
近
藤
の

れ
ぞ
れ
の
モ
チ
ー
フ
間
の
協
調
性
、
ま
と
め
方
が
秀
逸
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現
場
取
材
を
漫
画
に
し
た
作
品
と
、
新
聞
な
ど
に
掲
載
さ
れ
る
政
治
漫
画
を
比

べ
て
み
る
と
、
そ
の
情
報
の
厳
密
さ
に
は
や
は
り
差
が
あ
る
。
ど
こ
へ
行
っ
て
何
を
見
た
と

い
う
情
報
を
、
ル
ポ
漫
画
の
場
合
は
そ
れ
以
外
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
や
現
場
取
材
記
事
に

付
与
し
て
載
せ
る
こ
と
の
で
き
る
仕
事
が
多
い
。
一
方
、
政
治
漫
画
は
漫
画
家
自
ら
が
編
集

し
た
漫
画
雑
誌
の
場
合
な
ど
は
別
と
し
て
、
新
聞
紙
に
そ
の
一
齣
だ
け
が
掲
載
さ
れ
る
。
漫

画
家
は
た
っ
た
一
齣
で
す
べ
て
を
完
結
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
政
治

漫
画
で
は
絵
だ
け
で
政
治
や
社
会
と
い
っ
た
複
雑
な
状
況
を
解
説
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ

の
た
め
、
画
中
に
文
字
が
ふ
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
例
え
ば
一
九
五
一
年
読
売
新
聞
に

掲
載
さ
れ
た
漫
画
「
あ
ゝ
小
麦
協
定
」（
図
3
）。
こ
の
漫
画
は
四
齣
か
ら
成
り
、
一
九
五
四
年

に
日
本
が
米
国
に
調
印
し
た
M
S
A
協
定
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
。「
米
」
と
書
か
れ
た
手

が
、「
M
」
と
書
か
れ
た
弾
薬
、
次
に
「
S
」
と
書
か
れ
た
銃
を
吉
田
茂
に
与
え
る
。
も
ち
ろ

ん
「
米
」
は
ア
メ
リ
カ
を
指
し
て
い
る
。
武
器
を
背
負
い
こ
ん
だ
吉
田
に
、
最
後
は
「
A
」

と
書
か
れ
た
皿
に
の
せ
ら
れ
た
小
さ
な
パ
ン
が
与
え
ら
れ
、
吉
田
は
そ
れ
を
食
べ
よ
う
と
大

き
く
口
を
開
け
て
い
る
。
M
S
A
協
定
は
米
国
の
相
互
安
全
保
障
法
（
M
S
A
）
に
基
づ
い
て

米
国
が
自
由
主
義
諸
国
と
締
結
し
た
安
全
保
障
協
定
で
、
日
本
で
は
日
米
相
互
防
衛
援
助
協

定
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
米
国
が
日
本
に
対
し
て
兵
器
そ
の
他
の
援
助
を
約
束
す
る
か
わ

り
に
、
日
本
は
防
衛
力
の
強
化
を
約
束
し
た
が
、
同
時
に
米
国
へ
の
政
治
的
経
済
的
従
属
を

強
要
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
米
国
は
M
S
A
法
に
よ
っ
て
余
剰
農
作
物
輸
出
機
構
を
創

設
、
一
九
五
四
年
三
月
の
日
本
の
調
印
に
よ
っ
て
日
本
は
小
麦
六
〇
万
ト
ン
や
大
麦
一
一
万図3  「あゝ 小麦協定」 近藤日出造,1951
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あ
る
牧
野
圭
一
が
色
紙
に
作
画
し
て
受
賞
者
に
贈
呈
す
る
と
い
う
こ
と
を
行
っ
て
い
る
。
こ

の
作
品
を
牧
野
が
作
画
し
た
漫
画
で
は
、
チ
ャ
イ
ム
の
鳴
る
校
舎
か
ら
ま
だ
遠
く
離
れ
て
慌

て
て
い
る
孫
の
様
子
が
描
か
れ
る
。「
が
っ
こ
う
に
と
ま
り
た
い
な
ぁ
」
と
い
う
願
望
が
叶

っ
て
い
る
（
け
ど
寝
て
い
る
）
場
面
と
、
願
望
を
思
わ
ず
抱
い
て
し
ま
っ
た
場
面
と
い
う
二
つ
の

漫
画
を
展
示
で
は
同
時
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
川
柳
の
受
賞
作
で
は
、
川
柳
が
漫
画
化
さ

れ
る
こ
と
で
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
ぐ
っ
と
広
が
る
。
川
柳
一
般
部
門
入
選
「
ふ
る
さ
と
は

母
さ
ん
の
い
る
だ
い
ど
こ
ろ
」。
こ
れ
を
作
画
し
た
牧
野
の
漫
画
で
は
、
か
っ
ぽ
う
着
姿
の
母

親
が
釡
戸
の
火
を
竹
筒
で
吹
い
て
い
る
後
ろ
で
、
お
か
っ
ぱ
頭
の
妹
と
坊
主
頭
の
兄
が
ご
は

ん
を
待
っ
て
い
る
、
と
い
う
場
面
が
描
か
れ
た
。
ふ
る
さ
と
の
だ
い
ど
こ
ろ
、
と
一
つ
と
っ

て
も
、
思
い
浮
か
べ
る
絵
は
世
代
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
ろ
う
。
絵
に
し
て
み
て
始
め
て
気
が

付
く
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
こ
れ
は
、
様
々
な
時
代
の
漫
画
を
研
究
す
る
こ
と
の
面
白
さ

で
も
あ
る
。
他
に
も
「
弟
は
ラ
ン
ド
セ
ル
よ
り
小
さ
な
せ
」、「
は
る
い
ち
ば
ん
せ
ん
た
く
も

の
が
さ
か
あ
が
り
」、「
空
っ
ぽ
な
ポ
ケ
ッ
ト
に
秘
む
負
け
惜
し
み
」
と
、
か
わ
い
ら
し
い
作

品
か
ら
ピ
リ
ッ
と
風
刺
を
利
か
せ
た
作
品
ま
で
、
幅
広
い
受
賞
作
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し
た
素
晴
ら
し
い
企
画
と
と
も
に
、
今
後
も
ふ
る
里
漫
画
館
が
後
世
に
引
き
継
が
れ
て

ゆ
く
こ
と
を
願
う
。

謝
辞調

査
に
ご
協
力
頂
い
た
千
曲
市
ふ
る
里
漫
画
館
、
近
藤
汎
氏
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

註（1）
　
峯
島
正
行
『
近
藤
日
出
造
の
世
界
』
青
蛙
房
出
版
、
一
九
八
四
年
、
七
二
頁

（2）
　
近
藤
日
出
造
『
に
っ
ぽ
ん
人
物
画
』
オ
リ
オ
ン
社
、
一
九
六
四
年
、
三
頁

（3）
　
加
藤
悦
郎
「
所
詮
イ
ン
テ
リ
の
処
世
術
」、『
V
A
N
』
創
刊
号
、
イ
ヴ
ニ
ン
グ
ス
タ
ー

社
、
一
九
四
六
年
五
月
、
六
頁

似
顔
漫
画
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
近
藤
は
一
九
三
二
年
に
新
漫
画
派
集
団
を
結
成
、
そ
の
翌

年
読
売
新
聞
社
に
入
社
す
る
。
そ
し
て
一
九
四
〇
年
に
新
日
本
漫
画
家
協
会
を
設
立
し
て
月

刊
誌
「
漫
画
」
の
発
行
が
始
ま
る
。
こ
の
雑
誌
に
寄
稿
し
た
漫
画
家
は
近
藤
日
出
造
、
横
山

隆
一
、
杉
浦
幸
雄
、
石
川
進
介
、
安
本
亮
一
、
加
藤
悦
郎
、
藤
井
図
夢
、
池
田
永
一
治
、
秋

好
馨
、
塩
田
英
二
郎
、
堤
寒
三
、
田
内
正
男
ら
で
、
い
ず
れ
も
新
日
本
漫
画
家
協
会
の
会
員

六
〇
名
余
り
と
な
っ
て
い
る
。
雑
誌
「
漫
画
」
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
色
の
強
い
雑
誌
だ
っ
た
が
、

そ
の
後
の
漫
画
界
で
活
躍
す
る
多
く
の
漫
画
家
を
輩
出
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

戦
後
、
近
藤
は
既
述
し
た
通
り
読
売
新
聞
を
始
め
幅
広
く
活
躍
を
展
開
し
、
一
九
六
四
年

日
本
漫
画
家
協
会
初
代
理
事
長
に
就
任
し
、
一
九
七
四
年
に
紫
綬
褒
章
、
一
九
七
五
年
に
菊

池
寛
賞
を
受
賞
し
た
。
そ
し
て
一
九
七
九
年
に
亡
く
な
る
ま
で
、
漫
画
の
質
的
向
上
、
漫
画

家
の
社
会
的
地
位
向
上
の
た
め
に
尽
力
し
た
。

四
、  

千
曲
市
ふ
る
里
漫
画
館
の
利
用
状
況
、
コ
ン
ク
ー
ル

作
品
の
収
蔵
さ
れ
た
蔵
は
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ふ
る
里
漫
画
館
で
は
毎
年
展
示

替
え
を
行
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
展
示
さ
れ
た
作
品
原
画
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
階
に
は

メ
イ
ン
と
な
る
展
示
室
と
受
付
、
二
階
に
は
展
示
室
と
マ
ン
ガ
が
読
め
る
部
屋
が
あ
る
。
こ

こ
に
は
近
所
の
小
中
学
生
た
ち
が
マ
ン
ガ
を
読
み
に
来
て
い
る
。
大
人
料
金
三
〇
〇
円
を
支

払
え
ば
一
日
出
入
り
を
す
る
こ
と
が
自
由
だ
。
マ
ン
ガ
だ
け
置
い
て
あ
る
図
書
館
が
で
き
た

の
は
ず
い
ぶ
ん
新
し
い
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
こ
う
し
た
場
を
見
る
と
戦
前
の
赤

本
、
貸
本
屋
と
基
本
的
に
は
似
た
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
開
か
れ
た
場
所
で

娯
楽
の
印
刷
物
を
ぱ
ら
ぱ
ら
と
捲
る
。
こ
う
し
た
文
化
自
体
は
複
製
技
術
、
流
通
が
整
っ
て

以
来
ず
っ
と
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
読
者
の
基
本
形
態
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
考
え
る

と
、
む
し
ろ
そ
の
基
本
形
態
が
こ
の
近
年
の
メ
デ
ィ
ア
の
発
展
に
よ
っ
て
、
飛
躍
的
に
パ
ー

ソ
ナ
ル
な
ス
ペ
ー
ス
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ふ
る
里
漫
画
館
で
は
毎
年
「
川
柳
・
川
柳
漫
画
コ
ン
ク
ー
ル
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
最
後

に
、
筆
者
の
訪
れ
た
二
〇
一
九
年
一
月
時
点
で
展
示
し
て
あ
っ
た
受
賞
作
品
の
中
か
ら
一
部

を
紹
介
し
た
い
。
川
柳
漫
画
部
門
、
合
作
仲
良
し
の
入
選
「
が
っ
こ
う
に
と
ま
り
た
い
な
ぁ

ち
こ
く
な
し
」。
こ
の
仲
良
し
作
品
と
い
う
の
は
、
親
子
や
、
お
祖
父
さ
ん
お
祖
母
さ
ん
と
孫

と
い
っ
た
家
族
が
合
作
し
て
応
募
を
す
る
と
い
う
内
容
だ
。
こ
の
場
合
は
川
柳
が
孫
、
漫
画

が
祖
父
と
な
っ
て
い
た
。
漫
画
で
は
、
校
舎
の
上
で
布
団
を
か
ぶ
っ
て
寝
て
い
る
孫
が
描
か

れ
る
。
さ
ら
に
、
毎
年
受
賞
し
た
作
品
を
川
柳
漫
画
部
門
選
者
で
、
近
藤
日
出
造
の
弟
子
で


