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宮
津
賢
治
論

｜
｜
｜
恋
愛
・
結
婚
観
の
変
選
と
童
話
作
品
へ
の
反
映

は
じ
め
に

童
話
「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
は
大
正
十
一
一
年
（
一
九
二
一
二
年
）
五
月
十

一
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
岩
手
毎
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
、
宮
津
賢
治
の
生
前

発
表
童
話
の
一
つ
で
あ
る
。
花
巻
駅
に
乗
り
入
れ
る
国
鉄
東
北
本
線
と
岩
手
軽

便
鉄
道
そ
れ
ぞ
れ
の
腕
木
式
信
号
機
を
モ
デ
ル
と
し
た
、
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ

レ
ス
の
切
な
い
恋
の
物
語
で
あ
る
。

｛
呂
津
賢
治
の
童
話
作
品
の
な
か
で
「
恋
愛
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
取
り
扱
っ

た
も
の
は
少
な
い
。
と
り
わ
け
、
「
結
婚
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
言
及
し
て
い
る
童

話
は
こ
の
「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
だ
け
で
あ
ろ
う
。
本
論
は
作
者
宮
津

賢
治
の
「
結
婚
」
観
が
ど
の
よ
う
に
作
品
に
反
映
さ
れ
た
か
「
シ
グ
ナ
レ
ス
と

シ
グ
ナ
レ
ス
」
を
中
心
に
、
童
話
作
品
や
詩
・
短
歌
作
品
を
検
証
し
考
察
す
る

も
の
で
あ
る
。

（
下
）
｜
｜
｜

表

千

尋

物
語
の
構
図
と
作
品
の
成
立
し
た
時
代
背
景

「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
の
物
語
は
わ
か
り
や
す
く
二
項
対
立
の
構
図

を
と
っ
て
い
る
。
電
気
技
術
・
電
気
文
化
の
全
国
的
な
普
及
と
い
う
時
代
背
景

の
中
で
あ
ら
わ
に
な
っ
た
問
題
｜
｜
近
代
化
し
文
明
的
な
都
市
意
識
と
旧
態
然

と
し
て
遅
れ
て
い
る
地
方
の
現
実
の
落
差
・
分
断
の
問
題
が
、
国
鉄
の
信
号
機

シ
グ
ナ
ル
と
地
方
鉄
道
の
信
号
機
シ
グ
ナ
レ
ス
と
い
う
両
者
の
対
立
と
、
二
人

の
恋
を
阻
む
様
々
な
要
因
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

国
鉄
東
北
本
線
付
き
の
最
新
式
信
号
機
で
あ
る
シ
グ
ナ
ル
は
、
「
新
し
い
も
の
」

の
象
徴
で
あ
る
。
彼
は
金
で
出
来
て
お
り
最
新
式
の
電
燈
の
眼
鏡
を
二
つ
も
持

っ
て
い
る
。
世
話
役
の
電
信
柱
、
も
付
い
て
い
る
若
様
で
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス

を
気
取
る
。
ま
た
シ
グ
ナ
ル
の
審
族
に
「
叔
父
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
る
な

ど
男
性
性
を
代
表
し
て
い
る
。
新
し
く
、
近
代
的
で
、
都
市
に
連
な
る
身
分
も

あ
れ
ば
富
も
あ
る
者
｜
｜
陽
の
立
場
を
象
徴
す
る
。

一
方
の
岩
手
軽
便
鉄
道
付
き
の
旧
式
の
小
さ
な
信
号
機
シ
グ
ナ
レ
ス
は
そ
の

名
が
指
し
示
す
通
り
女
性
性
の
代
表
で
あ
り
、
シ
グ
ナ
ル
と
は
対
極
を
な
す
「
旧

い
」
存
在
で
あ
る
。
東
の
空
を
見
つ
め
な
が
ら
彼
女
が
気
に
す
る
の
は
「
伯
母
」
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と
い
う
女
性
の
審
族
で
、
自
分
が
木
製
で
ラ
ン
プ
の
眼
鏡
を
一
つ
持
つ
だ
け
で

あ
る
こ
と
か
ら
恐
縮
し
て
い
る
。
彼
女
は
可
憐
で
は
あ
る
が
、
旧
く
、
前
時
代

的
で
、
土
着
の
み
す
ぼ
ら
し
く
弱
い
者

l
l陰
の
立
場
を
象
徴
す
る
も
の
と
し

て
書
か
れ
て
い
る
。

二
人
は
対
極
を
な
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
信
号
機
と
し
て
の
務
め
に
勤
し
ん

で
い
た
わ
け
だ
が
、
シ
グ
ナ
ル
か
ら
シ
グ
ナ
レ
ス
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
き
っ
か

け
に
両
者
が
接
近
す
る
。
彼
の
恋
を
阻
む
の
は
二
人
の
身
分
の
差
（
と
、
そ
れ

か
ら
生
じ
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
）
と
目
付
役
の
電
信
柱
を
筆
頭
と
し
た
周
囲
の

猛
反
対
で
あ
っ
た
。

次
に
、
作
品
の
成
立
背
景
を
考
察
す
る
た
め
に
当
時
の
日
本
の
近
代
化
事
情

を
参
照
し
て
み
る
。
そ
も
そ
も
、
賢
治
が
生
ま
れ
育
っ
た
明
治
・
大
正
時
代
に

が
け
て
、
日
本
は
近
代
化
ま
っ
さ
か
り
で
あ
り
国
際
性
と
愛
国
心
、
物
質
文
明

と
精
神
文
化
と
い
っ
た
新
旧
の
概
念
が
浮
き
彫
り
と
な
り
対
立
し
た
時
代
だ
っ

た
。
特
に
欧
米
か
ら
飛
び
火
し
た
科
学
的
事
実
の
探
究
と
宗
教
が
さ
し
の
べ
る

救
済
の
対
立
は
多
く
の
若
者
を
悩
ま
せ
、
賢
治
も
理
性
と
信
仰
の
狭
間
か
ら
彼

独
自
の
答
え
を
見
つ
け
だ
そ
う
と
し
て
い
た
。

明
治
一
二
十
年
代
後
期
、
水
力
発
電
の
増
加
一
に
よ
っ
て
終
夜
の
電
気
供
給
が

可
能
に
な
っ
た
。
水
力
発
電
の
増
加
に
よ
り
大
都
市
（
東
京
）
を
中
心
に
、
そ
れ

ま
で
の
ガ
ス
燈
に
か
わ
っ
て
タ
ン
グ
ス
テ
ン
電
球
の
電
燈
が
急
速
に
普
及
す
る
。

時
代
を
反
映
し
電
燈
だ
け
で
な
く
、
電
線
、
電
車
、
シ
グ
ナ
ル
、
電
話
と
い
っ

た
ワ
l
ド
が
多
く
の
作
家
の
文
学
作
品
に
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
岩
手
県
の
電
気
事
情
を
参
照
す
る
と
、
東
京
に
後
れ
る
こ
と
十
余
年
ほ

ど
、
大
正
は
じ
め
か
ら
大
正
十
年
代
に
か
け
て
発
電
所
数
が
増
加
し
電
気
イ
ン

フ
ラ
が
普
及
し
た
。
二
こ
れ
は
賢
治
の
文
学
活
動
の
時
代
に
重
な
る
。
大
正
四

年
に
は
東
北
最
初
の
電
気
鉄
道
も
開
業
し
た
。
そ
の
こ
ろ
す
で
に
鉄
道
は
大
都

市
・
東
京
へ
つ
な
が
る
象
徴
と
し
て
地
方
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
が
、

さ
ら
に
電
気
事
業
は
近
代
文
明
の
象
徴
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
賢
治
も
例
外

で
は
な
か
っ
た
。
電
力
の
大
量
供
給
は
、
精
神
主
義
者
だ
っ
た
賢
治
の
本
質
を

根
底
か
ら
お
び
や
か
す
、
革
命
的
歴
史
的
現
象
で
あ
っ
た
。
ま
た
大
正
十
年
（
一

九
二
一
年
）
に
父
・
政
次
郎
が
花
巻
電
気
会
社
の
常
務
に
就
任
し
た
こ
と
も
あ
り
、

「
電
気
」
は
賢
治
に
と
っ
て
ま
す
ま
す
身
近
に
、
重
要
な
問
題
と
し
て
認
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
賢
治
の
作
品
に
電
燈
や
電
信
柱
の
語
が
意
識
的
に
書

か
れ
は
じ
め
た
の
は
大
正
九
、
十
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
電
気
の
灯
が
点
る
地

上
と
星
々
が
光
り
さ
ざ
め
く
夜
空
の
風
景
は
賢
治
独
特
の
幻
想
的
な
夜
の
表
現

の
ル

i
ツ
と
も
な
っ
た
。

分
断
さ
れ
た
「
都
市
」
と
「
地
方
」

ヮ“

の
問
題
提
起

賢
治
が
文
筆
活
動
を
は
じ
め
る
頃
に
は
す
で
に
、
先
行
し
て
近
代
化
を
推
し

進
め
発
展
す
る
東
京
と
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
や
っ
と
後
続
す
る
地
方
と
い
う
構

図
が
す
っ
か
り
出
来
上
が
っ
て
い
た
の
だ
。
東
京
へ
は
鉄
道
網
や
電
信
で
繋
が

っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
東
京
は
決
し
て
「
遥
か
彼
方
」
の
大
都
会
で
は
な
か

っ
た
、
だ
が
か
え
っ
て
そ
れ
は
人
々
に
羨
望
と
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
抱
か
せ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
賢
治
の
心
中
は
ふ
る
さ
と
へ
の
愛
執
と
近
代
化
の
な
か
な

か
進
ま
な
い
郷
土
の
現
実
へ
の
憂
慮
で
渦
巻
い
て
い
た
だ
ろ
う
。

分
断
さ
れ
た
東
京
と
地
方
の
問
題
は
作
中
に
書
か
れ
た
一
一
種
類
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
に
も
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
次
は
シ
グ
ナ
ル
の
失
言
か
ら
電
信

柱
が
二
人
の
結
婚
に
猛
反
対
す
る
直
前
ま
で
の
シ

i
ン
で
あ
る
。
シ
グ
ナ
ル
か



ら
シ
グ
ナ
レ
ス
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
西
風
一
一
頼
み
で
相
手
の
返
事
も
う
ま
く
聞

こ
え
な
い
と
い
う
ア
ナ
ロ
グ
な
や
り
方
で
あ
る
の
に
、
対
称
的
に
電
信
柱
た
ち

は
電
報
と
い
う
近
代
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
め
ま
ぐ
る
し
く
会
話
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

－
シ
グ
ナ
ル
は
、
風
刺
捌
く
て
電
伺
組
に
聞
こ
え
な
い
の
を
い
い
こ

と
に
し
て
、
シ
グ
ナ
レ
ス
に
話
し
か
け
ま
し
た
。
「
倒
叫
詞
闘
斗
刻
刻

刑
判
、
僕
は
シ
グ
ナ
レ
ス
さ
ん
と
結
婚
し
て
幸
福
に
な
っ
て
、
そ
れ

か
ら
お
前
（
電
信
柱
）
に
チ
ョ
ー
ク
の
お
嫁
さ
ん
を
く
れ
て
や
る
よ
」

と
言
っ
た
の
で
し
た
。
そ
の
声
は
剛
司
叫
叶
外
叶
叶
対
同
団
叶

d
闘

こ
え
ま
し
た
の
で
、
シ
グ
ナ
レ
ス
は
こ
わ
い
な
が
ら
思
わ
ず
笑
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

・
本
線
シ
グ
ナ
ル
つ
き
の
電
信
柱
の
怒
り
よ
う
と
言
っ
た
ら
あ
り
ま

せ
ん
。
す
ぐ
ひ
ど
く
手
を
ま
わ
し
て
、
す
な
わ
叫
斗
ペ
刈
剰
刺
割
寸

手
を
ま
わ
し
て
風
下
に
い
る
軽
便
鉄
道
の
電
信
柱
に
、
シ
グ
ナ
ル
と

シ
グ
ナ
レ
ス
の
対
話
、
が
い
っ
た
い
な
ん
だ
っ
た
か
た
ず
ね
て
や
り
ま

し
た
。

・
シ
グ
ナ
レ
ス
よ
り
も
少
し
風
下
に
す
て
き
に
耳
の
い
い
長
い
長
い

電
信
柱
が
い
て
、
知
ら
ん
顔
を
し
て
空
の
方
を
見
な
が
ら
さ
っ
き
か

ら
の
話
を
み
ん
な
聞
い
て
い
た
の
で
す
。
そ
こ
で
さ
っ
そ
く
、
そ
れ

を
東
京
を
経
て
本
線
シ
グ
ナ
ル
つ
き
の
電
信
柱
に
返
事
を
し
て
や
り

ま
し
た
。

電
信
柱
ど
う
し
の
電
報
で
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
い
っ
ぺ
ん
東
京
ま
で
手
を
ま
わ

し
て
」
も
す
ぐ
に
返
事
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
回
り
く
ど
さ
は
賢
治

の
ユ
ー
モ
ア
で
も
あ
る
が
、
電
報
は
発
明
か
ら
随
分
経
っ
た
当
時
で
あ
っ
て
も

先
端
技
術
で
高
価
な
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
た
。
電
信
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
は
近
代
化
・
都
会
ら
し
さ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
そ
の
も
の
ず
ば
り
「
東
京
」

に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
賢
治
作
品
で
は
し
ば
し
ば
「
電
信
柱
」
は
一
つ
の
意
識
を
共
有
す
る
全

て
の
存
在
、
あ
る
い
は
連
帯
感
の
象
徴
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
山
も
一
考

に
入
れ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
電
気
信
号
を
共
有
す
る
電

線
は
物
理
的
な
つ
な
が
り
で
あ
り
、
命
令
系
統
の
つ
な
が
り
で
あ
り
、
精
神
の

つ
な
、
が
り
な
の
で
あ
る
。

一
方
、
電
線
に
よ
る
つ
な
が
り
を
持
た
な
い
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
の
会

話
は
、
風
に
左
右
さ
れ
る
運
任
せ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
。
シ
グ
ナ

ル
は
西
風
に
頼
ん
で
シ
グ
ナ
レ
ス
へ
告
白
し
た
が
、
シ
グ
ナ
レ
ス
か
ら
の
返
事

は
返
ら
な
か
っ
た
。
返
事
を
も
ら
え
な
か
っ
た
シ
グ
ナ
ル
は
自
殺
を
考
え
る
ほ

ど
絶
望
し
て
し
ま
う
。
ま
わ
り
の
電
信
柱
た
ち
が
寝
静
ま
り
、
密
や
か
に
会
話

で
き
る
静
か
な
夜
に
や
っ
と
誤
解
は
と
け
る
が
、
よ
う
や
く
相
思
相
愛
が
発
覚

し
た
後
も
と
き
に
ジ
ェ
ス
チ
ャ

l
を
交
え
な
が
ら
、
二
人
は
懸
命
に
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
ろ
う
と
す
る
。

q
d
 

「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
の
発
表
の
背
景
に
は
、
近
代
化
の
流
れ
に
置

き
去
り
に
さ
れ
た
地
方
を
、
生
活
水
準
の
面
で
も
精
神
面
で
も
大
都
市
圏
に
匹

敵
さ
せ
た
い
と
い
う
願
い
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

実
際
、
一
九
二

0
年
代
頃
か
ら
岩
手
軽
便
鉄
道
の
固
有
化
を
目
指
す
運
動
五

が
あ
っ
た
。
現
釜
石
線
の
仙
人
峠
大
橋
間
を
結
ぶ
鉄
道
を
建
設
す
る
動
き
が

大
正
十
年
頃
か
ら
は
じ
ま
り
、
岩
手
軽
便
鉄
道
会
社
は
国
鉄
に
依
頼
し
て
建
設



ル
ー
ト
の
試
算
を
行
っ
て
い
る
。
時
の
内
閣
総
理
大
臣
は
岩
手
県
出
身
の
原
敬

だ
っ
た
が
、
同
じ
岩
手
県
の
山
回
線
の
建
設
に
は
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
の
に

対
し
て
、
政
治
的
な
理
由
か
ら
仙
人
峠
の
鉄
道
に
関
し
て
は
冷
淡
な
態
度
だ
っ

た
。
「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
の
発
表
の
の
ち
、
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五

年
）
に
は
、
仙
人
峠
の
国
鉄
に
よ
る
建
設
の
請
願
だ
け
で
は
な
く
、
岩
手
軽
便

鉄
道
全
体
の
国
有
化
の
運
動
も
始
め
ら
れ
た
。

岩
手
軽
便
鉄
道
の
固
有
化
1
lシ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
の
結
婚
は
、
新
し

き
も
の
と
旧
き
も
の
の
結
婚
で
あ
り
、
分
断
さ
れ
た
も
の
を
懸
命
に
つ
な
ご
う

と
す
る
一
一
人
の
や
り
取
り
は
、
二
極
化
し
た
東
京
と
地
方
を
結
び
同
一
の
レ
ベ

ル
へ
引
き
上
げ
る
た
め
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
側
面
も
持
っ
て
岩
手
毎
日
新
聞
に

掲
載
さ
れ
、
衆
目
に
触
れ
た
の
で
あ
る
。

賢
治
の
自
伝
と
し
て
の
童
話

「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
の
制
作
と
発
表
の
背
景
に
は
東
京
と
地
方
の

分
断
の
問
題
の
解
消
と
い
う
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
な
面
が
大
い
に
あ
っ
た
こ
と
は

こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
反
面
、
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
の
ロ
マ

ン
チ
ッ
ク
な
婚
約
の
物
語
は
賢
治
自
身
の
個
人
的
な
結
婚
観
を
、
あ
る
い
は
恋

の
淡
い
感
傷
を
昇
華
し
た
自
伝
的
な
側
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

賢
治
は
舞
台
芸
術
に
も
関
心
が
あ
り
、
自
身
で
も
「
飢
餓
陣
営
」
の
よ
う
な

脚
本
を
手
が
け
た
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の
ユ
ニ
ー
ク
な
歌
l

｜
｜
独
特
の
オ
ノ

マ
ト
ベ
を
含
ん
だ
音
楽
的
な
フ
レ
ー
ズ
は
多
く
の
童
話
作
品
に
見
ら
れ
る
が
、

「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
は
そ
の
中
で
も
演
劇
の
要
素
を
多
分
に
ち
り
ば

め
ら
れ
て
い
る
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
地
の
文
が
「
諸
君
」
と
観
客
に
呼
び
か
け

て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
は
大
い
に

観
客
（
読
み
手
）
を
意
識
し
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
作
品
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ

人
々
の
目
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
賢
治
の
発
奮
と
自
信
の
表
れ
、
読
み
手

を
引
き
つ
け
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
生
ま
れ
た
構
成
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う

い
う
諸
々
、
を
考
慮
し
た
上
で
、
や
は
り
こ
の
物
語
は
過
分
に
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
だ

と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

田
舎
娘
、
が
身
分
も
あ
り
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
も
持
ち
合
わ
せ
た
男
性
に
見
初

め
ら
れ
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
、
「
ロ
ミ
オ
と
ジ
ユ
リ
エ
ツ
ト
」
の
物
語
の
ご
と

く
二
人
を
悲
劇
的
に
引
き
裂
く
障
害
の
数
々
と
い
っ
た
劇
的
な
構
成
。
明
る
く

輝
く
月
は
舞
台
装
置
、
機
関
車
や
電
信
柱
が
歌
う
歌
は
ま
る
で
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

で
あ
る
。
シ
グ
ナ
ル
が
発
し
た
「
愛
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
直
球
な
告
白
の

表
現
は
当
時
と
し
て
は
斬
新
で
あ
り
、
西
洋
か
ら
伝
え
ら
れ
た
劇
脚
本
や
文
学

作
品
の
中
に
し
か
ま
だ
無
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
る
で
ロ
マ
ン
ス
劇
の
よ
う
な

体
で
物
語
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

賢
治
は
自
身
で
は
叶
わ
な
か
っ
た
「
恋
」
と
「
結
婚
」
の
夢
を
昇
華
さ
せ
、

花
巻
の
駅
を
舞
台
に
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
た
ち
に
演
じ
さ
せ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
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生
涯
を
未
婚
で
貫
い
た
賢
治
は
、
そ
の
一
方
で
埋
め
合
わ
せ
の
よ
う
に
友
人

の
結
婚
の
世
話
に
は
熱
心
だ
っ
た
と
い
う
。
賢
治
自
身
は
家
に
と
ら
わ
れ
ぬ
純

粋
な
自
由
恋
愛
・
結
婚
に
賛
成
し
て
い
た
。
友
人
藤
原
嘉
藤
治
の
話
に
よ
る
と
六

実
際
昭
和
一
二
年
三
月
、
賢
治
は
嘉
藤
治
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
青
森
ま
で
出
向
い

て
花
嫁
（
女
給
の
女
性
）
の
親
の
許
し
を
得
に
行
き
、
婚
礼
の
準
備
を
整
え
る
な

ど
仲
人
の
役
割
を
照
命
に
果
た
し
た
と
い
う
。

「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
に
も
二
人
の
結
婚
を
取
り
ま
と
め
て
や
ろ
う



と
す
る
倉
庫
の
屋
根
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
登
場
す
る
。
「
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ

エ
ッ
ト
」
で
言
う
な
ら
ば
修
道
僧
ロ
レ
ン
ス
の
立
ち
位
置
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
マ

ン
ス
劇
の
引
立
て
役
で
あ
る
彼
は
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
の
結
婚
に
唯
一
賛

成
し
て
く
れ
る
者
で
あ
っ
た
。
倉
庫
の
屋
根
の
立
ち
位
置
は
そ
の
ま
ま
賢
治
の

自
由
結
婚
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
を
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

倉
庫
の
屋
根
は
「
都
市
」
と
「
地
方
」
を
代
表
す
る
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ

ス
を
繋
い
で
や
ろ
う
と
し
た
。
ま
た
倉
庫
の
屋
根
は
同
時
に
「
都
市
文
明
」
と

「
自
然
」
を
繋
げ
る
役
目
も
負
う
存
在
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
倉
庫
の
屋
根
は

自
ら
を
「
風
ひ
き
の
脈
の
甥
」
で
「
め
く
ら
と
ん
び
の
後
見
人
」
だ
と
名
乗
り
、

人
工
物
で
あ
り
な
が
ら
自
然
界
と
の
繋
が
り
を
に
お
わ
せ
て
い
る
の
だ
。
彼
が

持
つ
役
目
｜
｜
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
を
天
上
界
と
交
信
さ
せ
夜
空
へ
導
く

事
｜
｜
も
シ
ャ

1
7
ン
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
自
然
を
「
恋

人
」
と
し
、
自
然
に
連
な
る
者
と
な
ろ
う
と
し
た
賢
治
の
姿
に
重
な
る
も
の
を

感
じ
さ
せ
る
。

「
宮
津
賢
治
論
恋
愛
・
結
婚
観
の
変
遷
と
童
話
作
品
へ
の
反
映
（
上
）
」
で

は
賢
治
の
女
性
観
・
恋
愛
観
・
結
婚
観
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
き
た
か
を
検

証
し
て
き
た
。
そ
の
ま
と
め
を
次
に
整
理
す
る
。

－
「
修
げ
な
ヒ
ロ
イ
ン
像
」
の
ル

l
ツ
は
特
別
祝
さ
れ
た
初
恋
の
非
成
就
の
経

験
と
妹
ト
シ
の
姿
に
あ
っ
た
。

－
自
身
の
結
核
の
発
病
か
ら
、
肉
体
的
な
も
の
か
ら
精
神
的
な
も
の
へ
と
大
き

く
結
婚
観
・
恋
愛
観
が
変
化
し
た
。

－
個
人
的
な
恋
愛
の
挫
折
か
ら
、
個
へ
の
愛
で
な
く
「
み
ん
な
の
ほ
ん
と
う
の

幸
福
」
を
願
う
全
体
愛
の
思
想
へ
と
転
換
し
、
さ
ら
に
賢
治
自
身
は
自
然
と
の

同
化
希
求
を
持
つ
に
至
っ
た
。

－
独
身
主
義
・
禁
欲
主
義
の
中
で
女
性
観
が
、
想
の
「
修
げ
な
ヒ
ロ
イ
ン
像
」

と
避
け
る
べ
き
「
生
々
し
き
女
」
に
二
極
化
し
た
。

次
章
で
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
再
び
童
話
「
シ
グ
ナ
ル
と

シ
グ
ナ
レ
ス
」
を
読
み
解
く
こ
と
と
す
る
。

四

落
雷
に
よ
る
個
人
的
恋
愛
の
挫
折
の
表
現

「
シ
グ
ナ
レ
ス
さ
ん
、
お
返
事
を
し
て
く
だ
さ
ら
な
い
ん
で
す
か
。

あ
あ
僕
は
も
う
ま
る
で
暗
闇
だ
。
（
略
）
あ
あ
雷
が
落
ち
て
来
て
、
一

ぺ
ん
に
僕
の
か
ら
だ
を
く
だ
け
。
も
う
な
に
も
か
も
み
ん
な
お
し
ま

い
だ
。
」

「
あ
あ
、
シ
グ
ナ
ル
さ
ん
も
あ
ん
ま
り
だ
わ
、
あ
た
し
が
言
え
な
い

で
お
返
事
も
で
き
な
い
の
を
、
す
ぐ
あ
ん
な
に
怒
っ
て
お
し
ま
い
に

な
る
な
ん
て
。
お
お
神
様
、
シ
グ
ナ
ル
さ
ん
に
雷
を
落
と
す
時
、
い

っ
し
ょ
に
私
に
も
お
落
と
し
く
だ
さ
い
ま
せ
」

-5-

こ
れ
は
シ
グ
ナ
レ
ス
か
ら
愛
の
告
白
の
返
事
を
も
ら
え
な
か
っ
た
シ
グ
ナ
ル

が
絶
望
し
て
自
殺
を
願
う
シ

l
ン
の
台
詞
で
あ
る
。
シ
グ
ナ
ル
の
誤
解
に
絶
望

し
た
シ
グ
ナ
レ
ス
も
、
と
も
ど
も
に
落
雷
に
遭
い
た
い
と
願
う
。

信
号
機
で
あ
る
た
め
動
け
な
い
シ
グ
ナ
ル
た
ち
が
自
殺
の
方
法
と
し
て
自
然

災
害
や
事
故
を
願
う
の
は
わ
か
ら
な
い
話
で
は
な
い
が
、
な
ぜ
「
落
雷
」
を
彼



ら
は
願
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
察
す
る
た
め
に
は
ま
ず
賢
治
が
「
雷
」

を
ど
う
捉
え
て
い
た
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
雷
は

賢
治
に
と
っ
て
身
近
で
、
か
つ
大
き
な
意
味
を
持
つ
現
象
だ
っ
た
。
東
北
地
方

で
は
現
在
も
雷
を
「
お
ら
い
さ
ま
」
と
呼
ぶ
雷
神
信
仰
が
残
っ
て
い
る
。
「
シ
グ

ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
中
に
も
「
お
雷
（
ら
い
）
様
」
の
語
が
あ
る
。
ま
た
賢
治

が
好
ん
で
訪
れ
、
多
く
の
作
品
に
書
い
た
種
山
ケ
原
に
は
雷
神
を
祭
る
碑
が
数

多
く
あ
っ
た
と
い
う
。
鉱
石
採
集
な
ど
で
賢
治
は
よ
く
登
山
し
た
が
、
そ
の
折

た
び
た
び
ひ
ど
い
落
雷
に
遭
遇
し
た
。

賢
治
に
と
っ
て
「
電
気
」
は
白
然
科
学
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
都
市
文

明
の
原
動
力
・
象
徴
で
も
あ
っ
た
。
賢
治
の
中
で
「
雷
」
は
、
電
気
エ
ネ
ル
ギ

ー
と
同
質
の
も
の
｜
｜
自
然
と
都
市
文
明
の
両
方
に
ま
た
が
る
、
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
認
識
に
加
え
て
、
さ
ら
に
宗
教
的
・
霊
的
存
在
と
し
て
も
認
識
さ
れ
て

い
る
。
シ
グ
ナ
ル
た
ち
に
と
っ
て
、
電
気
が
物
理
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
な

が
ら
「
雷
」
と
し
て
信
仰
の
対
象
と
な
り
、
精
神
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
根
源
に

も
な
っ
て
い
る
の
は
賢
治
独
自
の
「
電
気
」
の
捉
え
方
、
が
反
映
さ
れ
て
の
も
の

な
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
の
自
然
科
学
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
宗
教
的
な
カ
も
秘
め
た
墨
田
」

に
打
た
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
雷
は
鉄
鎚
の
よ
う
に
激
し
く
「
個

人
的
な
恋
愛
」
を
望
む
者
に
落
と
さ
れ
る
。
落
雷
に
よ
っ
て
個
人
的
な
恋
愛
に

終
止
符
が
打
た
れ
る
の
で
あ
る
。

詩
［
エ
レ
キ
や
烏
が
ば
し
ゃ
ば
し
ゃ
朔
べ
ば
〕
（
昭
和
三
年
（
一
九
二
七
年
）
五

月
十
四
日
）
に
出
て
く
る
「
避
雷
針
」
「
熱
は
さ
が
ら
ず
」
と
い
う
表
現
も
、
落

雷
に
よ
る
個
人
的
な
恋
愛
の
挫
折
の
テ
l
マ
に
呼
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ヰ
叶
叶
や
烏
が
ば
し
ゃ
ば
し
ゃ
湖
ぺ
ば

九
基
に
一
且
る
林
の
な
か
で

枯
れ
た
巨
き
な
一
本
杉
が

も
う
専
門
の
湖
劃
矧
と
も
見
ら
れ
る
か
た
ち

・
け
ふ
も
ま
だ
熱
は
さ
が
ら
ず

zu諸国
間
】

Y
Z
M己
H
F
Z
m叫

u
Z可旨一
1
s
o
p－－－．

「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
の
物
語
で
は
結
局
二
人
の
相
思
相
愛
が
発
覚

し
た
の
で
、
個
人
の
恋
愛
の
挫
折
は
起
き
な
か
っ
た
、
も
し
「
落
雷
」
が
あ
っ

た
な
ら
ど
う
な
っ
た
の
か
。
落
雷
に
よ
る
個
人
的
な
恋
愛
の
挫
折
と
い
う
テ
ー

マ
は
「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
の
あ
と
に
書
か
れ
た
童
話
「
ガ
ド
ル
フ
の

百
合
」
に
も
描
か
れ
て
い
る
。

6 

・
間
も
な
く
次
の
電
光
は
、
明
る
く
サ
ッ
サ
ッ
と
閃
め
い
て
、
そ
し

て
刈
同
川
オ
叫
川
剖
叫
川
柑
は
ま
っ
白
に
か
っ
と
嘆
っ
て
立
ち
ま
し

た。－
（
制
判
明
剥
同
1
川
割
判
川
司
創
叫
柑
胡
叫
叶
。
い
ま
あ
の
百
合
の

花
な
の
だ
。
砕
け
る
な
よ
。
）

・
そ
し
て
全
く
そ
の
通
り
制
剤
叶
科
割
削
刺
引

u
d割
引
寸
刻
却
と

き
そ
の
気
の
毒
な
い
ち
ば
ん
丈
の
高
い
花
が
、
あ
ま
り
の
白
い
興
奮

に
、
た
う
た
う
自
分
を
傷
つ
け
て
、
き
ら
き
ら
顛
ふ
し
の
ぶ
ぐ
さ
の

上
に
、
問
判
斗
寸
樹
叶
引
の
を
見
た
の
で
す
。

－
た
ジ
あ
の
司
創
同
刑
判
叶
叫
剖
ォ
品
川
叫
剥
叫
醐
叶
叶
叫
叶
。

雨
も
や
み
電
光
ば
か
り
が
空
を
一
旦
っ
て
、
雲
の
濃
淡
、
空
の
地
形



図
を
は
っ
き
り
と
示
し
、
又
只
一
を
除
い
て
、

た
百
合
の
群
を
、
ま
っ
白
に
照
ら
し
ま
し
た
。

－
（
雨
さ
へ
晴
れ
た
ら
出
て
行
か
う
。
街
道
の
星
あ
か
り
の
中
だ
。
次

の
町
だ
っ
て
ぢ
き
だ
ら
う
。
け
れ
ど
も
ぬ
れ
た
着
物
を
又
引
っ
か
け

て
歩
き
出
す
の
は
ず
ゐ
ぶ
ん
い
や
だ
。
い
や
だ
け
れ
ど
も
仕
方
な
い
。

材
利
叫
副
制
国
醐
寸
剖
叫
剖
。
）

ち
ほ
こ
っ

雷
は
霊
的
な
カ
を
帯
び
、
啓
示
の
よ
う
に
、
個
人
の
恋
愛
に
挫
折
し
た
者
の

意
識
を
変
え
る
の
で
あ
る
。
雷
に
打
た
れ
て
折
れ
た
「
只
一
本
の
百
合
の
花
」

は
、
ガ
ド
ル
フ
の
個
人
的
な
恋
愛
の
象
徴
で
あ
り
、
「
嵐
に
勝
ち
ほ
こ
っ
た
百
合

の
群
」
は
全
体
愛
の
象
徴
で
あ
る
。
七
「
お
れ
の
恋
」
と
呼
ん
だ
百
合
が
、
い

っ
た
ん
は
折
れ
、
砕
け
、
し
か
し
ま
た
最
後
に
「
お
れ
の
百
合
は
勝
っ
た
の
だ
」

と
再
認
識
さ
れ
て
ガ
ド
ル
フ
が
旅
立
っ
て
い
く
と
い
う
経
過
は
、
賢
治
が
個
人

的
な
恋
愛
の
煩
悶
か
ら
意
識
を
転
換
し
、
「
み
ん
な
の
ま
こ
と
の
幸
福
」
と
い
う

全
体
愛
を
目
ざ
す
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
八

五

童
話
か
ら
削
ら
れ
た
「
結
婚
」
の
テ
l
マ、

童
話
「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
の
成
立
背
景

女
性
や
自
身
の
肉
体
の
欲
を
敬
遠
し
独
身
を
貫
い
た
賢
治
は
、
結
核
の
身
の

自
分
を
省
み
、
普
通
に
女
性
と
結
婚
す
る
こ
と
を
罪
悪
の
よ
う
に
す
ら
考
え
て

い
た
。「

ポ
ラ
l
ノ
の
広
場
」
の
草
稿
に
、
そ
の
思
い
の
断
片
が
見
て
取
れ
る
シ
ー

ン
が
あ
る
。
次
か
ら
は
、
「
ポ
ラ
l
ノ
の
広
場
」
の
「
六
、
風
と
草
穂
」
皆
が
新

し
い
ポ
ラ
l
ノ
の
広
場
を
捺
え
よ
う
と
話
す
場
面
の
草
稿
か
ら
の
抜
き
出
し
で

あ
る
。

－
諸
君
、
酒
を
呑
ま
な
い
こ
と
で
酒
を
呑
む
も
の
よ
り
一
割
余
計

の
力
を
得
る
。
た
ば
こ
を
の
ま
な
い
こ
と
か
ら
三
割
余
計
の
力
を
得

る
。
割
寸
叶

q叫
組
制
対
同
剖
剖
刷
寸
1
胡
叫
材
刈
叫
剖
日
叫
剖
対

剖
割
圃
叶
引
こ
と
か
ら
、
乱
雑
な
も
の
に
く
ら
べ
て
二
割
以
上
の
力

を
得
る
。

－
そ
う
だ
あ
の
人
た
ち
が
刻
叫
ゴ

H
剖
胡
刻
剖
川
、
お
互
の
間
の

喧
嘩
の
こ
と
で
っ
か
う
力
を
み
ん
な
ぼ
く
ら
の
叫
刈
日
引
叫
輔
を
も

っ
て
く
る
こ
と
に
つ
か
う
。

－
け
れ
ど
も
こ
う
い
う
や
り
か
た
を
い
ま
ま
で
の
岡
村
叫
刈
剖
叫

叫
掛
川
剖
．
斗
け
叫
川
同
制
川
。
あ
の
人
た
ち
は
、
あ
あ
い
う
風
に
酒

を
呑
ま
な
け
れ
ば
、
淋
し
く
て
寒
く
て
生
き
て
い
ら
れ
な
い
よ
う
な

と
き
に
生
れ
た
の
だ
。

一7-

賢
治
の
分
身
で
あ
る
キ
ュ

l
ス
ト
が
発
し
た
励
ま
し
の
言
葉
は
、
賢
治
が
歩

も
う
と
し
た
厳
し
い
精
神
主
義
の
道
を
示
し
て
い
る
。
理
性
の
人
た
ろ
う
と
し

た
賢
治
の
決
意
の
言
葉
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ポ
ラ
l
ノ
の
広
場
の
仲
間
に
入
ろ
う
か
と
言
っ
た
キ
ュ

l
ス
ト
は
、
し
か
し

直
後
に
フ
ア
ゼ

l
ロ
の
姉
ロ
ザ
l
ロ
と
の
結
婚
を
勧
め
ら
れ
て
遠
慮
の
台
詞
を

口
に
す
る
。し、

る・

え云
」い
「 、

豆｜み
什ん
川た
ロl 、
矧キ
によl ニエ

付 l
剖ヌ
判ト
'='Iさ
？｜ん
T-o 刊
山川＞

叶ぽ
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叫
び
ま
し
た
。
材
た
く
し
は
思
わ
刑
事
き
く
っ
と
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

－
「
い
や
、
わ
た
く
し
は
ま
だ
ま
だ
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
野
原
へ
来
て
し
ま
っ
て
は
、
わ
た
く
し
に
は
そ
れ
は
い
い
こ
と

で
な
い
。
い
や
、
わ
た
く
し
は
同
川
叫
掛
川
訓

1
凶
川
村
制
川
刻
。

な
ぜ
な
ら
、
叫
引
材
剖
引
リ
同
州
叫
村
叫
寸
剖
引
叶
川
外
周
叫
同
材

斗
寸
川
羽
川
ん
だ
。
わ
た
く
し
は
び
ん
ぼ
う
な
教
師
の
子
ど
も
に
う

ま
れ
て
、
ず
う
っ
と
本
ば
か
り
読
ん
で
育
っ
て
き
た
の
だ
。
諸
君
の

よ
う
に
雨
に
う
た
れ
風
に
吹
か
れ
育
っ
て
き
て
い
な
い
。
ぼ
く
は
考

え
は
ま
っ
た
く
き
み
ら
の
考
え
だ
け
れ
ど
も
、
料
引
剖
同
剖
引
同
J
円

州
制
川
ん
だ
。
け
れ
ど
も
ぼ
く
は
ぼ
く
で
き
っ
と
仕
事
を
す
る
よ
。

ぼ
く
は
そ
れ
を
や
っ
て
行
く
。
」

な
お
「
ポ
ラ
l
ノ
の
広
場
」
で
は
先
ほ
ど
挙
げ
た
シ

1
ン
は
最
終
的
に
賢
治

の
手
に
よ
っ
て
削
除
九
さ
れ
て
い
る
。
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
の
結
論
で
賢
治

は
「
永
久
の
未
完
成
こ
れ
完
成
で
あ
る
」
と
書
き
、
自
身
で
そ
れ
を
実
践
し
晩

年
ま
で
作
品
の
手
入
れ
や
改
稿
を
続
け
た
。
晩
年
の
推
厳
に
あ
た
っ
て
「
結
婚
」

に
言
及
す
る
シ
l
ン
は
こ
と
ご
と
く
賢
治
の
童
話
作
品
か
ら
削
除
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
は
岩
手
毎
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
が
全

集
等
で
底
本
と
な
っ
て
お
り
、
現
存
す
る
草
稿
は
無
く
、
異
文
な
ど
も
発
見
さ

れ
て
い
な
い
。
も
し
「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
の
原
稿
が
賢
治
の
手
元
に

あ
っ
た
な
ら
、
彼
ら
の
婚
約
の
シ
l
ン
や
天
上
界
の
旅
の
結
末
も
大
き
く
手
入

れ
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
「
結
婚
」
の
シ
l
ン
の
削
除
と
同
様
に
、
「
魂
の
同
行
者
の
希
求
」
の
テ

ー
マ
に
つ
い
て
も
そ
の
夢
は
叶
わ
ず
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
ジ
ヨ
パ
ン
ニ
と
カ

ン
パ
ネ
ル
ラ
の
よ
う
に
離
別
し
て
し
ま
う
と
い
う
結
果
に
収
束
し
て
い
く
。
現

存
の
物
語
上
で
は
、
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
は
結
婚
は
許
さ
れ
な
い
も
の
の
、

天
上
の
夢
の
世
界
で
寄
ゆ
添
い
「
二
人
で
」
地
上
へ
戻
る
。
類
似
し
た
テ
1
マ

の
見
ら
れ
る
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
は
こ
の
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。「

シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
の
作
品
の
成
立
時
期
は
未
詳
だ
が
、
「
女
性
」

の
拒
絶
と
欲
か
ら
起
こ
る
嫉
妬
心
を
書
き
禁
欲
主
義
を
匂
わ
せ
る
「
土
神
と
狐
」

と
、
個
人
的
な
恋
愛
の
挫
折
か
ら
全
体
愛
へ
と
意
識
が
転
換
す
る
様
を
書
い
た

「
ガ
ド
ル
フ
の
百
合
」
の
間
に
発
表
さ
れ
て
い
る
事
は
実
に
興
味
深
い
。
「
シ
グ

ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
は
賢
治
の
思
想
の
変
化
の
ワ
ン
シ

1
ン
を
切
り
ぬ
い
た

よ
う
な
、
結
婚
観
の
変
遷
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
重
要
な
作
品
な

の
で
あ
る
。

-8-

六
個
号
機
の
『
結
婚
』

l
lプ
ラ
ト
エ
ツ
ク
・
ラ
ブ
と
『
ま
こ
と
の
を
の
こ
の
恋
』

賢
治
に
と
っ
て
、
諦
め
の
気
持
は
大
き
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
「
結
婚
」
す
る
こ

と
は
ず
っ
と
夢
と
し
て
心
に
残
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
詩
〔
わ
た
く
し

ど
も
は
〕
（
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
年
）
六
月
一
日
）
に
は
幻
の
よ
う
な
「
妻
」
の
姿

が
書
か
れ
て
い
る
。

わ
た
く
し
ど
も
は

ち
ゃ
う
ど
一
年
い
っ
し
ょ
に
暮
し
ま
し
た



そ
の
刻
同
相
さ
し
く
劃
白
く

そ
の
眼
出
い
つ
対
も
和
制
わ
た
く
し
の
村
カ
ら
な
い

て
ゐ
る
や
う
で
し
た

い
っ
し
ょ
に
な
っ
た
そ
の
夏
の
あ
る
朝

わ
た
く
し
は
町
は
づ
れ
の
橋
で

村
の
娘
が
持
っ
て
来
た
花
が
あ
ま
り
美
し
か
っ
た
の
で

二
十
銭
だ
け
買
っ
て
う
ち
に
帰
り
ま
し
た
ら

劃
は
空
い
て
ゐ
た
金
魚
の
査
に
さ
し
て

店
へ
並
べ
て
居
り
ま
し
た

夕
方
帰
っ
て
来
ま
し
た
ら

妻
は
わ
た
く
し
の
顔
を
見
て
ふ
し
ぎ
な
笑
ひ
や
う
を
し
ま
し

た見
る
と
食
卓
に
は
い
ろ
い
ろ
な
菓
物
や

白
い
洋
皿
な
ど
ま
で
並
べ
て
あ
り
ま
す
の
で

ど
う
し
た
の
か
と
た
づ
ね
ま
し
た
ら

あ
の
花
が
今
日
ひ
る
の
聞
に
ち
ゃ
う
ど
二
円
に
売
れ
た
と
い

ふ
の
で
す

・
・
そ
の
青
い
夜
の
風
や
星
、

す
だ
れ
や
魂
を
送
る
火
や
：
：

そ
し
て
そ
の
冬

妻
は
何
の
苦
し
み
と
い
ふ
の
で
も
な
く

萎
れ
る
？
フ
に
崩
れ
る
？
フ
に
斗
叶
掛
川
寸
割
引
掛
川
剖
リ

た

を
見｜

信
号
機
と
い
う
人
工
の
無
機
物
が
主
人
公
に
選
ば
れ
た
の
は
、
肉
体
の
し
が

ら
み
か
ら
は
な
れ
た
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
の
成
就
と
い
う
賢
治
の
夢
が
彼
ら

に
託
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

擬
人
化
さ
れ
た
信
号
機
で
あ
る
シ
グ
ナ
ル
た
ち
は
腕
木
の
上
げ
下
げ
と
い
う

仕
事
を
負
い
、
人
工
物
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
こ
か
ら
動
く
こ
と
が
か
な
わ
ず
自

殺
で
き
ず
に
絶
望
す
る
シ
l
ン
も
あ
る
が
、
彼
ら
は
病
や
肉
欲
と
い
っ
た
生
物

的
な
し
が
ら
み
か
ら
は
自
由
な
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
三
人
の
「
結
婚
」
は
精

神
的
な
寄
り
添
い
を
意
味
し
て
い
た
。
賢
治
は
自
身
に
は
叶
わ
な
か
っ
た
精
神

的
な
「
結
婚
」
を
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
に
果
た
し
て
ほ
し
か
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

後
年
、
賢
治
に
は
「
結
婚
」
を
考
え
た
女
性
が
い
た
。
生
涯
で
、
た
だ
一
度

だ
け
本
気
で
結
婚
を
考
え
た
女
性
｜
｜
羅
須
地
人
会
協
会
時
代
に
出
会
っ
た
伊

藤
チ
ヱ
で
あ
る
。
彼
女
と
は
結
局
結
婚
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
ず
っ
と
後
に

な
っ
て
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
二
年
）
に
こ
の
と
き
の
こ
と
に
つ
い
て
賢
治
は
こ

う
語
し
た
。
一
O

9 

ず
う
っ
と
前
に
話
が
あ
っ
て
か
ら
、
ど
こ
に
も
（
お
嫁
に
）
行
か

な
い
で
待
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
と
、
心
を
打
た
れ
ま
す
よ
。
（
略
）

川
寸
叶
叶
剖
朴
矧
叶
羽
川
刺
で
す
し
、
そ
の
女
の
人
に
し
て
か
ら
が
、

川
寸
劇
矧
利
時
引
川
知
れ
た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
会
話
の
相
手
だ
っ
た
森
荘
巳
池
に
よ
る
と
、
同
じ
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
賢
治

は
精
神
的
な
「
結
婚
」
に
つ
い
て
も
話
し
た
と
い
う
。
二



（
賢
治
は
）
伊
藤
さ
ん
と
結
婚
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
と
い
わ
れ
、

け
れ
ど
も
こ
の
結
婚
は
、
聞
叫
刊
叫
紺
綱
引
吋
斗
寸
叫
利
寸
寸
、
一

旦
叫
引
制
剖
ゴ
材
U
剖
刺
で
す
か
ら
、
日
常
生
活
を
い
た
わ
り
合
う
、

ほ
ん
と
う
に
深
い
精
神
的
な
も
の
が
主
に
な
る
で
せ
う
。
ー
ー
と
い

う
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
い
わ
れ
た
の
で
し
た
。

「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
の
恋
物
語
に
お
い
て
、
シ
グ
ナ
ル
の
個
人
的

な
愛
は
挫
折
し
な
か
っ
た
。
落
雷
に
よ
っ
て
砕
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
二
人

は
両
想
い
と
な
り
、
周
囲
の
者
に
地
上
で
の
結
婚
を
反
対
さ
れ
て
も
、
倉
庫
の

屋
根
の
導
き
に
よ
っ
て
天
上
世
界
で
精
神
的
に
寄
り
添
う
こ
と
が
出
来
た
。
シ

グ
ナ
ル
た
ち
は
精
神
的
な
「
結
婚
」
を
果
た
し
、
個
人
の
恋
愛
を
成
就
し
た
。

そ
し
て
シ
グ
ナ
ル
は
「
僕
た
ち
の
ね
が
い
が
か
な
っ
た
ん
で
す
」
と
い
う
セ

リ
フ
の
後
で
、
「
あ
の
僕
の
ブ
ッ
キ
リ
コ
は
ど
う
し
た
ろ
う
。
あ
い
つ
は
本
当
は

か
あ
い
そ
う
で
す
ね
」
と
い
う
言
葉
を
発
し
て
い
る
。
二
人
き
り
の
幸
福
な
シ

ー
ン
で
、
嫌
な
相
手
だ
っ
た
電
信
柱
に
「
か
あ
い
そ
う
」
だ
と
思
え
る
の
は
な

ぜ
か
。
シ
グ
ナ
ル
が
シ
グ
ナ
レ
ス
以
外
の
者
を
気
に
か
け
た
こ
と
は
詩
「
小
岩

井
農
場
」
の
あ
の
「
命
題
」
を
ノ
努
第
と
さ
せ
る
。

も
し
も
国
叶
川
刈
科
叫
に
燃
え
て

じ
ぷ
ん
と
ひ
と
と
万
象
と
い
っ
し
ょ
に

至
上
福
し
に
い
た
ら
う
と
す
る

そ
れ
を
あ
る
詞
剥
閣
倒
と
す
る
な
ら
ば

そ
の
ね
が
ひ
か
ら
砕
け
ま
た
は
疲
れ

叫
札
刈
叶
剖
村
川
叶
剖
寸
剖
叫
叫
叶
寸
の
た
ま
し
凶
と

完
全
そ
し
て
、
一
久
に
け
ゴ
刻
寸
叫
川
寸

U
A叶
叶
叫
引
と
す
る

こ
の
変
態
を
到
到
と
い
ふ

そ
し
て
ど
こ
ま
で
も
そ
の
方
向
で
は

決
し
て
求
め
得
ら
れ
な
い
そ
の
恋
愛
の
本
質
的
な
部
分
を

む
り
に
も
ご
ま
か
し
求
め
得
ゃ
う
と
す
る

こ
の
傾
向
を
性
慾
と
い
ふ

す
べ
て
こ
れ
ら
漸
移
の
な
か
の
さ
ま
ざ
ま
な
過
程
に
従
っ
て

さ
ま
ざ
ま
な
限
に
見
え
ま
た
見
え
な
い
生
物
の
種
類
が
あ
る

こ
の
命
題
は
可
逆
的
に
も
ま
た
正
し
く

わ
た
く
し
に
は
あ
ん
ま
り
恐
ろ
し
い
こ
と
だ

「
み
ん
な
の
幸
福
を
願
う
宗
教
風
の
全
体
愛
が
砕
け
た
と
き
に
、
一
人
の
相

手
だ
け
幸
福
に
な
り
た
い
と
願
う
の
が
恋
愛
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
「
逆
」

を
シ
グ
ナ
ル
は
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
シ
グ
ナ
ル
は
賢
治
が
求
め
た
宗
教

情
操
、
「
み
ん
な
の
ま
こ
と
の
幸
福
」
を
願
う
心
を
も
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

詩
〔
夕
陽
は
青
め
り
か
の
山
裾
に
〕
に
も
同
じ
命
題
を
恩
わ
せ
る
表
現
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
「
み
ん
な
の
ま
こ
と
の
幸
福
」
を
願
う
情
操
に
「
ま
こ
と
の
を

の
こ
の
恋
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。

A
U
 

1ょ

夕
陽
は
青
め
り
か
の
山
裾
に

ひ
ろ
野
は
く
ら
め
り
ま
夏
の
雲
に

か
の
町
は
る
か
の
地
平
に
消
え
て

お
も
か
げ
ほ
が
ら
に
わ
ら
ひ
は
遠
し

ふ
た
り
矧
た
£
の
み
さ
ち
あ
り
な
ん
と

お
も
へ
ば
世
界
は
あ
ま
り
に
暗
く



か
の
ひ
と
ま
こ
と
に
さ
ち
あ
り
な
ん
と

ま
さ
し
く
ね
が
へ
ば
こ
こ
ろ
は
あ
か
し

い
ざ
起
て
ま
こ
と
の
を
の
こ
の
到
に

も
の
云
ひ
も
の
読
み
卒
果
を
喰
め
る

叫
叫
叶
日
割
ゴ
叶
叫
剖
叫
な
ら
ざ
れ
ば

ま
こ
と
の
ね
が
ひ
は
充
ち
し
に
あ
ら
ぬ

シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
が
果
た
し
た
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
恋
の
物
語
は
、
結

核
の
発
病
の
た
め
に
肉
体
的
に
は
諦
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
賢
治
自
身
の
結
婚

の
夢
、
希
求
す
る
も
悲
運
的
に
叶
わ
な
か
っ
た
「
魂
の
同
行
者
」
と
の
道
行
き

の
夢
、
そ
し
て
「
み
ん
な
の
ほ
ん
と
う
の
幸
福
」
を
求
道
す
る
「
ま
こ
と
の
を

の
こ
の
恋
」
の
獲
得
と
い
う
理
想
を
託
さ
れ
て
書
か
れ
た
物
語
だ
っ
た
の
で
あ

る。

可
’
ム

司
自
ム

余
談
と
な
る
が
、
賢
治
が
没
し
て
か
ら
三
年
の
の
ち
、
岩
手
軽
便
鉄
道
全
国

有
化
が
実
現
し
た
の
は
昭
和
十
一
年
（
一
九
一
二
六
年
）
三
月
二
十
五
日
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
平
倉
停
留
場
が
平
倉
停
車
場
へ
昇
格
し
、
八
月
一
日
に
は
固
有
化
、

国
鉄
釜
石
線
と
な
っ
た
。
シ
グ
ナ
レ
ス
は
シ
グ
ナ
ル
夫
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

賢
治
の
見
果
て
ぬ
夢
｜
｜
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
の
「
結
婚
」
の
夢
は
こ
こ

に
よ
う
や
く
果
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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池
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敬
司
「
宮
沢
賢
治
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歌
を
め
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っ
て
」
（
『
園

文
撃
』
九
一
、
二

O
O七
・
三
一
）

中
野
新
治
「
宮
沢
賢
治
に
お
け
る
恋
愛
と
宗
教
日
「
〔
丁
丁
丁
丁
了
ご
を
め
ぐ

っ
て
」
（
『
日
本
文
学
研
究
』
二
四
、
一
九
八
八
・
十
一
）
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唱
E
ム

一
火
力
発
電
よ
り
安
価
な
水
力
発
電
へ
の
転
換
は
、
童
話
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
の

中
の
電
気
総
長
の
台
詞
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
「
は
じ
め
て
電
燈
が
つ
い
た
こ
ろ
は
み
ん
な

が
よ
く
、
電
気
会
社
で
は
別
叫
剖
列
付
引
制
洲
剖
寸
叫
刈
剖
引
外
科
な
ん
て
云
っ
た
も
ん
だ
。

は
つ
は
つ
は
、
ど
う
だ
、
も
っ
と
も
そ
れ
は
お
れ
の
や
う
に
刻
刻
利
淵
叫
剖
則
明
剰
対
朝
剣

斗
則
が
わ
か
る
と
あ
ん
ま
り
を
か
し
く
も
な
い
が
ね
」
と
彼
が
言
う
よ
う
に
、
火
力
発
電
か

ら
水
力
発
電
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
精
力
不
滅
の
法
則
と
は
熱
力
学

第
一
法
則
、
つ
ま
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
の
法
則
を
指
し
、
熱
力
学
第
二
法
則
は
エ
ネ
ル
ギ
ー



の
移
動
の
方
向
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
質
に
関
す
る
法
則
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
水
力
発
電
で

位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
換
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い

る
の
だ
。

一
大
塚
常
樹
「
宮
沢
賢
治
と
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
電
気
的
イ
メ
ー
ジ
」
（
『
心
象
の
宇
宙
論
（
コ

ス
モ
ロ
ジ

l
）
』
朝
文
社
、
一
九
九
三
・
七
）

一
偏
西
風
。
実
際
の
花
巻
駅
の
立
地
を
見
る
と
、
軽
便
鉄
道
の
停
車
場
（
シ
グ
ナ
レ
ス
）
の

西
側
に
東
北
本
線
の
停
車
場
（
シ
グ
ナ
ル
）
が
あ
っ
た
。

四
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
終
盤
で
は
ジ
ョ
パ
ン
ニ
が
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
に
、
「
僕
た
ち
一
緒
に
行

こ
う
ね
え
。
」
と
理
想
を
共
有
し
た
時
に
「
向
こ
う
の
河
岸
に
二
本
の
電
信
ば
し
ら
が
「
度
両

方
か
ら
腕
う
で
を
組
ん
だ
よ
う
に
赤
い
腕
木
を
つ
ら
ね
て
立
っ
て
い
ま
し
た
」
と
あ
る
。
「
月

夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
で
は
電
線
で
繋
が
っ
た
電
信
柱
た
ち
が
軍
隊
と
し
て
擬
人
化
さ
れ

行
軍
す
る
が
、
「
歩
く
の
が
つ
ら
い
」
と
泣
き
言
を
洩
ら
す
二
本
の
電
信
柱
に
、
「
は
や
く
あ

る
け
、
あ
る
け
。
き
さ
ま
ら
の
う
ち
、
ど
っ
ち
か
が
参
っ
て
も
一
万
五
千
人
み
ん
な
責
任
が

あ
る
ん
だ
ぞ
。
」
と
他
の
電
信
柱
が
文
句
を
言
う
シ
ー
ン
が
あ
る
。

i
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
年
）
に
岩
手
軽
便
鉄
道
の
取
締
役
で
あ
っ
た
瀬
川
弥
右
衛
門
が

貴
族
院
議
員
に
選
ば
れ
、
仙
人
峠
の
連
絡
鉄
道
の
国
鉄
に
よ
る
建
設
を
請
願
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
岩
手
軽
便
鉄
道
全
体
の
固
有
化
の
運
動
も
始
め
ら
れ
た
。
国
有
化
が
実
現
し
た
の
は

昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
年
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ム
ハ
森
荘
己
池
『
宮
沢
賢
治
の
肖
像
』
（
津
軽
書
房
、
一
九
七
四
・
十
）

七
大
正
三
年
四
月
以
降
に
制
作
さ
れ
た
「
歌
稿
［
A
〕
」
に
拠
る
と
、
岩
手
病
院
を
退
院
し
て

恋
の
悩
み
を
か
か
え
て
い
た
時
期
に
、
賢
治
は
し
き
り
に
「
百
合
根
を
掘
る
」
と
い
う
表
現

を
使
っ
た
。
ま
た
そ
の
少
し
後
に
は
、
童
話
「
ガ
ド
ル
フ
の
百
合
」
の
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
た

連
作
短
歌
も
読
ま
れ
て
い
る
。

一
四
五
友
だ
ち
の
入
学
試
験
近
か
ら
ん
わ
れ
は
や
み
た
れ
ば
小
き
百
合
掘
る

一
四
六
ま
た
ひ
と
り
は
や
し
に
来
て
鳩
の
な
き
ま
ね
し
か
な
し
き
ち
さ
き
百
合
の
根
を
掘

る一
九
二
い
な
び
か
り
そ
ら
に
被
ぎ
り
む
ら
さ
き
の
ひ
か
り
の
う
ち
に
家
は
立
ち
た
り

一
九
三
い
な
び
か
り
ま
た
む
ら
さ
き
に
ひ
ら
め
け
ば
わ
が
白
百
合
は
思
ひ
き
り
咲
け
り

一
九
四
空
を
這
ふ
赤
き
稲
妻
わ
が
百
合
の
花
は
う
ご
か
ず
ま
し
ろ
く
怒
れ
り

一
九
五
い
な
づ
ま
に
し
ば
照
ら
さ
れ
て
あ
り
け
る
に
ふ
と
寄
宿
舎
が
恋
し
く
な
れ
り

一
九
六
夜
の
ひ
ま
に
花
粉
が
溶
け
て
わ
が
百
合
は
黄
色
に
染
み
て
そ
の
し
づ
く
光
れ
り

賢
治
に
と
っ
て
「
百
合
の
花
」
は
恋
を
象
徴
し
、
「
百
合
根
を
掘
る
」
行
為
は
失
恋
と
宗
教

的
な
情
操
の
希
求
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
だ
。
純
潔
や
処
女
性
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
白
百
合

の
花
は
キ
リ
ス
ト
教
の
概
念
で
も
神
の
花
で
あ
る
が
、
根
に
意
義
を
求
め
る
点
で
仏
教
の
花

で
あ
る
謹
華
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
一
年
）
十
五
歳
の
時
、
妹
ト
シ
と
と
も
に
仏
教
講
習
会
に
参

加
し
島
地
大
等
の
法
話
に
感
銘
を
受
け
た
賢
治
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
思
い
返
し
な
が
ら
後
年

「
文
語
詩
篇
ノ
l
ト
」
に
「
島
地
大
等
白
百
合
ノ
花
海
軍
少
佐
」
の
メ
モ
を
と
っ
て
い
る
。

伊
藤
チ
ヱ
に
特
別
な
感
情
を
抱
き
つ
つ
も
別
れ
た
あ
と
制
作
し
た
、
詩
「
火
の
島
」
に
も
「
海

鳴
り
寄
せ
来
る
椿
の
林
に
／
ひ
ね
も
す
百
合
掘
り
／
今
日
も
は
て
ぬ
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。

八
国
文
学
編
集
部
・
編
『
宮
沢
賢
治
の
全
童
話
を
読
む
』
（
学
燈
社
、
二

O
O三
・
五
）

九
第
七
七
葉
か
ら
第
八

O
葉
の
部
分
。
草
稿
発
見
時
に
は
「
ポ
ラ
l
ノ
の
広
場
」
の
原
稿
と

は
別
に
さ
れ
て
い
た
。
筑
摩
書
房
の
「
宮
津
賢
治
全
集
第
十
一
巻
校
異
編
」
参
考
。

。
佐
藤
隆
房
『
宮
沢
賢
治
』
（
冨
山
房
、
一
九
七
五
・
四
）

注
六
に
同
じ
。

内
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金
子
み
す
v

「
私
と
小
烏
と
鈴
と
」

受
容
研
究

は
じ
め
に

金
子
み
す
立
は
、
大
正
時
代
に
生
き
た
童
謡
詩
人
で
あ
る
。
本
論
は
、
み
す
ゾ

の
詩
の
中
か
ら
、
先
述
し
た
「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
を
取
り
上
げ
、
み
す
ジ
の

詩
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
そ
の
受
容
過
程
と
、
ど
の
よ
う
に
人
々
に
受
け

入
れ
ら
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
解
釈
を
探
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
に
、
「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
を
引
用
す
る
。

私
と
小
鳥
と
鈴
と

私
が
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
も
、
／
お
空
は
ち
っ
と
も
飛
べ
な
い
が
、
／
飛
べ

る
小
鳥
は
私
の
や
う
に
、
／
地
面
を
速
く
は
走
れ
な
い
。
／
／
私
が
か
ら

だ
を
ゆ
す
っ
て
も
、
／
き
れ
い
な
音
は
出
な
い
け
ど
、
／
あ
の
鳴
る
鈴
は

私
の
や
う
に
／
た
く
さ
ん
な
唄
は
知
ら
な
い
よ
。
／
／
鈴
と
、
小
鳥
と
、

そ
れ
か
ら
私
、
／
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
。

金
子
み
す
ゾ
と
同
時
代

金
子
み
す
ジ
、
本
名
テ
ル
は
、
明
治
三
一
十
六
年
（
一
九

O
一
二
）
四
月
十
一
日
、

山
口
県
大
津
郡
仙
崎
（
現
在
の
長
門
市
仙
崎
）
に
て
、
父
金
子
庄
之
助
、
母
ミ
チ

者
F

aa句
1

麻

由

藤

の
長
女
と
し
て
生
ま
れ
た
。
二
歳
上
に
兄
堅
助
が
お
り
、
み
す
£
が
生
ま
れ
て

か
ら
二
年
後
の
明
治
一
二
十
八
年
（
一
九

O
五
）
に
弟
正
祐
が
生
ま
れ
る
。

女
学
校
卒
業
の
後
、
書
店
で
働
き
な
が
ら
「
み
す
ジ
」
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
童

謡
詩
作
・
雑
誌
投
稿
を
始
め
る
。
投
稿
し
た
童
謡
は
、
『
童
話
』
九
月
号
に
「
お

魚
」
「
打
出
の
小
槌
」
、
『
婦
人
倶
楽
部
』
九
月
号
に
「
芝
居
小
屋
」
、
『
婦
人
画
報
』

九
月
号
に
「
お
と
む
ら
ひ
」
、
『
金
の
星
』
九
月
号
に
「
八
百
屋
の
お
鳩
」
が
そ

れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た
。
『
金
の
星
』
を
除
く
一
二
誌
は
西
僚
八
十
の
選
で
あ
り
、
特

に
『
童
話
』
誌
上
で
は
H

推
薦
d

と
し
て
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
大
正
十

五
年
（
一
九
二
六
）
に
結
婚
を
す
る
が
、
夫
に
詩
作
を
禁
じ
ら
れ
、
つ
い
に
昭
和

五
年
（
一
九
三

O
）
二
月
に
離
婚
を
す
る
。
娘
ふ
さ
え
を
引
き
取
り
た
い
と
す
る

夫
に
抵
抗
す
る
た
め
、
同
年
三
月
十
日
に
睡
眠
薬
を
飲
み
自
殺
し
た
。

享
年
二
十
六
歳
で
亡
く
な
っ
た
み
す
ジ
だ
が
、
そ
の
短
い
生
涯
で
多
く
の
童

謡
詩
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
日
本
で
起
こ
っ
た
童
謡
一
運
動
が
あ
る

と
い
え
る
。
小
島
氏
一
一
に
よ
る
と
、
日
本
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
が
輸
入
さ
れ
て

か
ら
の
動
き
は
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
一
二
十
三
年
（
一
九

0
0）
か
ら
の
第
一
期
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
か
ら
の
第
二
期
、
昭
和
三
年
（
一

九
二
八
）
か
ら
の
第
三
期
で
あ
る
。
第
一
期
に
、
よ
う
や
く
芸
術
作
品
ら
し
い
作

品
、
が
現
れ
る
が
、
そ
の
作
品
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
古
典
派
や
ロ
マ
ン
派
の
作

品
の
ス
タ
イ
ル
を
追
い
求
め
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
第
二
期
か
ら
日

Aム
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本
人
ら
し
い
伝
統
を
生
か
し
た
表
現
を
求
め
る
動
き
が
表
面
化
し
、
第
三
期
に

は
近
代
主
義
的
な
表
現
が
強
く
な
る
。
こ
う
し
た
動
き
の
中
で
、
第
二
期
と
重

な
っ
て
始
ま
り
、
終
わ
っ
た
の
が
童
謡
運
動
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
二
期
の
期
間

は
、
み
す
、
豆
、
が
創
作
を
始
め
て
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
の
期
間
と
ほ
ぼ
重
な
り
、

み
す
ジ
は
童
謡
勃
興
時
代
に
生
き
た
詩
人
だ
と
三
？
え
る
。

童
謡
運
動
の
前
触
れ
と
し
て
登
場
し
た
の
は
、
明
治
四
十
五
年
（
一
九
二
一
）

の
吉
丸
一
日
目
に
よ
る
「
新
作
唱
歌
」
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
の
小
松
耕
輔
・
梁

田
貞
・
葛
原
薗
に
よ
る
「
大
正
幼
年
唱
歌
」
で
あ
る
。
当
時
の
文
部
省
唱
歌
に

対
し
て
は
多
く
の
批
判
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
や
た
ら
に
教
訓
的
で
固
苦
し

い
作
詞
の
方
針
に
対
し
、
新
し
く
登
場
し
た
こ
れ
ら
の
唱
歌
集
に
収
録
さ
れ
た

詩
の
だ
い
た
い
は
親
し
み
ゃ
す
い
口
一
詩
体
で
書
か
れ
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
味
も
あ

った。こ
う
し
た
動
き
が
、
童
謡
運
動
を
展
開
さ
せ
る
基
盤
と
な
り
、
大
正
七
年
（
一

九
一
八
）
七
月
に
は
、
童
話
童
謡
雑
誌
『
赤
い
烏
』
が
創
刊
さ
れ
る
。
「
童
話
と

童
謡
を
創
作
す
る
最
初
の
文
学
的
運
動
」
と
し
て
、
『
赤
い
鳥
』
主
宰
者
の
鈴
木

一
二
重
吉
は
「
世
間
の
小
さ
な
人
た
ち
の
た
め
に
、
芸
術
と
し
て
真
価
あ
る
純
麗

な
章
話
と
童
謡
を
創
作
す
る
最
初
の
運
動
を
起
こ
し
た
い
と
思
ひ
ま
し
て
、
月

刊
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
を
主
宰
発
行
す
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
」
と
語
っ
て
い
る
。

大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
五
月
号
か
ら
、
詩
に
作
曲
さ
れ
楽
譜
つ
き
の
形
で
童
謡

作
品
が
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
最
初
の
作
品
は
、
西
僚
八
十
作
詞
、

成
田
為
一
二
作
曲
の
「
か
な
り
や
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
成
功
が
、
一
二
重
吉
の
中

で
、
歌
う
歌
と
し
て
の
童
謡
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
急
速
に
具
体
的
な
形
を
も
っ
て

と
り
は
じ
め
た
と
い
え
る
。

同
年
十
一
月
に
は
『
金
の
船
』
↓
一
が
創
刊
さ
れ
、
こ
れ
は
創
刊
号
か
ら
楽
譜

っ
き
の
童
謡
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
二
誌
を
中
心
に
、
童
謡
普
及
運
動
は

進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。

み
す
立
の
再
発
見

昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
、
当
時
大
学
一
年
生
だ
っ
た
児
童
文
学
者
の
矢

崎
節
夫
氏
は
、
与
田
準
一
編
『
日
本
童
謡
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
）
に
掲

載
さ
れ
た
金
子
み
す
ジ
の
「
大
漁
」
に
衝
撃
を
受
け
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
矢

崎
氏
の
「
み
す
ゾ
探
し
の
旅
」
が
始
ま
っ
た
。

長
い
年
月
を
経
て
、
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
一
一
）
、
彼
は
つ
い
に
み
す
ジ
の

実
弟
、
品
山
和
都
氏
（
本
名
・
ぷ
日
山

E
栴
）
と
連
絡
を
と
る
こ
と
に
成
功
す
る
。

六
月
二
十
日
に
上
山
氏
を
訪
ね
、
矢
崎
氏
の
も
と
に
、
み
す
ゾ
の
写
真
と
、
三

冊
の
手
書
き
の
遺
稿
集
凹
が
託
さ
れ
た
。

こ
の
三
冊
の
遺
稿
集
に
は
五
一
一

O
編
も
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
矢
崎
氏

は
み
す
ゾ
の
全
集
発
刊
を
決
意
し
た
。
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）
十
二
月
十

四
日
の
朝
日
新
聞
で
は
『
金
子
み
す
ゾ
全
集
』
の
発
行
が
報
じ
ら
れ
、
み
す
ジ

の
こ
と
が
中
央
紙
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
最
初
の
出
来
事
と
な
っ
た
。
大
変
反
響

が
大
き
く
、
当
初
一
二
百
組
の
予
約
を
目
標
に
し
て
い
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
七

百
組
の
予
約
を
越
え
、
結
局
千
組
が
限
定
版
『
金
子
み
す
£
全
集
』
と
し
て
、

昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）
一
一
月
二
十
八
日
に
出
版
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
足
り

な
く
な
り
、
同
年
八
月
に
、
新
装
版
と
い
う
現
在
の
形
で
発
行
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。『

金
子
み
す
ジ
全
集
』
は
、
三
一
冊
の
遺
稿
集
そ
れ
ぞ
れ
を
「
美
し
い
町
」
、
「
空

の
か
あ
さ
ま
」
、
「
さ
み
し
い
王
女
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
冠
し
た
一
二
巻
と
、
矢

崎
氏
に
よ
る
『
金
子
み
す
£
ノ
l
ト
』
か
ら
成
っ
て
お
り
、
「
私
と
小
烏
と
鈴
と
」

は
三
巻
の
「
さ
み
し
い
王
女
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

に］
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「
手
帳
の
目
次
に
は
、
タ
イ
ト
ル
の
上
に
O
印
が
つ
け
ら
れ
、
『
註

O
印
は

活
字
に
な
り
じ
も
の
』
と
い
う
メ
モ
書
き
が
あ
っ
た
」
ど
『
金
子
み
す
y
ノ
ー

ト
』
に
は
記
し
て
あ
り
、
「
さ
み
し
い
女
王
」
に
は
八
編
の

O
印
が
あ
り
、
そ
の

中
で
発
表
作
品
を
入
手
で
き
た
も
の
は
三
一
編
あ
っ
た
。
ま
た
、
目
次
に
O
印
は

な
か
っ
た
も
の
の
発
表
作
品
が
み
つ
か
っ
た
も
の
が
一
編
あ
り
、
全
集
が
出
る

ま
で
に
発
表
さ
れ
た
作
品
は
、
「
雀
」
「
世
界
中
の
王
様
」
「
さ
み
し
い
王
女
」
「
墓

た
ち
」
「
汽
車
の
窓
か
ら
」
「
女
王
さ
ま
」
「
不
思
議
」
「
雪
」
「
丘
の
上
で
」
の
九

編
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
全
集
が
「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
の
初
出
で
あ
り
、
全

集
出
版
を
機
に
こ
の
詩
が
人
々
の
目
に
触
れ
た
五
と
畳
一
日
え
る
だ
ろ
う
。

全
集
出
版
の
他
に
、
み
す
ゾ
の
詩
が
再
注
目
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

が
、
教
科
書
へ
の
収
録
だ
っ
た
。
み
す
£
の
詩
は
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
、
教

科
書
検
定
に
合
格
し
、
平
成
八
年
度
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た
。

川
崎
氏
六
は
「
一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
）
ま
で
の
ブ
l
ム
が
各
社
に
よ
る
教
材
選

択
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
、
掲
載
教
科
書
の
表

を
記
し
て
い
る
。
以
下
の
表
は
引
用
で
あ
る
。

『小学園緑三上わカヰ~JI 光村図書出版

W1J、学留語関上』策京饗籍

向、学震籍1i下S学校図望書路線

旬、学Ii籍五下』教育出版

問中道徳生ぎるカ 6.B大阪裳鎗

平成8年に掲載された教科書と副読本（上）と、

内容の一覧（下）

桝 出血社 学年 内 事

光村図書 1上 詩「わたll:小島t付 l:J

東京書籍 4上 詩「ふしぎl

国語
学校図書 j上 がわたしと小島と付l:J

ノンアィタション Iみすf揮しの蹄ーみん

教育由服 5下
なもがってみんなレ中ーJ（矢崎節夫問中
にIわたしど小島け？とJI大韓JIつ
ゆlの3詩

道龍 大臨書籍 6 詩rtiul:小島ど付l:J

な
お
、
学
校
図
書
出
版
に
よ
る
教
科
書
が
、
上
の
表
で
は
「
五
下
」
、
下
の
表

で
は
「
五
上
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
原
文
マ
マ
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
現
在

学
校
図
書
出
版
か
ら
は
「
四
年
上
」
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
た
め
、
先
行
研

究
発
表
当
時
、
ど
ち
ら
で
出
版
さ
れ
た
の
か
の
真
偽
は
不
明
で
あ
る
。
川
崎
氏

は
こ
の
表
に
続
け
て
「
五
社
の
内
、
四
社
が
『
わ
た
し
と
小
烏
と
す
ず
と
』
を

掲
載
し
て
い
る
。
同
じ
詩
人
の
作
品
を
教
科
書
が
一
斉
に
選
択
し
た
の
は
、
各

教
科
書
会
社
が
ブ
l
ム
に
乗
り
遅
れ
ま
い
と
し
て
掲
載
を
急
い
だ
結
果
と
見
え

る
」
と
述
べ
て
い
る
。

筆
者
の
調
査
に
よ
る
と
、
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
と
平
成
十
三
年
（
二

0
0

一
）
に
は
、
大
阪
書
籍
の
『
小
学
国
語
三
年
上
』
に
も
掲
載
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
た
え
し
か
し
大
阪
書
籍
は
平
成
二
十
年
（
二

O
O八
）
、
少
子
化
の
影
響
な

ど
で
教
科
書
の
売
り
上
げ
が
伸
び
悩
み
、
当
時
の
大
阪
書
籍
社
長
に
よ
る
不
動

産
事
業
へ
の
進
出
も
失
敗
し
た
た
め
、
多
額
の
借
金
を
負
い
、
民
事
再
生
法
の

適
用
を
申
請
し
た
八
。
教
科
書
の
版
権
譲
渡
を
受
け
た
日
本
文
教
出
版
は
、
現

在
国
語
の
教
科
書
を
発
行
し
て
い
な
い
（
「
書
写
」
と
い
う
形
で
発
行
）
た
め
、

現
物
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
九
。

筆
者
が
現
物
を
調
査
で
き
た
教
科
書
は
、
『
国
語
三
上
わ
か
ば
』
（
光
村
図
書

出
版
、
二

O
二
・
二
）
、
『
み
ん
な
と
学
ぶ
小
学
校
国
語
四
年
上
』
（
学
校
図

書
、
二

O
一
一
・
一
一
）
、
『
ひ
ろ
が
る
言
葉
小
学
国
語
五
下
』
（
教
育
出
版
、
一
一

O
一
一
・
六
）
の
一
二
つ
で
あ
る
。
大
阪
書
籍
に
よ
る
道
徳
の
教
科
書
は
現
在
発
行

し
て
お
ら
ず
一

o、
ま
た
、
東
京
書
籍
の
国
語
教
科
書
は
、
「
わ
た
し
と
小
鳥
と

す
ず
と
」
を
掲
載
し
て
い
な
い
の
で
調
査
し
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
、
川
崎
氏

が
論
文
で
述
べ
て
い
た
二

O
O
二
年
時
点
で
は
、
学
校
図
書
か
ら
出
版
さ
れ
た

教
科
書
の
対
象
学
年
が
五
年
生
だ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
現
在
入
手
し
た
教
科

書
で
は
四
年
生
が
対
象
学
年
に
な
っ
て
い
る
。
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「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」

の
解
釈

二
章
に
て
、
『
金
子
み
す
£
全
集
』
が
「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
の
初
出
で
あ
っ

た
と
述
べ
た
が
、
こ
の
全
集
出
版
に
尽
力
し
、
「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
を
再
発
見

し
た
と
も
い
え
る
、
矢
崎
氏
に
よ
る
こ
の
詩
の
解
釈
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
だ
ろ
う
か
。
矢
崎
氏
は
、
詩
中
の
「
鈴
と
、
小
鳥
と
、
そ
れ
か
ら
私
」
に
注

目
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
二
。

〔
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
〕
と
は
、
一
人
ひ
と
り
の
個
性
や

ち
が
い
を
大
切
に
す
る
と
か
、
誰
も
が
か
け
が
え
の
な
い
大
切
な
存
在
と

い
う
こ
と
と
考
え
て
も
い
い
の
で
す
が
、
実
は
『
私
と
小
鳥
と
鈴
と
』
と

い
う
詩
の
い
ち
ば
ん
大
事
な
と
こ
ろ
は
、
一
行
前
の
、
〔
鈴
と
、
小
鳥
と
、

そ
れ
か
ら
私
、
〕
な
の
で
す
。
題
は
『
私
と
小
鳥
と
鈴
と
』
で
す
が
、
私
の

位
置
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
、
〔
鈴
と
、
小
鳥
と
、
そ
れ
か
ら
私
、
〕
と
“
あ

な
た
と
私
”
に
な
っ
た
と
き
、
初
め
て
、
［
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い

い
。
〕
と
い
う
、
嬉
し
い
一
言
葉
が
成
り
た
つ
の
で
す
。

H

私
と
あ
な
た
μ

で
は
、
〔
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
。
〕
は
成

り
た
ち
ま
せ
ん
。
［
み
ん
な
ち
、
か
つ
て
、
み
ん
な
い
い
。
〕
の
中
に
は
N

人

を
い
じ
め
た
り
、
傷
つ
け
る
人
は
入
り
ま
せ
ん
o
u

［
み
ん
な
ち
が
っ
て
、

み
ん
な
い
い
。
〕
と
は
、
誰
を
も
グ
丸
ご
と
認
め
て
傷
つ
け
な
い
μ

と
い
う

こ
と
が
前
提
だ
か
ら
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
今
ま
で
は
人
を
い
じ
め
た
り
、

傷
つ
け
た
り
し
た
人
で
も
、
「
も
う
決
し
て
し
な
い
」
と
決
め
た
ら
、
誰
で

も
入
れ
る
世
界
が
、
〔
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
。
〕
で
す
。

「
私
と
あ
な
た
」
と
い
う
ま
な
ざ
し
だ
と
、
「
私
は
わ
た
し
で
い
い
の
だ
」
と

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
先
に
き
て
し
ま
い
、
「
私
は
何
を
や
っ
て
も
い
い
」
と
い
う

自
分
中
心
の
ま
な
ざ
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。
題
名
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
「
あ
な

た
と
私
」
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
あ
な
た
は
あ
な
た
で
い
い
の
だ
」
と
い
う
メ

ッ
セ
ー
ジ
に
な
り
、
こ
れ
が
最
初
の
ま
な
ざ
し
な
の
だ
、
と
い
う
も
の
が
矢
崎

氏
の
考
え
で
あ
る
。

更
に
矢
崎
氏
は
「
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
」
を
「
丸
ご
と
認
め
て

傷
つ
け
な
い
」
「
そ
し
て
、
そ
れ
は
愛
す
る
と
い
う
こ
と
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。

今
一
番
助
け
が
必
要
な
人
に
手
を
差
し
伸
べ
る
と
い
う
ま
な
ざ
し
が
無
け
れ
ば
、

す
べ
て
の
人
を
平
等
に
幸
福
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
釈
す
る
矢
崎
氏
は
、

こ
の
詩
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
「
私
」
「
小
鳥
」
「
鈴
」
の
三
者
だ
け
で
は

な
く
、
「
す
べ
て
の
人
」
「
す
べ
て
の
も
の
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
と
推

測
で
き
る
。

こ
の
矢
崎
氏
の
解
釈
は
、
「
あ
と
は
大
人
で
あ
る
私
た
ち
が
、
き
ち
ん
と
『
み

ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
』
を
知
る
こ
と
だ
」
と
彼
が
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
大
人
に
向
け
て
発
信
し
て
い
る
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
矢
崎
氏
は
、
低
年

齢
向
け
の
書
籍
も
発
行
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
に
つ

い
て
触
れ
て
い
る
。

彼
の
著
書
『
み
ん
な
を
好
き
に
金
子
み
す
ジ
物
語
』

c
d
F〉
出
版
局
、
二

0
0九
・
四
）
の
奥
付
の
ペ

l
ジ
に
は
「
古
い
資
料
は
、
旧
仮
名
づ
か
い
・
旧
漢

字
を
、
現
代
仮
名
づ
か
い
・
新
漢
字
に
改
め
て
い
ま
す
」
、
「
原
則
と
し
て
、
小

学
五
年
生
以
上
に
配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字
の
初
出
に
は
、
ル
ビ
を
付
し
て
い
ま

す
」
と
あ
り
、
著
者
あ
と
が
き
で
あ
る
「
『
み
ん
な
を
好
き
に
』
に
よ
せ
て
」
で

は
、
「
う
れ
し
い
こ
と
に
、
小
学
生
の
み
な
さ
ん
は
、
小
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で

に
、
一
度
は
金
子
み
す
ゾ
さ
ん
の
作
品
と
名
前
に
出
合
い
ま
す
」
と
あ
り
、
こ

円

i
1
よ



の
本
は
小
学
生
な
ど
の
低
年
齢
層
を
対
象
に
書
か
れ
て
い
る
事
が
分
か
る
。

同
書
の
「
第
三
章
・
大
津
高
等
女
学
校
時
代
」
の
中
に
お
い
て
、
第
一
次
世

界
大
戦
の
影
響
で
米
騒
動
が
起
こ
っ
た
件
に
つ
い
て
、
学
校
内
で
話
題
に
な
っ

た
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
「
だ
れ
も
が
、
な
に
も
が
、
み
ん
な
ち
が
う
か
ら
す
ば

ら
し
い
の
に
、
戦
争
は
、
ち
が
う
こ
と
を
認
め
な
い
こ
と
。
テ
ル
は
『
赤
い
烏
』

の
も
つ
、
子
ど
も
た
ち
の
未
来
へ
の
願
い
と
、
米
騒
動
や
戦
争
と
い
う
大
き
な

か
な
し
み
の
中
で
、
い
の
ち
の
こ
と
、
ち
が
う
こ
と
の
た
い
せ
つ
さ
を
し
っ
か

り
と
考
え
て
い
た
の
で
す
」
と
書
か
れ
た
後
に
、
「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
が
引
用

さ
れ
て
い
る
。
「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
は
み
す
立
の
結
婚
後
に
書
か
れ
た
詩
で
あ

り
、
女
学
校
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
引
用
さ
れ
る
の

は
不
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
こ
こ
で
こ
の
詩
が
引
用
さ
れ
た
の
は
、
「
み
ん
な

ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
。
」
と
い
う
一
文
か
ら
、
前
述
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
読
者
に
受
取
っ
て
ほ
し
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、

矢
崎
氏
は
低
年
齢
層
も
含
ん
だ
読
者
を
想
定
し
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
「
あ
な
た
は
あ
な
た
で
い
い
の
だ
」
と
い
う
矢

崎
氏
の
解
釈
が
、
「
み
ん
な
ち
が
う
か
ら
す
ば
ら
し
い
」
「
ち
が
う
こ
と
の
た
い

せ
っ
さ
」
と
分
り
や
す
く
言
葉
を
変
え
、
読
者
で
あ
る
子
ど
も
達
一
人
ひ
と
り

も
違
っ
て
い
い
の
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
付
与
さ
せ
た
点
と
、
「
い
の
ち
の
こ

と
」
と
い
う
新
し
い
視
点
を
提
示
し
た
点
で
あ
る
。
前
述
し
た
「
私
と
小
鳥
と

鈴
と
」
の
詩
引
用
の
前
に
、
与
謝
野
品
子
に
よ
る
「
君
死
に
た
も
う
こ
と
な
か

れ
」
三
一
も
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
よ
り
「
い
の
ち
」
に
つ
い
て
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
強
く
込
め
た
も
の
で
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
存
在
」
や
「
い
の
ち
」
へ
の
注
目
を
解
釈
の
基
盤
に
据
え
つ

つ
、
よ
り
「
相
手
」
へ
の
注
目
を
増
し
、
主
に
教
育
現
場
を
中
心
に
受
容
さ
れ

て
い
っ
た
の
が
、
「
個
性
尊
重
」
の
解
釈
で
あ
る
。
前
述
し
た
通
り
「
私
と
小
鳥

と
鈴
と
」
は
小
学
校
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
解
釈
も
低
年

齢
層
へ
向
け
た
解
釈
で
あ
り
、
児
童
期
に
多
く
受
容
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。教

育
出
版
の
教
科
書
に
は
、
矢
崎
氏
に
よ
る
『
み
す
ゾ
探
し
の
旅
』
と
い
う

全
集
出
版
ま
で
の
自
伝
の
中
に
、
金
子
み
す
ゾ
の
詩
を
紹
介
す
る
形
で
、
「
私
と

小
鳥
と
鈴
と
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
み
す
£
は
こ
の
世
に
存
在
す
る
す
べ
て

の
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
う
か
ら
こ
そ
す
ば
ら
し
く
、
一
人
一
人
が
ち
が
う

か
ら
こ
そ
大
切
で
、
す
て
き
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
ん
な
ふ
う
に
う
た
っ

て
く
れ
て
い
ま
す
」
と
い
う
文
の
後
に
詩
を
引
用
し
、
続
け
て
「
金
子
み
す
£

の
作
品
は
、
小
さ
な
も
の
、
カ
の
弱
い
も
の
、
そ
こ
に
あ
る
の
に
気
が
つ
か
れ

な
い
も
の
、
本
当
は
大
切
な
も
の
な
の
に
わ
す
れ
て
し
ま
わ
れ
が
ち
な
も
の

ー
こ
の
地
球
と
い
う
星
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
、
深
い
や
さ
し
い

ま
な
ざ
し
を
投
げ
か
け
た
も
の
ば
か
り
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
前

節
で
述
べ
た
よ
う
な
、
矢
崎
氏
の
低
年
齢
へ
向
け
た
解
釈
で
あ
る
「
ち
が
い
の

す
ば
ら
し
さ
・
大
切
さ
」
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。
学
習
の
て
び
き
に
は
「
筆
者

は
、
金
子
み
す
ゾ
の
作
品
の
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
心
ひ
か
れ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
文
章
中
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
作
品
を
も
と
に
、
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
」

と
書
か
れ
て
お
り
、
矢
崎
氏
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
、
学
習
の
中
で
児
童
に
伝

わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

光
村
図
書
出
版
の
教
科
書
に
は
、
本
文
に
は
「
声
に
出
し
て
読
も
う
。
じ
ん

と
す
る
よ
う
な
う
れ
し
い
一
行
が
、
詩
の
中
に
き
ら
り
と
光
っ
て
い
る
ね
」
と
、

指
導
書
主
題
に
は
「
世
の
中
一
つ
一
つ
の
も
の
が
皆
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
良
さ
を
も
っ
て
い
る
。
（
作
者
の
発
見
と
喜
び
）
」
と
書
か
れ
て
い

る
と
、
川
崎
氏
一
一
一
一
は
述
べ
て
い
る
。
川
崎
氏
に
よ
る
論
文
が
書
か
れ
た
当
時
は
、

同
じ
く
「
個
性
尊
重
」
の
考
え
を
育
成
の
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
と
言
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え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
筆
者
が
入
手
し
た
平
成
二
十
三
年
（
二

O
一
一
）
に
発

行
さ
れ
た
教
科
書
の
本
文
に
は
、
「
詩
の
中
の
ま
と
ま
り
を
、
『
連
』
と
い
い
ま

す
。
『
わ
た
し
と
小
鳥
と
す
ず
と
』
は
三
連
の
詩
で
す
。
第
一
連
と
第
二
連
は
、

ょ
く
に
て
い
ま
す
」
と
し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
後
に
、
岸
田
衿
子
の
「
み

い
つ
け
た
」
と
い
う
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
は
、
『
国
語
三
上
わ
か
ば
』

（
光
村
図
書
出
版
、
二

O
一
一
・
一
一
）
に
よ
る
引
用
で
あ
る
。

み
い
つ
け
た

ち
い
さ
な
み
つ
め
た
く
て
／
ち
い
さ
な
た
ね
こ
ぼ
れ
て
て
／
ち
い
さ

い
く
も
う
か
ん
で
て
／
ち
い
さ
い
む
し
は
っ
て
い
る
／
／
え
ん
ぴ
つ

の
し
ん
ひ
か
つ
て
て
／
す
な
の
つ
ぶ
ち
ら
ば
っ
て
て
／
い
と
く
ず

す
こ
し
お
ち
て
い
て
／
あ
と
は
な
ん
だ
か
し
ら
な
い
ご
み
／
／
き

ょ
う
は
ち
い
さ
い
も
の
ば
か
り
／
み
い
つ
け
た

教
科
書
に
は
、
こ
の
詩
の
引
用
の
後
に
「
『
み
い
つ
け
た
』
と
『
わ
た
し
と
小

鳥
と
す
ず
と
』
で
、
組
み
立
て
ゃ
な
い
よ
う
に
、
に
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま

す
か
。
ち
が
う
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
か
」
「
三
つ
の
詩
で
、
心
に
の
こ
る
言
葉
や
、

『
い
い
な
。
』
と
思
っ
た
と
こ
ろ
を
話
し
ま
し
ょ
う
」
と
あ
る
。
以
前
の
よ
う
に

「
個
性
尊
重
」
の
解
釈
を
前
面
に
押
し
出
す
の
で
は
な
く
、
読
み
手
で
あ
る
児

童
自
身
が
よ
り
自
由
に
解
釈
で
き
る
よ
う
な
教
育
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
光
村
図
書
出
版
ホ

1
ム
ペ

l
ジ
一
四
で
は
指
導
用
資
料
を
公

開
し
て
お
り
、
主
な
指
導
事
項
は
「
二
つ
の
詩
を
比
べ
な
が
ら
読
み
，
詩
の
組

み
立
て
や
内
容
が
よ
く
分
か
る
よ
う
に
言
葉
の
抑
揚
や
強
弱
，
聞
の
取
り
方
な

ど
に
注
意
し
て
音
読
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
言
語
活
動
は
「
詩
を
音
読
す
る
」

と
し
て
お
り
、
音
読
に
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
音
読
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
よ
り
児
童
た
ち
に
よ
る
詩
の
内
容
理
解
に
繋
が
り
、
み
す
ゾ
の
詩

が
記
憶
に
残
る
要
因
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
十
年
近
く
で
光
村
図
書
出
版
の
教
育
方
法
の
変
化
が
見
ら
れ
た
が
、
よ

り
大
き
な
変
化
を
見
せ
た
の
が
、
学
校
図
書
出
版
の
教
科
書
で
あ
る
。
川
崎
氏

一
五
に
よ
る
と
、
学
校
図
書
出
版
の
指
導
書
に
は
「
す
ぐ
れ
た
個
性
や
幸
せ
を
だ

れ
も
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
も
の
だ
。
自
分
と
他
と
比
べ
る
と
き
短
所
や
不
十

分
な
も
の
が
ま
ず
、
目
に
つ
き
ゃ
す
い
。
だ
か
ら
わ
が
身
の
不
幸
を
か
こ
ち
や

す
い
。
本
当
は
何
者
に
も
か
え
が
た
い
特
色
、
す
ぐ
れ
た
も
の
を
持
ち
合
わ
せ

て
い
る
の
だ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
筆
者
が
入
手
し
た
平
成
二
十
三
年
（
二

O
一

一
）
に
発
行
さ
れ
た
教
科
書
に
は
、
「
読
書
を
楽
し
も
う
」
と
い
う
単
元
の
「
詩

を
読
も
う
」
の
中
で
、
ま
ど
・
み
ち
お
「
ぼ
く
が
こ
こ
に
」
の
後
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
以
下
は
『
み
ん
な
と
学
ぶ
小
学
校
国
語
四
年
上
』
（
学
校
図
書
、

二
O
一
一
・
一
一
）
に
よ
る
引
用
で
あ
る
。
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ぼ
く
が
こ
こ
に

ぼ
く
が
こ
こ
に
い
る
と
き
／
ほ
か
の
ど
ん
な
も
の
も
／
ぼ
く
に

か
さ
な
っ
て
／
こ
こ
に
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
／
／
も
し
も
ゾ
ウ

が
こ
こ
に
い
る
な
ら
ば
／
そ
の
ゾ
ワ
だ
け
／
マ
メ
が
い
る
な
ら
ば

／
そ
の
一
つ
ぶ
の
マ
メ
だ
け
／
し
か
こ
こ
に
い
る
こ
と
は
で
き

な
い
／
／
あ
あ
こ
の
ち
き
ゅ
う
の
う
え
で
は
／
こ
ん
な
に
だ
い
じ

に
／
ま
も
ら
れ
て
い
る
の
だ
／
ど
ん
な
も
の
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
／
い

る
と
き
に
も
／
／
そ
の
「
い
る
こ
と
」
こ
そ
が
／
な
に
に
も
ま
し
て
／

す
ば
ら
し
い
こ
と
と
し
て



「
ぼ
く
が
こ
こ
に
」
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
一
人
ひ

と
り
の
存
在
そ
の
も
の
」
や
「
す
ぐ
れ
た
個
性
」
を
受
け
入
れ
る
考
え
方
を
指

導
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
学
校
図
書
出
版
ホ
l
ム

ペ
l
ジ
二
ハ
に
よ
る
と
、
平
成
一
一
十
七
年
度
教
科
書
か
ら
掲
載
詩
が
変
化
し
、
「
わ

た
し
と
小
鳥
と
す
ず
と
」
や
「
ぼ
く
が
こ
こ
に
」
の
代
わ
り
に
、
原
田
直
友

「
は
じ
め
て
小
鳥
が
飛
ん
だ
と
き
」
、
金
子
み
す
ゾ
「
ふ
し
ぎ
」
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

不
思
議

私
は
不
思
議
で
た
ま
ら
な
い
、
／
黒
い
雲
か
ら
ふ
る
雨
が
、
／
銀
に
ひ
か

つ
て
ゐ
る
こ
と
が
。
／
／
私
は
不
思
議
で
た
ま
ら
な
い
、
／
青
い
桑
の
葉

た
べ
て
ゐ
る
、
／
蚕
が
白
く
な
る
こ
と
が
。
／
／
私
は
不
思
議
で
た
ま
ら

な
い
、
／
た
れ
も
い
ぢ
ら
ぬ
夕
顔
が
、
／
ひ
と
り
で
ぱ
ら
り
と
開
く
の
が
。

／
／
私
は
不
思
議
で
た
ま
ら
な
い
、
／
誰
に
き
い
て
も
笑
っ
て
て
、
／
あ

た
り
ま
へ
だ
、
と
い
ふ
こ
と
が
。

「
ふ
し
ぎ
」
で
は
「
わ
た
し
と
小
鳥
と
す
ず
と
」
の
よ
う
な
「
個
性
尊
重
」

の
解
釈
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
同
ホ
l
ム
ベ

l
ジ
の
指
導
計
画
の
中
で
は
、

評
価
基
準
と
し
て
「
短
詩
形
に
よ
る
独
特
な
表
現
に
気
付
い
て
い
る
」
と
い
う

文
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
詩
の
解
釈
よ
り
も
「
構
成
」
に
つ
い
て
の
教
育
が
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
詩
の
解
釈
へ
の
手
助
け
に
な
る

よ
う
な
一
言
か
ら
、
詩
の
連
に
つ
い
て
の
解
釈
へ
と
本
文
が
変
化
し
た
、
光
村

図
書
出
版
の
教
科
書
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
動
き
の
中
、
先
述
し
た
「
私
」
「
小
鳥
」
「
鈴
」
が
そ
れ
ぞ
れ
「
み

ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
」
と
い
う
「
個
性
尊
重
」
の
解
釈
に
反
論
し
、

「
小
鳥
」
も
「
鈴
」
も
「
私
」
に
近
し
い
存
在
で
あ
り
、
「
私
」
自
身
の
肯
定
と

し
て
こ
の
詩
が
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
た
の
が
小
倉
氏
一
七
で
あ
る
。
小
倉
氏
は

「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
の
中
で
主
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
み
ん
な
ち
が
っ

て
、
み
ん
な
い
い
」
の
箇
所
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、
前

半
の
三
連
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
第
一
連
に
登
場
す
る
「
小
鳥
」
に
つ
い

て
、
「
光
の
鐘
」
、
「
さ
み
し
い
王
女
」
の
二
つ
の
詩
を
例
に
出
し
た
上
で
、
「
『
私

が
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
も
、
／
お
空
は
ち
っ
と
も
飛
べ
な
い
』
に
お
け
る
飛
べ
な

い
『
私
』
は
、
ぱ
っ
と
麹
さ
え
広
げ
た
ら
飛
べ
る
は
ず
だ
け
れ
ど
も
飛
ば
な
い

『
私
』
（
『
光
の
鐘
』
）
や
、
昔
は
飛
べ
た
の
に
飛
べ
な
く
な
っ
た
『
王
女
』
（
『
さ

み
し
い
王
女
』
）
と
い
う
流
れ
の
上
に
歌
わ
れ
て
い
る
」
こ
と
が
分
か
り
、
「
ど

ち
ら
も
、
『
私
』
と
『
小
鳥
』
と
が
か
け
離
れ
た
存
在
で
な
い
こ
と
を
保
証
し
て

い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
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光
の
龍

私
は
い
ま
ね
、
小
鳥
な
の
。
／
／
夏
の
木
の
か
げ
、
光
の
鑑
に
、
／
み
え

な
い
誰
か
に
飼
は
れ
て
て
、
／
知
っ
て
ゐ
る
だ
け
唄
う
た
ふ
、
／
わ
た
し

は
か
は
い
い
小
鳥
な
の
。
／
／
光
の
簡
は
や
ぶ
れ
る
の
、
／
ぱ
っ
と
麹
さ

へ
ひ
ろ
げ
た
ら
。
／
／
だ
け
ど
私
は
、
お
と
な
し
く
、
／
鰭
に
飼
は
れ
て

唄
っ
て
る
、
心
や
さ
し
い
小
鳥
な
の
。

さ
み
し
い
王
女

つ
よ
い
王
子
に
す
く
は
れ
て
、
／
城
へ
か
へ
っ
た
、
お
ひ
め
さ
ま
。
／
／

城
は
む
か
し
の
城
だ
け
ど
、
／
蓄
積
も
か
は
ら
ず
咲
く
け
れ
ど
、
／
／
な

ぜ
か
さ
み
し
い
お
ひ
め
さ
ま
、
／
け
ふ
も
お
空
を
眺
め
て
た
。
／
／
（
魔

法
っ
か
ひ
は
こ
は
い
け
ど
、
／
あ
の
は
て
し
な
い
あ
を
空
を
、
／
白
く
か



が
や
く
麹
の
べ
て
、
／
は
る
か
に
遠
く
旅
し
て
た
、
／
小
鳥
の
こ
ろ
が
な

つ
か
し
い
。
）
／
／
街
の
上
に
は
花
が
飛
び
、
／
城
に
宴
は
ま
だ
つ
づ
く
。

／
そ
れ
も
さ
み
し
い
お
ひ
め
さ
ま
、
／
ひ
と
り
日
暮
の
花
闘
で
、
／
真
紅

な
蓄
積
は
見
も
向
か
ず
、
／
お
空
ば
か
り
を
眺
め
て
た
。

ま
た
「
光
の
鰭
」
に
注
目
し
、
「
知
っ
て
ゐ
る
だ
け
唄
う
た
ふ
／
私
は
か
は
い

い
小
鳥
な
の
」
か
ら
、
「
小
鳥
H
私
」
は
美
し
い
声
で
歌
え
た
こ
と
に
対
し
、
「
私

と
小
鳥
と
鈴
と
」
の
第
二
連
に
お
け
る
「
鈴
」
は
、
「
私
が
か
ら
だ
を
ゆ
す
っ
て

も
／
き
れ
い
な
音
は
出
な
い
け
ど
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
飛
べ

た
の
に
飛
べ
な
く
な
っ
た
『
私
』
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
き
れ
い
な
声

で
唄
え
た
の
に
音
の
出
な
く
な
っ
た
『
私
』
と
い
う
構
図
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ

う
」
と
述
べ
て
い
る
。
更
に
、
「
み
す
ゾ
」
と
い
う
作
者
の
名
前
に
「
美
鈴
」
と

い
う
美
し
い
鈴
の
音
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し

た
う
え
で
、
「
小
鳥
」
も
「
鈴
」
も
「
私
」
と
非
常
に
関
わ
り
の
深
い
存
在
で
あ

る
と
し
、
「
こ
の
詩
は
明
ら
か
に
『
私
』
の
た
め
の
詩
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

『
小
鳥
』
の
よ
う
に
飛
べ
ず
、
『
鈴
』
の
よ
う
に
鳴
ら
な
い
『
私
』
で
も
、
生
き

る
価
値
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
が
、
最
後
の
『
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い

い
』
と
い
う
言
葉
だ
っ
た
わ
け
だ
」
と
論
じ
て
い
る
。

ま
た
、
川
崎
氏
一
八
も
「
矢
崎
の
い
う
よ
う
に
『
こ
の
世
に
存
在
す
る
も
の
す

べ
て
の
も
の
』
な
ど
金
子
み
す
ゾ
は
う
た
っ
て
い
な
い
。
こ
と
り
と
鈴
と
私
の

三
者
が
す
べ
て
で
あ
る
。
そ
れ
も
詳
細
に
読
め
ば
、
『
わ
た
し
』
の
こ
と
し
か
述

べ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
す
ぐ
わ
か
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
前
述
し
た
「
こ

の
詩
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
『
私
』
『
小
鳥
』
『
鈴
』
の
三
者
だ
け
で
は
な

く
、
『
す
べ
て
の
人
』
司
す
べ
て
の
も
の
』
で
あ
る
」
と
い
う
矢
崎
氏
の
解
釈
に

反
論
し
て
い
る
。
続
け
て
、
こ
の
一
見
無
関
係
な
三
者
を
ま
と
め
て
「
み
ん
な
」

と
呼
ん
だ
の
は
「
唄
を
う
た
う
」
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
「
そ
れ

ぞ
れ
の
や
り
方
で
唄
を
歌
う
が
、
私
は
私
で
、
詩
人
の
道
を
歩
き
た
い
、
こ
れ

で
い
い
ん
だ
と
い
う
詩
人
と
し
て
の
自
己
肯
定
、
そ
の
上
に
た
っ
た
充
足
感
の

表
現
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
「
み
ん
な
」
と
は
「
わ
た
し
」
自
身
の
こ
と
で
あ
る

と
解
釈
す
る
川
崎
氏
は
、
教
育
現
場
で
は
ご
人
一
人
が
違
う
こ
と
の
良
さ
」
、

「
人
は
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
に
良
さ
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
詩
と
し

て
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
反
論
し
、
「
『
多
様
な
文
化
の
優
れ
た
個
性
を
深
く

理
解
す
る
能
力
』
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
こ
の
主
題
を
歪
曲
し
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

四

合
唱
曲
化
に
よ
る
流
布

「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
の
流
布
媒
体
の
一
つ
に
、
合
唱
が
あ
げ
ら
れ
る
。

以
下
は
、
「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
の
詩
に
付
曲
さ
れ
た
合
唱
組
曲
の
出
版
年
、

作
曲
者
や
組
曲
名
な
ど
の
曲
集
情
報
、
曲
の
編
成
、
そ
の
曲
集
内
で
の
「
私
と

小
鳥
と
鈴
と
」
の
表
記
の
さ
れ
方
を
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
作
曲
者
に
よ
る

作
曲
年
が
分
か
る
も
の
も
あ
る
が
、
世
の
中
へ
の
流
布
と
い
う
点
か
ら
ま
ず
考

察
す
る
た
め
、
表
に
は
記
載
し
て
い
な
い
。

こ
の
表
か
ら
、
合
唱
曲
化
し
た
の
は
一
九
九
五
年
以
降
の
非
常
に
新
し
い
社

会
現
象
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
九
九

0
年
代
に
は
女
声
合
唱
と
し
て
作
曲

さ
れ
て
い
た
が
、
二

0
0
0年
代
か
ら
は
混
声
と
し
て
も
作
曲
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
流
通
の
拡
大
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
一
九
九
五
年
か
ら

「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
が
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
始
め
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
に

考
え
る
と
、
そ
れ
ら
を
見
て
勉
強
し
た
子
ど
も
た
ち
が
中
学
生
に
な
り
、
合
唱

に
触
れ
る
機
会
が
多
く
な
っ
た
頃
に
、
混
声
合
唱
の
譜
が
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
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と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
混
声
合
唱
譜
の
ニ

l
ズ
が
高
ま
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。

私／：1）鳴t鈴t

SA 

SA 

と

※編成はSニソプラノ、 A＝アルト、 T＝テノール、 B＝ベース、 div＝デ、ィヴィジョン（di羽田。ω
＝パート内で音が分かれること、を略称として使っている。

SA 

さ
ら
に
、

Z
回
開
「
み
ん
な
の
う
た
」
に
て
、
作
曲
・
杉
本
竜
一
、
編
曲
・
美

野
春
樹
、
歌
・
新
垣
勉
の
「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
が
二

O
O六
年
十
二
月
1
二

0
0七
年
一
月
に
放
映
さ
れ
、
Z
国
間
「
に
ほ
ん
ご
で
あ
そ
ぼ
」
の
月
の
歌
に
て
、

作
曲
・
回
－
〉
Z
〉
Z
〉
呂
回
、
編
曲
・
周
防
義
和
「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
が
放
映

さ
れ
た
。
こ
の
放
映
時
期
は
不
明
だ
が
、
一
一

O
O八
年
十
月
に
ア
ッ
ブ
ロ
ー
ド

さ
れ
た
映
像
が
吋
宮
づ
渉
団
に
あ
る
た
め
、
そ
れ
以
前
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ

ろ
う
。
テ
レ
ビ
メ
デ
ィ
ア
で
の
放
映
に
よ
り
、
詩
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
曲

と
し
て
の
「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
が
多
く
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
表
の
中
で
、
曲
集
内
で
の
「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
の
表
記
の
さ
れ
方
の

違
い
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
全
て
単
語
が
漢
字
で
書
か
れ
た
「
私
と
小
鳥
と
鈴

と
」
と
、
ひ
ら
が
な
が
混
ざ
っ
た
「
わ
た
し
と
小
鳥
と
す
ず
と
」
の
一
一
種
類
が

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
全
て
分
類
し
て
見
る
と
、
ひ
ら
が
な
が
混
ざ
っ
た
表
記

で
書
か
れ
た
曲
は
、
す
べ
て
女
声
曲
で
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
金
子
み
す
立
が
手
帳
に
記
し
た
そ
の
ま
ま
の
表
記
で
載
っ
て
い

る
全
集
で
は
、
「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
と
い
う
漢
字
表
記
で
あ
る
。
研
究
論
文
で

も
主
に
こ
の
漢
字
表
記
で
の
詩
が
引
用
さ
れ
、
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
教

科
書
で
の
表
記
は
「
わ
た
し
と
小
鳥
と
す
ず
と
」
で
あ
り
、
引
用
さ
れ
て
い
る

詩
も
、
所
々
漢
字
が
ひ
ら
が
な
に
直
さ
れ
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ま
だ

「
私
」
や
「
鈴
」
な
ど
の
漢
字
を
習
っ
て
い
な
い
学
年
時
の
教
科
書
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
文
部
科
学
省
に
よ
る
小
学
校
学
習
指
導
要

領
一
九
で
は
、
「
小
」
は
第
一
学
年
、
「
烏
」
は
第
二
学
年
で
習
う
漢
字
と
さ
れ
て

い
る
の
に
対
し
、
「
私
」
は
第
六
学
年
、
「
鈴
」
は
該
当
が
な
く
、
中
学
以
降
に

習
う
常
用
漢
字
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
教
科
書
で
使
わ
れ
て
い
た
ひ
ら
が
な
表
記
が
、
何
故
合
唱
に
、
し
か
も

女
声
合
唱
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
理
由
の
一
っ
と
し
て
は
、
合
唱

。4q
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作
品
の
対
象
に
児
童
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
児
童
合

唱
と
は
変
声
前
の
子
ど
も
に
よ
る
合
唱
の
こ
と
で
あ
り
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は

同
声
合
唱
に
含
ま
れ
、
こ
れ
に
女
声
合
唱
も
分
類
さ
れ
る
。
ま
た
、
児
童
合
唱

と
女
声
合
唱
は
音
域
が
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
た
め
、
女
声
譜
を
児
童
た
ち
が
歌

う
こ
と
も
可
能
だ
。
つ
ま
り
、
女
声
合
唱
と
し
て
作
曲
さ
れ
た
曲
を
児
童
も
歌

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
表
記
を
ひ
ら
が
な
に
し
た
と
考
え
ら
れ

る。
こ
れ
ら
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
合
唱
に
よ
る
流
布
は
、
初
め
女
性
・
児
童
か

ら
広
ま
っ
て
行
き
、
続
け
て
混
声
と
い
う
形
で
男
性
に
も
受
容
さ
れ
て
い
っ
た

と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
元
々
み

す
y
の
詩
は
童
謡
詩
で
あ
る
と
い
う
点
、
ま
た
合
唱
曲
化
し
た
の
が
一
九
九
五

年
と
い
う
、
教
科
書
に
詩
が
掲
載
さ
れ
た
年
と
同
年
だ
と
い
う
点
か
ら
も
、
流

布
の
出
発
点
が
児
童
に
あ
る
こ
と
に
は
納
得
が
い
く
だ
ろ
う
。

全
日
本
合
唱
連
盟
に
は
『
ハ
ー
モ
ニ
ー
』
と
い
う
、
年
に
四
回
（
一
月
・
四
月
・

七
月
・
十
月
の
各
月
十
日
）
発
行
し
て
い
る
会
報
が
あ
り
、
日
本
唯
一
の
合
唱
専

門
誌
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
ハ
ー
モ
ニ
ー
第
一
六
八
号
』
（
全
日

本
合
唱
連
盟
、
二

O
一
四
・
四
）
に
て
、
作
曲
者
・
信
長
貴
富
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
・

前
田
勝
則
、
合
唱
指
揮
者
・
山
脇
卓
也
、
合
唱
指
揮
者
・
清
水
敬
一
に
よ
る
対

談
形
式
で
、
信
長
氏
の
作
品
に
つ
い
て
語
る
コ
ー
ナ
ー
ペ

l
ジ
が
あ
り
、
二

O

一
O
年
に
出
版
さ
れ
た
信
長
貴
富
氏
に
よ
る
『
青
い
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
も
話
題

に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
以
下
は
引
用
で
あ
る
（
傍
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
と
す

る）。

清
水

（
中
略
）
《
青
い
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
》
も
制
と
な
が

し
て
ま
た
い
い
ん
で
す
よ
。

つ

同
ヨ
部
と

信
長

混
三
で
ど
う
書
け
ば
い
い
の
か
悩
み
ま
し
た
。
男
声
の
人
数
が
少

な
い
混
声
合
唱
団
で
も
、
四
声
で
歌
っ
た
方
が
音
の
鳴
り
方
は
い

い
の
で
、
男
声
が
少
な
い
か
ら
混
三
と
い
う
発
想
で
は
な
く
、
音

楽
的
に
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
べ
き
だ
と
思
う
ん
で
す
。
悩
ん
だ

な
り
の
も
の
は
書
け
た
と
思
い
ま
す
。

清
水
氏
が
「
お
と
な
が
歌
う
混
声
三
部
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
普
通
、
混

声
一
三
部
合
唱
は
変
声
期
の
中
学
生
向
け
と
し
て
作
曲
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
信
長
氏
は
、
混
声
合
唱
と
し
て
作
曲
す
る
上
で
、
普
通
は
混
声
四

部
に
す
る
と
こ
ろ
を
あ
え
て
混
声
一
二
部
に
す
る
こ
と
に
積
極
的
な
姿
勢
を
と
っ

た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
大
人
に
も

広
く
受
容
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
て
作
曲
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

合
唱
に
は
そ
の
手
軽
さ
故
、
幅
広
い
年
齢
が
楽
し
め
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
た
め
、
ま
す
ま
す
需
要
が
増
え
、
次
第
に
児
童
か
ら
大
人
へ
と
流
布
が
進
ん

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
合
唱
の
中
で
児
童
か
ら
大
人
へ
と
流
布
が
進
む
と
い
う
こ
と
は
、

そ
こ
に
男
女
差
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
通
り
、
児
童
合

唱
は
「
同
声
」
合
唱
に
含
ま
れ
る
が
、
成
長
し
変
声
期
を
過
ぎ
る
と
、
そ
れ
は

「
混
声
」
合
唱
に
分
類
さ
れ
る
。
つ
ま
り
混
声
譜
の
受
容
が
高
ま
、
た
の
は
、

男
性
か
ら
の
需
要
が
高
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
見
落
と
せ
な

い
点
は
、
表
中
で
も
分
か
る
通
り
、
男
声
合
唱
と
し
て
は
作
曲
さ
れ
て
い
な
い

点
で
あ
る
。

矢
崎
節
夫
選
『
み
す
£
さ
ん
へ
の
手
紙
』

ccrkp出
版
局
、
一
九
九
八
・
七
）

で
は
、
ま
え
が
き
の
な
か
で
「
み
す
y
さ
ん
、
あ
な
た
は
亡
く
な
っ
て
、
な
お
、

み
ん
な
の
心
の
な
か
で
生
き
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
こ
で
、
『
み
す
£
さ
ん
へ
の

q
t
u
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手
紙
』
を
募
集
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。
日
本
中
か
ら
千
通
あ
ま
り
の
手
紙

が、
r『

d
F
K
F
出
版
局
に
届
き
ま
し
た
」
と
記
し
、
下
は
小
学
一
年
生
、
上
は
八

十
二
歳
ま
で
の
七
十
通
も
の
手
紙
を
掲
載
し
て
い
る
。
そ
の
七
十
通
の
中
の
男

女
比
は
、
男
性
が
十
八
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
女
性
が
五
十
二
人
で
あ
り
、
圧

倒
的
に
女
性
が
多
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
み
す
£
の
詩
の
読
者
は
女
性
層
が
多

い
、
ま
た
は
女
性
に
対
し
て
よ
り
多
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

が
分
か
る
。
女
声
合
唱
か
ら
混
声
合
唱
へ
と
需
要
が
拡
大
し
て
は
い
る
が
、
あ

く
ま
で
も
女
性
中
心
と
い
う
印
象
は
ぬ
ぐ
え
な
い
だ
ろ
う
。

五

作
曲
者
の
意
図
と
、
解
釈
の
自
由
化

石
若
氏
は
『
少
女
の
ま
な
ざ
し
』
一
δ
作
品
解
説
の
中
で
、
「
こ
の
作
品
は
、

岸
和
田
市
少
年
少
女
合
唱
団
の
委
嘱
に
よ
り
作
曲
し
ま
し
た
。
詩
の
選
定
か
ら
、

指
揮
者
の
小
原
先
生
を
始
め
団
関
係
者
の
方
々
と
と
も
に
相
談
し
な
が
ら
作
り

ま
し
た
。
児
童
合
唱
用
に
作
曲
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、

色
々
な
方
に
演
奏
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
望
み
ま
す
」
と
述
べ
、
そ
の
あ
と

各
曲
の
簡
単
な
演
奏
指
導
を
記
し
て
い
る
（
し
か
し
、
「
わ
た
し
と
小
鳥
と
す
ず

と
」
に
つ
い
て
の
演
奏
指
導
の
記
述
は
な
い
）
。
新
実
氏
は
『
金
子
み
す
ゾ
の
八

つ
の
う
た
』
一
二
の
中
で
、
「
委
嘱
し
て
下
さ
っ
た
コ

l
ル
・
ス
ガ
ン
デ
イ
の
皆

さ
ん
の
御
要
望
に
従
っ
て
金
子
み
す
立
さ
ん
の
詩
で
混
声
合
唱
を
作
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
（
中
略
）
私
は
で
き
る
だ
け
易
し
く
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
合
唱

団
が
口
ず
さ
め
る
曲
に
し
た
い
と
思
い
、
こ
の
よ
う
な
無
伴
奏
の
曲
集
と
な
っ

た
の
で
す
。
（
中
略
）
た
ぶ
ん
、
で
す
が
、
中
学
・
高
校
生
か
ら
大
人
の
皆
さ
ん

ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
楽
し
め
る
曲
集
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
、
石
若

氏
と
同
様
、
特
定
の
年
代
だ
け
で
は
な
く
、
幅
広
い
年
代
向
け
に
作
曲
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
横
山
氏
は
『
み
す
立
と
の
旅
』
二
一
一
の
後
述
と
し
て
「
演
奏
の
た
め
に
」

を
記
し
て
お
り
、
曲
ご
と
に
演
奏
指
示
を
掲
載
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
、
「
わ
た

し
と
小
鳥
と
す
ず
と
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
以
下
に
引
用
す
る
。

四
十
四
小
節
目
か
ら
は
、
合
唱
は
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
リ
レ
ー
し
て
い
き
ま

す
。
合
唱
団
の
一
人
ひ
と
り
の
「
わ
た
し
」
が
私
た
ち
も
み
ん
な
違
っ
て

い
て
、
み
ん
な
い
い
の
だ
と
い
う
気
持
ち
を
、
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
で
つ
な

い
で
い
く
イ
メ
ー
ジ
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）
詩
人
の
「
わ
た
し
」
、

作
曲
者
の
「
わ
た
し
」
、
そ
し
て
演
奏
者
の
み
な
さ
ん
の
「
わ
た
し
」
、
い

ろ
い
ろ
な
「
わ
た
し
」
が
こ
の
曲
を
通
し
て
「
み
ん
な
い
い
」
と
感
じ
合

え
れ
ば
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
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更
に
、

Z
回
開
「
に
ほ
ん
ご
で
あ
そ
ぼ
」
で
放
送
さ
れ
た
、
国
〉
ZKFZKFHの固

に
よ
る
作
曲
の
「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
は
、
曲
の
最
後
に
「
み
ん
な
ち
が
っ
て
、

み
ん
な
い
い
」
の
歌
詞
を
何
回
も
繰
り
返
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
み
ん
な

ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
」
と
い
う
歌
詞
を
そ
れ
ぞ
れ
の
作
曲
者
が
意
識
し
て

作
曲
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
分
か
る
。

先
に
引
用
し
た
よ
う
に
横
山
氏
は
、
「
合
唱
団
一
人
ひ
と
り
の
『
わ
た
し
』
が

私
た
ち
も
み
ん
な
違
っ
て
い
て
、
み
ん
な
い
い
の
だ
と
い
う
気
持
ち
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
極
め
て
強
い
「
個
性
尊
重
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ

も
合
唱
と
は
各
人
が
パ

l
ト
の
中
で
揃
い
、
各
パ

l
ト
が
全
体
と
し
て
揃
う
と

い
う
融
合
性
の
中
で
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
人
ひ
と
り
の
違

い
に
よ
り
各
合
唱
団
の
特
徴
は
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
い
う
「
み

ん
な
違
っ
て
い
て
、
み
ん
な
い
い
の
だ
」
は
、
個
人
の
「
優
れ
た
個
性
」
の
尊



重
と
い
う
よ
り
は
、
「
存
在
の
認
容
」
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
「
個
性
尊
重
」
の

解
釈
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
、
あ
る
程
度
、
最
初
の

解
釈
で
あ
る
、
矢
崎
氏
の
解
釈
に
立
ち
帰
っ
た
、
或
い
は
「
存
在
の
認
可
」
と

「
個
性
尊
重
」
を
併
せ
持
つ
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
解
釈
が
新
し
く
生
ま
れ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

一
方
で
横
山
氏
は
、

述
べ
て
い
る
。

以
下
の
よ
う
に
み
す
ゾ
の
詩
に
対
す
る
自
分
の
解
釈
を

金
子
み
す
ゾ
の
詩
に
は
、
あ
た
り
ま
え
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
鋭
い

視
点
で
捉
え
直
し
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
た
ち
の
命
の
輝
き
と
尊
さ
を

う
た
い
上
げ
た
も
の
が
多
い
。
一
方
で
み
す
£
は
、
「
喜
び
」
の
影
に
は
「
悲

し
み
」
が
、
「
目
に
見
え
る
も
の
」
の
影
に
は
「
目
に
見
え
ぬ
も
の
」
が
、

私
た
ち
の
「
生
」
の
影
に
は
無
数
の
「
死
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
う
た
っ

て
い
る
。
ど
ち
ら
か
ひ
と
つ
だ
け
が
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
ど

ち
ら
が
上
位
と
か
下
位
と
か
い
う
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
意
義

が
あ
り
、
役
目
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
聞
は
そ
の
こ
と
に
深
く

思
い
を
め
ぐ
ら
せ
、
内
包
し
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ー
l
l

み
す
£
の
詩
に
付
曲
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
み
す
ゾ
と
の
旅
で
あ
り
、
み

す
立
の
示
し
た
光
と
影
を
抱
き
し
め
に
行
く
旅
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
な
お
、

曲
順
は
自
由
に
構
成
し
て
い
た
だ
い
て
か
ま
わ
な
い
。
旅
は
一
通
り
の
も

の
で
は
な
い
。
演
奏
者
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
お
考
え
で
、
〈
み
す
ゾ
と
の
旅
〉

に
出
か
け
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
」
を
強
調
し
つ
つ
も
、
最

終
的
に
は
個
々
に
解
釈
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
新
実

氏
も
、
「
金
子
さ
ん
の
詩
は
と
て
も
素
直
で
愛
ら
し
く
、
か
つ
私
た
ち
の
心
の
奥

深
く
に
訴
え
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）
派
手
さ
も
奇
を
て
ら
っ
た
新
し
さ

も
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
心
の
中
に
し
み
じ
み
と
し
み
て
い
く
音
楽
さ
え
あ
れ
ば
、

そ
れ
で
良
い
と
思
い
ま
し
た
。
と
は
い
う
も
の
の
、
随
所
に
ち
ょ
っ
と
『
お
し

ゃ
れ
な
』
和
音
が
は
さ
み
こ
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
金
子
さ
ん
の
詩
を
今
と

い
う
時
代
に
は
ば
た
か
せ
た
い
と
願
っ
た
か
ら
で
す
」
と
、
自
ら
の
作
曲
意
図

と
、
み
す
ゾ
の
詩
に
対
す
る
印
象
を
述
べ
て
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
演
奏
者
に

は
押
し
つ
け
て
は
い
な
い
。

作
曲
者
は
、
新
し
い
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
解
釈
を
生
み
出
し
つ
つ
、
最
終
的
に

は
演
奏
者
に
解
釈
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
が
、
こ
の
傾
向
は
三
章
で
も
述
べ
た
よ
う

に
、
教
科
書
掲
載
へ
の
変
化
に
も
見
ら
れ
る
。
合
唱
曲
で
の
流
布
や
時
代
の
流

れ
に
よ
り
、
極
め
て
強
い
「
個
性
尊
重
」
の
解
釈
か
ら
解
放
さ
れ
、
解
釈
の
自

由
化
が
進
ん
で
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

金
子
み
す
ゾ
の
詩
は
長
く
埋
没
し
て
い
た
が
、
矢
崎
節
夫
氏
に
よ
る
全
集
化

に
よ
り
、
新
た
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
一
九
八
四
年
の
再
発
見

か
ら
、
教
科
書
へ
の
収
録
と
合
唱
曲
化
と
い
う
三
つ
の
形
を
と
っ
て
社
会
に
受

容
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
は
一
九
九
五
年
以
降
の
非
常
に
新
し
い

社
会
現
象
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
教
科
書
へ
の
収
録
と
い
う
、
教
育
現
場
を
中
心

に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
が
「
個
性
重
視
」
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
対
す

る
形
で
、
研
究
者
は
「
自
己
肯
定
」
の
解
釈
を
主
張
し
た
。
一
方
、
合
唱
曲
化

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
児
童
や
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
幅
広
い
年
齢
層
に
受

容
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
は
作
曲
者
の
解
釈
は
必
ず
し
も
演
奏
者
側
に
押
し



つ
け
て
は
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
個
々
に
解
釈
を
ゆ
だ
ね
る
形
と
し
て
流
布
さ

れ
て
い
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
現
在
の
教
育
現
場
で
も
見
て
と
れ
、
教
育
現
場
で

は
「
個
性
尊
重
」
の
解
釈
か
ら
解
放
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

以
前
は
児
童
や
女
性
た
ち
な
ど
、
偏
っ
た
層
で
受
容
さ
れ
て
い
た
み
す
£
の

詩
は
、
今
で
は
様
々
な
年
代
の
人
々
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
で
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
今
現
在
も
な
お
、
み
す
£
の
詩
は
私
達
に
受
け
継
が
れ
て
お

り
、
「
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
」
の
言
葉
は
、
読
者
を
勇
気
づ
け
て
い

る
の
で
あ
る
。
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一
九
文
部
科
学
省
ホ

i
ム
ベ

l
ジ
小
学
校
学
習
指
導
要
領

（E
G－－＼唱司君
E
2
2刷
。
包
注
目
。
ロ
ミ
mF。件。ミ
E
唱
，
。
史
可
。
再
三
足
切
可
。
＼
rcr旦
CCMHM

t
出
）
よ
り
。

一一
O

石
若
雅
弥
『
女
声
（
同
声
）
合
唱
と
ピ
ア
ノ
の
た
め
の
『
少
女
の
ま
な
ざ
し
』
』
出
版
（
マ

ザ
l
ア
l
ス
出
版
、
二

O
O五
・
十

A

一
）
よ
り
。
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て
一
新
実
徳
英
『
無
伴
奏
混
声
合
唱
の
た
め
の
愛
唱
曲
集
『
金
子
み
す
f
の
八
つ
の
う
た
』
』

（
音
楽
之
友
社
、
二

O
O九
・
六
）
よ
り
。

横
山
裕
美
子
『
二
部
合
唱
と
ピ
ア
ノ
の
た
め
の
『
み
す
立
と
の
旅
』
』
（
－
音
楽
之
友
社
、

二
O
O四
・
十
一
）
よ
り
。
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芥
川
龍
之
介

『
或
阿
呆
の
’ーーーー...... ‘ 

生

研
iJ荷主

プし

｜
｜
｜
史
実
と
の
比
較
を
中
心
に
｜
｜
｜

は
じ
め
に

『
或
阿
呆
の
一
生
』
は
、
芥
川
龍
之
介
が
自
殺
す
る
一
か
月
前
に
執
筆
し
た

遺
稿
で
あ
り
、
二
十
歳
か
ら
三
一
十
六
歳
ま
で
の
聞
に
主
人
公
で
あ
る
「
彼
」
に

起
っ
た
出
来
事
を
五
十
一
の
断
章
で
綴
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
序
文
で
「
ど

う
か
こ
の
原
稿
の
中
に
僕
の
阿
呆
さ
加
減
を
笑
っ
て
く
れ
給
え
」
と
し
て
い
る

こ
と
や
、
作
中
で
ゲ
l
テ
の
「
わ
が
生
活
よ
り
」
の
例
を
出
し
、
「
彼
は
そ
の
た

め
に
手
短
に
彼
の
「
詩
と
真
実
を
」
を
書
い
て
見
る
こ
と
に
し
た
」
（
四
十
九

剥
製
の
白
鳥
）
と
書
い
た
こ
と
か
ら
も
、
「
彼
」
と
は
芥
川
自
身
で
あ
り
、
こ
の

作
品
は
芥
川
に
と
っ
て
の
自
叙
伝
的
位
置
づ
け
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
芥
川
は
こ
の
作
品
の
題
名
を
数
回
に
わ
た
っ
て
変
更
し
て
お
り
、
そ

の
中
で
当
初
は
副
題
と
し
て
付
け
て
い
た
「
自
伝
的
エ
ス
キ
ス
」
と
い
う
表
記

を
削
除
し
て
い
る
。
自
身
の
「
自
伝
的
エ
ス
キ
ス
」
と
し
て
書
い
た
小
説
か
ら
、

そ
の
副
題
を
抹
消
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

本
論
で
は
ま
ず
芥
川
自
身
の
自
伝
的
な
小
説
に
対
す
る
考
え
方
を
明
ら
か
に

し
、
次
に
『
或
阿
呆
の
一
生
』
の
全
五
十
二
早
で
語
ら
れ
て
い
る
出
来
事
と
芥

兼

定

日

美

明

川
の
実
際
の
年
譜
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
実
生
活
に
お
け
る
史
実
関
係
に
つ
い
て

検
証
す
る
。
検
証
に
は
芥
川
の
残
し
た
書
簡
や
身
近
な
人
物
ら
に
よ
る
伝
記
、

現
時
点
で
発
表
さ
れ
て
い
る
年
譜
な
ど
を
使
用
す
る
。
そ
の
上
で
『
或
阿
呆
の

一
生
』
に
お
い
て
芥
川
の
心
境
を
暗
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
描
写
等
に
つ
い

て
、
他
作
品
か
ら
の
比
較
も
交
え
て
分
析
す
る
。
比
較
対
象
と
し
て
晩
年
頃
に

書
か
れ
た
芥
川
の
他
の
小
説
、
中
で
も
内
容
に
類
似
性
が
見
ら
れ
る
も
の
を
利

用
す
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
考
察
し
、
『
或
阿
呆
の
一
生
』
と
い
う
「
自
伝
的

エ
ス
キ
ス
」
と
し
て
書
か
れ
て
い
た
小
説
の
在
り
方
を
改
め
て
論
ず
る
も
の
で

あ
る
。
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非
川
の
自
伝
的
小
説
の
解
釈

第
一
節

「
私
小
説
」
と
「
自
伝
的
小
説
」

芥
川
が
こ
の
小
説
を
「
自
伝
的
エ
ス
キ
ス
」
と
副
題
を
つ
け
書
き
出
し
て
い

た
時
期
、
日
本
に
お
け
る
「
自
伝
的
小
説
」
と
は
ど
の
よ
う
な
立
ち
位
置
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
或
阿
呆
の
一
生
』
の
執
筆
を
始
め
た
時
期
は
定
か
で
は
な



い
が
、
少
な
く
と
も
日
本
に
お
い
て
「
自
伝
的
小
説
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
合

い
で
扱
わ
れ
て
い
た
「
私
小
説
」
に
関
す
る
議
論
が
、
大
正
後
期
に
入
っ
て
か

ら
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
私
小
説
」
の
始
め
は
大
正
九
年
か
ら
十
年
頃
、
加
藤
武
郎
の
「
所
謂
『
私

小
説
』
」
と
言
う
単
語
や
、
近
松
秋
江
の
「
私
は
小
説
」
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
、

自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
言
葉
の
誕
生
に
は
文
壇

に
発
表
さ
れ
る
作
品
の
多
く
が
、
筆
者
の
経
験
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
実
名
小

説
風
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
実
体
験
を
交
え
た
小
説
な
ら
創

作
す
る
の
も
安
易
で
あ
る
こ
と
が
、
「
私
小
説
」
の
流
行
を
後
押
し
し
た
面
も
あ

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
一
編
の
小
説
と
し
て
は
造
形
に
か

け
る
な
ど
と
言
っ
た
批
判
や
否
定
的
な
意
見
も
多
く
存
在
し
た
。
肯
定
的
に
傾

い
て
き
た
の
は
大
正
十
三
年
か
ら
十
四
年
頃
で
あ
る
。
革
命
文
学
と
し
て
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
が
、
前
衛
的
文
学
革
命
と
し
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
が
そ
れ
ぞ
れ

頭
角
を
現
し
、
ま
た
関
東
大
震
災
後
の
不
安
か
ら
か
通
俗
小
説
が
盛
行
し
た
時

代
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
対
抗
す
べ
く
、
「
私
小
説
」
は
既
成
文
壇
作
家
た
ち
に
よ

っ
て
見
直
さ
れ
始
め
、
次
第
に
認
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

そ
ん
な
中
指
針
的
な
論
文
と
し
て
、
中
村
武
羅
夫
の
『
本
格
小
説
と
心
境
小

説
と
』
（
大
正
十
三
年
）
が
登
場
し
た
。
中
で
は
、
本
格
小
説
と
は
十
九
世
紀
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
を
そ
の
規
範
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
心
境
小
説
は

「
或
人
間
な
り
、
生
活
な
り
社
会
な
り
描
か
う
と
す
る
よ
り
、
そ
ん
な
も
の
は

何
う
で
も
好
い
、
ひ
た
す
ら
作
者
の
心
境
を
語
ら
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
は
本
格
小
説
と
「
私
小
説
」
と
い
う
構
図
の
み
が

完
成
し
て
お
り
、
「
私
小
説
」
と
し
て
の
枠
組
み
は
依
然
と
し
て
大
き
な
も
の
の

ま
ま
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
論
し
た
の
が
久
米
正
雄
の
『
私
小
説
と
心
境
小
説
』
（
大
正
十
四
年
）

で
あ
る
。
こ
こ
で
「
私
小
説
」
を
「
自
伝
的
小
説
」
が
イ
コ
ー
ル
に
置
か
れ
、

「
心
境
小
説
」
を
切
り
離
し
た
と
い
う
こ
と
が
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
久
米
は
こ
の
中
で
「
作
家
が
自
分
を
最
も
直
裁
に
さ
ら
け
出
し
た
」

私
小
説
こ
そ
散
文
芸
術
の
「
真
の
意
味
で
の
根
本
で
あ
り
、
本
道
で
あ
り
、
真

髄
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。

つ
ま
り
「
自
伝
的
小
説
」
及
び
「
私
小
説
」
の
形
態
が
は
っ
き
り
し
て
き
た

の
は
一
九
二
五
年
、
芥
川
の
自
殺
す
る
ほ
ん
の
二
年
前
の
話
な
の
で
あ
る
。
『
或

阿
呆
の
一
生
』
を
芥
川
が
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
私
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
の
地
位
確
立
ま
で
の
流
れ
は
当
然
意
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

芥
川
が
自
殺
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
実
行
す
る
か
な
り
前
か
ら
の
こ

と
で
あ
る
。
葛
巻
義
敏
氏
は
「
面
倒
く
さ
い
か
ら
死
に
た
く
な
っ
た
と
い
ふ
や

う
な
こ
と
は
大
正
十
四
年
暮
れ
に
も
一
五
っ
て
」
い
た
と
証
言
し
て
い
る
。
大
正

十
四
年
は
ま
さ
に
「
私
小
説
」
の
枠
組
み
が
完
成
し
た
年
で
あ
る
。
こ
の
時
に

『
或
阿
呆
の
一
生
』
の
も
と
に
な
る
作
品
に
関
す
る
構
想
が
あ
っ
た
か
ど
う
か

は
分
か
ら
な
い
が
、
こ
う
い
っ
た
「
自
伝
的
小
説
」
を
巡
る
流
れ
が
芥
川
の
眼

前
で
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

唱
E
4

q
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第
二
節

芥
川
の
「
私
小
説
」
見
解

目
前
で
行
わ
れ
て
い
た
「
私
小
説
」
分
類
に
対
す
る
論
争
を
芥
川
は
黙
っ
て

見
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
私
小
説
」
が
定
義
を
も
ち
だ
し
た
大
正
十
四
年
、

芥
川
は
『
「
私
」
小
説
小
見
｜
藤
沢
清
造
君
に
｜
』
と
言
う
評
論
を
十
月
に
雑
誌

『
不
同
調
』
に
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
久
米
正
雄
の
発
表
し
た
『
私
小
説
と

心
境
小
説
』
と
い
う
「
私
小
説
論
」
に
対
す
る
評
論
で
あ
る
。
さ
し
て
長
く
な

い
評
論
で
あ
る
が
、
芥
川
の
持
つ
「
私
小
説
」
に
対
す
る
観
念
が
し
っ
か
り
と



表
れ
て
い
る
。
少
々
長
文
に
な
る
が
、
こ
れ
か
ら
「
自
伝
的
小
説
」
と
し
て
の

『
或
阿
呆
の
一
生
』
を
取
り
扱
う
上
で
は
避
け
ら
れ
な
い
部
分
で
あ
る
の
で
、

以
下
に
引
用
す
る
。

こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
述
べ
た
後
、
僕
は
ま
ず
久
米
正
雄
に
よ
っ
て
主
張

さ
れ
、
近
頃
ま
た
宇
野
浩
二
君
に
よ
っ
て
多
少
の
声
援
を
与
え
ら
れ
た
「
散

文
芸
術
の
本
道
は
『
私
』
小
説
で
あ
る
」
と
い
う
議
論
を
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。
が
、
こ
の
議
論
を
考
え
て
見
る
に
は
「
私
」
小
説
と
は
何

で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
本
家
本
元
の
久
米
君

に
よ
れ
ば
、
「
私
」
小
説
と
は
西
洋
人
の
イ
ツ
ヒ
・
ロ
マ
ン
と
言
う
も
の
で

は
な
い
。
二
人
称
で
も
三
一
人
称
で
も
作
家
自
身
の
実
生
活
を
描
い
た
、
し

か
も
単
な
る
自
叙
伝
に
了
ら
ぬ
小
説
で
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
自
叙
伝
あ
る
い
は
告
白
と
自
叙
伝
的
あ
る
い
は
告
白
的
小
説
と

の
差
別
も
、
や
は
り
本
質
的
に
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
（
略
）

す
る
と
「
私
」
小
説
の
「
私
」
小
説
た
る
所
以
は
自
叙
伝
で
は
な
い
こ

と
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
、
唯
そ
の
「
作
家
の
実
生
活
を
描
い
た
」
こ

と
｜
｜
す
な
わ
ち
逆
に
自
叙
伝
で
あ
る
こ
と
に
存
在
す
る
と
言
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
す
ま
い
。
（
略
）
叙
事
詩
と
行
情
詩
が
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
な

い
と
す
れ
ば
、
「
私
」
小
説
も
本
質
的
に
は
「
本
格
」
小
説
と
少
し
も
異
な

っ
て
い
な
い
筈
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
「
私
」
小
説
の
「
私
」
小
説
た
る

所
以
は
本
質
的
に
は
全
然
存
在
し
な
い
、
も
し
ど
こ
か
に
存
在
す
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
「
私
」
小
説
中
の
あ
る
事
件
は
作
家
の
実
生
活
中
の
あ
る

事
件
と
同
一
視
す
る
こ
と
の
で
き
る
と
言
う
あ
る
実
際
的
事
実
の
中
に
存

在
す
る
と
き
一
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
「
私
」
小
説
は
久
米

君
の
定
義
の
如
何
に
関
ら
ず
、
こ
う
一
言
う
も
の
に
な
る
訣
で
あ
り
ま
す
。

ー

l
h
「
私
」
小
説
は
嘘
で
は
な
い
と
い
う
保
証
の
つ
い
た
小
説
で
あ
る
。

も
う
一
度
念
の
た
め
に
繰
り
返
せ
ば
、
「
私
」
小
説
の
「
私
」
小
説
た
る

所
以
は
「
嘘
で
は
な
い
」
と
三
守
円
ノ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
何
も
僕
一

人
の
膨
張
に
よ
る
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
傍
点
マ
マ
）

読
ん
で
み
る
と
、
芥
川
は
「
私
小
説
」
と
い
う
も
の
に
対
し
て
の
真
実
性
、

も
と
い
実
体
験
性
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
芥
川
に
と
っ
て

の
「
私
小
説
」
が
「
嘘
で
は
な
い
」
も
の
を
保
証
す
る
小
説
で
あ
る
以
上
、
自

身
が
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
も
当
然
そ
の
こ
と
は
前
提
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
節

芥
川
の
「
私
小
説
」
分
類

q
L
 

q
J
 

芥
川
は
十
年
ほ
ど
の
作
家
生
活
の
中
で
多
く
の
作
品
を
残
し
た
。
し
か
し
、

「
私
小
説
」
と
分
類
さ
れ
る
よ
う
な
小
説
を
発
表
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
死

の
お
よ
そ
二
年
前
の
一
九
二
五
年
頃
か
ら
で
あ
る
。
草
稿
の
よ
う
な
も
の
は
以

前
か
ら
存
在
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
発
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
ま
ま
だ
っ
た
。

晩
年
に
な
る
と
『
羅
生
門
』
や
『
鼻
』
の
よ
う
な
古
典
の
逸
話
を
題
材
に
し
た

小
説
は
執
筆
さ
れ
な
く
な
り
、
自
身
の
体
験
が
下
地
に
な
っ
た
『
大
導
寺
半
輔

の
半
生
』
や
『
点
鬼
簿
』
と
い
っ
た
「
私
小
説
」
的
な
も
の
が
増
え
て
い
く
。

そ
の
内
容
は
大
ま
か
に
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。

一
つ
は
芥
川
の
幼
少
期
の
思
い
出
や
経
験
を
下
地
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
の
、

実
際
の
家
族
関
係
と
異
な
る
記
述
が
あ
る
な
ど
、
そ
の
内
容
が
真
実
と
必
ず
し

も
一
致
し
た
も
の
で
は
な
い
作
品
で
あ
る
。
『
大
導
寺
半
輔
の
半
生
』
や
『
保
吉

も
の
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
執
筆
し
て
い
た
当
時
に
こ
れ
が
世
間
に



「
私
小
説
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
記

憶
違
い
や
勘
違
い
と
い
っ
た
言
葉
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
明
確
な
史
実
と
の
矛

盾
が
存
在
す
る
小
説
群
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
芥
川
の
晩
年
、
自
身
の
執
筆
し
て
い
る
時
期
そ
の
も
の
の
こ

と
を
書
い
た
作
品
で
あ
る
。
『
歯
車
』
や
『
唇
気
楼
』
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。

執
筆
時
期
と
経
験
時
期
が
非
常
に
近
い
、
あ
る
い
は
同
時
で
あ
る
が
故
か
、
史

実
的
な
内
容
と
近
く
、
こ
れ
ら
の
小
説
群
か
ら
晩
年
の
芥
川
の
状
態
を
考
察
し

た
論
文
も
多
く
見
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
『
或
阿
呆
の
一
生
』
は
ど
ち
ら
の
タ
イ
プ
に
分
類
さ
れ
る
の
か
。

自
身
の
体
験
に
つ
い
て
出
来
る
だ
け
嘘
な
く
書
い
た
と
い
う
序
文
の
言
葉
か
ら

す
る
と
『
歯
車
』
等
に
近
い
が
、
過
去
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は

『
大
導
寺
半
輔
の
半
生
』
等
に
被
る
。

芥
川
は
こ
の
小
説
に
つ
い
て
『
或
旧
友
へ
送
る
手
記
』
で
「
唯
僕
に
対
す
る

社
会
的
条
件
、
｜
｜
僕
の
上
に
影
を
投
げ
た
封
建
時
代
の
こ
と
だ
け
は
故
意
に

そ
の
中
に
も
書
か
な
か
っ
た
。
な
ぜ
又
故
意
に
書
か
な
か
っ
た
と
言
へ
ば
、
我
々

人
間
は
今
日
で
も
多
少
は
封
建
時
代
の
影
の
中
に
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
書
い

て
い
る
。
封
建
時
代
と
は
幼
少
期
か
ら
の
家
族
と
の
関
係
を
指
し
て
い
る
と
思

わ
れ
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
『
歯
車
』
的
小
説
群
で

あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
『
或
阿
呆
の
一
生
』
は
芥
川
の
書
い
た
「
私
小
説
」
的
な

も
の
の
中
で
も
、
ど
ち
ら
に
も
分
類
で
き
な
い
小
説
で
あ
る
と
い
え
る
。

『
或
阿
呆
の
一
生
』
研
究
｜
史
実
と
の
比
較
｜

こ
こ
で
は
『
或
阿
呆
の
一
生
』
と
芥
川
の
実
生
活
を
比
較
し
、
そ
の
年
代
や

順
序
が
ど
う
で
あ
る
か
を
検
証
し
た
（
資
料
①
）
。
お
お
む
ね
史
実
の
順
序
に
沿

っ
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
個
所
も
発
見
さ
れ
た
。
「
十
九
人
工

の
翼
」
か
ら
「
三
十
四
色
彩
」
に
か
け
て
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
以

降
で
説
明
す
る
。

ま
ず
「
十
九
人
工
の
翼
」
は
章
中
で
「
二
十
九
歳
の
彼
」
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
「
二
十
械
」
を
見
る
と
、
「
彼
等
夫
妻
は
養
父
母
と
一
つ
家
に
住
む
こ

と
に
な
っ
た
」
、
そ
れ
は
「
あ
る
新
聞
社
に
入
社
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
だ
っ

た
」
と
な
っ
て
い
る
。
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
社
員
と
な
り
、
一
九
一
九
年
四
月

に
鎌
倉
を
引
き
上
げ
た
こ
と
に
該
当
す
る
が
、
こ
の
時
の
芥
川
は
二
十
八
歳
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
「
二
十
九
歳
の
彼
」
の
出
来
事
が
、
二
十
八
歳
の
時
の
芥
川
の

出
来
事
よ
り
も
前
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
二
十
二
或
画
家
」
を
見
て
み
る
と
、
「
或
画
家
」
で
あ
る
小
穴
隆
一
と
出

会
う
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
一
羽
の
雄
鶏
の
墨
絵
」
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
一
九
一
九
年
に
俳
句
雑
誌
『
海
紅
』
の
表
紙
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
年
の
十
一
月
二
十
三
日
に
小
穴
は
芥
川
家
を
訪
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ

も
「
十
九
人
工
の
翼
」
よ
り
も
前
の
出
来
事
な
の
だ
。

「
二
十
一
狂
人
の
娘
」
を
見
て
み
る
と
、
章
中
の
「
動
物
的
本
能
ば
か
り

強
い
彼
女
に
あ
る
憎
悪
を
感
じ
て
い
た
」
と
あ
る
。
「
狂
人
の
娘
」
は
多
く
の
先

行
研
究
で
「
秀
し
げ
子
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
二
十
九
歳
の

時
に
秀
夫
人
と
罪
を
犯
し
た
こ
と
」
以
降
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
芥
川

二
十
九
歳
の
一
九
二

O
年
頃
の
出
来
事
で
あ
る
だ
ろ
う
。
「
二
十
四
出
産
」
は

同
年
四
月
十
日
に
長
男
が
誕
生
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

「
二
十
五
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
」
「
二
十
六
古
代
」
は
、
「
薄
汚
い
支
那

人
」
「
麻
雀
戯
」
「
彩
色
の
剥
げ
た
仏
た
ち
ゃ
天
人
や
馬
や
蓮
の
花
」
な
ど
か
ら
、

一
九
一
二
年
三
月
か
ら
海
外
視
察
員
と
し
て
中
国
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
時
期
の
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事
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
狂
人
の
娘
の
手
を
脱
し
た
」
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
中

国
に
行
く
こ
と
で
秀
し
げ
子
と
の
関
係
を
断
ち
切
ろ
う
と
し
て
い
た
様
子
が
見

ら
れ
る
。

「
二
十
七
ス
パ
ル
タ
式
訓
練
」
で
は
「
月
の
光
の
中
に
い
る
よ
う
」
な
女

性
で
あ
る
野
々
口
豊
子
が
登
場
し
て
い
る
。
さ
ら
に
描
写
と
し
て
「
春
の
山
」

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
中
国
か
ら
帰
国
し
て
次
の
年
以
降
の
春
の
出

来
事
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
「
二
十
八
殺
人
」
で
も
「
道
の
両
側
に
熟
し
た
麦

は
香
ば
し
い
匂
を
放
っ
て
い
た
」
と
あ
り
、
同
じ
く
春
の
出
来
事
と
予
測
さ
れ

る
。
一
九
二
二
年
五
月
十
一
日
か
ら
芥
川
は
長
崎
に
滞
在
し
て
お
り
、
同
月
三

十
日
に
ミ
サ
に
列
す
る
た
め
に
大
浦
天
主
堂
に
行
っ
て
い
る
。
章
中
の
「
羅
馬

カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
伽
藍
」
が
こ
れ
を
指
し
て
い
る
可
能
性
は
高
い
。

「
三
十
雨
」
で
は
「
月
の
光
の
中
に
い
る
よ
う
」
な
女
性
と
「
一
し
ょ
に

日
を
暮
ら
す
の
も
七
年
に
な
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
女
性
が
野
々

口
豊
子
で
あ
る
と
す
る
と
「
十
八
月
」
の
内
容
か
ら
考
え
て
一
九
二
一
二
年
か

ら
一
九
二
六
年
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
わ
け
だ
が
、
順
番
に
即
し
て
考
え
る

な
ら
一
九
二
一
二
年
で
あ
る
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
「
十

八
月
」
の
内
容
は
一
九
一
六
年
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

「
十
一
夜
明
け
」
か
ら
「
十
三
先
生
の
死
」
の
頃
の
出
来
事
と
言
う
こ
と

に
な
る
。
そ
う
な
る
と
「
十
八
月
」
も
順
番
を
大
き
く
前
後
さ
せ
る
矛
盾
点

に
な
り
う
る
が
、
確
実
な
資
料
が
な
い
以
上
こ
の
点
に
関
し
て
断
定
す
る
こ
と

は
難
し
い
。

「
三
十
一
大
地
震
」
は
一
九
二
一
二
年
九
月
一
日
の
関
東
大
震
災
を
指
し
て

い
る
。
ま
た
「
彼
の
姉
の
夫
は
偽
証
罪
を
犯
し
た
た
め
に
施
行
猶
予
中
の
体
だ

っ
た
」
は
、
前
年
末
に
義
兄
西
川
豊
が
偽
証
教
唆
に
よ
り
失
権
、
市
ヶ
谷
刑
務

所
に
収
監
さ
れ
た
事
件
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
こ
の
時
期
に
間
違
い
は
な
い
だ

ろ
う
。
「
一
二
十
二
喧
嘩
」
で
は
、
「
縁
先
の
庭
に
は
百
日
紅
が
一
本
（
略
）
雨

を
持
っ
た
空
の
下
に
赤
光
り
に
花
を
盛
り
上
げ
て
い
た
」
と
あ
る
。
百
日
紅
の

開
花
の
季
節
は
七
月
半
ば
か
ら
十
月
半
ぼ
で
あ
り
、
こ
の
年
と
翌
年
ど
ち
ら
の

可
能
性
も
あ
る
が
、
「
異
母
弟
と
取
り
組
み
合
い
の
喧
嘩
」
を
し
た
こ
と
を
考
え

る
と
、
異
母
弟
の
家
が
焼
け
出
さ
れ
た
こ
の
年
で
あ
ろ
う
。

「
三
十
一
二
英
雄
」
に
は
詩
が
書
か
れ
て
い
る
。
芥
川
が
詩
作
に
興
味
を
持

ち
、
多
く
作
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
二
十
一
二
歳
の
頃
、
一
九
二
四
年
前
後
で
あ

る
事
か
ら
、
こ
の
頃
の
前
後
と
見
る
事
が
出
来
る
。

そ
し
て
「
一
二
十
四
色
彩
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
章
中
に
ご
二
十
歳
の
彼
」
と

言
う
表
記
が
あ
る
。
「
一
二
十
一
大
地
震
」
の
時
点
で
芥
川
は
三
十
二
歳
で
あ
る

た
め
既
に
お
か
し
い
が
、
さ
ら
に
三
十
歳
の
彼
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
「
二
十
五

ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
」
の
頃
と
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
章
番
が
十
近
く
ず
れ
る

の
は
大
き
す
ぎ
る
矛
盾
で
あ
ろ
う
。

『
或
阿
呆
の
一
生
』
に
お
け
る
史
実
と
の
目
立
つ
相
違
は
以
上
の
と
お
り
で

あ
り
、
「
十
九
人
工
の
翼
」
と
「
一
二
十
四
色
彩
」
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

そ
の
二
ケ
所
さ
え
な
け
れ
ば
史
実
的
な
面
だ
け
を
見
た
場
合
ほ
ぼ
問
題
な
い
と

も
い
え
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
『
或
阿
呆
の
一
生
』
は
比
較
的
「
自
伝
的
小
説
」

と
し
て
の
体
裁
は
保
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
ま
ま
受
け

入
れ
て
い
い
わ
け
で
は
な
い
。
詳
し
い
考
察
は
後
述
す
る
と
し
て
、
次
の
章
で

は
『
或
阿
呆
の
一
生
』
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
遺
稿
作
品
の
比
較
検
討
を
行
い
、

描
写
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
。
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『
或
阿
呆
の
一
生
』
研
究
｜
作
品
と
の
比
較
l

最
初
に
論
述
し
た
よ
う
に
、
芥
川
は
『
或
阿
呆
の
一
生
』
以
外
に
も
「
私
小



説
」
的
な
要
素
を
含
む
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
章
で
は
、
『
或
阿
呆
の
一

生
』
と
遺
稿
で
あ
る
『
歯
車
』
『
問
中
問
答
』
を
比
較
す
る
。
両
作
品
と
『
或
阿

呆
の
一
生
』
の
執
筆
時
期
が
同
時
期
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
ま
た
ど
の
作
品

に
も
共
通
し
て
『
阿
呆
』
と
い
う
言
葉
が
存
在
し
、
そ
れ
が
全
て
「
僕
」
ま
た

は
「
彼
」
、
つ
ま
り
芥
川
自
身
を
指
し
て
い
る
。
「
阿
呆
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
た

こ
の
二
作
品
か
ら
、
『
或
阿
呆
の
一
生
』
に
お
け
る
創
作
性
を
検
証
す
る
。

第

飾

『
或
阿
呆
の
一
生
』
に
お
け
る
描
写
表
現

ま
ず
作
品
同
士
の
比
較
を
す
る
前
の
事
前
資
料
と
し
て
、
『
或
阿
呆
の
一
生
』

全
五
十
一
章
に
お
け
る
描
写
的
表
現
を
抜
き
出
し
て
表
に
し
た
（
資
料
②
）
。
こ

れ
を
見
る
と
、
一
つ
の
章
の
中
に
多
く
の
色
彩
表
現
を
盛
り
込
ん
で
い
る
事
が

分
か
り
、
中
で
も
植
物
に
関
す
る
も
の
が
目
立
つ
の
が
わ
か
る
。
実
在
し
た
植

物
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
匂
い
の
表
現
と
し
て
使
わ
れ
る
も

の
も
あ
る
。
例
え
ば
「
走
っ
て
い
る
小
蒸
汽
の
窓
か
ら
向
島
の
桜
を
眺
め
て
い

た
」
（
「
四
東
京
」
）
の
は
現
実
風
景
だ
が
、
「
蓄
額
の
葉
の
匂
の
す
る
懐
疑
主

義
を
枕
に
し
な
が
ら
、
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
本
を
読
ん
で
い
た
」
（
「
十

六
枕
」
）
の
は
匂
い
の
表
現
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
植
物
の
登
場
が
他
よ
り
も

多
い
わ
け
だ
が
、
こ
こ
か
ら
芥
川
自
身
が
植
物
に
対
し
て
強
い
こ
だ
わ
り
を
抱

い
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
他
作
品
と
の
比
較
に
お
い

て
も
、
特
に
植
物
に
関
す
る
描
写
に
つ
い
て
は
着
目
し
て
検
証
し
た
。

第
二
節

『
闇
中
問
答
』

『
或
阿
呆
の
一
生
』
の
「
四
十

問
答
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て

い
る
。

何
故
お
前
は
現
代
の
社
会
制
度
を
攻
撃
す
る
か
？

資
本
主
義
の
生
ん
だ
悪
を
見
て
い
る
か
ら
。

悪
を
？
お
れ
は
お
前
は
善
悪
の
差
を
認
め
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
。

で
は
お
前
の
生
活
は
？

｜
｜
彼
は
こ
う
天
使
と
問
答
し
た
。
も
っ
と
も
誰
に
も
恥
ず
る
と
こ
ろ

の
な
い
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
を
か
ぶ
っ
た
天
使
と
。
－

こ
こ
に
お
け
る
問
答
の
内
容
は
『
闇
中
問
答
』
と
類
似
し
て
い
る
。
特
に
最

後
に
登
場
す
る
「
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
を
か
ぶ
っ
た
天
使
」
は
、
『
闇
中
問
答
』
一
章

の
最
後
の
部
分
で
あ
る
「
世
界
の
夜
明
け
に
ヤ
コ
ブ
と
力
を
争
っ
た
天
使
」
を

指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
芥
川
の
こ
こ
で
言
う
「
問
答
」
と
は
、

『
闇
中
問
答
』
の
事
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
他
に
も
両
作
品
の
関
係

を
跨
ぐ
作
品
と
し
て
ス
ト
リ
ン
ト
ベ
リ
イ
の
『
痴
人
の
告
白
』
が
あ
る
。
『
闇
中

問
答
』
で
は
『
痴
人
の
機
悔
』
と
さ
れ
て
い
る
。
『
痴
人
の
告
白
』
は
ス
ト
リ
ン

ト
ベ
リ
イ
が
自
身
の
結
婚
生
活
を
描
い
た
告
白
小
説
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
ま
た

「
私
小
説
」
の
影
が
見
え
て
い
る
。

「
阿
呆
」
と
し
て
の
キ
ー
ワ
ー
ド
や
「
私
小
説
」
を
思
わ
せ
る
作
品
名
、
さ

ら
に
は
「
問
答
」
の
内
容
を
表
わ
し
て
い
る
こ
の
『
闇
中
問
答
』
と
『
或
阿
呆

の
一
生
』
に
お
け
る
影
響
関
係
は
明
ら
か
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

『
闇
中
問
答
』
は
小
説
と
し
て
も
非
常
に
短
い
こ
と
、
「
或
声
」
と
「
僕
」
の
対

話
形
式
で
あ
り
風
景
を
描
写
す
る
場
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
草

木
な
ど
の
登
場
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
僕
」
、
つ
ま
り
芥
川
龍
之
介
の
一
言
葉

と
し
て
草
木
に
つ
い
て
の
価
値
観
が
語
ら
れ
て
い
る
た
め
、
重
要
な
資
料
と
い

戸、U
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僕

僕
は
ま
だ
僕
に
感
激
を
与
え
る
樹
木
や
水
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ

か
ら
和
漢
東
西
の
本
を
三
百
冊
以
上
持
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
「
僕
」
、
つ
ま
り
芥
川
に
と
っ
て
樹
木
や
水
は
感
激
を
与
え
る
も

の
、
芥
川
自
身
に
と
っ
て
肯
定
的
な
要
素
と
し
て
働
い
て
い
る
事
が
分
か
る
。

事
実
と
し
て
同
作
中
で
、
植
物
が
そ
の
よ
う
な
要
素
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い

る
部
分
を
上
げ
る
。

僕

（
一
人
に
な
る
。
）
芥
川
龍
之
介
！
芥
川
龍
之
介
、
お
前
の
根

を
し
っ
か
り
と
お
ろ
せ
。
お
前
は
風
に
吹
か
れ
て
い
る
葦
だ
。
空

模
様
は
い
つ
何
時
変
わ
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
っ
か
り
踏
ん

ば
っ
て
い
ろ
。
そ
れ
は
お
前
自
身
の
た
め
だ
。
（
後
略
）

『
問
中
問
答
』
で
の
最
後
の
「
僕
」
の
台
詞
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
僕
」
と
は

芥
川
龍
之
介
白
身
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
明
言
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
自
分
自

身
に
対
し
て
「
お
前
の
根
を
し
っ
か
り
と
お
ろ
せ
」
と
叱
略
す
る
。
「
風
に
吹
か

れ
て
い
る
葦
」
と
い
う
表
現
は
自
身
の
ま
わ
り
で
現
実
に
起
き
て
い
る
出
来
事

が
荒
立
っ
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
。
世
の
中
の
逆
風
に
負
け
ず
に
自
分
の
信

念
を
貫
き
続
け
ろ
と
い
う
己
へ
の
励
ま
し
を
、
「
根
を
し
っ
か
り
と
」
お
ろ
す
こ

と
と
「
風
に
吹
か
れ
て
い
る
葦
」
と
い
う
植
物
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

第
三
筋

『
歯
車
』

『
歯
車
』
は
一
九
二
七
年
四
月
七
日
に
書
き
あ
げ
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ

の
作
品
の
主
人
公
は
「
僕
」
で
あ
る
が
、
こ
の
「
僕
」
も
ま
た
芥
川
龍
之
介
自

身
の
事
を
指
し
て
い
る
。

『
歯
車
』
に
は
「
僕
」
は
友
人
に
『
点
鬼
簿
』
を
自
叙
伝
か
と
問
わ
れ
肯
定

す
る
場
面
が
あ
る
。
『
点
鬼
簿
』
は
一
九
二
六
年
十
月
に
『
改
造
』
に
発
表
さ
れ

た
芥
川
の
作
品
で
あ
る
。
自
身
の
母
親
が
狂
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
初
め
て
告
白

し
た
作
品
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
僕
の
自
叙
伝
だ
」
と
「
僕
」
に
言
わ
せ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
「
僕
」
が
芥
川
自
身
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
『
闇
中
問
答
』
の
よ
う
に
『
或
阿
呆
の
一
生
』
と
似
た
よ
う
な
箇
所
が

多
い
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
『
或
阿
呆
の
一
生
』
の
「
十
九
人
工
の
翼
」
と
『
歯

車
』
「
五
赤
光
」
に
お
け
る
「
昔
（
古
代
）
の
希
猟
人
」
に
関
す
る
内
容
な
ど

は
一
目
瞭
然
だ
。
『
歯
車
』
で
は
イ
カ
ル
ス
の
事
を
描
写
す
る
の
み
で
あ
る
の
に

関
わ
ら
ず
、
『
或
阿
呆
の
一
生
』
で
は
イ
カ
ル
ス
を
自
身
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る

と
い
う
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
同
一
の
も
の
を
別
作
品
で
の
表
現
に
使
用
し
て

い
る
。
両
作
品
を
読
め
ば
こ
れ
ら
の
共
通
点
に
は
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
『
或
阿
呆
の
一
生
』
と
『
歯
車
』
の
聞
に
何
か

し
ら
の
因
果
関
係
、
影
響
関
係
が
あ
っ
た
の
は
明
ら
か
だ
。

『
歯
車
』
は
全
六
章
に
お
い
て
か
な
り
の
数
の
動
植
物
が
登
場
す
る
（
資
料

③
）
。
中
で
も
『
或
阿
呆
の
一
生
』
と
被
っ
て
い
る
描
写
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て

・νノ
＼ま

ず
「
犬
」
に
関
す
る
描
写
で
あ
る
。
芥
川
は
犬
嫌
い
で
有
名
で
あ
っ
た
が
、

自
分
自
身
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
こ
れ
ら
の
小
説
の
中
で
は
犬
も
一
つ
の
モ
チ

ー
フ
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
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『
歯
車
』
「
六
飛
行
機
」
で
は
「
半
面
だ
け
黒
い
犬
」
が
出
て
来
る
前
か
ら

た
び
た
び
白
黒
で
彩
ら
れ
た
も
の
が
登
場
し
て
お
り
、
「
僕
」
は
そ
れ
を
「
ど
う

し
て
も
偶
然
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
」
ず
、
恐
怖
を
感
じ
な
が
ら
妻
の
実
家
へ

と
急
ぐ
。
し
か
し
そ
こ
で
も
ま
た
黒
犬
に
出
会
い
、
「
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
疑
問

を
解
こ
う
と
あ
せ
」
る
。
こ
こ
で
「
犬
」
は
ま
た
自
身
の
こ
れ
か
ら
の
未
来
を

脅
か
す
前
触
れ
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
れ
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
『
或

阿
呆
の
一
生
』
で
は
「
か
細
い
黒
犬
」
に
吠
え
か
か
ら
れ
る
も
の
の
、
「
そ
の
犬

さ
え
愛
し
て
い
た
」
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
両
作
品
に
お
け
る
「
犬
」
へ
の
扱

い
方
が
大
き
く
違
う
よ
う
に
見
え
る
一
面
で
あ
る
が
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
。

ま
た
、
両
作
品
の
描
写
と
し
て
着
目
さ
れ
る
点
と
し
て
「
蕎
被
」
が
あ
げ
ら

れ
る
。
『
或
阿
呆
の
一
生
』
で
は
「
十
六
枕
」
、
「
四
十
五
ロ
守
田
口
」
、
「
五
十

倖
」
」
の
三
ケ
所
で
登
場
す
る
。
同
じ
「
蓄
積
」
で
あ
る
も
の
の
、
匂
い
、
詩
人

の
心
の
中
の
イ
メ
ー
ジ
、
伝
聞
と
し
て
の
存
在
な
ど
そ
の
使
用
の
仕
方
は
全
く

違
う
。
『
歯
車
』
に
お
い
て
「
三
夜
」
と
「
四
ま
だ
？
」
で
登
場
す
る
「
蓄

額
」
も
実
物
で
は
な
い
。
し
か
し
「
蓄
積
」
が
ど
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る

か
は
前
後
の
文
章
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
三
夜
」
で
「
避
難
」
と
い
う
意

識
を
も
っ
た
先
で
入
っ
た
カ
フ
ェ
の
壁
が
「
蓄
額
」
色
で
あ
っ
た
事
に
「
何
か

平
和
に
近
い
も
の
を
感
じ
」
、
「
固
ま
だ
？
」
で
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
上
に
散
っ

た
紙
屑
が
光
の
加
減
で
「
蓄
蔽
の
花
に
そ
っ
く
り
」
に
見
え
る
事
に
「
何
も
の

か
の
好
意
を
感
じ
」
て
い
る
。
全
体
を
通
し
「
僕
」
に
と
っ
て
の
安
息
の
場
所

と
し
て
の
登
場
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
名
前
が
両
作
品
に
お
い
て
「
蓄
積
」
の

す
ぐ
近
く
に
登
場
し
て
い
る
。
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
は
皮
肉
的
、
懐
疑
的

な
作
風
の
作
家
で
あ
っ
た
が
、
『
或
阿
呆
の
一
生
』
で
は
「
懐
疑
主
義
」
か
ら
蓄

積
の
匂
い
が
し
た
と
い
う
記
述
を
し
、
『
歯
車
』
で
は
「
蓄
積
」
の
花
に
つ
い
て

思
い
出
す
こ
と
で
「
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
対
話
集
」
を
買
う
こ
と
を
決

め
る
。
執
筆
時
期
に
さ
ほ
ど
差
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
二
作
品
に
お
い
て
、

「
蓄
積
」
と
「
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
」
が
近
い
位
置
に
設
置
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
が
『
或
阿
呆
の
一
生
』
と
『
歯
車
』
ら
を
並
べ
た
と
き
に
見
え
て
く
る

描
写
に
対
す
る
表
現
比
較
で
あ
る
。
特
に
植
物
に
つ
い
て
書
き
だ
し
た
と
い
う

理
由
は
あ
る
も
の
の
、
こ
う
し
て
見
る
と
非
常
に
共
通
点
の
多
い
作
品
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
踏
ま
え
て
次
章
で
は
『
或
阿
呆
の
一
生
』

と
い
う
「
自
伝
的
小
説
」
に
関
し
て
の
考
察
を
行
う
。

四

『
或
阿
呆
の
一
生
』
考
察

こ
れ
ま
で
、
第
二
章
と
第
三
章
を
通
し
て
『
或
阿
呆
の
一
生
』
を
史
実
、
晩

年
の
作
品
と
そ
れ
ぞ
れ
比
較
を
し
て
き
た
。
こ
の
章
で
は
そ
れ
ら
の
事
か
ら
分

か
っ
た
事
実
を
も
と
に
、
『
或
阿
呆
の
一
生
』
に
関
す
る
考
察
を
行
う
。

巧

dqa 

第
一
節

『
或
阿
呆
の
一
生
』
の
成
り
立
ち

こ
の
『
或
阿
呆
の
一
生
』
と
は
、
芥
川
に
と
っ
て
ど
う
い
っ
た
作
品
で
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
『
或
阿
呆
の
一
生
』
か
ら
当
初
つ
け
ら
れ
て
い
た
「
自
伝
的
エ
ス

キ
ス
」
と
い
う
副
題
が
取
り
除
か
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
様
々
な
文
献
で
論
述

さ
れ
て
い
る
通
り
だ
が
、
そ
れ
と
同
じ
く
書
き
直
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
章

の
順
番
が
あ
る
（
資
料
④
）
。
前
半
部
分
は
時
々
大
き
く
番
号
が
飛
ぶ
も
の
の
修

正
さ
れ
て
い
な
い
範
囲
も
多
い
が
、
後
半
に
入
る
と
特
に
幾
度
と
な
く
加
筆
修

正
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。



ま
た
そ
も
そ
も
の
問
題
と
し
て
の
章
番
間
違
い
も
あ
る
。
『
或
阿
呆
の
一
生
』

は
五
十
一
の
断
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
元
々
の
草
稿
の
時
点
で
は
「
三
十

雨
」
「
三
十
一
大
地
震
」
の
二
章
が
共
に
三
十
章
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
実

際
に
作
品
が
発
表
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
編
集
者
に
よ
っ
て
章
番
が
修
正
さ
れ
、

コ
二
十
一
大
地
震
」
以
降
の
番
号
も
全
て
一
つ
ず
つ
後
ろ
に
ず
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
現
在
の
形
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
修
正
か
ら
『
或
阿
呆
の
一
生
』
と
い
う
作
品
を
改
め
て
眺
め
る
と
、

少
な
く
と
も
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
か
な
り
の
加
筆
修
正
を
行
っ
て
い
る
の
は

確
か
だ
。
特
に
後
半
の
章
番
の
ず
れ
方
が
主
に
後
ろ
で
あ
る
と
い
う
部
分
か
ら

は
、
前
に
何
ら
か
の
章
を
書
き
足
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
前
半
部
分
に
は
お
か
し
な
部
分
が
多
い
ま
ま
だ
。
第
二
章
で
「
十

九
人
工
の
翼
」
と
「
三
十
四
色
彩
」
が
史
実
的
に
前
後
の
順
番
を
大
き
く

無
視
し
て
い
る
こ
と
は
論
述
し
た
と
お
り
だ
が
、
こ
れ
ら
の
章
番
は
一
度
も
修

正
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
後
半
へ
の
修
正
具
合
は
凄
ま
じ
い
。
芥
川

が
『
或
阿
呆
の
一
生
』
を
書
き
上
げ
た
の
は
六
月
二
十
日
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で

に
身
の
回
り
で
起
き
た
事
柄
で
最
後
に
確
認
で
き
る
の
は
、
友
人
で
あ
る
宇
野

浩
二
の
発
狂
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
六
月
の
頭
に
は
芥
川
は
こ
の
こ
と
を
知
っ

て
い
た
た
め
、
そ
の
時
に
『
或
阿
呆
の
一
生
』
完
成
の
た
め
に
必
要
な
題
材
自

体
は
す
べ
て
出
そ
ろ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
自
筆
原
稿
に
お
け
る
「
四

十
九
浮
」
の
章
番
が
後
ろ
に
ず
れ
て
い
る
。
一
度
『
或
阿
呆
の
一
生
』
を
書

き
上
げ
た
後
に
足
り
な
い
部
分
が
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
し
た
の
は
間
違
い
な

ま
た
、
『
或
阿
呆
の
一
生
』
は
章
の
題
名
が
同
じ
に
な
っ
て
い
る
場
所
が
あ
る
。

「
六
病
」
「
四
十
一
病
」
と
「
四
十
四
死
」
「
四
十
八
死
」
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
「
四
十
四
死
」
の
方
は
元
章
番
四
十
六
か
ら
四
十
三
そ
そ
れ
か

ら
編
集
に
よ
り
章
番
の
繰
り
下
げ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
番
号
の
動

き
し
て
い
る
章
番
は
他
に
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
四
十
四
死
」
は
元
々
別

の
流
れ
の
『
或
阿
呆
の
一
生
』
に
使
わ
れ
て
い
た
原
稿
で
は
な
い
か
と
考
え
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
現
在
の
形
に
な
る
前
に
別
の
形
の
『
或
阿
呆
の
一
生
』

の
原
稿
が
存
在
し
、
「
四
十
四
死
」
は
元
々
そ
ち
ら
の
中
で
の
原
稀
で
あ
っ
た

と
い
う
推
察
だ
。
だ
が
何
ら
か
の
理
由
で
そ
の
流
れ
は
修
正
さ
れ
、
現
在
の
形

の
『
或
阿
呆
の
一
生
』
が
書
き
上
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
前
の
原
稿
等
を

見
た
と
き
に
こ
の
章
を
一
度
加
え
な
お
す
こ
と
を
考
え
、
順
番
を
考
慮
し
て
配

置
し
た
。
元
々
抜
く
つ
も
り
の
原
稿
で
あ
っ
た
か
ら
「
四
十
四
死
」
と
「
四

十
八
死
」
の
題
名
か
ぶ
り
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

だ
が
「
六
病
」
と
「
四
十
一
病
」
に
つ
い
て
は
解
決
せ
ず
、
ま
た
「
三

十
」
と
さ
れ
て
い
た
章
が
二
つ
あ
っ
た
こ
と
に
気
が
付
か
な
か
っ
た
理
由
も
な

い
。
結
局
の
と
こ
ろ
推
察
で
き
る
部
分
も
あ
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
『
或
阿

呆
の
一
生
』
は
修
正
の
足
り
て
い
な
い
不
完
全
形
態
の
ま
ま
と
い
う
こ
と
に
な

る。
芥
川
は
七
月
二
十
四
日
に
自
殺
し
た
。
『
或
阿
呆
の
一
生
』
が
書
き
あ
が
っ
て

か
ら
ほ
ぼ
一
ヶ
月
後
で
あ
る
。
芥
川
が
実
際
に
死
の
直
前
ま
で
書
い
て
い
た
遺

稿
は
『
続
西
方
の
人
』
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
は
少
な
く
と
も
「
自
伝
的
小
説
」

で
も
「
私
小
説
」
で
も
な
い
の
は
確
か
だ
。
死
を
直
前
に
し
た
芥
川
が
最
も
残

し
た
か
っ
た
も
の
が
『
或
阿
呆
の
一
生
』
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
や
は
り
こ
の
時

に
も
っ
と
何
ら
か
の
手
を
加
え
た
で
あ
ろ
う
。
『
或
阿
呆
の
一
生
』
は
そ
う
い
う

意
味
で
も
完
壁
な
「
自
伝
的
小
説
」
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
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第
二
節

作
中
描
写
の
創
作

第
三
章
で
『
或
阿
呆
の
一
生
』
と
『
闇
中
問
答
』
『
歯
車
』
の
描
写
を
比
較
し

た
。
特
に
『
歯
車
』
『
或
阿
呆
の
一
生
』
の
接
点
が
多
か
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た

と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
設
定
か
ら
も
『
或
阿
呆
の
一
生
』
が
「
自
伝

的
小
説
」
と
言
え
な
い
理
由
が
あ
る
。

ま
ず
『
歯
車
』
と
の
描
写
比
較
で
登
場
し
た
「
犬
」
に
関
す
る
描
写
の
例
か

ら
考
え
る
。
『
或
阿
呆
の
一
生
』
で
は
「
犬
」
に
吠
え
か
か
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

「
そ
の
犬
さ
え
愛
」
す
る
こ
と
が
出
来
る
ほ
ど
「
彼
」
に
は
余
裕
が
あ
る
。
「
十

一
夜
明
け
」
は
芥
川
が
作
品
『
鼻
』
を
激
石
に
激
賞
さ
れ
、
文
壇
に
華
々
し

く
登
場
し
た
頃
の
章
で
あ
る
。
『
或
阿
呆
の
一
生
』
で
は
こ
れ
以
降
「
犬
」
は
登

場
し
な
い
。
こ
の
時
に
実
際
に
「
犬
」
が
存
在
し
た
可
能
性
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
。

が
、
『
或
阿
呆
の
一
生
』
が
必
ず
し
も
「
自
伝
的
小
説
」
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
疑
念
を
も
っ
て
眺
め
て
み
る
と
、
芥
川
に
と
っ
て
の
人
生
が
開
け
た

そ
の
瞬
間
に
「
犬
」
が
登
場
し
た
こ
と
に
は
別
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
『
歯
車
』

で
の
取
り
扱
い
を
見
る
と
、
「
犬
」
ら
の
表
現
は
先
の
展
開
を
暗
示
し
て
い
る
よ

う
に
受
け
取
れ
る
。
芥
川
に
と
っ
て
激
石
に
作
品
を
認
め
ら
れ
た
そ
の
瞬
間
こ

そ
が
、
白
身
の
人
生
の
頂
点
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
嫌
い
で
も
受
け
入
れ
る

こ
と
の
で
き
る
存
在
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
今
後
の
人
生
は
悪

化
し
て
行
く
一
方
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
要
素
と
し
て
、
「
犬
」
を
登
場

さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
十
九
人
工
の
翼
」
に
お
い
て
「
人
生
は
二
十
九
歳
の
彼
に
は
も
う
少
し

も
明
る
く
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
「
十
一
夜
明
け
」
の
「
二
十
五
の
年
」

の
「
彼
」
の
四
年
後
の
姿
で
あ
る
。
作
家
活
動
を
始
め
て
か
ら
の
四
年
聞
が
、

「
彼
」
に
と
っ
て
決
し
て
良
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の

は
明
ら
か
だ
。
そ
う
考
え
る
と
人
生
の
頂
点
に
「
彼
の
真
上
に
星
が
一
つ
輝
い

て
い
た
」
夜
明
け
を
お
き
、
「
人
生
の
歓
び
ゃ
悲
し
み
は
彼
の
目
の
下
へ
沈
ん
で

い
っ
た
」
と
さ
ら
な
る
悪
化
を
感
じ
さ
せ
る
部
分
で
「
人
工
の
翼
を
太
陽
の
光

り
に
焼
か
れ
た
」
イ
カ
ル
ス
に
自
分
自
身
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
の
も

対
比
的
で
あ
り
暗
示
的
で
あ
る
。
夜
、
星
の
下
で
犬
を
も
愛
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ

た
「
彼
」
は
や
が
て
、
太
陽
に
向
か
っ
て
飛
び
立
ち
死
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
蓄
積
」
に
関
す
る
描
写
に
つ
い
て
も
示
唆
的
な
要
素
が
あ
る
。
『
歯

車
』
『
或
阿
呆
の
一
生
』
に
お
け
る
「
蓄
積
」
と
「
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
」

の
関
係
性
を
見
る
に
、
『
或
阿
呆
の
一
生
』
に
お
け
る
「
普
蔽
」
も
ま
た
好
意
的

要
素
で
は
な
い
か
と
推
察
出
来
る
。
そ
う
考
え
て
「
四
十
五

U
守
田
口
」
を
見

る
と
、
「
詩
人
ゲ
エ
テ
」
は
彼
に
と
っ
て
作
家
と
し
て
素
晴
ら
し
い
存
在
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
見
え
る
。
そ
ん
な
ゲ
l
テ
の
『
詩
と
真
実
と
』
か
ら
の
影

響
で
「
彼
」
も
自
叙
伝
を
執
筆
し
よ
う
と
し
た
が
、
「
容
易
に
は
出
来
」
ず
、
そ

の
理
由
は
「
自
尊
心
や
懐
疑
主
義
や
利
害
の
打
算
の
未
だ
に
残
っ
て
い
る
た
め
」

で
あ
る
。
「
懐
疑
主
義
」
は
「
蓄
積
」
と
の
関
わ
り
の
深
い
「
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ

ラ
ン
ス
」
の
作
風
で
も
あ
る
。
「
懐
疑
、
王
義
」
か
ら
離
れ
、
最
終
的
に
ゲ
l
テ
へ

と
向
か
っ
て
い
っ
た
「
彼
」
の
心
情
で
あ
る
が
、
い
ざ
そ
れ
に
倣
お
う
と
す
る

と
再
び
「
蕃
被
」
に
よ
っ
て
そ
れ
が
叶
わ
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
「
五
十
伴
」
に
お
い
て
「
蓄
積
」
は
発
狂
し
た
「
友
だ
ち
」
に
よ

っ
て
食
さ
れ
て
い
る
。
「
彼
」
に
と
っ
て
希
望
的
、
好
意
的
要
素
で
あ
っ
た
存
在

が
発
狂
に
よ
っ
て
呑
み
込
ま
れ
た
こ
の
描
写
は
、
発
狂
す
る
事
を
生
涯
恐
れ
て

い
た
芥
川
に
は
大
き
な
意
味
の
あ
る
部
分
だ
ろ
う
。
『
或
阿
呆
の
一
生
』
に
は

「V
F
E円
立
、
「
ゴ
オ
グ
」
と
い
っ
た
実
際
に
発
狂
し
た
人
物
ら
の
実
名
が
登
場

し
、
「
彼
」
は
彼
ら
の
生
み
出
し
た
作
品
に
魅
か
れ
、
彼
ら
の
よ
う
に
な
る
こ
と

を
恐
れ
て
い
た
。
そ
し
て
発
狂
し
た
「
友
だ
ち
」
も
ま
た
狂
死
し
た
「
ゴ
オ
ゴ
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リ
イ
」
の
作
品
を
愛
し
て
い
た
。
「
彼
」
、
が
『
或
阿
呆
の
一
生
』
を
書
き
上
げ
る

動
力
源
の
人
物
に
つ
な
が
る
要
素
で
あ
っ
た
「
蓄
積
」
を
、
最
も
恐
れ
て
い
た

発
狂
に
よ
っ
て
失
わ
せ
て
い
る
。
「
蓄
穣
」
に
よ
っ
て
繋
が
っ
て
い
た
「
彼
」
の

創
作
へ
の
思
い
が
こ
こ
で
終
息
す
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
『
或
阿
呆
の
一
生
』
は
史
実
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
だ

け
で
は
な
く
、
意
図
的
に
書
き
加
え
ら
れ
た
描
写
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
見
え

て
く
る
。
「
犬
」
も
「
蓄
積
」
も
、
史
実
で
は
な
く
創
作
的
工
夫
で
あ
る
。
読
み

込
も
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
『
或
阿
呆
の
一
生
』
は
「
自
伝
的
小
説
」
か
ら
は

遠
ざ
か
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

第
三
節

『
或
阿
呆
の
一
生
』
と
い
う
小
説

『
或
阿
呆
の
一
生
』
は
最
初
『
彼
の
夢
｜
｜
自
伝
的
エ
ス
キ
ス
｜
｜
』
と
い

う
題
名
で
室
聞
き
出
さ
れ
た
。
こ
の
時
点
で
芥
川
が
小
説
の
完
成
形
を
ど
の
よ
う

に
見
て
い
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
何
故
副
題
を
「
私
小
説
」
と
い

う
言
葉
が
主
流
で
あ
っ
た
あ
の
時
代
に
、
「
自
伝
的
小
説
」
に
す
ら
せ
ず
「
自
伝

的
エ
ス
キ
ス
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

エ
ス
キ
ス
に
は
文
学
作
品
の
草
稿
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
元
々
は
美
術
用

語
で
試
作
の
た
め
の
下
絵
や
デ
ッ
サ
ン
を
表
わ
す
。
芥
川
の
文
学
は
芸
術
至
上

主
義
と
呼
ば
れ
る
事
も
あ
り
、
歴
史
小
説
の
体
を
と
り
な
が
ら
も
、
そ
の
登
場

人
物
た
ち
に
人
関
心
理
の
深
層
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
る
の
が
本
来
の
作
風
で
あ

っ
た
。
対
し
て
『
或
阿
呆
の
一
生
』
は
そ
れ
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
、
告
白
傾

向
の
強
い
作
品
で
あ
る
。
「
自
伝
的
エ
ス
キ
ス
」
と
い
う
副
題
は
、
芸
術
至
上
主

義
で
あ
っ
た
過
去
と
、
「
私
小
説
」
的
な
作
風
に
頼
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

晩
年
の
芥
川
自
身
を
重
ね
た
巧
妙
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
私
小

説
」
的
な
も
の
を
執
筆
し
よ
う
と
し
て
い
る
そ
の
時
で
あ
っ
て
も
、
あ
く
ま
で

芸
術
主
義
を
貫
き
通
し
た
い
と
い
う
意
志
表
示
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

技
巧
を
凝
ら
そ
う
と
し
て
い
た
要
素
と
し
て
、
意
図
的
に
加
え
た
と
見
ら
れ

る
創
作
的
描
写
は
存
在
し
て
い
た
。
晩
年
の
遺
作
『
歯
車
』
の
告
白
的
内
容
と

『
或
阿
呆
の
一
生
』
の
内
容
の
類
似
性
、
『
間
中
問
答
』
と
の
似
通
っ
た
要
素
な

ど
、
作
品
同
士
の
横
の
つ
な
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
「
自
伝
的
小
説
」
と
し
て
だ

け
考
え
て
『
或
阿
呆
の
一
生
』
を
読
み
進
め
て
も
特
に
引
っ
掛
か
り
の
な
い
部

分
が
、
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懐
疑
的
な
視
点
で
読

み
進
め
る
と
、
疑
問
点
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
「
十
一
夜
明
け
」
の

時
点
で
既
に
こ
う
い
っ
た
事
項
を
取
り
入
れ
て
い
る
所
を
見
る
に
、
完
全
な
る

「
自
伝
的
小
説
」
を
書
こ
う
と
い
う
意
士
山
は
芥
川
に
は
お
そ
ら
く
存
在
し
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
う
い
っ
た
描
写
の
創
作
性
は
あ
る
に
し
ろ
、
あ
く
ま
で
史
実
に
沿

わ
せ
続
け
る
事
は
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
芥
川
自
身
、
も
、
そ
の
こ
と

に
は
そ
れ
な
り
に
気
を
使
っ
て
執
筆
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
第
二
立
早
か
ら

も
推
察
で
き
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
芥
川
は
史
実
の
矛
盾
を
残
し

た
ま
ま
、
『
或
阿
呆
の
一
生
』
の
執
筆
を
終
わ
ら
せ
た
。

『
或
阿
呆
の
一
生
』
が
史
実
的
に
「
自
伝
的
エ
ス
キ
ス
」
と
し
て
成
立
し
な

く
な
る
の
は
、
明
ら
か
な
章
番
の
ず
れ
が
発
生
し
て
く
る
「
十
九
人
工
の
翼
」

以
降
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
頃
の
『
或
阿
呆
の
一
生
』
の
章
番
修
正
は
少
な
い
。

加
筆
修
正
が
激
し
く
な
る
の
は
後
半
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
真
実
を
隠
蔽
し

よ
う
と
し
た
か
ら
か
、
出
来
る
だ
け
残
そ
う
と
し
た
か
ら
か
、
一
度
は
別
の
内

容
だ
っ
た
『
或
阿
呆
の
一
生
』
の
後
半
部
分
を
か
な
り
修
正
し
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
や
、
最
終
章
ま
で
書
き
上
げ
た
後
に
も
手
直
し
を
し
て
い
る
こ
と

な
ど
、
念
の
入
れ
よ
う
は
そ
れ
ま
で
と
は
全
く
違
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
矛
盾
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を
抱
え
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
前
半
を
訂
正
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

結
果
と
し
て
芥
川
は
『
或
阿
呆
の
一
生
』
を
「
自
伝
的
エ
ス
キ
ス
」
と
し
て
、

』
「
自
叙
伝
」
の
体
裁
を
矛
盾
な
く
保
っ
た
も
の
と
し
て
完
成
さ
せ
る
こ
と
を
放

棄
し
た
の
で
あ
る
。
後
半
部
分
を
ど
れ
ほ
ど
に
修
正
し
て
も
、
芥
川
自
身
の
書

き
た
か
っ
た
『
詩
と
真
実
と
』
や
「
自
伝
的
エ
ス
キ
ス
」
を
完
成
さ
せ
る
こ
と

は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
彼
」
は
「
彼
の
「
詩
と
真
実
を
」
を
書
い
て

み
る
こ
と
に
し
た
」
が
、
全
く
そ
の
通
り
に
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
わ
け

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

『
或
阿
呆
の
一
生
』
は
当
初
『
彼
の
夢
｜
｜
自
伝
的
エ
ス
キ
ス
｜
｜
』
と
し

て
執
筆
さ
れ
、
最
終
的
に
『
或
阿
呆
の
一
生
』
と
改
題
さ
れ
た
後
で
も
、
「
彼
の

「
詩
と
真
実
を
」
を
書
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
」
と
し
、
自
叙
伝
を
書
こ
う
と

し
た
と
い
う
文
章
を
残
し
た
。
し
か
し
描
写
な
ど
を
見
る
と
『
或
阿
呆
の
一
生
』

に
は
明
ら
か
に
創
作
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
『
或
阿
呆
の
一
生
』
が
意
図
的

な
技
巧
を
こ
ら
し
た
「
自
伝
的
小
説
」
と
し
て
の
体
裁
に
な
る
こ
と
は
、
最
初

か
ら
芥
川
自
身
想
定
内
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
後
半
へ
と
進
む
に
つ
れ
て
「
自
伝
的
小
説
」
と
し
て
の
形
態
す
ら
『
或

阿
呆
の
一
生
』
は
保
て
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
幾
度
も
原
稿
を
書
き
な
お
し

た
後
は
あ
る
も
の
の
、
芥
川
は
思
い
描
い
て
い
た
「
自
伝
的
小
説
」
へ
の
完
成

へ
繋
げ
る
こ
と
は
終
ぞ
出
来
な
か
っ
た
。
「
或
阿
呆
の
一
生
』
と
は
「
自
伝
的
小

説
」
へ
の
敗
北
を
喫
し
た
、
『
彼
の
夢
』
と
し
て
完
成
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
か

っ
た
小
説
の
最
後
の
形
な
の
で
あ
る
。

1

・
44

A
 



参
考
文
献
・
資
料
一
覧

一
次
資
料

『
芥
川
龍
之
介
全
集

『
芥
川
龍
之
介
全
集

六
』
（
筑
摩
書
房
、

七
』
（
筑
摩
書
房
、

一
九
八
七
・
一
二
）

一
九
八
九
・
七
）

そ
の
他

菊
池
弘
・
久
保
田
芳
太
郎
・
関
口
安
義
編
『
芥
川
龍
之
介
辞
典
』
（
株
式
会
社
明

治
書
店
、
一
九
八
五
・
十
一
一
）

『
文
芸
読
本
芥
川
龍
之
介
』
（
株
式
会
社
河
出
書
房
新
社
、
一
九
六
二
・
七
）

『
文
芸
読
本
芥
川
龍
之
介
』
（
株
式
会
社
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
五
・
十
一
）

小
津
保
博
『
パ
ト
、
グ
ラ
フ
イ
「
或
阿
呆
の
一
生
」
（
芥
川
龍
之
介
）
』
（
「
琉
球
大

学
教
育
学
部
紀
要
」
第
七
五
集
、
琉
球
大
学
教
育
学
部
、
三

O
O九
・
八
）

海
老
井
英
次
『
「
詩
」
と
「
阿
日
米
」
と
｜
｜
芥
川
龍
之
介
「
或
阿
呆
の
一
生
」
論

一
｜
｜
』
（
「
語
文
研
究
」
第
二
十
七
号
、
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
六

九）海
老
井
英
次
『
敗
北
と
超
克
｜
｜
芥
川
龍
之
介
の
死
の
波
紋
』
（
「
知
つ
得
近

代
文
壇
事
件
史
」
、
株
式
会
社
学
燈
社
、
二

O
O七
・
十
）

宮
坂
覚
『
「
或
阿
呆
の
一
生
」
試
論
｜
｜
改
題
と
「
西
方
の
人
」
執
筆
と
の
関
わ

り
を
中
心
に
｜
｜
』
（
「
信
州
白
樺
」
四
十
七
・
四
十
八
合
併
号
、
総
合
紙
工
印

刷
株
式
会
社
、
一
九
八
二
・
二
）

日
本
国
語
大
辞
典
（
株
式
会
社
小
学
館
、
一
九
七
五
・
五
）

庄
司
達
也
・
篠
崎
美
生
子
『
日
本
文
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
芥
川
龍
之
介
』
（
翰
倫

書
房
、
二

O
O四
・
五
）

芥
川
龍
之
介
』
（
株
式
会
社
筑
摩
書
一
房
、

芥
川
文
・
中
野
妙
子
『
追
想

五
・
二
）

関
口
安
義
『
或
阿
呆
の
一
生
』
（
「
国
文
学

豊
文
社
・
半
七
印
刷
、
一
九
八
三
・
三
）

三
好
行
雄
『
歯
車
・
或
阿
呆
の
一
生
・
西
方
の
人
な
ど
｜
｜
永
遠
に
超
え
ん
と
す

る
も
の
｜
｜
』
（
「
明
治
大
正
文
学
研
究
」
季
刊
第
十
四
号
、
株
式
会
社
東
京
堂
、

一
九
五
四
・
十
）

小
穴
隆
一
『
二
つ
の
絵
｜
｜
！
芥
川
龍
之
介
の
回
想
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
五
六
・

一）『
日
本
近
代
文
学
辞
典

一）

九
七

解
釈
と
鑑
賞
」
第
四
十
八
巻
四
号
、

第
四
巻
』
（
第
日
本
印
刷
株
式
会
社
、

一
九
七
七
・
十

つ臼4
 



資料①『或阿呆の一生』と芥川の実生活の比較年表

※章題が（）の中に入っているものは時系列が確定したわけではないがそこ付近であると考えられるもの

※斜伝来二ぎずががダ／」？＞ftれ 吻ιのは章番の変更がなかった部分（詳しくは後述）

※背景色が薄暗いものは順番通りなのかが非常に怪しい部分

芥川の年飴 ｜ 『戚阿呆の一生』章数｜ 肉容等一教が見られる部分・考寮

二十歳 』 4 ｜章中に己十歳の彼」という表記あり。また章中の「ある本屋」

とは丸善を指す。

二十一歳 I f;;_jj2 1914年の 3月 10日の書簡に 「一週間ほど前に巣鴨の綴病院へ

行った」としづ表記があり、この章に書かれている内容からこ

こでの経験が下地になっていると見られる。 しかし後の内容を

考えるとこの位置にくるのは不自然か。また、章中に「彼の母

も十年前には少しも彼等と変わらなかった」としづ記述がある。

芥川の実母フクが死んだのは 1902年 11月28日であり、当時芥

川は十一歳である。これから 10年後とみると二十一歳の時の出

来事ということになる。

二十三歳

g_」冨 ｜：章中の fある郊外の二階の部屋」とは、 1910年に芥川の家族が

引っ越した家を指している。章中に「彼の伯母はもう彼の二十

歳の時にも六十に近い年よりだった」とあるため、 二十歳以降

のどこかを指していると思われるが、芥川は二十歳の時に第一

高等学校の寮に入っているため、少なくともその寮から再び自

分の家に戻った以降のことと考えられる。よって二十一歳から

次に芥川家が居を移す 1914年（芥川二十三歳）の 10月までの関

の出来事であると推測される。

（六 病） ｜章中に「絶え間ない潮風j 「この遠い海の向こう」とあることか

七 画

ら、どこかに出かけて滞在している間のことと思われる。1913

年（芥Jll二十二歳）8月 6日に静岡県阿部郡不二見村（現清水市）に

出発し、新定院に 22日まで滞在している。海水浴場に出かけて

いたとの記述も。また 1914年（芥川｜二十三歳）7月 20日からおよ

そ一ヶ月間、 千葉県一宮に滞在している。

章中に「秋の日の暮れ」「二十三歳の彼」とあることから、二十

三歳の秋の出来事と思われる。また章中に「ゴオグの画集を見

ているうちに突然画と云う者を了解した」とある。1914年 11

月 30日に「此頃になってほんとうにゴーホの絵が分かりかけた

やうな気がするJと恒藤恭にあてて書簡を出しており、この時
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期と一致する。

八火花 章中にある「同人雑誌jが第3次 『新思潮』を指している。第3

次『新思潮』は 1914年の 2月から 9月にかけて発行されていた。

前後の順序を考えると、最終号の頃のことか。

（九死体） 「二母Jと同じく 1914年 3月 10日の書簡に 「医科の解剖を

見に行ったj とあるが、順序に従うと少々おかしいと思われる

点である。章中にある「王朝時代に背景を求めたある短編1は

『羅生門』と見られる。

二十四歳 （十 先生｝ 芥川が先生（＝夏目激石）の主催する木曜会に初めて出席したの

は 1915年の 12月である。章中に f秋の日の光」 とあることか

ら、この年の秋「先生」に会う前に「先生Jの作品を読んで憧

れを抱いていた事を示しているか。

二十五歳 十一夜明け 章中に「彼の二十五の年」という表記あり。また 「先生に会っ

た三月目Jとあるため、1916年 2月のことと恩われる。この月、

芥川は旧友らと第 4次『新思潮』を創刊し、発表した作品『鼻』

が、激石の激励を受けていた。

（十二軍艦き 1916年 12月、芥川は横須賀の海軍機関学校の属託教官となっ

ている。章中の「明るい軍港の風景Jなど、この時のことを指

していると思われる。

十＝先生の死 夏目激石はこの年の 12月9日に死去している。

二十七歳 十四 結婚 1917年の2月2日、芥川は塚本文子と結婚している。

十五 後ら 同年3月29日に芥川は東京の実家から鎌倉に引っ越しており、

章中の f彼等の家は東京から汽車でもたっぷり一時聞かかるあ

る海岸の町jがそれに該当する。

（十七蝶） 章中の 「藻の匂いの満ちた風」という表記から、まだ鎌倉にい

るころのことと思われる。

（十八月） 章中の 『月の光の中にいるよう」な女性は海軍機関学校教官時

代に知り合った野々口豊子のことであり、そこから推察すると

1916年 12月から1919年 3月までの聞か。 「三十雨」の内容

から考えると 1916年か。 とすると、この章も若干前へともって

いかなければならないことになる。

二十八歳 ~ 章中の 「彼等夫妻は養父母と一つ家に住むことになった」、「あ

る新聞社に入社することになったためだった」が、大阪毎日新

聞社の社員となったため 1919年 3月に海軍機関学校を辞し、4

月に鎌倉を引き上げたことに該当する。

f孟－a書留 章題である f或画家」とは小穴隆一を指しており、章中で彼と
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二十九歳

三十歳

三十一歳

三十二歳

知り合うきっかけになっている「ー羽の雄鶏の墨絵」は 1919年、

俳句雑誌『海紅』の表紙になったものである。この年の 11月23

日に小穴は芥川家に来訪した。

章中に「二十九歳の彼」という表記あり。

章題である「狂人の娘」とは秀しげ子を指しており、章中の「動

物的本能ばかり強b、彼女にある憎悪を感じていた」とある。こ

の「動物的本能Jが「二十九歳の時に秀夫人と罪を犯したことJ

以降のことであると考えるとこの前後のどこかヵ、

1920年の 4月 10日、長男が誕生している。

「薄汚し、支那人」、「麻雀戯Jなど、中国での行動であることが

推察される。1921年 3月から海外視察員として中国に派遣され

ていた聞のことか。

章中の「彩色の剥げた仏たちゃ天人や馬や蓮の花Jを見ている

場面は、前章と同じく中国に派遣されていたことを指している

と思われる。また「狂人の娘の手を脱したJという記述は中国

に行くことで秀しげ子との関係を断ち切ろうとしていたことを

表していると指摘されている。

章中に「三十歳の彼Jという表記あり。作中の「七八年前の彼

の情熱Jは22歳から 23歳頃のこととなる。

章中の「月の光の中にいるよう」な女性（＝野々口豊子、中国に

ついて行ったとしづ確認はされていなし、）や「春の山」、から考え

ると、少なくとも中国から帰国した次の年以降の出来事か。

章中の「道の両側に熟した麦は香ばしい匂を放っていた」とあ

るため、春の出来事と予測される。1922年 5月 11日から芥川

は長崎に滞在しており、同月 20日にミサに列するために大浦天

主堂に行っている。章中の「羅馬カトリック教の伽藍」とはこ

れを指すか。

章中の「月の光の中にいるよう」な女性（＝野々口盛子）と「ーし

ょに日を暮らすのも七年になっている」ことから、彼女との出

会いが 1916年であったと推定すると 1923年であるこの年に該

当する。

作中に出てくる大地震は 1923年9月1日の関東大震災を指して

いる。また章中の「彼の姉の夫は偽証罪を犯したために施行猶

予中の体だった」は、前年の末に義兄西川豊が偽証教唆による

失権、市ヶ谷刑務所に収監された事件のことである。

章中に「縁先の庭には百日紅が一本、一一彼は未だに覚えている。

に
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三十三歳

三十四歳 ｜（三十六倦怠）

（三十七越し人）

三十五歳 ｜（三十八復讐）

（四十一 病）

一一雨を持った空の下に赤光りに花を盛り上げていた」とある。

百日紅の開花の季節は 7月半ばから 10月半ぼであり、この年と

笠年両方の可能性があるが、「彼の異母弟と取り組み合いの喧

嘩j をしたことを考えると、異母弟の家が焼け出されたこの年

である可能性が高いか。

この頃から芥川は詩に興味を寄せるようになっており、 作中に

詩が登場していることから見るとこの前後の年か。

1925年8月 20日から、芥川は軽井沢に滞在している。この時、

当時大学生であった堀辰雄と毎日のように交流している。章中

の「ある大学生」と「創作欲」について語っていることや、実

生活における芥川と堀の師弟関係を見ると、この「大学生」が

堀辰雄である可能性は高いのではないかと思われる。

章中の「彼と才力の上にも格闘できる女」とは片山広子のこと

であると多くの論文で記述されており、ここでいう様な印象を

受けたのは 1924年 7月 22日の軽井沢「つるやJ旅館での滞在

であると指摘されている。また、章中の「越し人」は 1925年2

月 14日に与謝野品子の礼状に同封して送り、『明星』に掲載す

ることを依頼している（3月 1日発行の『明星』に掲載された）。

既に「越し人J執筆済みであることを考えるとこの年の可能性

が高い。また「越し人」執筆以降も、片山広子（それに堀辰雄や

堀の想し、人総子）との交流は続いている。

章中の「7年前に絶縁した狂人の娘」から見ると、前の秀しげ子

との出会し、から考えてこの年の前後か。

この頃から健康が悪化し、様々な病気の療養に 1926年 1月 15

日から 2月 19日まで湯川原中西旅館に滞在している。様々な病

名が章中で語られていることからも、この前後の出来事か。

四十二 神々の笑い声 ｜章中に「三十五歳の彼j とし、う表記あり。また「春の日の当っ

た松林の中」とあることから、 4月以降か。とすると、 4月 23

盟主ι」盈

日から 5月下旬まで静養のために鵠沼海岸東屋にいた時の出来

事かと思われる。また章中の「神々は不幸にも我々のように自

殺出来なしリは『保儒の言葉』に似たような記述がある。『保儒

の言葉』は 1922年から 1927年までの聞に書かれている（遺稿含

む）。

章中に「荒れ模様の海」「彼の妻と二度目の結婚」などとあるこ

とから、 7月初旬に静養のために再び鵠沼の東屋旅館に移ってい

た時の事か。
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三十六歳 四十六嘘 1927年 1月6日、義兄西川豊が自殺。章中に出てくる「彼の姉

の夫の自殺j がそれに該当する。

（四十七火あそび） 章中の「かがやかしい顔」をした彼女は平松麻素子であり、芥

川は彼女と 4月 7日に自殺をする約束をするが未遂に終わる。

『ーしょに死ぬことを約束」しているので、それより前の出来

事。

（四十八死） 章中の「彼は彼女とは死ななかったJから、自殺未遂以後のこ

とであることが分かる。

（五十伴） この章内で発狂している「彼の友人」は宇野浩二を指している。

宇野浩二の発狂は 5月 30日である。また、「この友達の入院し

た後」とあるが、芥川は 6月 2日に斉藤茂吉に宇野浩二の診断

をしてもらい、彼の紹介で王子脳病院に入院させた。

弓

t4ム



資料②『或阿呆の一生』描写表

章 植物 色を表わす、或いはそれに準ずるもの

一 日の暮、薄暗がり、本はおのずからもの憂い影の中に沈

み始めた、傘のない電燈、火をともした

一 薄い苔（まだらにぼんや 鼠色の着物、血色の好い医者、ある脳髄の上に微かに白一

りと白い） いもの、卵の白身、黒光りのする、大きいダイナモ

一

四 桜

五 ゴムの樹、肉の熱い葉 赤い鉢

六 榔子、榔子の花

七 木の枝のうねり ゴオグの画集、情熱、土、土手

)¥. 紫色の火花

九 腐敗した杏（の匂い） 皮の下に広がっているのは美しい黄色の脂肪だった

十 樫の樹

十一 鈴掛 夜、蓄積色、か細い黒犬、星

十二 阿蘭陀ゼリ 薄暗かった、明るい軍港の風景

十三 空はまだ薄暗かった

十四 黄水仙の鉢

十五 芭蕉の葉

十六 蓄積の葉の匂い

十七 藻の匂い 蝶の麹（きらめいていた）

十八 昼にも月の光の中にいるようだった

十九 情熱、冷やかな理知、太陽

二十 黄色い紙

二十一 曇天、海

二十二 唐黍、丈の高い唐きび、荒々しい 一羽の雄鶏の墨絵、秋の日の暮れ、盛り土

葉

二十三 銀色に澄んだ空、窓窓の電燈、薄明るい広場、月の光の

中

二十四 白い手術着、鼠の子

二十五 柘棺の花 月明かりの中

二十六 蓮の花 彩色のはげた仏たちゃ天人や馬や蓮の花

二十七 こういう昼にも月の光の中にいるやう、春の山

二十八 麦 日の光、

二十九
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三十 浜木綿の花 月の光の中にいるよう

三十一 熟しきった杏の匂い

三十二 さるすべり 雨を持った空の下、赤光りに花を盛り上げていた

三十三 氷河

三十四 苔 情熱、色彩

三十五 明暗

三十六 芭原、赤い穂 噴火山

三十七 木の幹 かがやかしい雪

三十八 木の芽 絵

三十九 焼林檎 冷え冷え

四十

四十一 雪曇りに曇った午後

四十二 松林 春の日の当った

四十三 荒れ模様の海、沖の稲妻

四十四 真っ暗、暗の中

四十五 アラビアの蓄積

四十六 梢から枯れて来る立木 日の暮れのように薄暗かった

四十七 かがやかしい、朝日の光の薄氷

四十八 椎の若葉

四十九 剥製の白鳥、黄ばんだ羽根、日の暮

五十 蓄額の花

玉＋ー 薄色、
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資料③『歯車』描写表

章 植物など 色を表わす、或いはそれに準ずるもの

松、奏、林檎、松林 オイノレ・クロオス（白地に細い青の線を荒い格子に引いたもの）、トノレ

コ石の指輪、毛皮のショオノレ（鼠色）、歯車（半透明）、緑色の笠をかけ

た、背の高いスタンドの電燈、青いマロック皮の安楽椅子

奮を持った沈丁花、公園の樹木 凝灰岩を四角にくんだ窓は雪のある庭に向かっていた（奮を持った

（皆枝や葉を黒ませていたニ僕 沈丁花の下に都会の煤煙によごれていた）、白いタップ、白い帽を被

には不快よりも恐怖に近い者 ったコックたち、青空の映った雪解けの道、金ボタンの制服、褐色

を運んできた）、ダンテの地獄 の紙を張ったバラッ夕、肖像画、漆塗りの札、リンゴやバナナを盛

の中にある樹木になった魂 ったの、黄色い車（タクシイ、「この黄色いタクシイはなぜか僕に交

通事故の面倒をかけるのを常としていたJ）、演技の好い緑色の車、

恐ろしい人生を隠した雑食のエナメル、芭蕉、緑色の服を着た自動

車掛り、黄色い表紙をした「希蝋神話j

一 蓄積（色）、マホガニイ（まが 黄色い表紙をしていた「伝説」、「「宗教」と云う札を掲げた書棚の前

し、）、松林（の中にある僕の家）、 に足を休め、緑色の表紙をした一冊の本へ目を通した」、カップェの

（プウノレを後ろに向うの）松林 蓄積色の壁＝何か平和に近い者を感じ、ナポレオンの肖像画、びろ

（へ歩し、て行った）、 うどの服、黄いろい膏薬、半透明の歯車、緑色のドレッス（僕は何か

救われたのを感じ）

四（アスフアルトの上に紙屑が転 ベエトオヴェンの肖像画（滑稽に感じる）、片目だけ真っ赤に血を流し

がっているのが）蕃被の花（に ていた｛結膜炎）、凝灰岩、池

そっくり、枯芝、松林（の中に

焼いた何冊かのノオト・ブック

や未完成の戯曲を思い出した）

五 林檎（し、つしか黄ばんだ皮の上 不気味にも赤い光（僕を照らす）、白し、小型の看板（僕を不安にした）、

へ一角獣の姿を現していた）、 黄色い書簡筆、赤いワン・ピイス（を着た女）、凝灰岩（の窓）、黄ばん

（黄ばんだ）松林、枯芝 だ松林、海、池

六 低い松、松林（家）、松（梢に何羽 白張りの提灯（葬列になし、）、金銀の造花の蓮、海、セピア色のインク

もの雀）当僕が近付くと「皆言 （どのインクよりも僕を不快にする）、半面だけ黒い犬、ブラック・ア

い合わせたように一度に空中 ンド・ホワイト（ウイスキイ）、タイ（白と黒、ストリントベルグのも

に逃げ上って行った」、松林（妻 の）虹の色を帯びたガラスの鉢（底の周りに翼らしい模様）白いレグホ

の家）、松の梢（飛行機を発見）、 ン種の鶏、飛行機（翼を黄色に塗った、単葉の飛行機）二今鶏や犬は驚い

松林（妻の家から帰る）、芝の枯 て逃げ、犬は吠えながら尾を巻いて縁の下に入ってしまった、海（灰

れた砂土手、高い松（別荘の多 色に曇っていた）、鶏（2～3羽ブランコ台の上）、こげ茶色の鳥打帽（自

い小道）、松林 転車に乗った男＝姉の夫に似ている？）、半透明の歯車、銀色の羽を鱗

の様にたたんだ翼網膜の裏に映る）
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※縦軸は最終的な章番、横軸は章番の動き（編集による繰り下げ前）

①②等は章の動いた順番

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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資料④章番の変更表

※・の部分は塗りつぶしの筆跡が強く読み取れなかったもの

現在の章番 原稿用紙での意番

四東京 三→四

六病 一ノ一且＼一品一一ーJL－ー＋一／一且＼ー・

八火花 五→四→六→八

九死体 四→六→九→・→九

十六枕 十二→十六

十七蝶 十五→十六→十七

十八月 十七→十八

二十四出産 二十三→二十四

二十五ストリンドベリイ 二十四→二十五

二十六古代 二十五→二十六

三十三英雄 三十二→三十二

三十六倦怠 三十四→三十五

三十七越し人 三十五→三十六

三十八復讐 三十三→三十六→三十七

三十九鏡 三十四→三十五→三十七→三十八

四十 問答 三十五→三十六→三十九

四十一 病 三十八→三十九→四十

四十二神々の笑い芦 三十九→四十→四十一

四十四死 四十六→四十三

四十五 Divan 四十三→四十四

四十六嘘 四十三→四十四→四十五

四十七火あそび 四十五→四十六

四十八死 四十五→四十四→四十五→四十七

四十九剥製の白鳥 四十五→四十六→四十八

五十 f手 四十七→四十九

五十一敗北 四十八→五十

市
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グ
リ
ム
童
話
か
ら
見
る

序
章

『
グ
リ
ム
童
話
集
』
（
原
題
『
子
ど
も
と
家
庭
の
童
話
集
』
）
は
、
グ
リ
ム
兄

弟
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
等
の
手
に
よ
っ
て
民
衆
の
聞
で

語
ら
れ
て
い
た
メ
ル
ヒ
エ
ン
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
一
八
一
二
年
に
初
版
が

刊
行
さ
れ
何
度
も
改
編
を
重
ね
て
、
一
八
五
七
年
に
第
七
版
が
刊
行
さ
れ
た
。

現
在
、
一
般
的
に
読
ま
れ
て
い
る
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
は
、
こ
の
第
七
版
（
完

結
版
）
で
あ
る
。
初
版
と
完
結
版
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
版
を
改
め
る
ご
と
に

あ
ま
り
に
も
残
酷
な
メ
ル
ヒ
ェ
ン
が
削
除
さ
れ
て
い
た
り
、
性
的
描
写
が
あ
る

メ
ル
ヒ
エ
ン
が
改
筆
さ
れ
て
い
た
り
す
る
な
ど
、
「
子
ど
も
と
家
庭
」
の
た
め
に

手
を
加
え
て
い
る
部
分
が
多
く
見
ら
れ
る
。

グ
リ
ム
兄
弟
に
よ
っ
て
、
改
筆
さ
れ
た
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
中
に
は
「
六
羽
の
白

鳥
」
や
「
へ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ

1
テ
ル
」
な
ど
魔
女
が
登
場
す
る
メ
ル
ヒ
エ
ン
も

見
受
け
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
童
話
に
お
い
て
魔
女
は
完
全
な
悪
者
と
し
て
主
人

公
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
。
初
め
か
ら
そ
う
い
っ
た
魔
女
像
が
出
来
あ
が
っ
て

い
た
か
と
思
い
き
や
、
初
版
と
完
結
版
を
見
比
べ
る
と
主
人
公
に
対
し
て
行
う

こ
と
は
変
わ
ら
な
い
が
、
魔
女
の
立
ち
居
振
舞
い
や
容
姿
に
少
し
変
化
が
見
ら

「
魔
女
」

論

麻

実

堀

れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
論
は
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
に
登
場
す
る

「
魔
女
」
像
の
変
遷
か
ら
、
何
故
グ
リ
ム
兄
弟
が
そ
の
よ
う
な
書
き
換
え
を
行

っ
た
の
か
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
l
観
を
見
な
が
ら
、
グ
リ
ム
兄

弟
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
観
を
元
に
考
察
す
る
。

ま
た
、
「
魔
女
」
像
を
明
確
に
し
て
い
く
上
で
、
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
に
登
場

す
る
「
魔
女
」
像
は
何
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
も
の
な
の
か
気
に
な
っ
た
。

『
グ
リ
ム
童
話
集
』
を
読
ん
で
み
る
と
、
神
話
的
側
面
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

グ
リ
ム
兄
弟
が
中
世
文
学
だ
け
で
な
く
、
神
話
に
も
詳
し
か
っ
た
こ
と
か
ら
童

話
集
に
登
場
す
る
魔
女
は
神
話
に
登
場
す
る
女
神
と
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
、
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
に
登
場
す
る
魔
女
と
神
話
上
の
女
神
を
比
較
し

て
、
「
魔
女
」
像
に
関
す
る
考
察
を
深
め
て
行
き
た
い
。

以
下
の
第
一
章
で
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
が
な
ぜ
メ
ル
ヒ
ェ
ン
収
集
を
始
め
た
の

か
、
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
が
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
の
か
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

次
に
、
第
二
章
で
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
に
お
け
る
「
魔
女
」
像
の
考
察
、
第
三

章
で
実
際
に
起
こ
っ
て
い
た
魔
女
狩
り
、
古
く
か
ら
あ
る
神
話
、
そ
し
て
グ
リ

ム
兄
弟
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
観
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
「
魔
女
」
像
の
書
き
換
え
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
く
。
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第
一
章

グ
ヲ
ム
兄
弟
と
メ
ル
ヒ
エ
ン

第
一
節

グ
リ
ム
兄
弟
と
メ
ル
ヒ
エ
ン
の
出
会
い

メ
ル
ヒ
エ
ン
は
、
人
類
の
歴
史
と
同
じ
く
ら
い
古
い
も
の
で
あ
り
、
い
つ
ど

こ
で
最
初
に
成
立
し
た
か
は
定
か
で
陪
な
い
。
メ
ル
ヒ
エ
ン
に
関
す
る
研
究
は

多
く
な
さ
れ
て
い
る
が
、
多
数
の
話
は
ど
れ
も
立
証
も
反
甥
も
さ
れ
て
い
な
い
。

元
々
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
、
収
穫
期
の
農
場
や
糸
紡
ぎ
部
屋
な
ど
で
の
作
業
の
折
り

に
、
大
人
達
の
娯
楽
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
子
供

に
は
難
し
く
ふ
さ
わ
し
く
な
い
話
が
多
か
っ
た
。
グ
リ
ム
兄
弟
が
生
ま
れ
る
前

の
一
八
世
紀
半
ば
の
ド
イ
ツ
は
、
啓
蒙
主
義
の
時
代
で
あ
り
、
自
然
の
法
則
に

叶
っ
た
健
全
な
理
性
と
知
的
な
判
断
力
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
大
人
達
は
子

供
の
理
性
的
教
育
に
勤
し
み
、
子
供
を
未
成
熟
な
状
態
か
ら
大
人
の
成
熟
し
た

状
態
に
導
く
こ
と
を
目
標
と
し
て
お
り
、
子
供
向
き
に
作
ら
れ
た
本
は
決
し
て

子
供
を
「
楽
し
ま
せ
る
」
も
の
で
は
な
く
、
「
教
え
る
」
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

っ
た
。
当
時
の
ド
イ
ツ
で
流
行
っ
て
い
た
文
学
形
式
は
生
活
に
馴
染
み
深
い
出

来
事
を
見
せ
諭
す
寓
話
で
あ
り
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
は
相
反
す
る
形
式
で
あ
っ
た

た
め
、
根
拠
の
な
い
作
り
話
で
あ
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
単
な
る
迷
信
で
あ
り
、
悪

趣
味
な
物
語
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
一
八
世
紀
末
に
な
る
と
そ
の
雰
囲
気
も
変
わ
り
始
め
、
一
九
世
紀

に
は
ド
イ
ツ
は
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
へ
と
突
入
す
る
。
啓
蒙
主
義
運
動
の
合
理

主
義
に
対
す
る
激
し
い
反
発
の
中
で
、
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
は
啓
蒙
主
義
に
け

な
さ
れ
て
い
た
メ
ル
ヒ
ェ
ン
や
民
謡
な
ど
の
重
要
性
を
訴
え
始
め
る
。
そ
う
し

て
メ
ル
ヒ
エ
ン
は
、
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
に
な
る
と
逆
に
文
学
の
最
高
の
形
式

と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
中
で
何
故
、
グ
リ
ム
兄
弟
は
創

作
メ
ル
ヒ
ェ
ン
で
は
な
く
伝
承
メ
ル
ヒ
エ
ン
の
収
集
に
目
を
向
け
た
の
か
。
そ

れ
は
、
マ

l
ル
ブ
ル
ク
大
学
時
代
に
出
会
っ
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
カ
l
ル
・
フ

ォ
ン
・
サ
、
ヴ
イ
ニ
！
と
そ
の
仲
間
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
。

サ
ヴ
イ
ニ

l
は
大
学
で
、
キ
リ
ス
ト
教
が
浸
透
す
る
前
の
ゲ
ル
マ
ン
諸
民
族

の
慣
習
法
を
講
じ
て
い
た
。
ま
た
、
彼
は
法
律
学
だ
け
で
な
く
、
ド
イ
ツ
文
学

に
も
造
詣
が
深
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
兄
弟
は
サ
ヴ
イ
ニ
ー
か
ら
学
問
的
方
法
と

と
も
に
事
物
を
歴
史
的
見
地
か
ら
見
る
こ
と
を
学
ん
だ
。
し
か
し
、
兄
弟
に
と

っ
て
何
よ
り
も
有
り
難
か
っ
た
の
は
、
サ
グ
イ
ニ
ー
が
自
身
の
蔵
書
豊
か
な
書

庫
に
兄
弟
が
入
る
こ
と
を
許
し
た
上
に
、
自
分
の
周
辺
の
人
物
を
紹
介
し
て
く

れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
兄
弟
は
そ
の
書
庫
の
中
で
様
々
な
本
に
触
れ
た
が
、
其

の
中
で
も
『
シ
ユ
ヴ
ア

1
ベ
ン
時
代
の
恋
愛
歌
』
に
深
い
感
銘
を
受
け
、
中
世

文
学
の
素
晴
ら
し
き
に
心
を
惹
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
、
兄
弟
は
民

衆
文
芸
と
歴
史
的
・
学
問
的
考
察
へ
の
強
い
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

中
世
文
学
に
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
た
兄
弟
は
、
あ
ら
ゆ
る
古
物
商
人
や
古
書

売
買
業
者
の
下
に
出
向
き
、
自
分
達
の
わ
ず
か
な
お
金
を
全
て
書
物
と
銅
版
画

に
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
頃
か
ら
、
兄
弟
は
古
い
文
学
の
収
集
を
始
め
て

お
り
、
こ
の
経
験
が
メ
ル
ヒ
エ
ン
の
収
集
に
活
か
さ
れ
た
の
は
間
違
い
な
い
。

そ
ん
な
兄
弟
が
自
分
達
と
同
じ
よ
う
に
中
世
文
学
に
関
心
の
あ
る
ロ
マ
ン
主
義

の
作
家
ク
レ

l
メ
ン
ス
・
ブ
レ
ン
タ
l
ノ
と
親
し
く
な
っ
た
こ
と
は
、
の
ち
に

メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
収
集
を
始
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

中
世
文
学
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
た
ブ
レ
ン
タ
l
ノ
と
関
心
を
同
じ
く
す

る
ア
ヒ
ム
・
フ
ォ
ン
・
ア
ル
ニ
ム
は
古
い
ド
イ
ツ
民
謡
の
採
集
を
行
っ
て
い
た
。

ブ
レ
ン
タ
l
ノ
と
ア
ル
ニ
ム
は
兄
弟
に
も
民
謡
収
集
の
協
力
を
頼
み
、
一
八
O

五
年
の
秋
、
二
人
の
民
謡
集
『
少
年
の
魔
法
の
笛
』
の
第
一
巻
を
出
版
し
た
。

そ
し
て
、
ア
ル
ニ
ム
と
ブ
レ
ン
タ
l
ノ
は
民
謡
集
を
刊
行
し
て
か
ら
も
収
集
の

A斗
ム

に
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そ
の
際
「
口
伝
え
の
伝
説
と
メ
ル
ヘ
ン
」
に
つ
い
て
も
言

継
続
を
呼
び
か
け
、

及
し
て
い
る
。

ア
ル
ニ
ム
の
呼
び
か
け
に
反
応
し
、
一
八

O
六
年

一
月
二
七
日
に
画
家
の
フ

イ
り
ッ
プ

・
オ
ツ
ト
l
・
ル
ン
ゲ
－
が
低
地
ド
イ
ツ
語
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
二
篇
を

彼
に
送
っ
て
き
た
。
ア
ル
ニ
ム
は
そ
れ
を
彼
と
ブ
レ
ン
タ
1
ノ
の
ハ
イ
デ
ン
ベ

ル
ク

・
ロ
マ
ン
派
機
関
紙
『
総
者
新
聞
』
に
メ
ル
ヒ
エ
ン
収
集
の
模
範
と
し
て

掲
載
し
た
。
そ
れ
を
見
た
兄
弟
は
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
収
集
に
対
し
て
興
味
を
持

ち
始
め
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

『
グ
リ
ム
童
話
集
』
の
誕
生

グ
リ
ム
兄
弟
は
、

一
八
O
六
年
か
ら
メ
ル
ヒ
エ
ン
の
収
集
を
始
め
た
。
こ
の

時
期
か
ら
始
め
た
の
は
、
ア
ル
ニ
ム
と
ブ
レ
ン
タ
l
ノ
の
呼
び
か
け
が
あ
っ
た

か
ら
で
も
あ
る
が
同
時
に
、
ド
イ
ツ
の
国
の
在
り
方
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
収
集
を
始
め
た

一
八
O
六
年
、
千
年
も
続

い
た
神
聖
ロ
！
？
帝
国
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
崩
壊
し
、
ド
イ
ツ
は
全
て
フ

ラ
ン
ス
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
の
ド
イ
ツ
は
「
神
聖
ロ

ー
マ
帝
国
」
（
図

一
）
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
何
百
と
い
う
小
さ
な
独
立
国
家
の
寄

せ
集
め
の
よ
う
な
も
の
で
、
国
民
的
精
神
が
希
薄
な
民
族
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ

う
に
国
民
が
ば
ら
ば
ら
な
ド
イ
ツ
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
兄
弟
は
民
衆
の
問
で
語

り
継
が
れ
て
き
た
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
行
く
末
を
案
じ
、
後
世
に
残
そ
う
と
決
意
し

た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
当
時
の
ド
イ
ツ
で
は
、
産
業
革
命
と
と
も
に
農
業
や
糸
紡
ぎ
な
ど
の

作
業
が
機
械
化
さ
れ
、
工
業
都
市
が
生
ま
れ
、
農
業
人
口
が
都
市
へ
と
流
入
し

て
農
業
社
会
が
工
業
都
市
社
会
に
転
換
し
て
い
く
時
期
で
も
あ
っ
た
。
糸
紡
ぎ

部
屋
や
農
場
と
い
っ
た
場
が
失
わ
れ
、
大
人
達
が
作
業
の
合
聞
に
楽
し
む
た
め

の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
一
九
世
紀
に
な
っ
て
確
実
に
衰
え
て
い
っ
た
。

そ
ん
な
状
況
の
中
で
兄
弟
は
メ
ル
ヒ
エ
ン
が
廃
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

危
機
感
を
抱
い
て
い
た
。
兄
弟
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
大
菅
の
神
話
、
信
仰
、
慣
習
、

法
律
の
遺
産
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
研
究
を
通
じ
て
、
ド
イ

ツ
民
族
の
根
源
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
民
衆
の
民
族

意
識
を
強
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、

一
八
一二
年
に
『
グ
リ
ム

童
話
集
』
の
第

一
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。

（図ー）「神聖ローマ帝国の領域J（『万有百科大事典9

世界歴史』より。）
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兄
弟
は
、
民
衆
の
間
で
語
り
継
が
れ
て
き
た
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
は
出
来
る
限
り

手
を
加
え
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
ャ
l
コ
プ
が
童
話
集
を
子
供
の

た
め
と
い
う
よ
り
も
、
大
人
達
の
間
で
語
り
継
が
れ
て
き
た
メ
ル
ヒ
エ
ン
を
後

世
に
残
し
て
行
く
た
め
の
学
問
的
資
料
と
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
語
り
継
ぐ
場
が
少
な
く
な
っ
て
い
く
中
、
後
世
に

残
し
て
行
く
た
め
に
兄
弟
が
選
ん
だ
場
所
が
「
家
庭
」
だ
っ
た
。
ま
た
、
第
一

巻
の
巻
末
に
つ
い
て
い
る
「
手
引
き
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
本
質
に
つ
い
て
」
に
て

ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
は
、
子
供
が
メ
ル
ヒ
エ
ン
を
読
む
こ
と
で
「
心
の
最
初
の
考
え

と
カ
が
め
ざ
め
成
長
す
る
よ
う
に
」
と
述
べ
て
お
り
、
学
問
的
資
料
で
あ
り
な

が
ら
子
供
が
学
び
楽
し
め
る
よ
う
な
童
話
集
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
う
し
て
、
童
話
集
に
は
『
子
ど
も
と
家
庭
の
童
話
』
と
い
う
題
名
が

付
け
ら
れ
た
。

し
か
し
、
そ
の
童
話
集
を
子
供
の
た
め
だ
と
思
い
、
子
供
に
買
い
与
え
た
親

は
、
極
め
て
残
酷
で
性
的
描
写
が
含
ま
れ
る
話
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
兄
弟
を

批
判
し
た
。
ま
た
、
兄
弟
が
メ
ル
ヒ
エ
ン
収
集
を
始
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た

ブ
レ
ン
タ
1
ノ
と
ア
ル
ニ
ム
も
童
話
集
の
在
り
方
に
納
得
し
て
い
な
か
っ
た
。

二
人
は
童
話
集
を
学
問
的
で
つ
ま
ら
な
い
と
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
彼
等
と
兄

弟
に
は
メ
ル
ヒ
エ
ン
に
対
す
る
考
え
方
に
違
い
が
あ
っ
た
。
ア
ル
ニ
ム
と
ブ
レ

ン
タ
l
ノ
は
、
メ
ル
ヒ
エ
ン
を
個
々
の
作
品
の
題
材
と
し
て
使
用
し
、
自
分
達

の
や
り
方
で
自
分
達
の
時
代
に
合
っ
た
作
品
と
し
て
再
生
し
よ
う
と
考
え
て
い

た
が
、
兄
弟
は
メ
ル
ヒ
エ
ン
を
遥
か
昔
か
ら
自
然
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
残
っ
て
き
た
貴
重
な
資
料
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
節

『
グ
リ
ム
童
話
集
』
の
改
績
に
つ
い
て

ブ
レ
ン
タ
l
ノ
や
ア
ル
ニ
ム
が
感
じ
た
通
り
、
子
供
の
た
め
な
の
か
大
人
の

た
め
な
の
か
暖
昧
な
こ
の
童
話
集
は
、
売
れ
行
き
が
悪
く
、
計
画
に
あ
っ
た
第

一
二
巻
は
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
第
二
巻
の
発
行
か
ら
四
年
後

に
発
行
さ
れ
た
第
二
版
で
は
、
ア
ル
ニ
ム
の
助
言
通
り
二
枚
の
銅
版
画
が
口
絵

に
入
り
、
よ
り
親
し
み
ゃ
す
い
つ
く
り
に
変
え
ら
れ
た
。
こ
の
第
二
版
か
ら
は
、

兄
の
ヤ
l
コ
プ
は
関
わ
っ
て
お
ら
ず
、
主
に
改
編
を
行
っ
た
の
は
弟
の
ヴ
イ
ル

ヘ
ル
ム
で
あ
る
。
ヴ
イ
ル
へ
ル
ム
は
世
間
の
批
判
を
受
け
、
童
話
集
の
性
格
を

改
め
加
筆
修
正
を
加
え
た
。
そ
の
よ
う
に
改
編
さ
れ
た
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
が

は
っ
き
り
し
た
成
功
を
収
め
た
の
は
、
一
八
三
七
年
に
出
版
社
を
ゲ
ツ
テ
イ
ン

ゲ
ン
の
デ
ィ
l
テ
リ
ヒ
ス
社
に
変
え
て
出
さ
れ
た
第
三
一
版
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

後
、
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
は
、
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
が
亡
く
な
る
ま
で
改
訂
さ
れ
た
。
収

録
話
数
の
変
遷
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
表
一
）
。
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表一『収録話数の変遷」

第七 第 第 第 第 第
版初

版
玉 四

版 版 版 版 版 版

年
｝＼ ｝＼ 八 ｝~ 八 ｝＼ ｝＼ 

五 五 四 四
七 。 。七 九
年 年 年 年 年 年 ／ 

五
年

話数九 七 ムノ、 一ノ」、 五

篇。篇。篇四
｝＼ 

篇八
ムノ、

篇 篇 篇

供子
子 子供 供子 子供 供子

第
供

の の の の の の 巻

者伝聖 聖者伝
聖者伝九

者伝聖
伝聖者九 者伝聖

八
一ノ」、

篇
九 九

篇。篇。篇 篇 篇 篇 第

巻
七

篇。

兄
弟
が
ど
の
よ
う
に
童
話
集
を
改
編
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
残
酷
な

表
現
や
性
的
描
写
が
見
ら
れ
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
関
し
て
は
、
第
二
版
で
メ
ル
ヒ

エ
ン
自
体
削
除
さ
れ
て
い
た
り
、
改
編
さ
れ
て
い
た
り
す
る
な
ど
初
期
の
段
階

で
大
幅
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
版
に
関
し
て
は
、
話
の
入
れ
替
え
が

行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
第
二
版
ほ
ど
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
兄
弟
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
兄
弟
の
思
惑
か

ら
外
れ
て
学
問
的
に
後
世
に
残
る
ど
こ
ろ
か
、
子
供
の
た
め
の
書
物
と
し
て
多

く
の
人
達
に
愛
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
残
酷
な
表
現
や
性
的
描
写
が

減
っ
た
こ
と
で
、
大
人
の
娯
楽
の
た
め
に
語
ら
れ
て
い
た
メ
ル
ヒ
エ
ン
は
、
『
グ

リ
ム
童
話
集
』
の
人
気
と
共
に
子
供
の
た
め
の
メ
ル
ヒ
エ
ン
へ
と
そ
の
性
格
を

変
え
て
い
く
。

そ
れ
で
は
、
次
の
章
か
ら
童
話
集
に
お
け
る
「
魔
女
」
に
焦
点
を
当
て
て
、

魔
女
像
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
調
べ
て
い
き
た
い
。

第
二
章

『
グ
リ
ム
童
話
集
』
か
ら
見
る
「
魔
女
」

第
一
節

魔
女
が
登
場
す
る
メ
ル
ヒ
Z

ン三

完
結
版
に
お
い
て
、
魔
女
（
国
自
由
）
が
登
場
す
る
メ
ル
ヒ
エ
ン
は
全
部
で
二

O
篇
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
『
阿
国
富
凶
釘
ブ
レ

l
メ
ン
の
音
楽
隊
員
』
『
阿
国
富
田

千
枚
皮
』
『
阿
国
富

m
泉
の
ほ
と
り
の
が
ち
ょ
う
番
の
女
』
の
三
篇
は
本
物
の

魔
女
が
登
場
し
な
い
た
め
、
魔
女
が
登
場
す
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
対
象
に
し
な
い
。

こ
れ
ら
を
除
く
と
、
魔
女
が
登
場
す
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
全
部
で
一
七
篇
に
な
る

〈
表
二
）
。

月

tphu 

表二「魔女が登場するメルヒ且ン」

15 11 1 番号

アへ
兄と 題名

ルン
ゼ 妹 h 王
／レ トンイ 様あ
と
グ リる
レ ツし、

ヒは

122 116 85 番号

キ 青 ち黄 題名
ヤ し、 金
J、d、, 

フ の
ツ ン

子
瞳 プ
馬 ど

も
た



60 56 51 49 43 22 

恋 め ーノ」、ルト な
人 人 イコ ~~ ノレ ぞ

弟兄
ロ

烏け
の な

鳥白 ア ぞ
フ お
ン ば
ト さ

193 169 135 127 123 

太鼓
森 嫁白 鉄 森
の し、 の の

た 家 花 暖 lま
た 嫁 炉 あ
き と さ

黒
ん

し、

花

ま
た
、
「
魔
女
」
像
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
女
魔
法
使
い
（
N
同己】叩江

口
）
や
魔
術
を
使
う
女
（
図
。
路
島

E
告
を
使
う
女
）
、
男
魔
法
使
い
（
同

2
2

B
R
a宮
町

N
白

Z
F
O
B
同
）
が
登
場
す
る
メ
ル
ヒ
エ
ン
も
見
て
み
る
。

表三「女魔法使いが登場するメルヒエン」

69 12 番号

ゲヨ フ 望ノレリ プ
ン ン
ア ツ
と コ二

ヨ ／レ
リ
ン

~ 
197 134 意

水品
ノ、 題名
人

の の
玉

家来

表
四
「
魔
術
を
使
う
女
が
登
場
す
る
メ
ル
ヒ
エ
ン
」

間
同
冨
番
号

同
国
冨
組
制

岡
田
区
日

題
名

自
由
両
番
号

題
名

六
羽
の
白
鳥
（
魔
女
の

娘）白
雪
姫

’・品

開
国
冨
M

仔
羊
と
小
さ
な
魚

女
魔
法
使
い
が
登
場
す
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
全
部
で
四
篇
（
表
四
）
で
あ
り
、
魔

術
を
使
う
女
が
登
場
す
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
全
部
で
三
篇
（
表
五
）
で
あ
る
。
最

後
に
、
男
魔
法
使
い
が
登
場
す
る
メ
ル
ヒ
エ
ン
は
全
部
で
六
篇
あ
る
の
だ
が
、

そ
の
う
ち
『
阿
国
富
朗
鳴
き
な
が
ら
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
跳
ね
る
ひ
ば
り
』
『
阿
国
冨

但
黄
金
の
山
の
王
様
』
『
阿
国
富
問
大
男
と
仕
立
屋
』
は
本
物
の
魔
法
使
い

が
登
場
し
な
い
。
す
る
と
、
男
魔
法
使
い
が
笠
場
す
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
全
部
で

一
二
篇
に
な
る
（
表
五
）
。

58 -

表
玉
「
男
魔
法
使
い
が
登
場
す
る
メ
ル
ヒ
エ
ン
」

田
昌
両
番
号

岡
田
富
山
叩

開
国
冨
瑚

題
名

E
E番
号

題
名

フ
イ
ツ
チ
ャ

l
の
鳥

自
由
両
瑚

ガ
ラ
ス
の
棺

梁



第
二
一
節

エ
1
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
と
初
版
の
比
較

本
論
で
は
、
ェ

l
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
五
（
初
稿
）
と
初
版
、
完
結
版
を
比
較
し
、

「
魔
女
」
像
の
変
遷
を
見
て
行
く
。
エ

l
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
も
附
表
一
に
含
め
た

の
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
が
全
く
手
を
加
え
て
い
な
い
原
稿
で
あ
り
、
今
回
の
比
較

に
お
い
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

エ
l
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
に
お
け
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
数
は
四
九
篇
と
少
な
く
、
魔

女
が
登
場
す
る
メ
ル
ヒ
エ
ン
は
『
へ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ

l
テ
ル
』
『
年
老
い
た
魔

女
』
の
二
篇
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
『
年
老
い
た
魔
女
』
は
初
版
に
な
る

と
削
除
さ
れ
て
お
り
、
比
較
対
象
が
な
い
た
め
扱
わ
な
い
な

『
へ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ

l
テ
ル
』
に
登
場
す
る
魔
女
は
「
小
さ
な
ひ
ど
く
年
を

と
っ
た
老
婆
」
で
、
へ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ

l
テ
ル
に
「
親
切
そ
う
に
振
舞
う
」
と

し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
収
集
し
た
時
点
で
は
、

魔
女
は
他
の
メ
ル
ヒ
エ
ン
に
登
場
す
る
悪
者
と
同
じ
く
ら
い
の
立
ち
位
置
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
童
話
集
を
読
ん
だ
限
り
で
は
エ

l
レ
ン
ベ
ル
ク
稿

に
お
い
て
魔
女
と
他
の
人
聞
に
さ
ほ
ど
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。

初
版
に
な
る
と
、
一
五
六
篇
ま
で
メ
ル
ヒ
エ
ン
の
数
が
増
え
、
魔
女
が
登
場

す
る
数
も
増
え
た
。
初
版
に
お
い
て
魔
女
が
登
場
す
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
全
部
で

一
O
篇
で
あ
る
。
初
版
で
一

O
篇
市
四
篇
に
「
v
g
e
（
悪
い
）
」
「
明
白
詳
F
S
（罪

深
い
）
」
魔
女
な
ど
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
修
飾
語
が
付
く
よ
う
に
な
り
、
「
頭
を
ぐ

ら
ぐ
ら
さ
せ
な
が
ら
歩
く
」
「
足
音
が
し
な
い
よ
う
に
そ
っ
と
歩
く
」
「
大
き
な

目
」
な
ど
容
姿
に
関
す
る
描
写
も
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
初

版
で
既
に
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
に
お
け
る
「
魔
女
」
像
の
原
形
が
現
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

エ
i
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
と
初
版
を
比
較
す
る
と
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
修
飾
語
が
付

け
加
え
ら
れ
、
魔
女
H
他
と
は
違
う
恐
ろ
し
い
悪
者
と
い
う
構
図
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
、
初
版
の
時
点
で
兄
弟
は
魔
女
が
主
人
公
に
対

し
て
行
う
こ
と
は
変
え
な
い
で
、
魔
女
の
容
姿
や
仕
草
に
書
き
加
え
を
行
っ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
、
魔
女
が
物
語
に
お
い
て
何
を
行
う
の
か
を
ま
と
め
て
み
る
。
魔
女
の

行
動
を
ま
と
め
た
表
が
次
の
通
り
で
あ
る
（
表
六
）
。

表六「魔女が行うことのまとめ」

｛可
食人

人 人 継 亀も を を 子
し し、 閉

変身さ
し、

な じ じ
し、 込 め

め せ
る る

数話
篇 篇 篇 篇 篇

＇.＂.『~ 置『

青
さ『 黒『

題名ノ、 J、、 ん兄 い兄

~~ ン し、 』と 花と
の ゼ フ 妹匙＝ 色嫁＝ 妹色＝

匙鳥白＝＝ 
／レ ン
と プ E金黄『

E『

グ 色目 恋
人

レ E鉄『 の ロ
の 子

ア
暖 ど フノレ

色＝ 色炉= 
も ン
た ト

E『
E太『 ち 色＝＝

め 色＝
E白『

’つ 鼓 E森『
』す た し、

i三 た
の

花
ば

島き田 あ 嫁
と
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表
六
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
継
子
い
じ
め
と
人
を
変
身
さ
せ
る
魔
女
が

多
い
。
人
を
変
身
さ
せ
る
魔
法
と
比
べ
る
と
、
継
子
い
じ
め
を
す
る
魔
女
が
行

う
こ
と
は
、
特
に
残
酷
な
表
現
が
多
く
描
か
れ
て
い
た
。
魔
女
達
の
残
酷
な
行

動
か
ら
は
、
自
分
の
継
子
を
殺
し
た
い
と
思
う
ほ
ど
嫌
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え

る
。
継
子
達
に
は
、
心
優
し
く
美
し
い
子
が
多
い
こ
と
か
ら
嫌
わ
れ
る
要
因
は



な
い
。
そ
の
た
め
、
原
因
が
あ
る
と
す
れ
ば
継
母
で
あ
る
魔
女
の
織
れ
た
精
神

の
た
め
だ
ろ
う
。
家
族
内
で
は
「
よ
そ
者
」
で
あ
る
継
母
（
魔
女
）
に
と
っ
て
、

継
子
は
自
分
自
身
と
自
分
の
子
供
に
は
不
都
合
な
存
在
で
あ
る
。
メ
ル
ヒ
エ
ン

で
は
、
い
つ
も
心
優
し
く
美
し
い
継
娘
だ
け
が
優
遇
さ
れ
、
性
格
が
歪
ん
だ
醜

い
実
娘
は
不
幸
に
な
る
と
い
う
対
照
的
な
最
後
を
迎
え
て
い
る
。
自
分
達
が
幸

せ
に
な
れ
な
い
理
由
を
継
娘
に
全
て
背
負
わ
せ
殺
し
て
し
ま
え
ば
、
自
分
達
は

幸
せ
に
な
れ
る
の
だ
と
考
え
て
、
継
娘
に
対
し
て
酷
い
こ
と
を
す
る
の
だ
ろ
う
。

メ
ル
ヒ
エ
ン
で
は
魔
女
や
そ
の
娘
は
、
嫉
妬
心
が
強
く
倣
慢
に
描
か
れ
て
お
り
、

偏
っ
た
考
え
方
し
か
出
来
な
い
愚
か
な
女
性
と
い
う
様
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
分
か
る
。

そ
し
て
、
残
酷
な
や
り
方
で
継
娘
を
殺
そ
う
と
し
た
分
、
魔
女
に
は
そ
れ
相

応
の
罰
が
下
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
処
刑
方
法
に
関
す
る
説
明
は
、
他
の
メ
ル

ヒ
エ
ン
に
比
べ
る
と
詳
し
く
描
か
れ
て
お
り
、
魔
女
の
悪
さ
に
比
例
し
て
処
刑

方
法
も
残
酷
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

第
三
節

初
版
と
完
結
版
の
比
較

完
結
版
に
な
る
と
一
一
一

O
篇
に
ま
で
メ
ル
ヒ
エ
ン
が
増
え
て
、
そ
れ
と
同
じ

く
魔
女
の
登
場
数
も
合
計
し
て
一
七
篇
ま
で
増
え
て
い
る
。
初
版
か
ら
完
結
版

ま
で
に
大
き
く
変
更
が
見
ら
れ
た
メ
ル
ヒ
エ
ン
に
つ
い
て
ま
と
め
た
表
が
次
の

通
り
で
あ
る
（
表
七
）
。

表
七
「
初
版
と
完
結
版
を
比
較
し
て
変
更
が
見
ら
れ
た
メ
ル
ヒ
且
ン
」

（
i
iが
変
更
点
）

題
名

兄
k
妹

ヘ
ン
ゼ
ル
と

グ
レ

l
テ
ル

六
羽
の
白
鳥

黄
金
の
子
ど

も
た
ち

車
問
い
ラ
ン
プ

初
版

実
子
は
い
る
が
、
容
姿
に
つ

い
て
記
述
な
し

F
B
S
因。
ug×
2

小
さ
な
ひ
ど
く
年
を
と
っ
た

老
婆

完
結
版

く
、
目
が

頭
を
ぐ
ら
ぐ
ら
さ
せ
な
が
ら
一
頭
を
が
く
が
く
さ
せ
な
が
ら
、
制
梨
械

話
す
。
親
切
そ
う
に
話
す
。
一
同
叫
U
料
判
例
可
足
掛
町
制
封
廿
科
同
出
例

一
。
。
親
切
そ
う
に
振
舞
う
。
選
G
ぽ
尉

必
掛
け
料
叫
語
科
刻
刻
。

表
記
な
し

石
に
さ
れ
た
子
供
を
ど
う
や

い
忙
陳
札
k
b初
陣
院
怜
し

青
い
ラ
ン
プ
か
ら
出
た
小

人
に
よ
り
撲
殺
さ
れ
る

税
制
刑
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表
七
を
見
る
と
、
魔
女
に
関
し
て
全
体
的
に
詳
し
い
説
明
が
増
え
た
こ
と
が
分

か
る
。
こ
れ
ら
の
メ
ル
ヒ
エ
ン
の
書
き
換
え
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
ヴ
イ
ル
ヘ

ル
ム
が
魔
女
の
性
格
と
同
じ
く
ら
い
容
姿
も
醜
く
、
よ
り
悪
い
存
在
に
な
る
よ

う
書
き
加
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
初
版
で
は
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
魔
女
の
イ

メ
ー
ジ
も
完
結
版
で
は
住
居
、
容
姿
な
ど
共
通
す
る
点
を
丁
寧
に
増
や
し
て
い

る
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
に
な
る
修
飾
語
を
多
く
付
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
読
者
は
魔
女
が
ど
れ
だ
け
悪
く
恐
ろ
し
い
者
な
の
か
容
易
く
想
像
出
来
る

よ
う
に
な
っ
た
。

第
四
節

魔
女
と
そ
れ
以
外
の
異
端
者

そ
れ
で
は
次
に
、
魔
女
と
そ
れ
以
外
の
異
端
者
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

魔
女
だ
け
が
特
有
の
恐
ろ
し
さ
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
る
。
そ
の
た
め
、

項
目
ご
と
に
分
け
て
違
い
を
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
作
中
に
お
い
て

彼
ら
が
行
う
こ
と
に
違
い
が
あ
る
の
か
ま
と
め
て
み
る
（
表
八
）
。

表八「異端者の行動について」

魔女

人食
人

術変身 事殺
し、 し

七 数話
篇 編 篇

E司 ＝な『 の 『黄金 『兄 『蛙 題名
め

』家 とのつ ぞ
ft な の妹色z 王
＆鳥~ ぞ 子子

佐ョ ど『様
E『 も トあ
~、 た／レる
ン ち lい
ゼ 』アは
／レ お
と

E森『 ば A献峠

グ のさの
レ ばんハ

あ』イ

ア さ 『ン

ノレ ん 二り
巴ココ 』人ツ

『森兄弟＂＝＝＞ 』ヒ

男魔法使い 魔術を 女魔法使い 魔女

使う女

人 閉 変 か女 継
変身術

変 人 人 イ可 物 閉 継
捜 じ

身術
せに 子

術身
殺 捜 も を じ 子

し、 込 る耳b し、 し し、 し 奪 込 し、
め を じ な つ め じ
る 七、 め し、 る め

篇 篇 篇 篇 篇 篇 篇 篇 篇 篇 篇 篇 篇

＝『 ＝ガ『 ＝『
色E梁＝ 『

E司 ＝『 Eニ司 c『 ノレ＝司 t『 E『 き『 嫁『
フ ガ 自 ノ、 水 ムノ、 島＝ フー ムノ、 キ 』 青 』恋

イ フ ブ

色姫雪＝コ
~~ 晶 人 ブ。 羽 ヤ し、 『人

ツ ス ス 。コ の の ン の ~、、、
フ 兄 ロ

チ の の 白 玉
家来

ツ 白 ツ ン と l
ヤ

丞棺＝＝ 昼棺＝＝ 
Eイ子『 烏 巴＝ コ二 ，烏 臆 プ 主ラ

巴＝コ ＝『 民コ ／レ 巴コ
ι馬ヨ

正＝ ン
の 羊

｛＝羊子『
ヨ 巴コ 巴『

ト
鳥

と リ ~司 鉄 巴＝
ノj、 ン ヨ の 巴『

さ と ア リ H援 自

な と ン 炉 し、

魚 さ ヨ T 色＝＝ 花
巴＝二3 な リ と E太『 嫁

魚 ン ヨ と
巴コ ゲ リ 鼓 黒

／レ ン た し、
正＝ ゲ た 花

ー
よ

ρ

り



こ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
、
魔
女
と
他
の
異
端
者
と
で
は
行
う
内
容
に
あ
ま
り

違
い
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
変
身
術
は
ど
の
異
端
者
も
扱
え
る
魔
法

で
あ
り
、
特
定
の
異
端
者
だ
け
が
扱
え
る
魔
法
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ど
の
異
端

者
も
行
う
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
違
い
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

だ
け
で
は
、
魔
女
と
他
の
異
端
者
の
違
い
は
分
か
ら
な
い
。
次
に
容
姿
・
行
動
、

処
刑
方
法
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
修
飾
語
に
関
す
る
表
記
の
違
い
を
見
て
行
く
（
表

九
1
一一）。

表九「容姿・仕事に関する記述」

使い 魔男法 使魔術 使い 女魔法 魔女 者端異
女ワ を

。 五
話数篇 篇 篇 篇

美 背、 黄ば わ遠な赤
容姿し し く が い

し、 ／ν わをら日
T三 な見歩

行動
肌 指るとく、ひど

カ1 と忍く
り が び 年
カ1 来出足を
り 、と

る動つ

顎ま
、物て

で 黄ば嘆的覚 いる

届 ん
く だ頭
曲 肌ょを
主主 ろぐ
イ〉 長よ ら
fこ い ろ ぐ
鼻 鼻歩ら

くさ
j苗 し、せ

表一O「処刑される数と方法」

使い 男魔法 使審 使い 女魔法 魔女
警女7 を

。
れ数る刑処さ篇 篇 篇 篇。

四 話数揚登
篇 篇 篇 七

篇

火 死 れ赤 込打撲 火
刑処方法汗リ ぬ らし、 ま刑

ま れ花 れ 死

魔法
で 、毒

踊
魔力魔法 馬で絞首 殺

を ら
tJ、 さ を使 引刑 j弱
ft れ 失い き死
た る うの 回釘
人 が能 さを死
間 処力 れ打ぬ

刑を るちま

殺さ はと 奪う
込で

だん踊ら
れ し、も
る えの 樽さ

な） にれ
し、 lこ 詰る

角虫 め

つ臼
F
h
U
 

表

「ネガティブな修飾語」

使い 男魔法 使魔術 使女
魔女 者異端

女フ を い魔法

篇。 数話
篇 篇 1' 

篇

a。.戸。印。~ ~ 深いま自 飾修語

年老 悪

罪
し、 回＂＂＇い

深 た
主矛ぞ＂ 邪亘五し、
し、、

J 
ち意

地
悪

不 悪

誠実
人

な
"o r守ー~ 司『＋ト

罪



「
土
亦
い
目
の
近
視
で
嘆
覚
が
動
物
の
よ
う
に
発
達
し
、
し
わ
し
わ
な
指
を
持

つ
石
の
よ
う
に
年
を
取
っ
た
老
婆
で
、
松
葉
杖
に
の
し
か
か
り
そ
ろ
り
そ
ろ
り

と
歩
く
」
、
こ
の
『
へ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ

l
一
ア
ル
』
の
記
述
が
童
話
集
の
中
で
一
番

詳
し
い
魔
女
の
描
写
で
あ
る
。
そ
の
他
の
メ
ル
ヒ
エ
ン
で
は
、
『
太
鼓
た
た
き
』

を
除
い
て
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。
表
九
を
見
れ
ば
分
か

る
よ
う
に
魔
女
の
描
写
が
一
番
詳
し
く
、
ど
の
描
写
も
醜
さ
や
恐
ろ
し
さ
、
不

気
味
さ
が
際
立
っ
て
お
り
、
最
早
人
間
と
は
程
遠
い
存
在
で
あ
る
。

魔
女
に
次
い
で
具
体
的
に
容
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
女
魔
法
使
い
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
『
ヨ
リ
ン
デ
と
ヨ
リ
ン
ゲ
ル
』
に
登
場
す
る
女
魔
法
使
い
の
容

姿
で
あ
る
。
魔
女
に
は
劣
る
が
女
魔
法
使
い
も
十
分
無
気
味
で
あ
り
、
魔
女
の

容
姿
と
似
て
い
る
部
分
が
見
ら
れ
る
。
他
の
異
端
者
を
見
る
と
、
魔
術
を
使
う

女
は
美
し
く
、
男
魔
法
使
い
に
関
し
て
は
容
姿
に
関
す
る
描
写
が
見
ら
れ
な
か

っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
魔
女
と
女
魔
法
使
い
に
は
明
確
な
違
い
が
見
ら
れ
な

い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

第
五
節

魔
女
と
女
魔
法
使
い
の
違
い

現
在
で
は
、
魔
女
（
国
語
。
七
）
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
一
七
世

紀
前
ま
で
は
違
う
呼
ば
れ
方
を
し
て
い
た
。
何
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、

『
グ
リ
ム
童
話
集
』
に
登
場
す
る
女
魔
法
使
い
「

N
g
r
2
5」
で
あ
る
八
。
つ

ま
り
、
魔
女
と
女
魔
法
使
い
は
元
々
、
魔
術
を
使
う
者
と
し
て
同
等
に
扱
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
魔
女
狩
り
で
魔
女
が
多
く
処
刑
さ
れ
る
遥
か
昔
か
ら
、
魔

術
を
使
っ
て
他
人
を
害
す
る
者
は
存
在
し
、
処
刑
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
は
魔

術
（
N
E
F
2）
を
使
う
女
は
、
ま
と
め
て
「
N田
口
宮
江
田
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
人
々
の
病
気
を
治
癒
す
る
法
も
心
得

て
お
り
、
人
の
生
命
を
救
う
女
魔
法
使
い
も
い
た
。

彼
女
達
は
、
出
産
の
介
助
、
病
気
の
看
病
、
薬
草
、
傷
薬
の
処
方
、
熱
さ
ま

し
、
避
妊
な
ど
の
活
動
が
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
り
す
る

と
逆
恨
み
か
ら
「
魔
女
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
九
。
善
悪
両
面
を
兼

ね
備
え
た
女
魔
法
使
い
の
悪
の
部
分
だ
け
が
誇
張
さ
れ
、
悪
者
の
「
魔
女
」
と

し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
五
世
紀
半
ば
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
悪
い
魔
術
を
使
う
女
魔
法
使
い
と
は
違
っ
て
、
悪
魔
と
結
託
し
て

得
た
力
で
悪
い
こ
と
を
行
う
と
い
う
新
し
い
魔
女
観
が
生
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
悪

魔
と
契
約
を
結
ん
だ
悪
い
魔
女
を
指
す
「
同

2
0」
と
い
う
一
言
葉
が
浸
透
し
て
い

く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
、
古
く
か
ら
あ
る
も
の
を
尊
重
し
て
い
た
兄
弟
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン

に
登
場
す
る
女
魔
法
使
い
と
魔
女
の
違
い
を
明
確
に
す
る
こ
と
な
く
、
主
人
公

と
敵
対
す
る
悪
者
と
し
て
登
場
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
修
飾
語
に
着
目
す
る
と
、
女
魔
法
使
い
に
は

d
E」
の
他
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
修
飾
語
は
見
当
た
ら
ず
、
他
の
異
端
者
が
同
じ
割
合
で
処
刑
さ
れ
て
い
る
の

に
対
し
、
女
魔
法
使
い
だ
け
は
処
刑
さ
れ
て
い
な
い
。
何
故
、
魔
女
と
女
魔
法

使
い
の
迎
え
る
結
末
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
処
刑
さ
れ
る
魔
女
に
は
主
人
公
に
対
し
て
何
故

悪
事
を
行
う
の
か
、
独
断
的
な
動
機
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
魔
女
が

主
人
公
に
対
し
て
悪
事
を
行
う
理
由
は
、
主
人
公
に
対
す
る
嫉
妬
や
妬
み
な
ど

一
方
的
な
も
の
が
主
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
注
目
す
る
と
、
魔
術
を
使
う
女
で
は

継
娘
に
嫉
妬
す
る
継
母
が
処
刑
さ
れ
て
お
り
、
男
魔
法
使
い
で
は
自
ら
の
身
勝

手
さ
に
よ
り
処
刑
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
比
べ
て
、
女
魔
法
使
い
が
悪
事
を
行
う
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
存

在
し
て
い
る
。
『
ヨ
リ
ン
デ
と
ヨ
リ
ン
ゲ
ル
』
を
例
に
見
て
み
る
と
、
女
魔
法

。δFb 



使
い
が
行
っ
た
こ
と
は
、
七

O
O
O人
も
の
処
女
を
烏
に
変
え
、
自
分
の
城
の

中
に
閉
じ
込
め
た
り
、
城
に
近
付
く
男
を
石
に
変
え
た
り
す
る
と
い
っ
た
も
の

だ
っ
た
。
彼
女
は
、
滑
ら
か
な
娘
た
ち
の
処
女
性
を
守
ろ
う
と
し
た
母
親
的
役

割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
る
事
が
出
来
る
。
他
の
メ
ル
ヒ
エ
ン
に
登
場
す
る
女

魔
法
使
い
に
関
し
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
『
六
人
の
家
来
』
以
外
の
女
魔
法
使
い
は
人
を
殺
そ
う
と

し
て
い
な
い
。
主
人
公
に
殺
意
を
抱
い
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
他
の
異
端
者

と
は
明
ら
か
に
違
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
女
魔
法
使
い
だ
け
が
処
刑

さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
魔
女
と

女
魔
法
使
い
は
し
っ
か
り
と
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

実
飾

本
能
的
動
物
に
近
い
存
在
と
し
て
の
魔
女

他
の
異
端
者
と
比
べ
て
、
魔
女
が
最
も
悪
く
見
え
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く

魔
女
と
他
の
異
端
者
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
魔
女
だ

け
が
大
き
く
書
き
換
え
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
う
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
魔

〈
ノ

女
の
「
遠
く
を
見
る
事
が
出
来
る
」
「
動
物
的
嘆
覚
」
と
い
っ
た
特
徴
が
気
に

な
る
。
こ
の
点
か
ら
、
魔
女
H
本
能
的
な
動
物
に
近
い
存
在
で
あ
り
、
女
魔
法

使
い
・
魔
術
を
使
う
女
・
男
魔
法
使
い
H
不
思
議
な
力
を
持
っ
た
、
、
あ
く
ま
で

も
人
間
と
い
う
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
魔
女
と
他
の
異

端
者
が
行
う
こ
と
に
違
い
は
見
ら
れ
な
い
が
、
魔
女
だ
け
が
醜
く
恐
ろ
し
い
と

描
か
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
女
性
の
異
端
者
は
ほ
と
ん
ど
高
慢
で
身
勝
手
な
女
性
と
い
う
よ
う
に

描
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
男
魔
法
使
い
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
事
柄
は
ほ
と
ん
ど

描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
世
界
に
も
性
差
別

が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
魔
女
狩
り
を
よ
り
い
っ
そ
う
酷
く
さ
せ
た
原
因
で
あ

る
『
魔
女
の
鉄
槌
』
一
O
に
書
か
れ
た
魔
女
の
定
義
は
、
女
性
に
と
っ
て
不
利
な

も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
『
カ
ト
リ
ッ
ク
百
科
事
典
』
に
よ
れ
ば
「
肉

体
に
関
し
て
も
魂
に
関
し
て
も
、
女
は
い
く
つ
か
の
点
で
男
に
劣
っ
て
い
る
」

と
さ
れ
て
お
り
、
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
も
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
女
の
異
端
者
だ
け
、
よ
り
悪
く
見
え
る
よ
う
に
書
き
換

え
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

「
魔
女
」
像
の
変
遷
を
見
る
と
、
基
本
的
な
部
分
は
初
版
と
完
結
版
と
で
は

さ
ほ
ど
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
登
場
す
る
「
魔
女
」

像
は
、
初
め
か
ら
何
か
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
出
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

魔
女
の
容
姿
に
見
ら
れ
る
「
赤
い
目
」
は
、
魔
女
狩
り
の
魔
女
の
特
徴
で
あ
る

が
、
魔
女
狩
り
よ
り
も
も
っ
と
古
く
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
わ
る
民
衆
信
仰
で

あ
る
邪
眼
信
仰
一
一
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
魔

女
狩
り
の
魔
女
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
な
く
、
神
話
に
登
場
す
る
女
神
に
も
関
連

し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
魔
女
狩
り
に
お

け
る
魔
女
だ
け
で
な
く
神
話
に
も
焦
点
を
当
て
て
「
魔
女
」
像
を
考
察
し
、
何

故
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
が
そ
の
よ
う
な
「
魔
女
」
像
を
作
り
上
げ
た
の
か
次
の
章
で

詳
し
く
見
て
行
き
た
い
。
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魔
女
狩
り
と
「
魔
女
」

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
魔
女
概
念
は
、
地
中
海
一
一
一
世
界
の
神
話
ま
で
遡
る
こ
と
が
出



来
る
。
魔
女
の
原
型
は
、
地
中
海
世
界
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
母
性
宗
教
と
そ
れ

ら
を
征
服
し
よ
う
と
し
た
父
性
宗
教
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ

ス
ト
教
の
衝
突
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
魔
女
は
民
話
や

伝
承
、
神
話
の
中
で
生
き
て
い
た
。
魔
女
は
善
と
悪
の
バ
ラ
ン
ス
を
備
え
た
存

在
で
あ
り
、
民
衆
に
と
っ
て
は
恐
怖
の
対
象
で
あ
る
と
共
に
畏
敬
に
満
ち
た
存

在
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
魔
女
信
仰
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う

悪
の
体
系
を
厳
し
く
排
除
す
る
信
仰
と
出
会
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
形
を
ゆ
が
め

ら
れ
民
衆
が
魔
女
に
対
し
て
抱
く
観
念
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
ケ
ル
ト
や
ゲ
ル
マ
ン
の
伝
統
的
母
性
信
仰
、
魔
女
信
仰
が
悪
魔
に
仕
え
る

魔
女
と
い
う
よ
う
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
魔
女
が
悪
の
存
在
と
し
て
恐
れ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
魔
女
裁
判
が
本
格
化
し
た
の
は
、
一

一
世
紀
以
降
の
異
端
審
聞
が
漸
く
鎮
静
化
し
た
一
五
世
紀
か
ら
で
あ
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
魔
女
裁
判
は
異
端
審
問
の
延
長
上
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
異

端
審
問
に
よ
っ
て
、
魔
女
裁
判
で
行
わ
れ
た
社
会
的
恥
辱
、
火
刑
、
密
告
、
拷

問
な
ど
そ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
陰
惨
な
制
度
が
生
み
出
さ
れ
た
。

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
経
験
し
た
事
の
な
い
混
乱

状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
反
教
会
勢
力
で
あ
る
カ
タ
リ
派
の
登
場
に
加
え
、
自
然

災
害
や
流
行
病
、
宗
教
改
革
や
食
料
不
足
な
ど
ど
れ
を
と
っ
て
も
社
会
不
安
の

要
因
に
な
ら
な
い
も
の
は
な
く
、
社
会
の
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
た
。
民
衆
は
こ

の
よ
う
な
心
理
的
不
安
の
中
で
、
ど
う
に
か
し
て
不
安
を
打
ち
消
そ
う
と
し
た
。

誰
の
せ
い
で
も
な
く
起
こ
っ
た
不
幸
に
何
か
し
ら
の
理
由
を
求
め
た
結
果
、
「
悪

魔
と
契
約
を
結
ん
で
得
た
力
を
も
っ
て
災
い
を
な
す
存
在
」
と
い
う
よ
う
な
新

し
い
魔
女
が
ス
ケ

1
プ
ゴ

1
ト
と
し
て
犠
牲
に
さ
れ
た
。

そ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
で
は
悪
魔
学
に
対
し
て
冷
た
い
目
が
注
が
れ
て
お
り
、

悪
魔
と
魔
女
が
通
じ
て
い
る
と
い
う
認
識
は
そ
れ
ほ
ど
広
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
が
異
端
の
弾
圧
に
対
し
て
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
比
べ
、
比
較

的
ゆ
る
や
か
で
あ
り
、
小
規
模
な
魔
女
裁
判
が
伝
統
的
な
裁
判
手
続
き
で
行
わ

れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
を
悪
魔
と
契
約
し
悪
魔
に
仕
え
る
魔
女
と
し
て

魔
女
裁
判
を
本
格
化
さ
せ
た
の
が
、
『
魔
女
の
鉄
槌
』
で
あ
っ
た
。
当
時
の
中
で

は
独
創
的
で
あ
り
、
「
女
性
は
悪
魔
よ
り
も
恐
ろ
し
い
」
と
い
う
よ
う
な
キ
リ
ス

ト
教
の
原
罪
思
想
一
こ
か
ら
来
た
女
性
蔑
視
の
思
想
が
含
ま
れ
て
い
た
。
『
魔
女

の
鉄
槌
』
に
よ
っ
て
魔
女
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
妄
想
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
広

ま
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
魔
女
は
、
善
悪
両
面
を
兼
ね
備

え
た
畏
敬
に
満
ち
た
存
在
か
ら
、
善
が
排
除
さ
れ
、
社
会
か
ら
孤
立
し
た
弱
者

で
あ
る
独
り
身
の
老
婆
や
人
の
生
死
に
か
か
わ
る
仕
事
を
す
る
産
婆
が
新
し
い

魔
女
と
し
て
真
っ
先
に
疑
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
童
話
集
に
登
場
す
る
魔
女
も
ま
た
、
森
の
奥
深
く
に
住
む
老
婆
で

あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
貧
し
く
独
り
身
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
魔

女
狩
り
に
お
い
て
魔
女
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
女
性
達
は
、
本
当
に
魔
術
を
使

え
た
わ
け
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
周
囲
に
よ
っ
て
魔
女
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ

た
、
い
わ
ば
被
害
者
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
『
グ
リ
ム
童
話
集
』

に
お
け
る
「
魔
女
」
像
は
魔
女
狩
り
の
魔
女
の
み
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
で
は
次
に
、
魔
女
と
い
う
観
念
が
生
ま
れ
た
頃
ま
で
時
代
を
遡
り
、
魔

女
の
祖
先
と
さ
れ
る
太
母
神
、
地
母
神
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
す

る。

F
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第
二
節

神
話
の
女
神
と
「
魔
女
」

悪
魔
と
関
係
を
持
つ
新
し
い
魔
女
と
は
異
な
り
、
人
々
か
ら
畏
敬
の
念
を
抱

か
れ
て
い
た
古
代
の
魔
女
は
ギ
リ
シ
ア
の
ア
ル
テ
ミ
ス
神
一
四
や
へ
カ
テ
神
一
五
、

ロ
l
マ
の
デ
イ
ア
ナ
神
一
六
を
元
に
し
て
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
女
神
に
は
あ
る
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
れ
も
生
命
に
関
わ

る
者
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
三
相
一
体
一
七
の
女
神
で
あ
り
、

老
婆
の
一
面
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
女
神
達
は
、
老
齢
、
再
生
す

る
前
に
必
ず
あ
る
破
壊
や
解
体
の
シ
ン
ボ
ル
を
も
っ
て
表
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

彼
女
た
ち
は
恐
ろ
し
い
面
を
持
っ
て
い
た
と
同
時
に
「
処
女
母
」
と
い
う
面
を

持
つ
こ
と
も
多
か
っ
た
。
老
婆
は
女
性
の
人
生
に
お
い
て
、
閉
経
後
を
表
し
て

い
た
た
め
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
年
齢
を
重
ね

て
き
た
分
だ
け
知
識
を
付
け
て
い
る
と
さ
れ
た
た
め
、
老
婆
は
「
知
恵
の
女
神
」

で
も
あ
っ
た
。
産
婆
が
魔
女
狩
り
に
お
い
て
魔
女
の
槍
玉
に
挙
が
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
も
賢
い
女
性
で
あ
り
、
人
の
生
命
に
関
わ
る
者
で
あ
っ
た
た
め
で
あ

九
%こ

れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
に
登
場
す
る

魔
女
を
見
て
い
く
と
一
致
す
る
部
分
が
多
く
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
メ
ル
ヒ
エ

ン
に
お
け
る
魔
女
は
自
ら
の
力
で
主
人
公
の
生
命
を
奪
お
う
と
し
た
り
、
行
く

末
を
阻
ん
だ
り
し
て
い
た
。
彼
女
達
が
人
の
生
命
を
奪
う
こ
と
に
た
め
ら
い
が

な
い
の
は
、
生
命
を
司
り
破
壊
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
女
神
を
参
考
に
し
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
お
け
る
魔
女
の
ほ
と
ん
ど

が
老
婆
で
あ
る
と
共
に
、
人
間
よ
り
も
動
物
に
近
い
存
在
で
あ
り
、
森
の
奥
深

く
に
住
ん
で
い
た
。
女
神
達
は
森
の
守
護
神
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
野
獣

と
の
関
わ
り
も
深
か
っ
た
た
め
、
メ
ル
ヒ
エ
ン
に
登
場
す
る
「
魔
女
」
像
は
、

野
性
的
な
動
物
に
近
い
者
と
い
う
風
に
描
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら

に
、
悪
魔
と
性
交
を
す
る
こ
と
な
く
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
も
、
女
神
遠

の
最
後
の
相
「
老
婆
」
が
「
知
恵
の
女
神
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
、
年
老

い
た
魔
女
が
生
き
た
時
間
と
経
験
の
数
か
ら
魔
術
を
心
得
た
と
兄
弟
は
考
え
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
に
登
場
す
る
「
魔

女
」
像
は
、
根
本
的
に
は
神
話
の
女
神
を
元
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

何
故
、
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
は
魔
女
が
最
も
悪
く
見
え
る
よ
う
書
き
換
え
を
行
っ

た
の
か
。
そ
れ
は
、
悪
魔
と
結
託
し
た
最
も
恐
ろ
し
い
異
端
者
で
あ
る
魔
女
と

い
う
印
象
を
利
用
し
、
神
話
の
女
神
を
元
に
し
な
が
ら
悪
魔
と
結
託
し
て
い
な

く
と
も
十
分
恐
ろ
し
く
見
え
る
よ
う
、
書
き
換
え
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
何
故
グ
リ
ム
兄
弟
は
「
魔
女
」
像
か
ら
悪
魔
を
消
し

去
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
魔
女
狩
り
の
魔
女
の
印
象
だ
け
で
も
十
分
恐
ろ
し
い
存

在
で
あ
る
の
に
、
そ
こ
に
神
話
の
女
神
の
影
を
潜
ま
せ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
理

由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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第
三
節

グ
リ
ム
兄
弟
と
「
魔
女
」
像

『
グ
リ
ム
童
話
集
』
の
改
編
を
行
っ
た
の
は
、
弟
の
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
だ
が
、

初
版
で
熱
心
に
メ
ル
ヒ
エ
ン
の
収
集
を
し
て
い
た
の
は
、
兄
の
ヤ
l
コ
プ
の
方

で
あ
っ
た
。
ヤ
！
コ
プ
は
古
代
を
金
の
時
代
、
中
世
を
銀
の
時
代
、
近
世
を
鉄

の
時
代
と
位
置
づ
け
、
メ
ル
ヒ
エ
ン
を
金
の
時
代
の
「
自
然
文
学
」
で
あ
る
と

捉
え
、
鉄
の
時
代
の
「
創
作
文
学
」
と
明
確
に
区
別
し
て
い
る
一
八
。
こ
の
考
え

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ヤ
l
コ
プ
は
民
衆
で
語
り
継
が
れ
て
き
た
メ
ル
ヒ
エ
ン

に
誰
よ
り
も
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
考
え
を
持
つ
ヤ
l
コ
プ
と
兄
ほ
ど
で
は
な
い
が
考
え
を
同
じ
く



し
て
い
た
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
は
、
「
魔
女
」
像
か
ら
あ
え
て
魔
女
狩
り
の
魔
女
の
イ

メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
悪
魔
と
関
わ
り
を
持
つ
魔
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
消
し
去
り
、

古
代
の
豊
穣
の
女
神
に
近
い
「
魔
女
」
像
を
作
り
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。兄

弟
は
メ
ル
ヒ
エ
ン
を
民
衆
に
見
せ
る
こ
と
で
、
歴
史
と
詩
が
ま
だ
分
離
し

て
い
な
か
っ
た
「
金
の
時
代
」
に
民
衆
の
心
を
戻
し
、
民
族
意
識
を
高
め
よ
う

と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
み
ら
れ
る
残
酷
性
や
性
的
措
写
は

そ
の
ま
ま
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
童
話
集
を
読
ん
だ
親
達
は
兄
弟
に
多

く
の
批
判
を
研
究
者
と
し
て
ヤ
l
コ
プ
は
民
衆
の
批
判
を
気
に
し
て
い
な
か
っ

た
の
だ
が
、
文
学
的
思
想
を
持
っ
て
い
た
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
は
そ
の
批
評
を
真
剣

に
受
け
止
め
て
い
た
。
こ
こ
に
は
兄
弟
の
聞
に
、
メ
ル
ヒ
エ
ン
に
対
す
る
考
え

方
の
違
い
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ヤ
l
コ
プ
は
、
後
世
の
研
究
者
が
文
学
作
品
の
享
受
さ
れ
た
本
来
の
在
り
方

へ
と
近
づ
く
こ
と
で
作
品
を
理
解
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
が
、
ヴ
イ
ル
ヘ
ル

ム
は
古
代
の
文
学
作
品
は
そ
の
時
代
に
生
ま
れ
た
人
物
に
よ
っ
て
そ
の
時
代
に

合
っ
た
や
り
方
で
書
き
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
伝
承
の
自
然
な

あ
り
方
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
は
改
編
さ

れ
、
人
気
を
博
し
て
い
っ
た
。

第
四
節

『
グ
リ
ム
童
話
集
』
に
お
け
る
書
き
換
え
に
つ
い
て

メ
ル
ヒ
エ
ン
に
登
場
す
る
魔
女
と
他
の
異
端
者
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
、

そ
の
違
い
か
ら
魔
女
が
最
も
悪
く
、
醜
く
な
る
よ
う
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
述
べ
た
。
そ
れ
に
加
え
、
女
性
で
あ
る
魔
女
が
愚
か
で
悪
く
見
え
る
よ

う
書
き
換
え
が
行
わ
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
広
く
信
仰
さ
れ

て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
の
性
に
関
す
る
考
え
方
に
も
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
圏
で
は
、
女
性
は
男
性
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
と
い
う
よ

う
な
考
え
は
一
般
的
な
認
識
で
あ
っ
た
。
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
が
性
差
別
を
持
つ
人

物
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
価
値
観
念
に
よ
っ
て
書

き
換
え
を
行
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

ま
た
性
的
要
素
が
ほ
と
ん
ど
削
除
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
残
酷
す
ぎ
る
メ

ル
ヒ
ェ
ン
は
削
除
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
そ
の

ま
ま
、
も
し
く
は
残
酷
性
が
増
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
兄
弟
は
性
的
要
素
も

残
酷
性
も
自
然
の
多
様
性
と
全
体
性
の
一
部
と
し
て
許
容
さ
れ
る
も
の
と
考
え

て
い
た
の
で
あ
る
。

兄
弟
は
残
酷
な
メ
ル
ヒ
エ
ン
も
性
的
要
素
が
あ
る
メ
ル
ヒ
エ
ン
も
子
ど
も
に

読
ま
せ
た
く
な
い
の
な
ら
、
親
が
そ
う
さ
せ
れ
ば
い
い
と
い
う
よ
う
に
考
え
て

い
た
一
九
そ
の
た
め
批
判
を
受
け
て
も
構
わ
な
い
と
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
民

衆
の
道
徳
観
念
や
倫
理
規
範
に
対
す
る
考
え
方
が
予
想
以
上
に
厳
し
か
っ
た
た

め
に
、
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
は
考
え
を
改
め
て
書
き
換
え
を
行
っ
た
と
考
え
る
。
し

か
し
、
そ
の
考
え
は
性
的
描
写
の
み
に
適
用
さ
れ
、
残
酷
表
現
は
削
除
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
は
幼
い
頃
に
残
酷
な
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
聞
い

て
、
用
心
深
く
な
っ
た
と
い
う
経
験
が
あ
り
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
残
酷
な
メ

ル
ヒ
ェ
ン
を
読
む
こ
と
で
、
子
供
達
に
し
て
は
い
け
な
い
事
が
何
な
の
か
、
そ

れ
を
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
学
ん
で
欲
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
は
特
に
子
供
の
こ
と
を
意
識
し
て
書
き
換
え
を
行

っ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
る
。
性
的
要
素
を
消
し
た
の
は
子
供
に
は
ふ
さ
わ
し
く

な
い
か
ら
で
あ
り
、
魔
女
を
よ
り
悪
者
に
見
せ
る
よ
う
に
し
た
の
も
、
子
供
達

の
想
像
力
を
よ
り
豊
か
に
す
る
た
め
だ
と
考
え
る
。
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終
章

兄
弟
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
メ
ル
ヒ
エ
ン
集
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て

独
創
的
で
あ
ま
り
類
を
見
な
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
批
判
が
多
く
そ
れ
ほ
ど

人
気
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
兄
弟
は
、
修
正
さ
れ
て
い
な
い
メ
ル
ヒ
ェ
ン
が
子

供
だ
け
で
な
く
大
人
も
楽
し
ま
せ
る
書
物
に
な
る
と
共
に
、
文
学
・
歴
史
研
究

の
た
め
に
も
重
要
な
資
料
に
な
る
と
信
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
民
衆
は
内
容
的

に
も
言
語
的
に
も
子
供
の
知
力
に
ふ
さ
わ
し
く
、
子
供
に
無
害
な
物
語
を
求
め

た
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
の
違
い
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
た
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
は
、

『
グ
リ
ム
童
話
集
』
を
民
衆
の
言
う
「
子
供
に
ふ
さ
わ
し
い
」
書
物
と
す
べ
く

書
き
換
え
を
行
い
、
学
問
的
資
料
と
し
て
の
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
は
子
供
達
に

長
く
愛
さ
れ
る
子
供
の
た
め
の
童
話
集
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
兄
弟
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
童
話
集
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
研
究
に
大
き
く
貢
献
し
た
だ
け
で
な

く
、
「
魔
女
」
像
に
も
大
き
く
影
響
を
与
え
た
と
い
え
る
。

学
問
的
に
飽
く
こ
と
な
く
精
力
的
に
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
収
集
し
た
ヤ
l
コ
プ
と

ひ
と
し
く
学
問
的
で
あ
り
な
が
ら
優
れ
た
文
才
を
持
つ
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
が
、
生

ま
れ
育
っ
た
ド
イ
ツ
と
い
う
郷
土
と
民
族
へ
の
深
い
愛
か
ら
、
中
世
文
学
や
言

語
へ
の
学
識
を
持
っ
て
、
口
伝
え
に
聞
い
た
も
の
を
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

も
し
童
話
集
が
ヤ
l
コ
プ
を
中
心
と
し
た
書
物
で
あ
っ
た
な
ら
、
民
俗
学
的
に

貴
重
な
資
料
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
民
衆
に
愛
さ
れ
る
書
物
に
は
な
ら
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
が
子
供
と
家
庭
の
こ
と
を
思
い
、
根
気
強
く
書

き
換
え
を
行
っ
た
か
ら
こ
そ
、
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
は
世
界
中
に
広
ま
り
、
多
く

の
人
々
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

68 



相
賀
徹
夫
『
万
有
百
科
大
事
典
4
｜
哲
学
・
宗
教
｜
』
（
小
学
館
、
一
九
七
四
・

一一一）

相
賀
徹
夫
『
万
有
百
科
大
事
典

9
1世
界
歴
史
｜
』
（
小
学
館
、
一
九
七
五
・
八
）

池
田
香
代
子
『
完
訳
グ
リ
ム
童
話
集
全
三
冊
』
（
講
談
社
、
二

O
O八）

上
山
安
敏
『
魔
女
と
キ
リ
ス
ト
教
｜
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
学
再
考
｜
』
（
講
談
社
、
一
九

九
八
・
ニ

ウ
ォ

l
カ
1
・パ

1
パ
ラ
『
神
話
・
伝
承
事
典
｜
失
わ
れ
た
女
神
た
ち
の
復
権

｜
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
八
・
七
）

榎
本
浩
司
「
グ
リ
ム
童
話
の
女
性
た
ち
｜
魔
法
や
超
人
的
な
力
を
行
使
す
る
女

性
た
ち
の
役
割
と
位
置
づ
け
」
（
『
研
究
論
集
』
九
七
、
二

O
二
二
・
三
）
一

九
九
頁
1
一
二
八
頁

太
田
伸
広
「
グ
リ
ム
童
話
に
登
場
す
る
魔
女
像
に
つ
い
て
」
（
『
人
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一
第
一
章
で
主
に
参
考
に
し
た
資
料
は
、
ガ
ブ
リ
エ

l
レ
・
ザ
イ
ツ
『
グ
リ
ム
兄
弟

涯
・
作
品
・
時
代
』
（
三
協
美
術
印
刷
、
一
九
九
九
・
三
）
で
あ
る
。

一
フ
イ
リ
ッ
プ
・
オ
ッ
ト
l
・
ル
ン
ゲ
（
一
七
七
七
・
七
・
二
一
－
一

S
一
八
一

0
・
一
二
・
二
）

ド
イ
ツ
の
ロ
マ
ン
主
義
を
代
表
す
る
画
家
。
初
め
て
コ
一
次
元
の
色
彩
の
体
系
を
作
り
出
し

た
。
ま
た
、
自
ら
詩
歌
を
創
作
す
る
こ
と
も
あ
り
、
ヴ
ア
ン
・
デ
ン
・
マ
ン
ブ
ル

l
ム
と

ヴ
ア
ン
・
デ
ン
・
フ
イ
ツ
シ
ャ

l
、
彼
の
妻
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
活
字
に
起
こ
し
、
ア
ル
ニ

ム
に
送
っ
た
。

三
今
回
、
魔
女
に
関
す
る
分
析
を
行
う
上
で
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
国
同
居
《
H
Z
C口
日
置
い

同
包
含
円
ロ
ロ
島
田
EM∞
冨
mw
同
o
r
g－
U
E
同
Eω
。
目
白
出
mHM《

H
Z。自同
V
F
E
E
H
M＼
同
∞
広
、
回

同居門
H
Z
C口
自
由
．
回
ロ
内
田
2
E
M仏
国
EElp向向。
F
o
p
u
s
z口。
F
Z
F⑦
切

gの『『自
Magロ

四
回
∞
印
斗
で
あ
る
。
ま
た
、
参
考
に
し
た
訳
は
金
田
鬼
一
氏
の
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
（
岩
波

書
店
）
と
池
田
香
代
子
氏
の
『
完
訳
グ
リ
ム
童
話
集
』
（
講
談
社
）
、
吉
原
高
志
氏
・
吉
原

素
子
氏
の
『
初
版
グ
リ
ム
童
話
集
』
（
白
水
社
）
、
ブ
ロ
ー
チ
ャ
l
美
和
子
氏
の
『
初
版
以

前
グ
リ
ム
・
メ
ル
ヘ
ン
集
』
（
東
洋
書
林
）
で
あ
る
。

凹
何
回
冨
は
同
包
含
吋
lgHM《
四
国
自
呂
田
向
。
『
。
ロ
の
略
で
あ
る
。
そ
の
後
に
つ
く
番
号
は
第
七

版
で
の
通
し
番
号
で
あ
る
。

i

兄
弟
が
ブ
レ
ン
タ

I
ノ
に
頼
ま
れ
て
送
っ
た
原
稿
で
あ
る
。
兄
弟
は
、
ブ
レ
ン
タ
l
ノ
が

原
稿
を
返
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
倶
し
、
念
の
た
め
原
稿
の
写
し
を
取
っ
て
い
た
た

め
、
事
な
き
を
得
た
。
十
九
世
紀
末
、
ア
ル
ザ
ス
地
方
の
修
道
院
で
発
見
さ
れ
、
地
名
か

ら
「
エ

l
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
一
九
二
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
。

六
『
年
老
い
た
魔
女
』
と
い
う
題
名
通
り
、
こ
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
議
場
す
る
魔
女
は
老
婆
で

あ
り
、
魔
術
を
使
う
と
い
う
描
写
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

七
悪
い
魔
女
を
指
す
「
図
書
。
」
と
い
う
語
は
、
二
二
、
一
四
世
紀
か
ら
使
わ
れ
、
一
七
世

紀
に
普
及
し
た
新
し
い
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
語
源
は
一
説
に
は
一

O
世
紀
頃
の
古
高
ド

イ
ツ
語
「
出
お
E
E
E」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
国
凶
四
E
E
E」
は
「
Fm四
」
（
垣

根
）
と
「

N
5
E」
（
女
）
の
合
成
語
で
あ
り
、
境
界
に
身
を
置
く
半
ば
悪
霊
的
な
存
在

を
意
味
す
る
「
垣
根
の
上
を
飛
ぶ
女
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
垣
根
と
は
た
だ
の

垣
根
を
示
す
の
で
は
な
く
、
生
と
死
の
聞
の
垣
根
の
こ
と
で
あ
る
。

八
大
淵
知
直
「
グ
リ
ム
・
メ
ル
ヘ
ン
に
登
場
す
る

4
人
の
「
魔
女
」
た
ち
｜
魔
女
・

魔
法
使
い
の
女
・
賢
女
・
老
婆
」
奇
襲
文
研
究
』
八
一
、
二

O
O
一
・
一
一
一
）

トでり。

生

九
と
山
安
敏
『
魔
女
と
キ
リ
ス
ト
教
』
（
講
談
社
、
一
九
九
八
・
一
）
よ
り
。

一O

一
五
世
紀
に
ド
ミ
ニ
コ
会
土
で
異
端
審
問
官
で
あ
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ク
レ

1
7
1
に

よ
っ
て
書
か
れ
た
魔
女
に
関
す
る
論
文
。

一
一
世
界
の
広
範
囲
に
分
布
す
る
民
間
伝
承
。
赤
い
目
、
鋭
い
固
な
ど
は
凶
目
と
し
て
恐
れ

ら
れ
て
、
視
線
ひ
と
つ
で
他
の
人
に
災
害
を
も
た
ら
す
と
い
う
信
仰
。

一
一
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
・
ア
フ
リ
カ
大
陸
・
西
ア
ジ
ア
の
三
大
陸
に
閉
ま
れ
た
海
域
を
指
す
。

と
り
わ
け
古
代
か
ら
中
世
初
期
に
か
け
て
、
エ
ジ
プ
ト
・
フ
エ
ニ
キ
ア
・
ギ
リ
シ
ア
・

口

1
7
人
が
活
躍
し
、
独
自
の
地
中
海
文
化
圏
を
形
成
。

一
一
二
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
一
つ
。
原
人
ア
ダ
ム
が
罪
を
犯
し
、
そ
の
結
果
全
人
類
に
生
ま

れ
な
が
ら
遺
伝
す
る
罪
を
い
う
。

一
四
女
神
と
し
て
様
々
な
属
性
を
備
え
て
お
り
、
人
間
と
動
物
の
愛
護
、
新
し
く
生
ま
れ
る

生
命
の
保
護
な
ど
を
担
っ
て
い
た
。
一
方
で
、
女
狩
猟
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
疫

病
と
死
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
、
自
分
が
生
ん
だ
生
物
を
殺
す
女
神
で
も
あ
っ
た
。

ア
ル
テ
ミ
ス
神
が
何
故
、
女
狩
猟
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
な
ん
で
も
物
を
こ
わ
す
老

婆
と
い
う
一
面
を
持
つ
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
森
と
の
関
わ
り
が
深
く
、
森
や
山
野

の
処
女
女
神
と
さ
れ
て
い
た
。

一i

ア
ル
テ
ミ
ス
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
呼
び
方
で
あ
り
、
ロ
！
？
人
は
デ
イ
ア
ナ
神
と
呼
ん
で

い
た
。
そ
の
た
め
、
デ
イ
ア
ナ
神
も
ア
ル
テ
ミ
ス
神
と
同
様
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
信

仰
さ
れ
て
い
た
。
デ
ィ
ア
ナ
崇
拝
、
が
異
教
の
世
界
に
あ
ま
り
に
広
く
ひ
ろ
ま
っ
た
た
め

に
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
デ
ィ
ア
ナ
を
最
大
の
好
敵
手
と
考
え
、
デ
ィ
ア
ナ
神

は
後
世
「
魔
女
の
女
王
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
六
ア
ル
テ
ミ
ス
の
従
姉
妹
で
あ
り
、
月
と
魔
術
、
幽
霊
、
豊
穣
、
浄
め
と
嬢
罪
を
司
る
女

神
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
カ
テ
神
の
ト
ー
テ
ム
は
蛙
で
、
蛙
は
胎
児
の
シ
ン
ボ
ル

で
あ
っ
た
。
中
世
初
期
に
は
、
ヘ
カ
テ
神
は
「
霊
界
の
女
王
」
ま
た
は
「
魔
女
た
ち
の

女
王
」
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
彼
女
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
よ
っ
て
特
別
な

悪
魔
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う

一
七
処
女
、
母
親
、
老
婆
や
創
造
者
、
維
持
者
、
破
壊
者
と
い
っ
た
三
つ
の
移
り
変
わ
る
面

を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
八
一
八
一
二
年
五
月
二

O
日
ア
ル
ニ
ム
宛
の
手
紙
よ
り
。

一
九
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
初
版
第
二
巻
の
序
文
よ
り
。

戸川

υ
門

i



小
川
未
明
の
戦
争
観

ー
ー
ー
第
一
次
世
界
大
戦
を
中
心
に
ー
ー
ー

は
じ
め
に
（
序
章
）

小
川
未
明
は
小
説
家
、
童
話
作
家
で
あ
る
。
日
本
は
第
一
次
世
界
大
戦
、
第

三
次
世
界
大
戦
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
戦
争
に
参
加
し
て
い
た
。
小
川
未
明
は

そ
の
二
度
の
大
戦
ど
ち
ら
と
も
の
時
代
に
生
き
、
作
品
を
発
表
し
て
い
た
。
そ

ん
な
彼
が
戦
争
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
第
一
次
大

戦
期
の
動
向
、
作
品
を
通
し
て
論
じ
た
い
。

本
論
は
、
小
川
未
明
の
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
に
発
表
さ
れ
た
作
品
に
着
目

し
、
彼
の
戦
争
観
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章

小
川
未
明
の
戦
争
観

小
川
未
明
が
第
一
次
世
界
大
戦
終
結
ま
で
に
書
い
た
作
品
か
ら
未
明
の
戦
争

観
を
考
察
す
る
。
作
品
は
戦
争
描
写
が
あ
る
も
の
を
抜
き
出
し
た
。
作
品
の
先

頭
記
号
A

’
は
小
説
作
品
、
〈
〉
は
童
話
作
品
を
一
不
す
。

大

門

手リ

佳

第
一
時
期

初
期
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
ま
で

A
V

「
霞
に
実
］
＼
初
出
・
一
九

O
五
年
・
新
小
説

【
考
察
｝

「
霞
に
実
」
で
は
主
人
公
の
「
死
ん
だ
っ
て
か
ま
ひ
は
し
な
い
」
や
「
僕
は

日
本
男
子
だ
。
い
ん
ま
に
海
軍
兵
に
な
る
ん
だ
。
」
と
い
っ
た
、
兵
士
に
な
り
た

い
と
い
う
少
年
の
こ
こ
ろ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
戦
争
に
参
加
し
て

も
し
死
ん
だ
と
し
て
も
、
あ
こ
が
れ
の
先
生
に
褒
め
ら
れ
る
な
ら
ば
構
わ
な
い

と
い
っ
た
、
戦
争
肯
定
の
考
え
が
見
え
る
。

76 

－
「
日
本
海
」
初
出
一
一
九

O
六
年
・
太
陽

【
あ
ら
す
じ
】

秋
の
一
麗
し
い
日
、
私
は
先
生
の
地
図
の
講
義
を
聞
い
て
い
た
。
先
生
か
ら
佐

渡
の
島
を
教
え
ら
れ
、
私
は
、
畑
で
歌
う
女
の
歌
っ
て
い
る
俗
謡
を
思
い
出
し

た
。
こ
の
青
空
の
彼
方
に
佐
渡
の
島
が
あ
る
と
空
想
し
て
、
私
は
涙
を
眼
に
浮

か
べ
た
。



数
年
後
、
中
学
校
で
私
に
衝
撃
を
与
え
た
の
は
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
で
の
戦
争

で
あ
っ
た
。
十
六
七
歳
の
私
は
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
の
方
向
を
憤
り
を
も
っ
て
に

ら
ん
だ
。
こ
れ
と
比
較
し
、
い
ま
こ
の
日
本
海
の
海
兵
で
空
想
に
ひ
た
っ
て
い

る
私
に
は
黒
い
岩
が
大
波
に
苦
闘
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
奮
い
立
つ
。
と
こ

ろ
が
次
に
は
こ
の
世
界
は
陸
と
海
と
の
戦
争
で
あ
る
と
感
じ
、
い
つ
か
は
陸
が

海
に
浸
食
さ
れ
、
敗
北
で
終
わ
る
の
だ
と
予
期
す
る
。

【
考
察
】

日
本
を
侵
略
し
よ
う
と
す
る
ロ
シ
ア
に
激
し
い
怒
り
を
み
せ
、
自
ら
戦
い
に

赴
こ
う
と
す
る
意
志
を
感
じ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
世
界
は
陸
と
海
が
常
に
戦
争

を
行
っ
て
い
る
と
私
は
思
っ
た
。
実
際
の
戦
争
を
元
に
書
か
れ
て
い
る
た
め
、

戦
争
肯
定
描
写
が
多
い
。

A
V

「
石
火
」
初
出
一
一
九

O
七
年
・
読
売
新
聞

【
あ
ら
す
じ
】

夏
の
あ
る
日
、
石
工
は
砥
石
で
刃
物
を
研
い
で
い
た
。
そ
こ
に
材
木
を
運
ん

で
い
た
男
が
通
り
か
か
り
石
工
に
世
間
話
を
話
し
か
け
る
。
話
の
内
容
は
主
に

最
近
の
戦
争
に
よ
っ
て
賞
さ
れ
た
金
回
り
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
男
と
別
れ
た

石
工
は
夏
の
蒸
れ
た
風
の
中
に
大
砲
の
音
を
き
く
。

【
考
察
｝

戦
争
H
金
回
り
が
よ
く
な
る
こ
と
か
ら
肯
定
的
な
様
子
が
見
ら
れ
る
。
戦
争

が
終
わ
っ
て
金
の
動
き
が
変
わ
っ
て
も
そ
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
る
人
と
そ
う
で

な
い
人
と
い
っ
た
身
分
で
の
差
別
が
あ
っ
た
。

A

’
「
魯
鈍
な
猫
」
初
出
・
一
九
一
一
一
年
・
読
売
新
聞

｛
戦
争
表
現
】

こ
の
猫
は
、
私
が
、
街
か
ら
拾
っ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
木
枯
に
夕
陽
の
色

あ

ち

ら

は
傷
ん
で
、
う
す
黄
色
に
西
の
空
を
染
め
た
二
月
の
夕
暮
方
で
あ
っ
た
。
彼
方
か

じ
ん
あ
い

ら
、
剣
を
侃
げ
た
兵
隊
の
一
列
が
、
乾
い
た
途
の
上
に
白
い
煙
の
や
う
な
塵
挨
を

上
げ
て
靴
音
を
立
て
来
た
。
彼
等
は
、
西
か
ら
来
て
衝
の
東
の
方
に
行
か
う
と

し
た
。素

処
、
此
処
に
子
供
等
の
遊
ん
で
ゐ
る
叫
び
声
が
聞
え
た
。
赤
い
、
星
の
や

け

ん

し

と

う

と

が

す

う
な
軒
燈
は
木
枯
に
磨
ぎ
澄
さ
れ
て
、
菓
子
屋
に
は
、
青
い
瓦
斯
の
光
が
硝
子

戸
を
射
し
透
し
て
往
来
の
上
を
照
ら
し
て
ゐ
た
。
此
時
、
隣
の
足
袋
屋
で
は
、

円

i
円

d

み

せ

さ

き

お

ろ

店
頭
の
戸
を
閉
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
足
袋
屋
の
前
の
途
の
上
に
、
白
い
小
さ
な
猫
、
が
限
と
し
て
ゐ
て
動
か
な

か
っ
た
。
兵
隊
の
一
列
は
、
間
近
か
に
足
音
を
立
て
来
か
〉
っ
た
け
れ
ど
、
猫

は
驚
い
て
逃
げ
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。

私
は
、
こ
の
有
様
を
見
て
其
の
猫
を
追
は
う
と
し
た
。
す
る
と
小
猫
は
、
曾

て
私
を
見
知
っ
て
ゐ
た
人
の
や
う
に
、
さ
も
懐
し
や
け
に
顔
を
見
上
げ
て
暗
い
た
。

私
は
、
其
の
小
猫
を
抱
き
上
げ
て
、
衝
突
し
か
〉
っ
た
兵
隊
の
列
か
ら
慌
て
避
け

た
。
而
し
て
、
こ
の
誰
で
も
通
っ
て
差
支
へ
な
い
往
来
の
上
を
独
り
、
威
張
っ

て
通
る
兵
隊
に
面
憎
く
思
っ
た
。



若
し
、
私
が
、
救
っ
て
や
ら
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
小
猫
は

一
直
線
に
し
か

進
む
こ
と
の
出
来
な
い
自
動
機
械
の
や
う
な
兵
隊
の
靴
の
匿
の
下
に
踏
み
潰
さ

れ
て
、
今
頃
は
、
血
を
吐
い
て
路
の
上
に
弊
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
誰

も
、
こ
の
哀
れ
な
動
物
の
死
に
つ
い
て
、
余
り
多
く
悲
し
み
も
し
な
い
だ
ら
う

と
考
へ
た
。

【
考
察
】

兵
隊
を
子
猫
を
避
け
る
こ
と
も
し
な
い
心
な
い
も
の
と
表
現
し
て
い
る
。
「
自

動
機
械
の
や
う
な
」
兵
士
の
た
め
、
戦
争
で
人
を
殺
す
と
い
う
行
為
が
常
習
化

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
猫
を
助
け
よ
う
と
し
な
い
周
囲
の
人
も
似
た
よ

う
な
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

第
二
節

第
一
次
世
界
大
戦
終
結
ま
で

－
「
路
上
の
一
人
」
初
出
・
一
九
一
五
年
・
新
小
説

【
戦
争
表
現
】

も
し
是
等
の
山
河
を
奪
は
ん
と
す
る
者
が
あ
ら
ば
其
者
と
戦
ひ
、
守
ら
う
と

い
ふ
心
持
に
な
っ
た
。
而
し
て
、
戦
争
と
い
ふ
も
の
を
、
常
に
否
定
す
べ
き
は

却
っ
て
理
由
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
考
へ
た
。

彼
は
か
う
思
っ
て
ゐ
る
時
に
、
ち
ゃ
う
ど
町
の
方
を
走
っ
て
ゐ
る
号
外
売
り

の
叫
び
と
、
其
の
鈴
の
音
と
を
聞
き
付
け
た
。
し
ば
ら
く
感
慨
を
催
し
て
来
て
、

二
度
び
清
ら
か
に
澄
み
渡
っ
た
、
静
か
な
空
を
見
遣
っ
た
。
而
し
て
、
こ
の
空

の
下
の
、
こ
の
世
界
の
一
角
で
は
人
間
と
人
間
が
互
ひ
に
血
を
流
し
て
争
っ
て

ゐ
る
こ
と
を
思
っ
た
。
其
の
戦
場
で
は
凄
ま
じ
い
砲
弾
の
爆
発
す
る
響
き
が
起

り
、
煙
塵
が
空
を
濁
し
、
人
馬
の
死
物
狂
ひ
の
喚
声
が
湧
く
の
で
あ
る
。
此
処

で
見
て
ゐ
る
空
に
は
其
様
な
気
は
ひ
す
ら
な
い
。
た
ジ
太
陽
は
一
日
平
和
に
此

の
地
上
を
照
ら
し
、
や
が
て
平
和
に
地
平
線
に
没
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
而
し
て

独
り
今
日
ば
か
り
で
な
く
、
永
遠
に
こ
の
天
地
は
平
和
で
あ
る
べ
き
だ
と
、
暗

黙
の
裡
に
語
っ
て
ゐ
る
ば
か
り
の
や
う
に
思
は
れ
た
。
少
な
く
と
も
要
一
に
は

さ
う
思
は
れ
た
。

｛
考
察
】

守
る
べ
き
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
を
害
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
戦
う
こ

と
は
悪
で
は
な
い
と
い
う
考
え
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
一
方
で
は
こ
の
世
は
平
和
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
も
述
べ
て
お
り

矛
盾
し
た
考
え
が
あ
る
。

一78

－
「
戦
争
」
初
出
二
九
一
八
年
・
科
学
と
文
芸

こ
の
作
品
は
題
名
が
「
戦
争
」
と
あ
る
よ
う
に
戦
争
に
関
し
て
細
か
く
未
明

の
思
想
が
現
れ
て
い
る
。

【
あ
ら
す
じ
】

海
の
彼
方
で
大
戦
争
が
あ
る
と
い
う
が
そ
れ
は
本
当
は
つ
く
り
話
で
は
な
い

か
と
み
な
が
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
だ
か
ら
世
間
は
落
ち
着
い

て
余
裕
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
の
だ
。
戦
争
の
こ
と
は
新
聞
で
知
る
よ
り
他
が

な
い
。
今
、
新
聞
が
“
戦
争
は
終
わ
っ
た
”
と
報
道
し
た
ら
人
々
は
容
易
に
万

歳
を
唱
え
、
そ
し
て
死
ん
だ
人
の
こ
と
な
ど
忘
れ
、
真
理
が
輝
い
た
と
信
じ
る

だ
ろ
う
。
こ
ん
な
こ
と
は
真
実
に
良
心
の
あ
る
も
の
に
は
出
来
な
い
こ
と
で
あ

る
。
一
体
真
理
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
戦
争
と
い
う
名
目
で
な
し
た
殺
人
だ
け

が
ど
う
し
て
正
し
い
の
か
。
私
は
、
今
戦
争
、
が
あ
る
こ
と
が
信
じ
ら
れ
な
い
。



ど
う
し
て
一
日
に
何
万
人
も
の
人
聞
が
殺
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
実
際
あ
る
こ
と

な
ら
ば
こ
こ
に
い
る
人
た
ち
は
そ
れ
を
知
っ
て
平
気
で
歩
い
て
い
ら
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
が
私
の
疑
問
で
あ
っ
た
。
薬
や
衣
類
な
ど
が
戦
争
で
手
に
入
ら

な
い
と
人
々
は
口
し
、
私
は
そ
れ
に
よ
っ
て
迷
惑
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

あ
る
日
私
は
郊
外
に
住
む

F
を
訪
ね
自
分
が
戦
争
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ

な
い
こ
と
を
伝
え

F
の
意
見
を
聞
い
た
。

F
は
戦
争
は
あ
る
と
答
え
た
。
戦
争

を
し
て
い
る
の
は
こ
こ
に
い
る
人
た
ち
で
は
な
く
実
際
に
戦
っ
て
血
を
流
し
て

い
る
人
間
だ
け
に
戦
争
が
あ
る
、
と
言
っ
た
。
死
ぬ
の
は
自
分
で
な
い
、
だ
か

ら
こ
そ
平
気
な
顔
を
し
て
い
ら
れ
る
と
も
答
え
た
。
私
と

F
は
根
本
か
ら
人
間

に
対
す
る
考
え
が
異
な
っ
て
い
た
。

－
「
負
傷
者
」
初
出
二
九
一
八
年
・
太
陽

【
あ
ら
す
じ
｝

戦
争
が
終
わ
り
、
片
腕
を
失
い
な
が
ら
も
幸
作
は
村
に
帰
っ
て
き
た
。
幸
作

が
帰
っ
て
い
た
は
じ
め
の
う
ち
は
、
名
誉
あ
る
負
傷
で
あ
る
と
皆
か
ら
賞
賛
を

受
け
て
い
た
が
し
ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
は
憐
れ
み
と
侮
蔑
の
眼
で
見
ら
れ
る
よ

う
に
あ
る
。
あ
る
日
、
父
親
に
棒
の
木
を
伐
れ
と
命
じ
ら
れ
た
幸
作
は
、
反
発

を
感
じ
な
が
ら
も
山
に
入
る
。
活
き
活
き
と
そ
び
え
る
棒
を
見
た
幸
作
は
天
地

が
平
和
で
あ
る
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し
、
失
っ
た
腕
の
こ
と
や
離
縁
し
た
妻

の
こ
と
を
思
い
、
棒
を
切
る
こ
と
は
罪
悪
で
あ
る
と
感
じ
る
。

し
か
し
、
再
度
幸
作
が
妻
や
子
供
を
失
っ
た
十
年
間
を
思
う
と
、
何
も
知
ら

ず
に
立
っ
て
い
る
棒
に
不
公
平
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
棒
を
伐
る
こ
と
を

決
定
す
る
。
自
然
に
背
き
、
自
分
の
良
心
を
欺
こ
う
と
す
る
幸
作
の
顔
に
は
噺

笑
が
浮
か
ん
で
い
た
。

【
考
察
】

最
初
の
場
面
で
、
片
腕
を
失
っ
た
幸
作
を
見
て
男
た
ち
は
「
名
誉
の
負
傷
を

し
た
と
、
彼
を
慰
め
て
、
其
の
身
に
近
く
取
巻
い
て
讃
賞
し
た
」
の
に
対
し
、

女
子
供
は
「
さ
し
も
怖
し
い
も
の
で
も
見
る
や
う
に
敢
て
近
付
か
な
」
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
男
女
聞
で
戦
争
や
兵
士
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
差
が
見
て
取
れ
る
。

そ
し
て
棒
の
木
を
伐
り
に
行
く
場
面
で
は
、
「
た
と
ひ
人
間
に
せ
よ
、
木
に
せ
よ
、

勝
手
に
生
命
を
取
る
権
利
は
な
い
筈
だ
」
と
幸
作
は
父
親
に
反
発
し
た
意
見
を

持
ち
、
戦
争
の
あ
り
か
た
の
否
定
を
断
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
生
き
て
い
る

も
の
の
命
を
何
の
理
由
も
な
く
奪
う
こ
と
は
罪
で
あ
り
、
も
し
、
理
由
が
あ
っ

た
と
し
て
も
そ
れ
は
関
係
の
な
い
も
の
の
理
由
で
あ
る
た
め
、
奪
わ
れ
る
側
に

は
理
由
に
な
っ
て
は
い
な
い
と
い
っ
た
、
戦
争
で
関
係
な
い
人
の
命
を
奪
う
こ

と
に
も
通
ず
る
こ
と
で
幸
作
は
苦
し
め
ら
れ
る
。
そ
の
後
も
、
幸
作
は
病
院
で

目
を
覚
ま
し
た
時
に
戦
争
の
終
結
を
知
っ
た
た
め
、
自
分
の
中
で
戦
争
に
つ
い

て
の
整
理
が
終
わ
っ
て
お
ら
ず
さ
ら
に
は
虚
無
感
ま
で
も
感
じ
て
い
る
よ
う
で

あ
り
、
戦
争
へ
行
っ
た
者
で
さ
え
も
意
味
を
見
失
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
戦
争

が
ま
っ
た
く
の
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一79-

。
「
酒
倉
」
初
出
二
九
一
八
年
・
読
売
新
聞

【
あ
ら
す
じ
】

甲
と
乙
の
隣
り
合
っ
た
二
つ
の
国
は
よ
く
戦
争
を
し
て
い
た
。
あ
る
時
、
甲

は
乙
に
破
ら
れ
て
劣
勢
に
陥
っ
た
。
そ
こ
で
甲
の
国
は
乙
の
国
が
あ
る
小
さ
な

町
を
占
拠
し
た
時
に
食
べ
物
を
す
べ
て
焼
き
払
い
、
酒
と
水
だ
け
を
残
し
そ
の

中
に
毒
を
い
れ
て
お
い
た
。
乙
の
軍
の
兵
士
た
ち
は
町
を
占
拠
し
た
が
食
べ
物

が
無
い
た
め
、
酒
や
水
を
飲
み
、
毒
で
次
々
に
鎗
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
見
て

い
た
甲
の
軍
は
弱
っ
た
乙
の
軍
を
破
り
、
軍
勢
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
国
に
帰
つ



て
い
っ
た
。
つ
か
の
間
の
平
和
も
直
ぐ
に
消
え
去
り
二
国
は
再
び
戦
争
を
は
じ

め
た
。
今
度
は
乙
の
国
が
劣
勢
に
な
り
、
甲
の
軍
は
乙
の
国
を
占
領
し
だ
し
た
。

あ
る
日
、
乙
の
国
の
村
を
占
領
し
た
甲
の
箪
は
そ
の
村
が
以
前
の
自
分
達
の
使

っ
た
作
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
村
の

草
原
の
中
に
一
人
の
少
年
が
居
る
こ
と
に
軍
の
大
将
は
気
が
つ
い
た
。
少
年
は

び
っ
こ
の
た
め
村
人
に
置
い
て
行
か
れ
た
の
で
あ
る
。
大
将
は
少
年
に
ど
の
井

戸
や
酒
倉
に
毒
が
入
っ
て
い
る
か
尋
ね
、
脅
し
聞
き
出
し
た
。
少
年
は
村
の
三

軒
の
酒
倉
に
は
毒
が
入
っ
て
い
る
が
他
に
は
入
っ
て
い
な
い
と
告
げ
た
。
そ
れ

を
聞
い
た
大
将
は
兵
士
に
一
二
軒
の
酒
倉
の
酒
を
飲
み
、
他
に
は
毒
が
入
っ
て
い

る
か
ら
飲
む
な
と
命
令
し
た
。
兵
士
た
ち
は
酒
倉
の
酒
を
飲
み
、
大
将
も
同
じ

く
酒
を
飲
ん
だ
。
少
年
は
嘘
を
言
わ
な
か
っ
た
た
め
、
甲
の
軍
の
兵
土
た
ち
は

皆
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

【
戦
争
表
現
】

・
隣
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
よ
く
戦
争
を
い
た
し
ま
し
た
。

・
乙
の
軍
勢
は
、
ど
し
ど
し
国
境
を
越
え
て
、
甲
の
国
に
入
っ
て
い
き
ま
し
た
。

・
な
に
か
策
略
を
巡
ら
し
て
、
乙
の
兵
隊
や
、
大
将
ど
も
を
殺
し
て
し
ま
わ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ

－
乙
の
軍
勢
が
、
甲
の
あ
る
小
さ
な
町
を
占
領
し
た

・
負
け
た
兵
士
を
勇
気
づ
け
て
逆
襲
を
い
た
し
、
さ
ん
ざ
ん
に
弱
っ
た
乙
の
国

の
軍
勢
を
破
り
ま
し
た
。

－
国
境
を
越
え
て
わ
が
国
に
逃
げ
帰
り
、
と
う
と
う
こ
の
戦
争
は
甲
の
勝
利
に

帰
し
て

－
平
和
は
た
だ
ち
に
破
れ
て
、
ま
た
二
国
は
戦
争
を
始
め
ま
し
た
。

－
甲
の
園
、
が
勝
ち
つ
づ
け
て
、
そ
の
軍
勢
は
、
国
境
を
越
え
て
乙
の
国
へ
侵
入

し
た

・
甲
の
軍
勢
は
乙
の
国
の
あ
る
村
を
占
領
い
た
し
ま
し
た
。

【
考
察
】

戦
争
を
直
接
し
て
い
る
表
現
の
あ
る
童
話
で
あ
る
が
、
少
年
の
言
っ
た
こ
と

を
信
用
し
な
か
っ
た
兵
士
た
ち
が
全
員
死
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
人
間
信
用
の
意
味
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
互
い
の
国
の
侵
略
を
主
軸
に
添
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
戦
争
と
は
相

手
の
領
地
を
奪
い
合
う
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

。
「
野
蓄
積
」
初
出
・
一
九
二

O
年
・
大
正
日
々
新
聞

【
あ
ら
す
じ
】

大
き
な
国
と
そ
れ
よ
り
少
し
の
さ
な
国
が
あ
っ
た
。
二
つ
の
国
の
国
境
に
は

石
碑
と
一
株
の
野
蓄
被
が
あ
り
大
き
な
国
か
ら
は
老
人
が
小
さ
な
国
か
ら
は
青

年
が
派
遣
さ
れ
て
石
碑
を
守
っ
て
い
た
。
二
人
は
会
話
を
し
な
が
ら
親
交
を
深

め
て
い
っ
た
。
し
か
し
平
和
だ
っ
た
二
国
の
間
で
戦
争
が
始
ま
っ
た
。
老
人
は

青
年
に
自
分
を
殺
し
て
首
を
持
っ
て
い
け
ば
青
年
は
出
世
で
き
る
と
一
言
っ
た
が

青
年
は
そ
れ
を
断
り
、
そ
し
て
青
年
は
北
に
去
っ
て
い
き
老
人
だ
け
が
残
さ
れ

た
。
あ
る
日
、
旅
人
が
老
人
の
元
を
通
り
か
か
っ
た
。
戦
争
に
つ
い
て
老
人
が

尋
ね
る
と
、
小
さ
な
国
が
負
け
て
、
兵
士
は
み
な
ご
ろ
し
に
な
り
、
戦
争
は
終

わ
っ
た
と
旅
人
は
言
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
老
人
が
う
と
う
と
と
い
ね
む
り
を
し

て
い
る
と
彼
方
か
ら
一
列
の
軍
隊
が
来
る
の
が
見
え
、
指
揮
を
し
て
い
る
の
は

あ
の
青
年
で
あ
っ
た
。
老
人
の
前
を
通
る
時
に
青
年
は
黙
礼
を
し
蓄
積
の
花
を

か
い
だ
。
老
人
が
何
か
を
言
お
う
と
す
る
と
目
が
覚
め
、
そ
れ
が
夢
だ
っ
た
と

老
人
は
気
が
つ
い
た
。
や
が
て
蓄
積
は
枯
れ
、
老
人
は
暇
を
も
ら
い
南
に
去
る
。
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－
「
無
産
階
級
者
」
初
出
二
九
二

O
年
・
中
央
公
論
夏
期
特
別
号

【
考
察
】

「
無
産
階
級
者
」
は
日
露
戦
争
後
の
話
で
あ
る
。
戦
争
に
赴
い
た
兵
士
は
普

通
に
暮
ら
し
て
い
る
も
の
よ
り
も
苦
痛
を
知
っ
て
お
り
、
そ
の
様
子
が
顔
つ
き

や
目
か
ら
わ
か
る
よ
う
で
あ
る
。

〈
〉
「
強
い
大
将
の
話
」
初
出
二
九
二

O
年
・
読
売
新
聞

【
あ
ら
す
じ
】

あ
る
国
に
戦
争
に
か
け
て
は
強
い
大
将
が
い
た
。
ど
こ
の
国
と
戦
争
を
し
て

も
必
ず
勝
利
を
収
め
て
き
た
。
あ
る
日
、
隣
の
固
と
戦
争
を
し
た
が
今
ま
で
に

な
い
ほ
ど
大
き
な
戦
争
で
、
大
将
も
兵
士
を
多
く
失
い
漸
く
勝
利
し
た
。
そ
し

て
都
に
帰
ろ
う
と
し
た
の
だ
が
道
に
迷
っ
て
し
ま
い
大
将
は
人
に
聞
く
こ
と
に

し
た
。
最
初
は
目
を
泣
き
は
ら
し
た
年
を
と
っ
た
女
に
尋
ね
た
。
自
分
に
道
を

聞
い
た
男
が
大
将
だ
と
知
っ
た
女
は
大
将
の
顔
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
一
本
の
道

を
教
え
た
。
し
か
し
、
大
将
が
そ
の
道
を
た
ど
る
と
戦
場
に
戻
っ
て
き
て
し
ま

っ
た
。
次
に
娘
に
聞
い
た
が
、
娘
が
教
え
た
道
を
た
ど
る
と
新
し
い
墓
場
に
つ

い
た
。
元
の
場
所
に
戻
る
と
そ
こ
に
は
一
人
の
老
人
が
歩
い
て
い
た
。
老
人
に

今
ま
で
あ
っ
た
こ
と
を
大
将
が
話
す
と
老
人
は
、
女
は
息
子
を
、
娘
は
夫
を
戦

争
で
亡
く
し
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
老
人
に
正
し
い
道
を
教
え
て
も
ら
っ

た
大
将
は
都
に
帰
っ
て
か
ら
、
死
ん
だ
人
に
同
情
を
寄
せ
て
大
将
の
職
を
辞
し

て
、
隠
居
し
た
。

【
戦
争
表
現
】

・
両
方
の
国
の
兵
隊
が

た
く
さ
ん
死
に
ま
し
た
。

－
戦
争
の
た
め
に
荒
れ
は
て
た
、
さ
び
し
い
と
こ
ろ

・
森
も
林
も
、
大
砲
の
火
で
焼
け
て
し
ま
っ
た

・
広
い
野
原
に
、
青
草
一
つ
見
え
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

－
い
つ
か
激
戦
の
あ
っ
た
、
思
い
出
し
て
も
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
戦
場

－
新
し
い
墓
場
で
、
今
度
の
戦
争
で
死
ん
だ
人
の
し
か
ば
ね
が
う
ず
ま
っ
て
い

て
、
土
の
色
も
湿
っ
て
い
た

・
母
親
で
あ
っ
て
、
そ
の
子
供
が
戦
争
に
い
っ
て
、
死
ん
だ
の
を
深
く
悲
し
ん

で
い
る

－
結
婚
し
て
、
ま
だ
間
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
夫
が
戦
争
に
い
っ
て
、

死
ん
だ
の
を
深
く
悲
し
ん
で
い
る

【
考
察
｝

戦
争
で
勝
利
し
た
大
将
を
主
人
公
に
し
、
起
こ
し
た
側
の
視
点
で
書
か
れ
て

い
る
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
争
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
の
は
兵
士
だ
け
で
は

な
く
、
ま
き
こ
ま
れ
た
一
般
人
も
多
く
い
る
と
暗
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
兵

士
た
ち
に
も
家
族
が
い
て
、
残
さ
れ
た
人
々
の
悲
し
み
は
大
き
な
も
の
で
あ
る

こ
と
も
伝
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
森
も
林
も
、
大
砲
の
火
で
焼
け
」
「
広
い
野
原
に
、
青
草
一
つ
見

え
な
い
」
様
に
戦
争
は
し
て
し
ま
い
、
自
然
破
壊
の
一
面
も
あ
る
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
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－
「
虚
を
狙
ふ
」
初
出
二
九
一
一
一
年
・
中
央
公
論
夏
期
特
別
号

【
戦
争
表
現
】

「
父
は
戦
争
に
」
と
い
ふ
題
が
付
い
て
あ
る
絵
を
、
私
は
、
「
静
物
」
の
写
真

か
と
思
ひ
ま
し
た
。
ち
ゃ
う
ど
後
期
印
象
派
の
描
い
た
林
檎
や
、
梨
子
に
は
、



こ
ん
な
や
う
な
の
が
沢
山
あ
る
か
ら
で
す
。
け
れ
ど
、
よ
く
其
れ
を
見
る
と
決

し
て
静
物
を
描
い
た
絵
で
な
く
、
子
供
の
写
真
で
あ
っ
た
の
で
す
。
体
が
貧
弱

に
な
っ
て
、
石
段
に
腰
を
か
け
て
ゐ
る
の
で
、
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
頭

だ
け
が
大
き
く
浮
き
出
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
石
造
の
建
物
の

蔭
の
処
で
、
裸
体
の
子
供
が
三
四
人
石
段
に
腰
を
か
け
て
、
口
を
開
け
て
此
方

を
見
て
ゐ
る
の
で
す
。
眼
が
カ
な
く
、
そ
し
て
穴
の
や
う
に
大
き
く
落
込
ん
で

ゐ
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
路
の
上
を
歩
い
て
も
、
頭
、
が
馬
鹿
に
大
き
い
の
で
、
下

の
部
分
と
釣
合
が
取
れ
な
く
て
、
直
に
蹟
い
て
倒
れ
て
し
ま
ふ
だ
ら
う
と
思
は

れ
ま
し
た
。

（
戦
争
は
罪
悪
だ
。
何
に
も
其
の
こ
と
に
関
し
て
知
ら
な
い
子
供
ま
で
が
、
こ

ん
な
有
様
に
な
っ
て
し
ま
ふ
。
）

【
考
察
】

は
っ
き
り
と
戦
争
は
罪
悪
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
戦
争
の
犠
牲
に
な
っ
た

子
供
た
ち
の
姿
は
三
児
を
失
っ
た
未
明
に
よ
り
い
っ
そ
う
の
反
戦
の
意
思
を
持

た
せ
た
で
あ
ろ
う
。

戦
争
表
現
の
あ
る
作
品
を
考
察
し
て
み
て
、
初
期
の
作
品
は
戦
争
に
参
加
し

た
い
と
い
う
表
現
な
ど
か
ら
好
意
的
な
様
子
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後

「
魯
鈍
な
猫
」
（
一
九
二
一
）
あ
た
り
か
ら
反
戦
的
な
傾
向
に
変
化
し
て
い
る
。

第
三
節

『
戦
争
」
と
「
野
蓄
積
』

戦
争
表
現
、
が
あ
る
作
品
の
中
で
、
作
品
の
タ
イ
ト
ル
、
が
そ
の
ま
ま
で
あ
る
「
戦

争
」
と
、
後
に
反
戦
童
話
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
「
野
蓄
積
」
に
焦
点
を
あ
て

て
、
考
察
す
る
。

「戦争」

「戦争」では同じ表現が何度も繰り返されており、主に次のよう

なことが言われている。

一、一日に五高人、十高人という多くの人が殺されている。（表1）

これは、戦争の残虐性を強調させており、さらに“殺される”と

いう表現にすることにより、単にただ人聞が死ぬという表現よりも

戦争で人が死ぬということは実際は殺人という行為をしているとい

う事実を主張しているのである。

す こ死 戦 戦争 こ海 あ眼 海 海
のぬ イコ との るに の の
怖の て を カ冶

来事出 そ見こ
？》 もち

ろ は 血 し な な な
し彼 を て た た た
い で j市 ゐ で え の で
考あ し る

、
ぬ 遠

へ つ て 者 同 け し、 大
のて ゐ は じ れ 争戦
た る

命運
ど と

め自 人間
自

、 カ1
に 分 分 の 海 あ
、で だ 以 下 の る

子 は け 外 七、 と
供な の 生 な し、

を い

争ι戦＝ 

彼等 活 た ふ
殺と す の
しい で ，る 同
、ふ I土 人 じ

女 考 iJ＇ミ あ 間 人
を へ あ り 等 問
殺が る ま カミ の
しあ ば せ 血 間
、る 力、 ん を

老が り iJ、
流 起。

人た し
をめ て り

殺もに、 ゐ Jコ
る イコ
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（表1）

一一、海の彼方の出来事であり、自分には関係のないことである。（表

2） 

主人公及び周囲の人聞とは関係ないところ（H海の彼方）で戦争

を起こすことによって、客観的な視点での戦争についての考察を可

能にしている。また、関係のない事実にすることで戦争をあいまい

な行為にしており、戦争によって死んだ人間への罪悪感の緩和を図

っているのではないだろうか。

高一 が三な 千たま
の 日 日 あ寓に 、 れ た 日 日 日
人に らを 幾高 足、 のこ
間五 五 う五得 五 五 五
が千 高 筈が 高る かを地 高 寓 高
戦人 た あ雪上 の 人 人
Jコ も な一め るに 人 も
て五 し

い高に
事れ於

間カ' 人十高ゐ高 く 。、
実い

十寓
る人 lま に白 絢て

7［＇とP土同 十寓 五己 を、 日寺 と 人
千 の

挟ら かし な も
の 、生

殺さ く 死
ぃ人 人 六 命 れも

非道
ん

ふの 間 千 を 同 れ だ
予｝＼ カ2 犠 悲鳴 じ日 た な り

と てプ】ミ 死 一牲 り
殺事技ん 秒に をの

殺さ血 だ 聞す 上同
十寓を り lこる if じ 遇 れ

流
、

五 の て時 の ふ る
し 殺さ 百だ 倒刻

死傷力' 
て

、 。
れに

但j れ 千 し る於
れ る 、七、

者が いて あ
と そも る

現 し、 ん 幾

匡 ふ な一 百手 と

巴
幾 こ日

幾断を百 と とに

三、戦争はつくり話であり、本当のことではない。（表3）

これは、日本で暮らしている人々の様子が戦争が起きていない場

合と変わらない事実を記していることと同時に、未明の戦争という

残虐な行為が本当はないのではないかという考えが現れているので

はないだろうか。

作

戦争

るた
戦争と

争戦 争戦
り 所と
話 でへ カミ
を

私上の 争戦が

し、 死 あ

真実
と ふ ん る
し、 だ な
ふ に作 と と ん

し も 崇 り 色主 書 て
て の つ話 It、

影
、

てで 真 て そ

形も
作 ゐあ 面 あ れ
り るつ 目 る I土

も 話 こた
事な

作
な とに と り
し、 し がせ 実 l土

話ぢ
所 tJ、

事実 よ と
J、、

過なぎ
し 悉 や

突城
.f, 入 て く な
lま 考 電 し、

し し、

戦争

J、、 報 の
て ら の ？ト
死

れな
誤 し

ん
と

謬 ら
だ し、 で ん

し、 。
あ

ふ ら、ー
つ

と
カ2
至
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（表
3
）

四
、
戦
争
の
影
響
で
外
国
製
品
が
こ
な
い
（
表
4
）

戦
争
は
つ
く
り
話
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
い
る
こ
と
と
は
反
対
し
て
、
外
国

か
ら
の
輸
入
が
少
な
い
こ
と
が
日
本
の
物
資
供
給
を
圧
迫
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
物
が
足
り
な
い
こ
と
が
、
物
資
の
値
上
が
り
を
誘
発
し
、
戦
争
の



自覚、がないままに生活を困窮させている。

よ戦
争戦 争戦。争

で で で
高
く 薬 タト
な 国品
つ iJ! 

て 被 l土
ゐ 乏 来

る し ま

の て せ

で ゐ ん

す ま
。

よ す
。

非p柿,,_ 
昨
年
の 値が
倍

上
り

上
ま

イコ し
て た
ゐ 。
る
の
で
す

（
表
4）

玉、外国の国名（表5）

実際の国名が幾度か登場している。内容は主にドイツ軍の虐殺で

ある。これは新聞などで知らされていたことであり、日英同盟に基

づいて戦争に参加した日本には敵対するドイツの情報が知らせてて

いたのだと考えられる。

ノレ か白 たし 独逸
てず つ耳

一 殺て 義や
さカ2
う 敵

や さ での
れル す女

ガ てマ 子
リ ゐニ 供
シ る l を
ヤ や 両

伊太
軍

白 の

義耳 手lj 開
で

や

ど 密集さ

伊太手lj
れ
ほ し
ど て

で 子
伊太行 供

I土 iJ! 利
れ 独 軍
た 逸 の
子 人 5禅
供 の 丸
の 手 避
虐 け
殺 ii、

（表
5

「
戦
争
」

で
は
最
後
に
生
々
し
い
戦
争
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
の

そ
し
て

で
あ
る
。

突
の
憶
え
る
下
k
、
ぬ
の
、
流
九
h
k
、
自
宅
で
塗
れ
た
尚
取
引
仙
絵
巻
じ
で
ゐ

る
。
ミ
馬
山
仙
恥
発
れ
で
、
ぬ
る
。
刻
字
、
L
1
げ
た
主
ミ
・
1
1
奇
心
仙
仰
向
げ
に
ら
「
で

米

mJ臥
叫
に
ゆ
下
今
依
存
、
走
、
ヘ
下
人
倒
託
小
払
る
。
あ
る
者
ほ
う
め
い
で
ゐ
る
。

あ
る
寺
内
同
志
引
に
、
喝
し
で
奮
し
い
叫
び
を
小
－
げ
で
ゐ
る
。
そ
し
で
、
ご
祢
mJ

北
引
を
治
叫
ん
で
く
れ
る
も
の
お
み
「

J

た
ら
、
そ
の
時
ほ
と
の
主
主
発
ん
で
も

い
い
ぐ
と
さ
へ
思
へ

J

で
ゐ
る
。
あ
る
者
ほ
、
そ
の
L
t
h
k
掩
い
ぶ
私
へ

J

で
ゐ

る
』
刊
を
布
い
「
J
M
同
い
で
均
し
除
け
で
、
そ
の
下
小
ら
、
道
ひ
同
さ
う
と
し
で

ゐ
る
。
崎
を
除
叫
す
と
総
司
恥
岐
に
ほ
、
快
ら
れ
た
永
製
い
炎
、
守
的
い
で
ゐ
る
。

ぬ
が
吹
き
同
で
、
も
う
均
議
く
し
て
し
ミ
「
J
t～A
Yコ
に
h
H
を
闘
－
け
で
ゐ
る
。

モ
ミ
ぶ
ら
鳩
山
仙
縫
み
均
で
ゐ
る
。
そ
の
男
礼
H
h
ゆ
た
h
H
耐
を
し
で
、
輸
を
み
礎

め
る
と
ぼ
「

J

た
り
前
の
め
り
に
崎
町
J
L
t
k
品
川
し
で
し
ミ
コ
た
。
和
岡
崎
た
「

J

t
～
訴
に
ほ
、
時
い
電
疑
心
仙
助
機
的
に
、
深
く
叫
叫
に
喰
hu
入
へ

J

で
ゐ
る
。
そ
の

中
で
、
う
ご
め
い
で
ゐ
る
除
問
ぞ
小
人
闘
で
吠
仙
の
黒
い
争
犯
お
あ
る
。
そ
と
に

件
付
臨
時
擦
の
、
内
れ
た
予
コ
化
、
ど
す
黒
い
慢
出
上
「

J

で
、
ぷ
ち
ぷ
も
と
爆
る

寺
山
仙
恥
問
、
え
で
、
実
ホ
込
先
、
お
肉
め
て
お
と
尽
ふ
と
、
消
え
る
。
、
消
え
る
小
と

尽
ふ
と
肉
め
く
。
も
や
う
ど
そ
の
時
、
す
べ
で
を
包
む
胎
吐
い
、
縫
い
、
食
、

お
札
切
の
L
t
に
弘
司
れ
ぶ
あ
る
。

忽
ち
、
た
ほ
、
月
憶
が
同
証
「
侃
時
処
甲
山
仙
迭
さ
と
、
創
ゑ
と
、
愉
れ
に
除
引
い
で
、

あ
る
脊
H
H、
泣
き
、
み
る
査
官
ほ
叫

NUGお
ら
議
十
人
以
＼
埼
り
と
た
〔

J

で、

縫
い
空
協
叫
ん
k
t
句
を
向
き
、
た
を
向
き
、
h
h

－
h
k
、
義
弘
、
地
ヘ
～
k
b
飛
で
く
れ
る
か
、

ら
う
つ
－
h

｛

J

、
地
ヘ
九
人
乗
で
く
れ
る
で
ら
う
あ
？
と
尽
ひ
た
お
ら
、
や
お
で

H
m
J議
れ
る
の
も
知
ら
で
作
下
ん
で
ゐ
る
。
と
の
時
、
羽
起
用
足
し
く
、
＼

加
什
に
ら
「
J
で
え
奈
の
＼
臨
時
ぷ
島
町
も
つ
h
k
h
苅
ぼ
れ
る
。
雨
h
崎、
A
W仙晶議〔
J
t～h
ぞの
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下
で
向
元
り
に
閃
め
く
。
や
お
で
ご
除
mJ
異
業
N
H
止ス

U
Q

そ
し
で
と
へ

J

ち

に
向
く
。
ら
に
あ
士
官
ぶ
命
令
す
る
。
ふ
た
た
び
橋
翰
乃
お
閃
め
く
。
』
共

栄
M
川
崎
町

J

簡
を
弘
明
、
で
＼
島
崎
に
と
｛

J

ち
に
肉
、
で
組
hu
を
糸
、
め
る
。
と
の

踊
岡
手
札
同
等
ほ
白
同
今
、
建
引
仙
、
A
y
h
喫
さ
れ
る
と
い
ふ
と
と
を
知
ら
た
い
も
川
町

で
！
」
の
号
令
h
K
4
ヘ
議
ほ
ご
斉
に
養
坊
ら
れ
る
。
在
憶
に
子
供
簿
の
悲
鳴
お

闘
え
る
。
小
さ
た
徐
に
h
q
る
売
の
剃
叫
郊
の
同
び
む
仙
恥
問
え
る
。
や
が
で
そ
れ

ら
の
清
治
闘
え
ら
く
た
る
。
同
勤
時
も
々
の
髪
、
た
型
的

J

下
に
ほ
、
果
も
た
く

し
で
唇
説
賀
さ
れ
た
幾
多
の
発
骸
お
敬
礼
す
る
。
そ
の
上
を
寒
い
風
お
吹
き
、

そ
れ
ら
の
肉
を
吸
を
ち
コ
と
す
る
糠
臨
時
の
時
清
治
し
で
、
無
い
匙
ぶ
無
数
h
k

除
里
、
空
仏
人
恥
問
く
の
で
み

J

る。

戦
争
な
ど
作
り
話
だ
と
言
っ
て
い
た
今
ま
で
の
話
と
は
一
転
し
て
、
戦
争
の

残
虐
性
を
大
き
く
表
し
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
死
体
の
描
写
あ
生
々
し
く
、
説

明
だ
け
で
そ
の
情
景
が
思
い
浮
か
ぶ
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
無
力
な
子
供
が
犠

牲
に
な
っ
て
お
り
、
長
男
の
死
に
つ
い
て
も
書
か
れ
で
あ
る
こ
の
作
品
は
未
明

の
思
い
入
れ
の
強
い
も
の
だ
ろ
う
。

「
野
蓄
積
」

「
野
蓄
積
」
は
三
人
の
会
で
読
み
上
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
脚
光
を
浴
び
始
め
、

一
九
二
八
年
に
は
左
翼
文
芸
家
総
連
合
『
戦
争
に
対
す
る
戦
争
』
に
再
収
録
さ

れ
て
い
る
小
川
未
明
の
代
表
的
反
戦
童
話
と
一
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

【
戦
争
表
現
】

・
た
だ
ひ
と
り
ず
つ
の
兵
隊
、
が
派
遣
さ
れ
て
、
国
境
を
さ
だ
め
た
石
碑
を
ま
も

っ
て

－
顔
を
知
り
あ
わ
な
い
あ
い
だ
は
、
ふ
た
り
は
敵
か
味
方
か
と
い
う
よ
う
な
感

じ
が
し
て
、
ろ
く
ろ
く
も
の
も
い
い
ま
せ
ん

－
ほ
ん
と
う
の
戦
争
だ
っ
た
ら
、
ど
ん
な
だ
か
し
れ
ん

・
二
つ
の
国
は
、
な
に
か
の
利
益
問
題
か
ら
、
戦
争
を
は
じ
め
ま
し
た
。

－
私
の
首
を
持
っ
て
行
け
ば
、
あ
な
た
は
出
世
が
で
き
る
。
だ
か
ら
殺
し
て
く

だ
さ
い
。

－
私
の
敵
は
、
他
に
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

・
戦
争
は
ず
っ
と
北
の
方
で
開
か
れ
て
い
ま
す
。
私
は
、
そ
こ
へ
行
っ
て
戦
い

ま
す
。

－
戦
争
は
、
ず
っ
と
遠
く
で
し
て
い
る
の
で
、
た
と
え
耳
を
す
ま
し
て
も
、
空

を
な
が
め
て
も
、
鉄
砲
の
音
も
き
こ
え
な
け
れ
ば
、
黒
い
け
む
り
の
か
げ
す
ら

見
ら
れ
な
か
っ
た

－
小
さ
な
国
が
負
け
て
、
そ
の
国
の
兵
士
は
み
な
ご
ろ
し
に
な
っ
て
、
戦
争
は

終
っ
た

・
一
列
の
軍
隊
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
馬
に
乗
っ
て
、
そ
れ
を
指
揮
す
る
の

は
、
か
の
青
年
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
軍
隊
は
き
わ
め
て
静
粛
で
声
一
っ
た
て

ま
せ
ん
。

戸

h
doo 

【
考
察
】

主
人
公
で
あ
ろ
う
老
兵
士
は
、
最
後
ま
で
戦
争
に
関
わ
る
こ
と
は
な
く
こ
の

物
語
は
幕
を
閉
じ
る
。
そ
の
た
め
、
戦
争
が
起
き
て
は
い
る
が
そ
の
様
子
な
ど

は
一
切
わ
か
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
戦
争
の
終
結
も
旅
人
か
ら
聞
い
て
は
じ
め

て
知
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
老
人
は
「
戦
争
」
で
い
う
日
本
人
と
同
じ
よ
う
な

立
場
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。
「
野
蓄
積
」
が
反
戦
童
話
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、

老
兵
士
と
青
年
兵
の
紳
を
戦
争
が
引
き
裂
い
た
こ
と
か
ら
戦
争
は
悪
で
あ
る
と



い
う
こ
と
を
感
じ
取
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
章

未
明
の
戦
争
観
に
影
響
を
与
え
た
も
の

第
一
節

社
会
主
聾
者
と
し
て
の
未
明

小
説
・
童
話
作
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
未
明
だ
が
、
一
方
で
社
会
主
義
者

と
し
て
の
一
面
も
持
っ
て
い
る
。
文
壇
に
出
た
頃
の
未
明
は
芸
術
に
お
い
て
外

部
の
観
察
を
強
調
す
る
自
然
主
義
の
対
立
で
あ
る
感
覚
や
内
的
な
観
察
を
強
調

す
る
ネ
オ
・
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
や
帝
政
ロ
シ
ア
の
社
会
主
義
思
想
で
あ
る
ナ
ロ

ー
ド
ニ
キ
思
想
に
魅
さ
れ
て
お
り
、
未
明
が
大
正
期
の
初
頭
か
ら
ア
ナ
ー
キ
ズ

ム
に
傾
倒
し
た
基
底
と
な
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
未
明
が
自

然
主
義
文
学
の
全
盛
す
る
時
代
に
お
い
て
ネ
オ
・
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
拘
っ
た

た
め
に
陥
っ
た
貧
困
と
苦
悩
の
時
期
を
書
い
た
「
魯
鈍
な
猫
」
は
彼
の
自
伝
的

小
説
と
さ
れ
て
い
る
（
船
木
根
郎
、
一
九
六
一
）
。
こ
の
貧
困
の
時
代
を
経
た
こ

と
に
よ
り
彼
は
さ
ら
に
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
傾
い
た
の
で
あ
る
。

未
明
は
大
正
九
年
に
日
本
社
会
主
義
同
盟
の
発
起
に
文
壇
人
と
し
て
参
加
し

て
い
る
。
こ
の
時
の
こ
と
に
つ
い
て
未
明
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

1
t
へ
誌
に
ほ
い
コ
で
あ
ら
、
岡
本
1
m
J
民
1
1
1
主
義
ほ
、
生
味
、
t
q
m
J
発
展
を
し
哀

し
た
。
経
済
的
に
も
、
思
柏
崎
的
に
へ
も
、
ミ
守
主
す
同
臨
時
恥
関
係
を
全
世
ヲ
る

h
k
b
そ
り
を
『
し
た
。
そ
し
で
、
貧
富
町

J

総
蟻
M
H
、
起
し
て
た
ウ
で
い
コ
た
。

交
、
義
的
J
t
t
h
h
d
h
仙
、
と
れ
に
無
同
心
で
ゐ
る
と
と
お
で
き
ら
く
九
ミ
た
。

「
同
夜
紅
会
主
義
陶
唾
n
h
m
J
舵
最
後
、
思
柏
州
連
動
ほ
と
れ
を
契
機
と
し
で
、

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
、
札
ノ
レ
予
カ
リ
ズ
ム
、
下
ノ
チ
1
4
T
ズ
ム
簿
h
k
A
々
ぶ
れ
る
に

ミ
り
哀
し
た
。
弘
明
に
、
そ
れ
鈴
干
の
作
戦
に
よ
り
＼
議
、
題
れ
勝
ち
で
も
句
、
た

ち
へ
誌
に
お
い
で
も
、
A
Y
粧
の
人
々
、
険
、
今
ミ
モ
民
疑
的

J

凡下ヘ
N
H
h

コ
で
行

く
べ
き
時
於
と
き
ミ
ミ
し
た
。
性
会
主
義
文
誌
の
J
4六
件
同
I

く
り
を
叫
し
た
。
そ

し
で
「
裕
司
蒔
き
n
h

時
代
表
で
ほ
、
訳
出
時
衣
主
義
的
存
ヘ
ミ
設
の
柏
崎
践
で
み
コ

た
も
の
お
「
ミ
人
の
会
n
h

以
後
、
ミ
ミ
に
も
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
〉
1
ノ
i

4
T
V
ペ
ム
の
今
裂
、
を
同
列
た
の
で
あ
り
表
す
ぐ
（
随
想
「
五
十
年
短
き
か
長
き

か」）

し
か
し
、
マ
ル
キ
ス
ト
の
人
々
と
同
じ
陣
営
に
い
た
未
明
だ
が
、
や
が
て
彼

等
と
挟
を
分
か
つ
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
、
未
明
は
そ
う
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
、
そ
れ
を
知
る
た
め
に
、
ま
ず
は
未
明
の
所
属
し
て
い
た
マ
ル
キ
シ
ズ

ム
と
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
違
い
を
見
る
。
ま
ず
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
搾
取
を
廃
止

し
て
貧
富
の
差
を
な
く
す
た
め
に
階
級
闘
争
を
変
革
の
手
段
と
し
て
そ
の
将
来

の
社
会
が
何
等
か
法
的
強
制
力
を
以
っ
て
維
持
す
る
共
同
体
を
目
指
し
て
い
る

の
に
対
し
て
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
は
国
家
と
強
権
を
否
定
し
、
友
愛
と
平
等
を
以
っ

て
維
持
す
る
共
同
体
の
社
会
を
目
指
し
て
い
る
。
未
明
の
思
想
が
空
想
的
理
想

的
社
会
主
義
と
言
わ
れ
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
人
間
の
善
性
に
信

頼
す
る
唯
心
観
を
と
る
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
対
し
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
人
間
観
は

人
間
を
経
済
力
と
み
な
す
唯
物
観
で
あ
っ
た
こ
と
も
理
由
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
未
明
は
『
近
代
思
想
』
に
作
品
を
紹
介
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け

に
大
杉
栄
一
と
交
流
を
持
ち
始
め
る
。
大
杉
栄
の
影
響
を
受
け
た
未
明
は
ク
ロ

ポ
ト
キ
ン
二
を
読
み
は
じ
め
感
銘
を
受
け
る
。
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
思
想
に
触
れ

た
未
明
は
人
道
主
義
に
目
覚
め
、
戦
争
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
立
場
へ
と
向
か

っ
て
ゆ
く
。

未
明
は
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
に
た
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
戦
争
反
対
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の
意
思
を
崩
し
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

第
二
節

来
明
の
職
争
一
経
験

未
明
は
誕
生
し
て
か
ら
没
す
る
ま
で
の
七
十
九
年
間
で
四
度
の
戦
争
を
経
験

し
て
い
る
。
日
清
戦
争
、
日
露
戦
争
、
第
一
次
世
界
大
戦
、
第
二
次
世
界
大
戦

で
あ
る
。

日
清
戦
争
で
は
未
だ
執
筆
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
未
明
は
日
露
戦
争
が
起
こ
っ

た
時
代
か
ら
執
筆
活
動
を
開
始
し
、
処
女
作
「
漂
浪
児
」
（
一
九

O
四
）
を
発
表

す
る
。
日
露
戦
争
は
一
年
で
終
結
し
日
本
は
ポ
l
ツ
マ
ス
条
約
に
調
印
し
て
い

る
。
日
露
戦
争
の
こ
と
を
書
い
た
「
骸
に
実
」
（
一
九

O
五
）
、
「
日
本
海
」
（
一

九
O
六
）
を
発
表
し
て
い
る
。

一
九

O
四

処
女
作
「
漂
浪
児
」

ポ
l
ツ
マ
ス
講
和
会
議

日
露
戦
争

一
九

O
五

「
霞
に
実
」

一
九

O
六

「
日
本
海
」

（表
6

）

そ
の
後
は
十
年
間
大
き
な
戦
争
の
な
い
時
代
を
過
ご
す
。
前
節
で
も
述
べ
た

と
お
り
、
未
明
は
世
間
の
流
行
と
の
祖
語
に
よ
り
生
活
困
難
に
陥
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
一
九
一
四
年
サ
ラ
エ
ボ
事
件
を
き
っ
か
け
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃

発
す
る
。
日
本
は
同
年
八
月
に
ド
イ
ツ
に
宣
戦
布
告
し
参
戦
。
未
明
は
「
路
上

の
一
人
」
を
執
筆
、
発
表
す
る
。
守
る
べ
き
も
の
の
た
め
な
ら
ば
戦
う
こ
と
も

い
と
わ
な
い
と
書
か
れ
た
こ
の
小
説
は
未
明
の
揺
れ
る
内
心
が
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
同
年
十
二
月
、
長
男
哲
文
を
疫
痢
で
亡
く
す

の
で
あ
る
。
詳
し
い
こ
と
は
次
節
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
が
、
子
供
の
死
が
未

明
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
考
え
に
難
く
な
い
。
一
九
一
五
年
、
日
本
は
中

国
に
対
し
て
い
わ
ゆ
る
二
十
一
か
条
の
要
求
三
を
提
示
す
る
。
シ
ベ
リ
ア
出
兵

の
あ
っ
た
一
九
一
八
年
、
未
明
は
「
戦
争
」
を
発
表
す
る
。
作
中
で
は
長
男
の

死
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
苦
悩
と
後
悔
が
あ
り
あ
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
未
明
の
人
道
主
義
の
立
場
が
大
き
く
表
れ
た

の
が
、
一
九
二

O
年
の
シ
ベ
リ
ア
出
兵
時
に
起
き
た
尼
港
事
件
に
つ
い
て
の
未

明
の
発
言
で
あ
る
。
尼
港
事
件
と
は
当
時
、
ロ
シ
ア
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
に
近
い

都
市
ニ
コ
ラ
イ
エ
フ
ス
ク
（
尼
港
）
で
起
き
た
大
規
模
な
住
民
虐
殺
事
件
の
こ

と
で
あ
る
。
一
九
二

O
年
二
月
、
日
本
軍
と
反
革
命
軍
に
占
領
さ
れ
て
い
た
ニ

コ
ラ
イ
エ
フ
ス
ク
の
街
は
パ
ル
チ
ザ
ン
の
部
隊
に
完
全
包
囲
さ
れ
た
。
流
血
を

避
け
よ
う
と
し
た
パ
ル
チ
ザ
ン
の
ト
リ
ア
ピ
ツ
イ
ン
は
日
本
軍
に
降
伏
を
呼
び

か
け
、
二
度
に
わ
た
り
軍
使
を
送
る
も
い
ず
れ
も
殺
害
さ
れ
た
た
め
、
つ
い
に

市
街
を
砲
撃
し
た
。
日
本
軍
は
ロ
シ
ア
へ
の
内
政
不
干
渉
、
武
装
解
除
な
ど
を

条
件
に
降
伏
す
る
も
協
定
を
破
り
、
パ
ル
チ
ザ
ン
に
襲
撃
を
か
け
た
。
一
週
間

の
激
戦
の
後
、
日
本
箪
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
民
間
の
日
本
人
二
二
六
人
が

パ
ル
チ
ザ
ン
に
捕
ら
わ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
や
が
て
五
月
、
日
本
軍
は
ニ
コ

ラ
イ
エ
フ
ス
ク
奪
還
を
は
か
る
が
ト
リ
ア
ピ
ツ
イ
ン
は
情
勢
不
利
と
判
断
す
る

や
撤
退
を
決
断
す
る
。
そ
の
時
市
中
を
焼
き
払
い
、
反
革
命
軍
や
収
監
さ
れ
て

い
た
日
本
人
を
皆
殺
し
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
件
は
大
々
的
に
報
道
さ
れ
、
多
く
の
人
々
に
衝
撃
を
与
え
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
尼
港
事
件
に
つ
い
て
当
時
大
き
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な
影
響
力
の
あ
っ
た
『
中
央
公
論
』
や
『
太
陽
』
な
ど
で
は
“
尼
港
の
惨
劇
”

に
関
す
る
記
事
を
多
少
は
載
せ
て
い
る
が
「
尼
港
事
件
・
哀
悼
と
公
憤
と
問
責
」

と
題
し
て
一
五
五
名
の
各
界
の
人
々
の
発
言
を
収
録
し
た
『
日
本
及
日
本
人
』

第
七
八
七
号
で
は
小
川
未
明
も
一
文
を
寄
稿
し
て
い
る
。

あ
り
翁
呼
べ
あ
ら
ぎ
る
悲
劇

考
え
る
だ
に
鞍
慢
す
べ
き
也
事
実
で
す
。
情
輸
を
h
判
「
足
立
・
に
ど
れ
慢
の

時
刊
さ
で
あ
る
お
を
知
り
、
え
お
や
小
他
円
引
仙
精
気
に
私
L

へJ

も
に
ふ
除
、
』
同
方
方

を
つ
く
し
で
除
問
脊
の
～
弘
司
、
旬
、
に
神
経
を
然
立
さ
せ
る
詩
人
治
、
七
』
吋
名

臨
慢
拘
慢
の
る
円
裕
司
を
闘
い
た
時
h
k
、
絡
ん
ど
糸
、
ふ
る
と
と
お
あ
り
得
べ
主
司
会
仙
と

品
唱
す
る
と
と
お
均
寝
込
私
、
た
和
慢
で
す
。

し
恥
し
除
司
令
と
い
＆
と
と
を
｜
l
人
尚
治
人
闘
を
穫
し
令
ふ
と
と
を

l
R吋
角
是
認
す
る
倫
明
陰
、
に
ほ
、
さ
達
、
、
輸
じ
ら
い
あ
も
知
れ
た
い
。
人
闘

を
換
し
で
い
L
と
い
忘
恩
柏
旬
以
松
一
に
ほ
践
に
愉
L
い
の
で
す
。
殺
す
そ
い

ふ
と
と
h
k
h
何
で
義
援
る
と
と
ろ
お
沿
い
。
弘
司
令
と
局
私
伐
と
ほ
弘
事
実
h
k
h
於
で

同
じ
で
す
。
馳
司
令
の
あ
る
同
時
り
何
処
私
h
k
於
で
、
や
品
川
り
臨
唱
根
内
仙
行
ほ
れ

で
ゐ
る
。
殺
す
と
い
ふ
恩
穐
を
会
く
人
類
払
ら
取
り
さ
ら
た
い
険
り
ほ
、

永
久
に
と
の
あ
り
得
べ
恥
ら
ざ
る
懇
駒
治
資
マ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

戦
争
の
残
虐
性
を
こ
の
短
い
文
章
に
込
め
て
お
り
、
戦
争
そ
の
も
の
を
否
定

す
る
人
道
的
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
こ
の
発
言
は
報
復
を
求
め
る
国
民
の
声
と
は

一
線
を
画
し
て
い
る
。

同
年
つ
い
に
、
連
合
軍
と
ド
イ
ツ
軍
と
の
聞
に
休
戦
協
定
が
結
ば
れ
、
第
一

次
世
界
大
戦
は
終
結
す
る
。
未
明
は
長
女
晴
世
も
結
核
で
同
じ
時
期
に
亡
く
す
。

終
戦
か
ら
二
年
後
の
一
九
二

O
年
、
国
際
連
盟
が
成
立
し
、
日
本
も
参
加
す
る

こ
と
で
全
世
界
へ
の
復
帰
を
表
明
。
未
明
は
「
野
蓄
積
」
を
発
表
。
後
に
反
戦

童
話
と
し
て
有
名
に
な
る
こ
の
作
品
を
書
い
て
漸
く
小
川
未
明
の
第
一
次
世
界

大
戦
は
日
本
の
対
戦
と
と
も
に
終
わ
り
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

未
明
は
直
接
戦
地
に
行
き
、
戦
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
作
品
内
で
の
戦
争
描

写
は
細
か
く
ま
る
で
見
て
き
た
よ
う
な
表
現
で
あ
っ
た
。
日
本
は
戦
場
に
な
る

こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
報
道
で
耳
に
す
る
戦
地
の
状
況
を
未
明
は
想
像
力
の
み

で
書
き
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
日
本
人
が
無
関
心
に
日
常
を
過
ご
し
て

い
た
中
で
未
明
は
、
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
戦
争
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
の
で

あ
る
。

第
三
節

京
旗
の
死

第
一
次
世
界
大
戦
中
、
未
明
は
二
児
を
亡
く
し
て
お
り
そ
の
出
来
事
が
未
明

の
執
筆
活
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
貧
困
の
時
代
、

三
児
は
栄
養
失
調
に
陥
る
。
そ
の
四
年
後
の
一
九
一
四
年
、
長
男
哲
文
は
わ
ず

か
六
歳
で
疫
痢
に
よ
っ
て
死
亡
す
る
。
姉
が
狸
紅
熱
な
ど
で
入
院
し
、
妻
が
家

に
い
な
か
っ
た
時
に
二
人
き
り
で
過
ご
し
た
思
い
出
の
あ
る
長
男
の
死
は
未
明

に
衝
撃
を
与
え
、
執
筆
活
動
が
遅
く
な
る
。
何
を
す
る
気
力
の
な
く
な
っ
た
未

明
は
、
一
日
中
書
斎
に
閉
じ
こ
も
り
子
供
の
こ
と
ば
か
り
を
考
え
て
い
た
。
こ

の
時
の
未
明
の
様
子
が
未
明
本
人
の
日
記
に
書
か
れ
て
い
る
。
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業
向
h

、h
k
b
例
年
の
雑
誌
す
ら
＼
蜘
町
も
践
ん
で
ゐ
ミ
せ
ん
。
与
「
位
同
を
ιぺ
ひ
哀

し
で
あ
ら
、
急
h
k
発
h
k
h
刊
す
る
も
今
へ
も
、
品
き
で
業
主
し
た
。
ヘ
中
略

、hn同
町

午
前
、
妻
ほ
小
株
病
院
へ
た
り
き
、
発
ん
和
h

、
松
町
弐
の
品
管
で
ι
行
、
た
甚
守
札
吻
と



羽
織
と
崎
与
「
を
受
験
〔
J
T帰
る
。
と
れ
を
凶
刊
で
、
泣
く
。
ヘ
中
堅

九

h
付
近
岡

凪
ほ
身
を
切
る
や
h

コh
k
寒
い
。
し
あ
し
ミ
ほ
脊
く
崎
れ
で
ゐ
た
。
こ
七

同
h
K
L
司
る
の
で
棄
と
奨
九
人
商
品
培
専
の
な
同
弐
の
恐
喝
に
誌
づ
。
途
中
、
堤
防
の

手
供
給
甲
山
仙
と
の
寒
風
化
体
へ
払
れ
た
お
も
議
ん
で
ゐ
る
の
を
え
で
養
み
、
ミ

た
た
h
司

k
と
と
を
尽
ふ
。

「
裕
司
一
変
ぼ
陵
h
k
陥
叫
ひ
く
、
あ
の
同
列
ぼ
掬
ぶ
〔
J
t～
ぐ
と
糞
お
仙
喝
の
宇
品
同
等
を

是
正
官
お
ら
ミ
コ
た
。
ヘ
中
堅

九
月
九
九
九
h
悶

た
h
刊
の
ミ
七
日
h
K
L
司
る
の
で
、
棄
と
英
仏
九
恐
喝
h
k誌
で
た
。
義
ぼ
専
に
も
め

「J

で
、
恥
叫
に
向
い
で
ゐ
る
。
本
体
情
溌
『
た
今
「
’
晶
司
の
旬
以
h
は
お
ら
払
h
k
当
「

J

で

ゐ
る
。
均
寿
、
崎
市
土
と
い
＆
峻
と
お
し
た
。
こ
十
九
回
前
主
で
、
ミ
だ
と
の

祉
に
生
き
で
ゐ
た
字
体
内
の
両
島
犯
を
払
咽
く
と
、
ゑ
h
h弘
、
し
恥
し
組
狐
伝
学

位同
m
り立「

J

で
ゐ
る
、
冬
お
あ
り
あ
り
と
奥
え
で
、
色
唱
え
ず
喫
ぐ
哀
れ
た
。
「
撃

で
あ
る
と
い
L
ん
か
、
お
ぐ
と
養
お
砲
事
間
の
手
？
に
き
「

J

も
に
。
｜
｜
哲
一
文
ほ

も
う
幅
き
で
決
ゼ
い
。
へ
後
略
（
「
最
近
の
日
記
」
）

長
男
を
失
い
、
執
筆
の
筆
が
止
ま
っ
た
未
明
で
あ
っ
た
が
、
自
ら
の
肩
に
一

家
の
生
活
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
、
住
ま
い
を
移
動
し
て
心
機
一
転

の
気
持
ち
で
奮
闘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

仏
法
で
は
四
十
九
日
に
問
、
霊
魂
が
そ
の
家
の
屋
根
を
離
れ
な
い
と
、
家
さ
が

し
を
た
び
た
び
鵡
贈
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
未
明
は
転
居
を

実
行
し
て
お
り
、
翌
年
一
九
一
五
年
に
牛
込
区
矢
来
町
三
八
番
地
へ
と
移
っ
て

い
る
。こ

の
出
来
事
に
よ
っ
て
未
明
の
死
生
観
は
大
き
く
変
化
し
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
長
男
の
死
に
よ
っ
て
子
供
の
死
に
つ
い
て
敏
感
に
な
っ
た
未
明

は
更
に
長
女
に
過
保
護
に
な
っ
て
い
っ
た
。
靴
下
を
猛
暑
の
日
で
も
履
か
せ
、

家
に
病
原
を
持
ち
込
ま
せ
な
い
よ
う
に
尽
く
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
長
女
は
机

を
並
べ
て
い
た
隣
の
子
の
結
核
に
感
染
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
や
せ
た
、

や
せ
た
じ
ゃ
な
い
か
、
え
え
、
お
い
つ
」
と
行
水
を
し
て
い
た
長
女
の
背
骨
が

浮
き
出
た
背
中
を
見
て
妻
に
叫
ん
だ
未
明
の
声
は
今
に
な
っ
て
も
次
女
で
あ
る

岡
江
鈴
江
氏
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
（
一
九
七

O
）
そ
し
て
、
長
女
晴

世
は
看
護
の
甲
斐
な
く
一
九
一
八
年
、
十
二
歳
で
こ
の
世
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。

生
活
貧
困
の
時
代
を
と
も
に
過
ご
し
た
二
児
を
失
っ
た
悲
し
み
は
骨
ま
で
達
し
、

未
明
は
は
な
は
だ
し
く
鞭
打
た
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
痛
手
は
晩
年
に
な
っ
て

も
大
き
く
、
亡
く
な
っ
た
二
人
の
話
に
な
れ
ば
未
明
も
妻
も
目
に
涙
を
浮
か
べ
、

切
な
そ
う
に
う
つ
む
い
た
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
未
明
は
結
核
と
い
う
病
気
に
対
し
て
非
常
に
恐
怖
心
を
い
だ
き
、

敏
感
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
青
白
い
顔
を
し
た
人
を
見
れ
ば
ま
ず
は
結
核
で
は

な
い
か
と
疑
う
よ
う
に
な
っ
た
。
未
明
と
結
核
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
こ
ん
な
話
が

あ
る
。
あ
る
日
、
未
明
は
妻
の
友
人
の
女
性
に
「
結
核
で
は
な
い
か
」
と
顔
を

見
る
な
り
言
っ
た
。
未
明
の
言
葉
が
気
に
な
っ
た
女
性
は
半
ば
健
康
診
断
の
つ

も
り
で
病
院
を
受
診
す
る
と
初
期
の
結
核
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
う
話

で
あ
る
。

家
族
の
死
、
と
り
わ
け
子
供
の
死
は
未
明
の
死
生
観
の
変
化
を
さ
ら
に
確
実

な
も
の
へ
と
変
え
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
悲
し
み
が
未
明
に
与
え

た
影
響
は
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
長
男
の
死
で
、
大
き
な
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
未
明
は
残
さ
れ
た
家
族
の
た
め
、
一
度
は
持
ち
直
そ
う

と
醤
起
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
四
年
後
に
長
女
も
亡
く
し
、
相
次
ぐ
子
供
の
死

は
未
明
だ
け
で
は
な
く
小
川
一
家
に
も
暗
い
影
を
落
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
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第
三
章

未
明
の
戦
争
観
の
特
徴

第
一
節

戦
争
の
起
き
た
場
所

小川未明の書く、戦争小説・童話での戦争が起きた場所は次のとおり

である。（表7）

強
負警壁 火石 : b、

将大 の

の ~ 
話

あ 北

レ
太

る の
洋平国 国

要撃
車猫な 事

国甲 な遠
たい

所
乙
国 海

の
'/J> 

（表
7

）

北
の
国
、
遠
い
匿
な
ど
の
主
人
公
と
は
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
で
戦
争
が
起
き

て
い
る
こ
と
が
多
い
。
実
際
の
戦
争
を
取
り
扱
っ
て
い
る
作
品
で
も
戦
の
舞
台

は
日
本
国
内
で
は
な
い
。

で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
未
明
は
主
人
公
と
身
近
で
は
な
い
場
所
で
戦
争
を
起

こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
つ
の
意
見
を
提
示
し
た
い
。

一
つ
目
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
戦
争
に
対
す
る
感
想
」
（
一
九
一
八
）
の
中

で
未
明
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

臨
時
戸
倹
も
つ
で
、
向
を
同
じ
う
し
で
趣
旨
人
の
人
尚
治
速
に
換
し
舎
ひ
、

ぬ
を
尚
し
「
と
あ
る
弘
事
実
h
k
対
し
で
、
共
め
と
と
を
知
り
ら
お
も
、

ι守廷

お
も
め
妄
り
h
時弘
q
b
明
治
ぬ
と
と
お
、
何
よ
り
社
h
へ
と
へ

J

で
ほ
脊
誕
福
地
を
地

あ
せ
る
、
札
止
も
々
お
沿
い
と
と
か
～
と
胎
旬
、
で
ゐ
る
の
あ
、
共
れ
と
も
、
他
人

同
選
の
喰
臨
唱
だ
と
で
も
h
q
へJ

で
ゐ
る
の
払
。

多
く
の
日
本
人
が
戦
争
が
起
き
て
は
い
る
が
普
段
と
変
わ
り
な
い
生
活
を
お

く
つ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
戦
争
」
（
一
九
一
八
）
で
も
未
明

の
分
身
で
あ
ろ
う
主
人
公
の
私
は
周
囲
の
人
が
普
段
と
変
わ
り
の
な
い
生
活
を

送
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
戦
争
は
真
実
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
読

者
側
で
あ
る
日
本
人
が
戦
争
と
い
う
も
の
を
身
近
に
扱
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

戦
争
に
対
す
る
認
識
は
薄
く
、
あ
ま
つ
さ
え
戦
争
を
利
用
し
て
金
儲
け
を
し
よ

う
と
す
る
輩
に
は
未
明
も
軽
蔑
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
る
。
い
く
ら
戦
争
に

つ
い
て
書
い
で
あ
っ
て
も
受
J

け
手
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
未
明
は
戦
争
を
遠
い
場
所
に
置
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
つ
目
は
、
戦
争
を
あ
え
て
遠
い
と
こ
ろ
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
味

を
消
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
現
実
味
の
な
い
戦
争
を
“
伝

聞
”
と
表
現
し
た
い
。
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
日
本
の
様
子
を
書
い
た
「
戦
争
」

で
は
戦
争
の
様
子
は
新
聞
の
み
で
知
ら
さ
れ
る
だ
け
の
“
伝
聞
”
と
い
う
か
た

ち
で
戦
い
は
行
わ
れ
て
お
り
、
最
後
の
シ

1
ン
で
は
生
々
し
い
戦
争
の
様
子
が

書
か
れ
て
は
い
る
が
そ
れ
は
決
し
て
現
実
の
も
の
で
は
な
く
、
戦
争
が
身
近
な

も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
反
戦
童
話
と
し
て
有
名
な
「
野

蓄
積
」
で
は
戦
争
の
起
き
て
い
る
北
の
固
と
平
和
な
南
の
固
と
い
う
対
比
が
書

か
れ
て
い
る
と
共
に
、
主
人
公
で
あ
る
老
人
は
一
切
戦
争
に
参
加
せ
ず
、
さ
ら
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に
戦
争
の
結
果
を
旅
人
か
ら
聞
く
と
い
う
完
全
な
る
“
伝
聞
”

で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
“
わ
た
し
の
い
る
場
所
と
は
違
う
ど
こ
か
遠
い
場
所
”
で
の
戦

争
は
“
戦
争
”
を
希
薄
化
さ
せ
る
こ
と
が
中
心
に
な
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

の
戦
争
と
な
っ

第
二
節

死
人
の
扱
い

戦
争
が
起
き
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
作
品
で
は
死
人
の
登
場
が
多
く
見

ら
れ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
死
体
で
の
登
場
よ
り
も
幽
霊
な
ど
の
実
態
を
持
た
な

い
姿
で
の
登
場
を
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
幽
霊
は
ど
ん
な
意
味
を
以
っ
て
登
場
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
死
人

や
幽
霊
は
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
人
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
遠
く

で
戦
争
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
役
目
を
持
っ
て
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。

弾
丸
に
当
っ
て
死
ん
だ
と
名
乗
る
幽
霊
が
登
場
す
る
「
戦
争
」
は
死
者
と
生

者
の
対
比
が
は
っ
き
り
と
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
幽
霊
は
戦
争
が
本
当
に
あ

る
の
か
疑
問
に
思
っ
て
い
る
私
に
さ
さ
や
き
か
け
る
の
で
あ
る
。
幽
霊
の
姿
は

私
に
し
か
見
え
ず
、
当
然
声
も
私
に
の
み
聞
こ
え
る
だ
け
で
あ
る
。
幽
霊
は
私

に
「
『
戦
争
』
と
い
ふ
も
の
は
、
作
り
話
を
真
実
に
」
し
た
も
の
だ
と
一
言
い
、
息

子
の
死
に
悲
し
む
私
に
対
し
て
「
一
人
の
死
な
ん
て
、
な
ん
で
も
な
い
ぢ
ゃ
な

い
か
？
」
と
噺
笑
す
る
。
反
論
す
る
私
に
「
今
度
の
戦
争
」
で
「
何
も
知
ら
な

い
子
供
を
弾
丸
の
楯
に
し
て
」
い
る
と
冷
や
や
か
な
声
で
告
げ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
幽
霊
と
い
う
存
在
は
本
物
の
“
幽
霊
”
と
い
う
よ
り
は
主
人
公
で
あ
る
私

の
心
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
誰
に
も
見
え
ず
、
声
も
聞
こ
え
な
い
と
い
う
の
は

そ
の
理
由
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ら
ば
、
作
品
の
前
半
部
分
の

問
答
は
真
実
、
自
問
自
答
の
形
で
あ
り
、
私
は
心
の
中
で
は
作
り
話
の
戦
争
で

人
が
死
に
、
子
供
が
犠
牲
に
な
る
が
そ
れ
は
、
自
ら
の
子
で
は
な
い
か
ら
安
堵

し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
後
半
部
分
で
は
現
実
に
存
在
す

る
F
と
の
対
話
を
主
軸
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
問
自
答
を
や
め
さ
せ
現
実

の
問
答
で
私
は
意
見
を
ま
と
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

F
と
の
会
話
の
後
に
幽

霊
が
登
場
し
て
い
な
い
こ
と
が
こ
の
真
実
を
暗
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
戦
争
」
で
の
死
人
の
幽
霊
は
も
う
一
人
の
私
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
幽
霊
と
い
う
架
空
の
存
在
を
消
す
こ
と
で
、
私
は
自
分
の

存
在
を
確
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

老
兵
士
が
夢
う
つ
つ
で
青
年
の
姿
を
み
た
「
野
蓄
積
」
で
は
「
戦
争
」
と
は

う
っ
て
か
わ
っ
て
死
人
で
あ
る
青
年
は
対
話
を
し
な
い
。
何
も
告
げ
る
こ
と
は

な
く
た
だ
蓄
積
の
に
お
い
を
か
ぐ
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
、
青
年
は
老
兵
士
に
対

し
て
行
動
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
第
一
に
青
年
と
老
兵
士
は

敵
国
同
士
に
属
し
て
い
る
が
敵
同
士
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
老
兵
士
は
戦

争
が
始
ま
っ
た
と
聞
い
た
時
、
青
年
に
自
分
を
殺
し
て
首
を
持
っ
て
行
き
、
出

世
し
て
ほ
し
い
と
一
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
敵
同
士
で
は
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
。

友
人
に
近
い
関
係
だ
っ
た
二
人
で
あ
る
か
ら
青
年
は
こ
れ
を
断
り
、
北
に
向
か

い
戦
死
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
青
年
は
い
く
ら
敵
国
同
士
で
あ
っ
て
も
老
兵

士
を
踏
み
台
に
し
て
ま
で
の
し
上
が
る
気
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
友
人
を
亡

く
す
く
ら
い
な
ら
ば
自
ら
の
死
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ら
ば
、

青
年
に
未
練
な
ど
な
く
、
老
兵
士
に
感
謝
の
念
を
伝
え
、
自
ら
の
姿
を
見
せ
た

後
は
潔
く
消
え
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
野
蓄
積
」
の
幽
霊
は
真
実
、
霊
魂

の
形
で
あ
る
だ
ろ
う
。

死
人
と
言
っ
て
も
種
類
は
様
々
で
あ
り
、
未
明
の
戦
争
小
説
・
童
話
で
描
か

れ
て
い
る
死
人
は
ま
ず
肉
体
的
な
死
人
と
霊
魂
的
な
死
人
と
に
分
け
ら
れ
る
。
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そ
し
て
霊
魂
的
な
死
人
は
さ
ら
に
、
存
在
す
る
幽
霊
と
空
想
上
の
幽
霊
の
二
つ

に
分
類
で
き
る
だ
ろ
う
。
真
実
、
幽
霊
で
あ
る
死
人
は
と
く
に
何
も
告
げ
な
い

の
に
対
し
、
空
想
で
あ
る
幽
霊
は
そ
れ
を
認
め
て
い
る
者
の
心
で
あ
る
こ
と
が

多
い
。
そ
の
幽
霊
の
存
在
は
作
品
に
登
場
人
物
の
思
考
の
整
理
を
さ
せ
る
こ
と

に
役
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
節

『
野
普
葎
」
は
真
実
、
反
戦
童
話
で
あ
る
の
か

先
行
研
究
の
佐
々
木
守
氏
「
痛
い
、
痛
い
、
痛
い
ぱ
ら
の
と
げ
」

う
な
文
章
が
あ
る
。

に
こ
の
よ

K
さ
ん
、
決
断
判
的

J

露
吐
ら
i

＼
を
と
っ
h
q
h
表
す
ぶ
。

N
q
て
ほ
と
れ
を

諮
問
ん
で
、
ミ
下
、
「
糸
町
と
い
う
人
件
川
、
い
わ
ゆ
る
い
」
弘
、
l
v
ミ
ス
ト
か
広
々

と
思
い
哀
し
た
。
演
に
む
＼

mJ龍
司
、
商
ほ
と
で
も
験
除
均
気
ぶ
々
の
強
い
作
品
で

た
＼
と
h
q
h
哀
し
た
。
ミ
春
闘
に
同
町
く
ほ
じ
＼
れ
ほ
ミ
あ
何
と
ノ
、
J

ヒリ

し
た
お
話
ゼ
の
わ
～
う
之
と
も
や
マ
え
哀
し
た
。
品
質
に
ぼ
く
ほ
己
＼
れ
ほ
と

で
も
美
し
い
誌
で
会
1

＼
と
感
じ
た
の
で
す
。

佐
々
木
氏
は
こ
の
論
文
で
「
野
蓄
積
」
は
厭
戦
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
。
厭
戦
と
は
戦
争
を
嫌
う
こ
と
の
意
味
で
、
反
戦
と
は
戦
争
に
反
対
す
る

こ
と
で
あ
る
。
厭
戦
と
反
戦
の
何
が
違
う
か
と
い
え
ば
、
厭
戦
は
ま
か
り
間
違

う
と
好
戦
へ
と
転
じ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
“
戦
争
は
嫌
だ
”
と

い
う
漠
然
と
し
た
思
い
だ
け
で
は
強
制
力
は
一
つ
も
な
く
、
戦
争
反
対
へ
と

人
々
の
心
を
動
か
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
佐
々
木
氏
は
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
厭
戦
が
反
戦
に
転
じ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
昌
戦

争
は
い
や
だ
、
戦
争
は
し
た
く
な
い
”
そ
の
思
い
が
厭
戦
思
想
を
反
戦
思
想
に

転
換
す
る
こ
と
も
あ
り
え
る
は
ず
で
あ
る
。
「
野
蓄
積
」
で
戦
争
に
よ
っ
て
老
兵

士
と
青
年
兵
が
死
別
し
た
こ
と
は
、
人
々
を
“
戦
争
は
し
た
く
な
い
”
か
ら
、

“
戦
争
は
す
べ
き
で
は
な
い
”
と
い
う
思
想
に
変
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な

い
。
「
野
蓄
積
」
か
ら
は
、
好
戦
に
転
じ
る
要
素
は
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
「
野
蓄
積
」
は
反
戦
童
話
で
あ
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に
（
終
章
）

小
川
未
明
の
長
い
生
涯
の
中
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
と
い
う
も
の
は
、
一

つ
の
転
換
期
で
あ
っ
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
主
に
こ
の
時
代
は
、
未
明
の
小
説

家
と
し
て
の
活
動
期
で
あ
っ
た
。
作
品
発
表
初
期
は
「
霞
に
実
」
、
「
日
本
海
」

と
い
っ
た
戦
争
に
肯
定
的
な
作
品
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
未
明
が
日
露
戦
争
ま

で
は
好
戦
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
戦
争
観
に
最
初
に
変

化
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
一
三
年
あ
た
り
か
ら
で
あ

る
。
「
魯
鈍
な
猫
」
で
兵
士
を
機
械
の
よ
う
に
た
と
え
、
世
間
の
人
間
さ
え
も
冷

た
い
も
の
と
み
な
し
た
そ
の
作
品
は
未
明
の
貧
困
と
苦
悩
の
時
代
を
反
映
さ
せ

て
お
り
、
自
ら
に
救
い
を
差
し
伸
べ
な
か
っ
た
世
間
や
周
囲
の
人
間
を
拒
絶
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
の
変
化
は
大
杉
栄
と
の
交
流
と
、
ク
ロ
ポ
ト
キ

ン
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
一
九
一
三
年
の
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
思
想
と
の
出
会
い

は
未
明
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
人
道
主
義
に
よ
っ
て
戦
争
反
対
の
意

見
を
持
ち
始
め
た
未
明
の
揺
れ
動
く
思
想
は
「
路
上
の
一
人
」
で
見
て
取
る
こ

と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
戦
争
反
対
の
立
場
で
は
あ
る
が
大
切
な
も
の
を
守
る

た
め
に
は
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
矛
盾
し
た
考
え
の
狭
間
で
苦
悩

す
る
未
明
が
こ
の
作
品
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
の
決
定
打
を
与
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え
た
の
が
子
供
の
死
で
あ
る
。
と
り
わ
け
一
九
一
四
年
の
長
男
の
死
は
未
明
の

死
生
観
を
ゆ
る
が
す
大
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
未
明
の
生
涯
で
も
暗
い
影
を
落

と
し
続
け
た
で
あ
ろ
う
事
件
は
未
明
の
戦
争
観
を
反
戦
意
識
へ
と
決
定
さ
せ
た

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
未
明
の
戦
争
小
説
・
童
話
で
は
戦
争
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
の
に
ど
こ
か
現
実
味
が
な
い
話
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
未
明
は

戦
争
を
直
接
現
地
で
起
こ
す
の
で
は
な
く
、
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
で
起
こ
す
こ

と
で
描
写
の
制
限
や
戦
争
の
希
薄
化
を
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

小
川
未
明
は
戦
争
反
対
の
意
見
を
持
ち
な
が
ら
も
戦
争
小
説
・
童
話
を
書
い

た
の
は
第
一
に
、
そ
の
内
容
が
反
戦
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
戦
争
が
残
虐
で
あ

る
こ
と
を
知
ら
せ
、
読
者
に
も
思
い
を
共
有
し
て
ほ
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

反
戦
思
想
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
未
明
の
戦
争
小
説
・
童
話
は
戦
争
の
内
容
が

直
接
で
な
い
た
め
希
薄
に
な
っ
て
お
り
、
し
か
し
、
残
虐
性
を
知
ら
せ
る
た
め

に
あ
え
て
戦
争
に
忌
避
感
を
抱
く
よ
う
な
表
現
を
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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参
考
文
献
・
資
料
一
覧

テ
キ
ス
ト

小
川
未
明
『
定
本
小
川
未
明
童
話
全
集
』
（
大
空
社
、
二

O
O
一
・
六
）

小
川
未
明
『
定
本
小
川
未
明
小
説
全
集
』
（
講
談
社
、
一
九
七
九
）

資
料

大
和
田
茂
『
社
会
文
学
・
一
九
二

O
年
前
後
』
（
不
二
出
版
、

岡
上
鈴
江
『
父
小
川
未
明
』
（
新
評
論
、
一
九
七
O
）

小
川
未
明
「
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
悲
劇
」
（
『
日
本
及
日
本
人
』
、
政
教
社
、
一
九

二
O）

小
埜
裕
二
編
『
解
説
小
川
未
明
小
説
1
』
（
永
田
印
刷
、
二

O
一四）

小
埜
裕
三
編
『
解
説
小
川
未
明
童
話
4
5
』
（
北
越
出
版
、
二

O
二一）

佐
々
木
守
「
痛
い
、
痛
い
、
痛
い
ぱ
ら
の
と
げ
！
｜
｜
小
川
未
明
「
野
ば
ら
」
に

つ
い
て
｜
｜
」
（
『
日
本
児
童
文
学
』
、
日
本
児
童
文
学
者
協
会
、
一
九
八
O
）

船
木
根
郎
「
小
川
未
明
の
思
想
と
新
興
文
学
」
（
『
近
代
文
皐
』
、
近
代
文
皐
社
、

一
九
六
一
）

一
九
九
二
）

（
一
八
八
五
｜
一
九
二
三
）
思
想
家
、
作
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
社
会
運
動

家
。
明
治
大
正
に
お
け
る
日
本
の
代
表
的
な
ア
ナ
キ
ス
ト
。

ピ
ョ

l
ト
ル
・
ア
レ
ク
セ
イ
ヴ
イ
チ
・
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
白
骨
司

EEE口
忠
盟
国

民
吉
回
日
自
国
）
（
一
八
四
二
｜
一
九
一
一
一
）
ロ
シ
ア
の
革
命
家
、
政
治
思
想
家
、

地
理
学
者
、
堺
学
者
、
生
物
学
者
。
近
代
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
発
展
に
尽
く
し
、
無

政
府
共
産
主
義
を
唱
え
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
中
、
日
本
が
中
華
民
国
政
府
と
行
っ
た
外
交
交
渉
に
お
け

る
二
十
一
か
条
の
要
求
と
希
望
。
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書
簡
体
小
説
研
究

｜
｜
｜
「
若
き
ウ
エ
ル
テ
ル
の
悩
み
』

は
じ
め
に

『
若
き
ウ
エ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
は
発
表
当
初
か
ら
圧
倒
的
な
反
響
を
呼
び
、

当
時
の
ド
イ
ツ
、
と
り
わ
け
若
い
世
代
、
さ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
中
で

も
無
視
で
き
な
い
作
品
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
因
と
し
て
、
高
橋
義
孝

訳
『
若
き
ウ
エ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
解
説
に
よ
る
と
、

J

「
ヘ
世
b
刊
に
お
い
で
ほ
懇
崎
文
祭
礼
同
践
批
判
的

J

独
白
血
吻
で
あ
コ
で
、
＼
恥
岐

に
散
文
小
説
h
k
N
川
島
明
劇
的
養
材
を
実
曳
す
る
穐
h
H川
沿
い
と
き
え
ら
れ
で

い
た
お
、
「
止
ソ
ミ
ル
デ
ル
n
h
ほ
と
の
、
喝
年
を
打
破
し
、
主
た
字
経
と
い
う
内

的
魯
向
の
事
弘
司
を
険
便
し
た
「
凡
ソ
ミ
ル
デ
ル
n
h
H
川
、
小
説
と
い
う
文
也
ポ
ジ

ャ
レ
ル
h
k

＼「
J

の
t
へ
き
た
可
品
開
慢
を
切
り
闘
い
た
作
品
で
も
あ
3

・hh
、。

と
あ
り
、
『
ウ
エ
ル
テ
ル
』
は
当
時
の
従
来
の
小
説
に
比
べ
て
一
線
を
画
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
手
紙
と
い
う
「
内
的
告
白
」
の
性
格
が
強
い
「
書
簡

体
」
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
、
当
時
か
ら
現
代
ま
で
変
わ
ら
ず
高
い
評
価
を
受

け
て
い
る
。
こ
の
「
書
簡
体
」
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
成
立
や
展
開
、
効
果
等

を
ゲ
l
テ
『
若
き
ウ
エ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
と
有
島
武
郎
『
宣
一
一
言
』
の
比
較
を
中

と

「由民一昔口』

の
比
較
か
ら
｜
｜
｜

渡

杏

部

美

心
と
し
て
、
探
っ
て
い
く
。

書
簡
体
小
説
と
は
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は
じ
ま
り
と
流
れ

書
簡
体
小
説
と
は
、
実
在
・
虚
構
を
問
わ
ず
、
手
紙
を
重
要
な
構
成
要
素
と

す
る
散
文
の
物
語
作
品
で
あ
る
。

書
簡
体
の
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
オ
ワ
デ
イ
ワ
ス
一
『
名
高
き
女

た
ち
の
手
紙
』
（
一
世
紀
は
じ
め
）
を
は
じ
ま
り
と
す
る
書
簡
詩
の
伝
統
が
あ
る

と
さ
れ
る
。
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
挿
入
し
た
恋
愛
小
説
の
形
式
も
現
れ
、
デ
イ
エ
ゴ
・

デ
・
サ
ン
H
ベ
ド
ロ
て
に
よ
る
騎
士
道
小
説
『
愛
の
牢
獄
』
（
一
四
九
二
年
）
な

ど
が
あ
る
。
十
二
世
紀
の
『
ア
ベ
ラ
l
ル
と
エ
ロ
イ
l
ズ
の
手
紙
』
も
有
名
な

作
で
あ
る
。
十
六
世
紀
か
ら
各
地
で
流
行
し
た
〈
恋
愛
書
簡
集
〉
の
ジ
ャ
ン
ル

は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
な
が
ら
本
物
を
装
い
、
範
例
文
集
と
し
て
も
読
め



る
よ
う
編
集
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
郵
便
制
度
や
道
路
事
情
の
改
善
、

社
交
精
神
の
開
花
に
伴
い
手
紙
の
習
慣
が
普
及
し
、
日
常
の
書
信
を
そ
の
ま
ま

文
学
、
の
営
み
と
す
る
よ
う
な
書
簡
文
学
者
が
輩
出
し
た
。
一
一
一
そ
し
て
全
編
手
紙

の
み
と
い
う
本
格
的
な
書
簡
体
小
説
が
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
こ
ぞ
っ
て
製
作
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
十
七
世
紀
の
サ
ロ
ン
に
お
け
る
書
簡
の
公
開
朗
読
が
そ
の

要
因
で
あ
り
、
こ
れ
は
サ
ロ
ン
芸
術
が
そ
こ
に
出
入
り
す
る
芸
術
家
及
び
芸
術

愛
好
家
の
私
信
の
公
開
を
要
求
し
た
為
で
あ
る
。
公
開
を
意
識
し
て
書
か
れ
た

と
こ
ろ
に
普
通
の
私
信
と
は
区
別
さ
れ
る
文
芸
性
が
生
じ
た
。
十
八
世
紀
に
書

簡
体
小
説
は
盛
ん
に
な
り
、
多
く
の
傑
作
が
生
み
出
さ
れ
た
。
ル
ソ
l
の
『
ジ

ユ
リ
も
し
く
は
新
エ
ロ
イ
l
ズ
』
（
一
七
六
一

1
六
二
年
）
等
が
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
流
行
は
後
の
ロ
マ
ン
派
四
の
時
代
に
至
る
ま
で
続
い
た
。
け
れ
ど
も
そ
の

後
十
九
世
紀
に
入
る
と
こ
の
書
簡
体
と
い
う
形
式
は
徐
々
に
衰
退
し
て
行
く
の

で
あ
る
。

日
記
と
書
簡

書
簡
体
と
い
う
形
式
が
持
つ
一
番
の
特
徴
は
私
的
内
的
心
情
を
告
白
・
記
述

す
る
こ
と
に
長
け
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
語
り
手
H
登
場
人
物
で
あ
る
こ

と
が
内
面
的
告
白
を
効
果
的
に
す
る
の
で
あ
る
。
読
み
手
は
作
者
の
介
在
抜
き

で
人
物
の
直
接
の
表
自
に
触
れ
る
こ
と
と
な
り
、
〈
私
〉
の
赤
裸
々
な
心
の
秘
密

や
感
性
の
震
え
、
些
細
な
日
常
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
ま
で
を
も
共
有
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
ま
た
、
数
名
の
人
物
に
よ
る
手
紙
の
や
り
と
り
に
よ
っ
て
複
雑
な
構
成

が
生
ま
れ
、
同
一
の
事
象
に
い
く
つ
も
の
視
点
や
解
釈
が
提
出
さ
れ
、
総
体
主

義
的
価
値
観
を
読
者
に
植
え
付
け
る
、
と
い
う
特
徴
も
あ
る
。

書
簡
体
と
似
た
形
式
に
つ
い
て
、
日
記
を
模
す
形
式
が
あ
る
。
日
記
文
学
と

言
え
ば
日
本
に
も
昔
か
ら
あ
る
も
の
で
あ
り
、
代
表
的
な
も
の
で
昔
日
え
ば
『
土

佐
日
記
』
（
九
三
五
年
）
、
『
晴
蛤
日
記
』
（
九
七
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。
垣
内
松

三
一
氏
は
、
「
日
記
や
随
筆
は
自
照
文
学
で
あ
る
。
自
照
文
学
は
自
己
返
照
の
文
学

で
あ
る
。
自
己
を
反
省
し
、
凝
視
す
る
文
学
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
小

田
切
進
氏
は
日
記
に
つ
い
て
「
自
分
の
内
部
で
ま
だ
混
沌
と
し
て
い
る
も
の
を
、

自
分
の
言
葉
で
明
確
に
し
よ
う
と
し
、
そ
の
意
味
を
つ
き
と
め
、
そ
こ
か
ら
自

分
の
あ
る
べ
き
姿
を
求
め
、
ね
ば
り
強
い
内
面
的
な
い
と
な
み
を
日
記
に
書
き

し
る
し
た
の
で
あ
る
。
自
己
の
い
っ
さ
い
を
日
記
に
投
げ
だ
し
、
自
己
を
赤
裸
々

に
し
て
、
き
び
し
い
内
省
と
批
判
を
加
え
て
、
苦
悩
や
不
安
か
ら
自
己
脱
出
を

は
か
る
い
と
な
み
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
中
村

三
一
春
に
よ
れ
ば
、
日
記
体
は
一
般
に
三
つ
の
特
徴
を
帯
び
て
い
る
と
さ
れ
る
。

ま
ず
、
日
付
に
よ
っ
て
（
そ
れ
が
表
記
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
）
記
事
聞
の

断
絶
を
生
む
反
面
、
時
間
の
一
貫
性
に
よ
っ
て
連
続
性
を
確
保
す
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
次
に
断
片
的
な
文
章
群
で
も
そ
れ
が
一
人
の
主
体
に
よ
っ
て
書
か
れ

て
い
る
点
。
ま
た
、
公
開
を
前
提
と
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
日

記
は
私
的
な
性
質
を
持
つ
内
密
性
の
発
話
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
書
簡
体

と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
最
大
の
違
い
は
、
書
簡
に
は
宛
名
が
あ
り
誰
か

に
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
日
記
に
は
そ
れ
が
な
い
と
い

う
点
だ
ろ
う
。
綴
ら
れ
た
日
記
は
大
抵
の
場
合
、
書
き
手
以
外
そ
の
他
の
人
の

目
に
触
れ
な
い
、
自
分
が
書
き
、
自
分
だ
け
が
読
む
と
い
う
内
密
性
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
他
人
や
作
品
を
読
む
読
者
の
目
を
意
識
し
な
く
て

も
良
い
分
、
内
面
の
独
自
と
い
う
特
徴
は
書
簡
体
よ
り
強
く
出
る
か
も
し
れ
な

い
。
対
し
て
書
簡
体
は
、
読
者
の
日
を
意
識
し
な
い
点
で
は
同
じ
だ
が
手
紙
の

宛
先
と
い
う
他
者
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
り
、
単
な
る
独
自
で
は
な
く
受
取
人

へ
語
ら
れ
た
独
自
と
な
る
の
で
あ
る
。
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『
若
き
ウ
エ
ル
テ
ル
の
悩
み
』

第
一
章
第
一
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
書
簡
体
小
説
」
は
小
説
の
形
式
の
な
か

に
突
然
現
れ
た
も
の
で
は
な
く
小
説
の
は
じ
ま
り
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
形
式
で

あ
っ
た
。
『
ワ
エ
ル
テ
ル
』
の
出
版
は
一
七
七
四
年
（
初
稿
一
七
七
四
年
、
第
二

稿
一
七
八
四
年
）
で
あ
り
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
書
簡
体
は
そ
の
形
式
が

読
者
に
と
っ
て
目
新
し
い
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
よ
り
か
は
む
し
ろ
一
般
的
で

親
し
み
ゃ
す
さ
の
方
が
勝
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
で
は
、
当
時
特
に
そ
の
「
形
式
」

に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
『
ウ
エ
ル
テ
ル
』
が
、
「
発
表
当
初
か
ら

圧
倒
的
な
反
響
を
呼
ん
で
、
恋
愛
小
説
と
し
て
世
界
的
成
功
を
収
め
、
永
遠
の

青
春
の
書
」
五
と
し
て
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
世
界
文
学
の
中
で
普
遍
作
品
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ウ
エ
ル
テ
ル
効
果
な
ど
と
い
っ
た
自
殺
の
流
行
を
生
み
出

す
ほ
ど
読
者
を
熱
狂
さ
せ
た
六
要
因
は
何
だ
ろ
う
か
。
高
橋
義
孝
訳
『
若
き
ウ

エ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
解
説
七
に
よ
る
と
、

J

「
ヘ
世
h

刊
の
小
融
問
ぼ
、
恐
慌
『
小
誌
に
せ
よ
、
旅
行
小
説
に
せ
よ
、
語
町
脊

h
k強
出
飛
を
楢
崎
紅
時
し
－
教
訓
を
与
え
る
と
と
を
図
的
と
し
で
い
た
。
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W
U
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、
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E
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と
あ
り
、
当
時
の
小
説
で
は
み
ら
れ
な
い
主
題
と
結
末
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

主
軸
と
な
っ
て
い
る
「
恋
愛
」
の
他
、
加
え
て
こ
の
作
品
の
盛
り
込
ま
れ
た
メ

ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
、
「
社
会
批
判
」
が
あ
る
。

「
向
ソ
ミ
ル
タ

ln『
と
い
う
小
説
獄
、
～
夫
ぜ
で
主
人
A
q
m
り
懇
訟
を
恥
明
い
た

「
添
愛
小
説
＼
で
あ
る
と
と
ほ
愉
遅
い
た
い
も
の
の
、
他
1

々
で
悔
私
に
、

当
時
．

2説
雲

話

回

雲

監

．

0
．
出
尉
選
臨
時
何
事
．
6
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U．w

制
禽
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時
軒
、
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洲
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目
別
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ち
目
い
日
以
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と
U
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記
町
制
崎
町
一
得
。
，
U
．町ぃ
O
G，℃，
M
l匂
将
で

あ
る
。
と
ほ
い
え
恥
司
令
な
お
ら
、
添
雲
、
小
訟
で
あ
る
と
と
と
性
会
秘
判
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
発
情
す
る
と
と
と
ほ
、
必
で
し
も
必
然
的
・
趣
令
的
に
に
～
h
喫

す
る
も
の
で
ほ
た
く
、
む
し
ろ
事
情
品
時
的
h
k
尚
脊
ほ
全
く
無
縁
の
も
の
で
あ

る
。
と
，
り
，
同
挙
制
艶
同
以
内
N
U
B

－E3．即日，
Ln剖
町
田
明
，
R
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で
あ
ろ
う
議
再
」
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引
用
は
相
津
啓
一
氏
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
う
し
た
指
摘
以
外
に
も
、
『
ワ
エ
ル

テ
ル
』
を
社
会
批
判
的
作
品
と
し
て
読
む
解
釈
は
様
々
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
恋
愛
物
語
で
あ
り
な
が
ら
、
ウ
エ
ル
テ
ル
が
し
ば
し
ば
手
紙
に
書
き
つ

け
た
社
会
批
判
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
作
品
全
体
の
一
貫
性
を
損
な
っ
て
い
る
と

い
う
指
摘
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
が
最
も
表
れ
て
い
る
シ
l
ン
が
あ
る
。

ウ
エ
ル
テ
ル
の
社
会
生
活
に
お
い
て
の
大
事
件
と
も
い
え
る
、
フ
ォ
ン
・

c・：

・
：
伯
爵
宅
で
の
夜
会
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。
彼
の
昼
食
に
呼
ば
れ
た
ウ
エ
ル
テ

ル
は
、
夜
会
が
始
ま
る
時
間
ま
で
伯
爵
宅
に
居
続
け
た
。
手
紙
に
は
、



こ
、
主
弘
之
、
た
菌
、
と
ほ
く
品
川
誌
を
し
た
ん
於
獄
、
み
ん
ら
ど
う
も
ひ
ど

く
町
教
お
少
沿
い
。
同
は
く
ほ
考
え
た
｜
｜
号
コ
し
で
h
s
i
－
－
－
趣
向
～
け
に
比
民

主
憶
を
向
げ
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
交
通
お
広
尚
の
片
す
み
で
ひ
そ
ひ
そ
ら
喝

を
し
で
い
た
コ
け
お
、
そ
れ
抗
男
、
市
内
い
つ
の
間
に
も
伝
わ
り
、
フ
テ
プ

S

：
：
：
夫
人
治
的
薦

K誌
を
し
で
へ
と
れ
ほ
み
ん
た
あ
と
で
h
q
：
：
：
犠
私
ら

闘
い
た
の
か
、
お
L

、
伯
爵
お
慌
て
の
考
ヘ
コ
弘
、
私
と
会
い
で
き
で
、
同
く

を
急
ぎ
わ
に
引
コ
阿
川
、
で
行
く
ん
於
。
｜
｜
＼
ぎ
も
祇
知
於
予
コ
、
わ
れ

わ
れ
の
砂
た
し
き
た
り
を
ね
。
ど
う
や
ら
お
集
ミ
り
の
お
客
機
も
っ
た
ほ
、

者
お
と
と
に
お
ら
れ
る
の
お
お
気
h
k
返
さ
ぬ
ら
し
い
。
わ
た
し
ほ
け
コ
し

で
た
ん
と
も
」
（
一
七
七
二
年
三
月
十
五
日
付
）

と
そ
の
時
の
状
況
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ウ
エ
ル
テ
ル
が
い
る
こ
と
に
対
す
る

上
流
階
級
の
不
満
が
あ
り
、
そ
の
結
果
彼
は
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
後
日
、
そ
の
夜
会
に
参
加
し
て
い
た
B
：
：
：
嬢
に
話
を
聞
く
と
、

九
部
の
人
た
ち
お
そ
の
た
め
に
瓶
較
を
も
め
げ
る
於
ろ
う
と
弘
、
他
人
に

た
い
す
る
ほ
く
の
軽
蔑
や
雨
媛
、
お
と
ら
し
め
ら
れ
て
へ
と
れ
ほ
も
コ
以
前

払
も
ぼ
く
に
来
臨
喝
さ
れ
で
い
た
占
刊
か
な
、
途
中
以
み
ら
悦
に
入
る
か
、
ろ
う
と

小
、
そ
ん
た
と
と
ミ
で
「

J

け
ぬ
え
で
誌
す
の
於
。
ヘ
＼
七
七
こ
和
平
ミ
h
ペ
ミ
十

周
向
付
」

と
ウ
エ
ル
テ
ル
の
行
動
に
つ
い
て
様
々
に
批
判
が
な
さ
れ
て
お
り
、
彼
も
こ
れ

に
は
畔
易
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
面
を
追
加
し
て
い
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
『
ウ
エ
ル
テ
ル
』
が
単
に
恋
愛
物
語
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
社
会

を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

当
時
の
小
説
は
今
日
の
よ
う
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て

お
ら
ず
、
ド
イ
ツ
で
は
宮
廷
詩
人
に
よ
る
韻
文
、
と
り
わ
け
ギ
リ
シ
ャ
古
典
か

ら
の
伝
統
を
誇
る
と
さ
れ
た
英
雄
叙
事
詩
が
文
学
の
規
範
と
さ
れ
る
一
方
で
、

小
説
は
お
ろ
か
戯
曲
で
す
ら
も
低
俗
で
価
値
の
低
い
も
の
と
し
か
見
な
さ
れ
な

い
時
期
が
続
い
た
。
し
か
し
当
時
の
貴
族
や
裕
福
な
市
民
の
誰
も
が
行
う
「
余

暇
活
動
」
と
し
て
空
前
の
ブ
l
ム
と
も
な
っ
て
い
た
。
自
己
表
現
の
機
会
を
求

め
は
じ
め
た
市
民
に
と
っ
て
未
知
の
、
新
し
い
可
能
性
が
「
小
説
」
で
あ
っ
た

と
も
い
え
る
。
低
俗
な
も
の
で
あ
っ
た
小
説
が
、
「
教
訓
と
娯
楽
」
に
役
立
つ
こ

と
が
認
め
ら
れ
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
が
翻
訳
さ
れ
、
十
八
世
紀
後

半
に
は
市
民
の
自
己
表
現
と
し
て
の
文
学
・
小
説
の
機
能
が
徐
々
に
発
見
さ
れ

て
い
っ
た
。
『
ウ
エ
ル
テ
ル
』
が
書
か
れ
た
の
は
単
な
る
娯
楽
で
し
か
な
か
っ
た

古
い
小
説
観
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
す
る
「
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
始
ま
っ

て
す
ぐ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
小
説
の
歴
史
と
い
う
観
点
か
ら
み
る

と
、
恋
愛
に
よ
っ
て
悩
み
最
後
に
は
自
殺
し
て
し
ま
う
主
人
公
、
ま
た
そ
こ
に

ち
り
ば
め
ら
れ
た
社
会
批
判
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
当
時
の
読
者
た
ち
に
新
鮮
で

あ
り
、
切
に
胸
に
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
書
簡
体
と
い
う
形
式
に
立
ち
返
る
。
相
津
氏
の
指
摘
で

土、
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本
ベ
祭
実
あ
ら
見
る
観
点
h
k
お
い
で
も
、
小
説
と
い
う
ジ
ャ
レ
ル
自
身
お

ド
イ
ツ
議
恥
喝
の
み
た
ら
下
ミ
l
b
ッ
ベ
会
僚
に
お
い
で
・
夫
、
き
た
弘
略
行
鞠
h
k

色
合
た
と
と
お
臨
時
慢
に
闘
運
し
で
い
る
ほ
で
で
弘

d

る
。
実
に
触
れ
た
よ
う

た
琉
峰
崎
無
論
た
続
奪
き
を
業
し
め
る
よ
う
ら
単
純
製
遷
と
し
で
の
「
小
説
＼

の
時
代
お
淘
ぎ
さ
つ
で
一
ι
白
川
く
中
、
小
説
を
市
民
、
の
関
心
を
実
現
し
う
る
弐

業
率
換
ヘ
L
b引
き
L
六
げ
る
た
め
に
ほ
、
和
叫
も
繋
も
ら
い
喰
偽
物
一
議
と
し
で

の
小
、
税
あ
ら
栄
養
し
、
ぶ
目
村
山
判
記
計
一
切
雨
明
白
U
寸
り
．
道
南
埼
鞄
お
曜
い
引
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4

と
あ
る
。
読
者
に
と
っ
て
一
般
的
で
親
し
み
ゃ
す
い
、
つ
ま
り
、
『
ウ
エ
ル
テ

ル
』
に
込
め
ら
れ
た
恋
愛
・
社
会
批
判
な
ど
と
い
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
「
本
物

に
近
い
リ
ア
ル
な
」
書
簡
体
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
『
ウ
エ
ル
テ
ル
』
に
お
い
て
書
簡
体
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
理
由
と
し
て
、

こ
の
形
式
が
主
流
の
も
の
で
あ
り
読
者
の
実
生
活
に
寄
り
添
う
も
の
で
あ
る
こ

と
、
も
っ
と
言
え
ば
こ
の
「
時
代
」
が
ゲ
l
テ
に
書
簡
体
と
い
う
選
択
を
さ
せ

た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
を
徹
底
す
る
た
め
、
相
津
氏
は
、

＼
考
爪
り
円
h
J
下
ノ
リ
テ
ィ
ー
を
憶
保
す
る
」
と
い
う
倹
命
に
と
っ
て
棒
、
も

青
白
羽
伝
手
陵
の
＼
「

J

と
し
て
民
局
さ
れ
た
の
お
、
心
ほ
ん
も
の
＼
の
メ
テ
イ

〉
宇
品
り
て
く
る
と
い
う
也
崎
県
で
の
き
衛
徐
裕
弐
で
あ
っ
た
ヘ
略
そ
れ

以
外
た
も
年
ノ
l
b
F
H
H
い
た
る
と
と
ろ
で
、
社
併
存
在
ょ
ι
税
＼
ジ
ャ
ン
ル

mJ

隆
史
約
筒
、
命
h
k
応
え
る
べ
く
、
弘
町
議
お
も
め
た
小
も
境
美
爪
り
と
と
で
あ
る
払

の
よ
う
沿
町
設
を
時
び
起
と
す
た
め
の
「
ノ
》
ノ
リ
ズ
ム
＼
案
、
司
h
k
努
め
て

い
xu。

と
も
指
摘
し
て
お
り
、
作
者
ゲ
！
テ
の
自
伝
的
要
素
が
主
人
公
ヴ
エ
ル
タ
！
の

行
動
や
書
簡
の
中
に
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
「
書
簡
に
具
体

的
な
日
付
を
記
入
す
る
こ
と
、
「
わ
ざ
わ
ざ
原
注
な
ど
を
付
け
て
『
よ
ん
ど
こ
ろ

な
き
事
情
か
ら
地
名
に
は
変
更
を
加
え
て
あ
る
』
と
ロ
ッ
テ
が
批
判
す
る
本
の

題
名
を
伏
せ
る
理
由
を
記
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
こ
れ
ら
の
リ
ア
ル
な
印
象
を

与
え
る
た
め
の
手
段
は
、
先
に
も
記
し
た
読
者
か
ら
の
熱
狂
的
な
反
応
に
よ
っ

て
成
功
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

『
宣
言
』

『
ウ
エ
ル
テ
ル
』
の
日
本
で
の
受
容
は
ど
う
だ
つ
た
だ
ろ
う
か
。
一
八
八
九

（
明
一
一
一
一
）
年
八
月
二
日
発
行
の
「
国
民
之
友
」
の
夏
季
付
録
で
あ
っ
た
訳
詩

集
「
於
母
影
」
に
お
い
て
、
鴎
外
は
ゲ
l
テ
の
詩
『
ミ
ニ
ヨ
ン
』
を
訳
し
た
。

こ
れ
が
大
き
な
文
学
的
な
反
響
を
生
ん
だ
ゲ
l
テ
の
最
初
の
作
品
と
い
え
る
。

中
井
錦
城
は
雑
誌
「
新
小
説
」
第
十
五
巻
（
一
八
八
九
・
一

O
）
に
『
旧
小
説
』

と
題
し
て
『
ウ
ェ
ル
テ
ル
』
の
抄
訳
を
の
せ
た
。
こ
れ
が
『
ウ
エ
ル
テ
ル
』
翻

訳
の
は
じ
め
で
あ
る
。
こ
の
翻
訳
を
批
判
す
る
意
味
で
鴎
外
は
「
国
民
之
友
」

（
一
八
八
九
・
一

O
）
に
お
い
て
錦
城
訳
の
一
部
を
訳
し
た
。
し
か
し
こ
れ
ら

は
抄
訳
と
い
う
に
は
量
的
に
あ
ま
り
に
も
少
な
い
。
『
ウ
ェ
ル
テ
ル
』
の
ほ
ぼ
全

貌
を
伝
え
る
抄
訳
は
、
一
八
九
一
年
七
月
二
三
日
か
ら
九
月
一
二

O
Hま
で
「
山

形
日
報
」
で
連
載
さ
れ
た
、
高
山
樗
牛
に
よ
る
『
准
亭
郎
の
悲
哀
』
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
に
も
翻
訳
の
刊
行
は
続
き
、
大
正
期
に
入
る
と
秦
豊
吉
そ
の
他
の
訳
で

い
っ
そ
う
普
及
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
翻
訳
に
合
わ
せ
、
一
種
の
ウ
ェ
ル
テ

ル
熱
八
が
流
行
し
た
。
「
文
学
界
」
同
人
の
若
い
詩
人
た
ち
の
『
ウ
ェ
ル
テ
ル
』

に
対
す
る
傾
倒
は
、
次
第
に
文
壇
全
体
に
し
み
わ
た
っ
て
い
っ
た
。
九
書
簡
体

と
い
う
形
式
は
こ
の
「
ウ
エ
ル
テ
ル
熱
」
に
よ
っ
て
流
行
し
た
の
で
は
と
言
わ
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れ
る
ほ
ど
、
明
治
三
十
年
代
1
大
正
期
に
か
け
て
多
く
の
書
簡
体
小
説
が
書
か

れ
た
。
国
木
田
独
歩
『
お
と
づ
れ
』
（
一
八
九
七
・
明
三
十
）
、
近
松
秋
江
『
別

れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
』
（
一
九
一

O
、
明
四
三
）
、
夏
目
激
石
『
こ
こ
ろ
』
（
一

九
一
四
、
大
三
一
）
、
芥
川
龍
之
介
『
二
つ
の
手
紙
』
（
一
九
一
七
、
大
六
）
、
武
者

小
路
実
篤
『
友
情
』
（
一
九
一
九
、
大
人
）
な
ど
で
あ
る
。
（
資
料
編
で
の
『
ワ

エ
ル
テ
ル
』
翻
訳
作
品
の
表
参
照
一
O
）

日
本
の
書
簡
体
小
説
に
は
、
障
峻
康
隆
氏
に
よ
れ
ば
、
『
堤
中
納
言
物
語
』
（
平

安
時
代
後
期
）
中
の
「
よ
し
な
し
ご
と
」
、
井
原
西
鶴
『
高
の
文
反
古
（
よ
ろ
ず

の
ふ
み
ほ
う
ぐ
）
』
（
一
六
九
六
年
）
の
系
譜
が
あ
る
が
、
成
立
時
代
を
考
慮
す

る
と
西
洋
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
西
鶴
は
な
ぜ
『
高
の
文

反
古
』
に
お
い
て
書
簡
体
を
取
り
上
げ
た
の
か
。
西
鶴
が
自
ら
語
る
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
彼
の
書
こ
う
と
す
る
も
の
は
醜
悪
・
狼
雑
・
食
欲
・
卑
屈
・
背
徳
・

お
よ
そ
啓
蒙
・
教
訓
を
事
と
し
、
も
し
く
は
唯
美
的
で
あ
っ
た
先
輩
作
家
た
ち

に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
隠
さ
れ
続
け
て
き
た
人
間
の
弱
点
だ
っ
た
。
西
鶴
の
文
学

精
神
は
美
や
正
義
や
崇
高
に
つ
い
て
語
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
れ
ら
を
希
求
し
て

や
ま
な
い
人
間
の
正
体
を
知
り
た
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
の
よ
う

な
隠
れ
た
人
間
の
秘
密
を
表
現
す
る
の
に
最
も
自
然
で
適
切
な
方
法
と
し
て
書

簡
体
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
西
鶴
が
指
摘
し
た
「
人
間
の
秘
密
」
、
つ
ま
り

内
面
を
表
現
す
る
と
い
う
書
簡
体
の
性
質
は
、
起
源
は
違
え
ど
西
洋
で
の
書
簡

体
の
そ
れ
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
『
青
年
文
』
「
小
説
の
新
文
体
」
（
一
八
九
六
年
一
一
月
二
八
日
）
に

書
か
れ
た
青
年
記
者
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
『
文
義
倶
楽
部
』
の
第
二
巻
第
十
一
号

に
掲
載
さ
れ
た
水
野
醇
香
氏
の
『
新
編
文
反
古
』
に
つ
い
て
、

ル
町
小
、
抽
問
ぼ
な
貨
の
事
腎
衡
を
集
め
で
総
時
成
し
た
る
も
の
に
し
で
、
込
叫
h
閣
の
弐

県
h
k
於
で
ほ
突
に
晶
喰
お
叫
の
耕
保
ら
り
と
す
。
脇
町
決
の
ち
へ
尽
に
で
ほ
吐
保
h
e
し

払
ら
下
、
本
栄
誉
人
的

Jhき
者
す
ら
、
タ
l
b
F
の
止
ソ
ミ
ル
デ
ル
、
又
ぼ
ミ
リ

レス
mJ詰
崎
小
説
簿
h
k
h
於
で
之
h
k－
慢
し
た
る
と
と
あ
り
、
猶
M
q品
叫
ん
ヘ
也
事
て
と
れ

も
め
る
べ
し
。
島
腎
簡
又
ほ
日
誌
の
弐
を
以
で
九
織
の
小
訟
を
馳
暗
臨
叫
す
る
の
利
益

ほ
、
多
々
と
れ
も
め
る
べ
し
と
縫
も
、
読
者
h
k
b
祈
脊
を
崎
守
し
は
り
’
店
時
る
と
と
、

共
主
人
公
の
澄
匝
憶
を
奥
民
主
で
ミ
し
’
店
時
る
と
と
、
初
品
川
h
へ
も
総
で
の
均
実
ミ

避
し
で
実
洩
ら
し
て
思
ほ
し
め
得
る
と
と
簿
ほ
、
普
通
の
綾
南
保
の
込
町
山
権

主
司
事
所
が
官
。

と
あ
る
。
当
時
こ
う
し
た
『
堤
中
納
言
物
語
』
中
の
「
よ
し
な
し
ご
と
」
、
『
高

の
文
反
古
』
な
ど
と
い
っ
た
日
本
独
自
の
書
簡
体
の
流
れ
が
あ
る
こ
と
は
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
や
は
り
明
治
以
降
の
書
簡
体
小
説
は

明
治
維
新
に
よ
る
西
洋
文
学
の
流
入
が
軸
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

カ
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
日
本
で
の
書
簡
体
小
説
と
し
て
有
島
武
郎
『
宣
言
』
（
一

九
一
五
）
を
取
り
上
げ
る
。
書
簡
体
小
説
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
恋
愛
を
主
題

に
し
て
お
り
主
人
公
が
そ
れ
に
敗
れ
て
い
る
こ
と
が
『
ウ
エ
ル
テ
ル
』
と
共
通

し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
有
島
の
幼
少
期
に
受
け
た
教
育
や
キ
リ
ス
ト
教
体
験

な
ど
、
彼
の
書
く
作
品
も
西
洋
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
推
測
し
た
か
ら
で
あ
る
。
『
宣
言
』
の
着
想
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
安
川
定

男
氏
に
よ
れ
ば
本
文
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
メ
1
テ
ル
リ
ン
ク
の
戯
曲
『
ア
グ

ラ
ウ
エ

1
ン
と
セ
リ
セ
ッ
ト
』
（
一
八
九
六
）
か
ら
、
中
村
三
春
氏
に
よ
れ
ば
ル

ソ
l
か
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
あ
た
り
の
作
品
か
ら
得
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
小
坂

晋
氏
は
、
『
宣
言
』
の
話
の
筋
は
足
助
と
の
手
紙
で
得
た
が
、
具
体
的
な
形
式
や

展
開
、
主
題
は
『
ウ
エ
ル
テ
ル
』
か
ら
得
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
実
体
験
と
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し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
続
友
足
助
の
手
紙
だ
が
、
『
宣
言
』
の
発
表
に
先
立
つ
こ

と
一
一
年
前
、
一
九
一
三
年
十
一
月
一
二
日
付
け
の
日
記
を
み
る
と
、
足
助
は
同
年

一
二
月
ご
ろ
か
ら
の
恋
愛
に
苦
し
み
、
有
島
に
人
生
観
を
述
べ
て
ほ
し
い
と
手
紙

を
寄
こ
し
、
二
人
の
問
に
し
ば
し
ば
手
紙
の
往
復
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
有

島
は
足
助
宛
の
手
紙
に
、
「
魂
と
自
己
」
に
つ
い
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
ホ
イ
ッ
ト
マ

ン
を
引
用
し
て
論
じ
て
お
り
、
小
坂
氏
は
、
こ
の
思
想
的
な
手
紙
達
は
『
宣
言
』

前
半
の
A
と
B
の
往
復
書
簡
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
実

体
験
と
『
宣
言
』
と
の
共
通
点
は
こ
の
他
に
も
あ
り
、
「
足
助
が
恋
し
た
少
女
は

Y
子
と
同
様
に
継
母
の
も
と
孤
独
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
悲
観
的
な
性
質
を
持

つ
一
人
娘
で
あ
る
こ
と
」
、
「
足
助
と
少
女
の
結
婚
は
不
可
能
で
あ
り
恋
愛
は
悲

劇
に
終
わ
る
こ
と
」
、
「
足
助
に
妹
が
あ
り
、
父
親
の
死
に
よ
っ
て
遺
産
相
続
な

ど
の
親
族
会
議
が
開
か
れ
た
こ
と
」
、
「
足
助
の
度
重
な
る
手
紙
に
対
し
て
B
の

如
く
有
島
が
怠
り
が
ち
で
あ
っ
て
こ
と
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
実
体
験
が
『
宣
言
』
の
基
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
ゲ
ー
テ
が

自
ら
の
体
験
を
軸
と
し
て
書
い
た
『
ウ
ェ
ル
テ
ル
』
を
多
少
な
り
と
も
思
い
起

こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

有
島
と
ゲ
l
テ
の
出
会
い
は
、
一
九
O
六
年
十
二
月
十
日
付
の
日
記
に
よ
れ

ば
、
当
時
十
八
歳
の
有
島
が
詩
集
を
読
み
強
い
印
象
を
受
け
た
こ
と
に
始
ま
る
。

農
学
校
時
代
に
は
内
村
の
求
安
録
に
抄
訳
さ
れ
た
『
フ
ア
ウ
ス
ト
』
の
夜
の
黙

想
を
心
深
く
読
み
、
新
渡
戸
稲
造
の
講
義
で
ゲ
l
テ
に
対
す
る
印
象
は
ま
す
ま

す
強
い
も
の
と
な
っ
た
。
特
に
『
ワ
エ
ル
テ
ル
』
に
お
い
て
は
、
「
特
に
森
本
（
厚

士
口
）
と
の
霊
肉
二
一
冗
の
苦
悩
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
『
ヴ
エ
ル
テ
ル
』
は
有
島
に
天

啓
を
与
え
、
二
佼
は
森
本
の
手
に
一
夜
は
有
島
の
手
に
渡
り
、
表
紙
の
薄
い
紙

は
落
ち
、
ペ
ー
ジ
に
赤
・
青
の
傍
線
や
一
涙
痕
を
留
め
た
」
ほ
ど
で
あ
り
、
有
島

に
と
っ
て
特
別
な
作
品
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
小
坂
氏
は
、
「
有
島
が
「
ヴ

エ
ル
テ
ル
」
に
異
様
に
惹
か
れ
た
の
は
、
有
島
と
ゲ
l
テ
の
内
面
・
精
神
構
造

に
共
通
す
る
面
が
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
」
と
言
及
し
て
お
り
、

ゐ
討
ミ
h
k
h
k
喜
平
騰
す
る
脊
吾
悼
の
情
熱
ぷ
「
向
ソ
ミ
ル
ヂ
ル
」
と
古
文
、
過
し
で

い
る
の
ほ
、
験
型
と
陸
型
の
縫
い
あ
〔

J

た
と
し
で
も
対
同
判
例
い
，
b
p，M
叫

U
U
楠
殉
情
強
引
時
づ
で
い
川
目
白
川
判
h

．の
v

一白川り一周
U
州
ペ
レ
句
読
ど

t

心
割
以
U

何
時

ポ
白
川
恒
，
引
制
M
．ぉ判
lvll
国
商
動
輔
の
．
奥
崎
市
町
布
転
智
恵
配
当
山
川
｝
い
UMl同州レぃ～モ

あ
ろ
う
く
ウ
ミ
ル
デ
ル
＼
獄
後
年
h
k
実
る
ミ
で
、
港
全
的
h
k
尾
を
引
い
で
い

た
と
と
ほ
、
ゐ
円
白
崎
町

J

白
町
制
使
陵
町
の
行
為
を
旬
刊
で
も
今
小
る
。
内
ノ
ミ
ル
ヂ
ル

お
自
殺
の

J

険
断
、
あ
叫
人
h
H

ツ
ミ
ノ
め
前
で
オ
シ
ア
ン
爪
り
恥
吠
存
萌
々
と
川
吟
じ
た

如
く
、
治
叶
白
崎
も
主
遁
m
り
歎
＼
止
ど
同
棲
し
た
状
恥
唱
で
朗
じ
、
発
協
叫
ん
へ
於
い

た
の
で
あ
る
。
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と
述
べ
て
い
る
。
有
島
が
青
年
の
頃
受
け
た
ゲ
l
テ
か
ら
の
強
い
印
象
は
、
彼

の
人
生
の
最
期
に
ま
で
影
響
を
与
え
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。

四

『
宣
言
』
と
『
ウ
エ
ル
テ
ル
』

両
作
品
に
お
い
て
共
通
す
る
の
は
、
書
簡
体
と
い
う
形
式
と
、
そ
の
主
題
が

恋
愛
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
ど
ち
ら
も
三
角
関
係
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
『
宣
言
』
の
方
で
は
A
、
B
、
Y
子
、
と
い
う
構
図
で
あ
り
、
『
ウ
エ
ル
テ

ル
』
で
は
ウ
エ
ル
テ
ル
、
ロ
ッ
テ
、
ロ
ッ
テ
の
婚
約
者
で
あ
る
ア
ル
ベ
ル
ト
、

と
い
う
構
図
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
相
違
点
な
ど
を
、
そ
れ
ぞ
れ



本
文
に
即
し
て
見
て
い
く
。
『
宣
言
』
よ
り
A
に
よ
る
B
宛
の
手
紙
に
は
、

A
の

Y
子
へ
の
恋
心
が
つ
ぶ
さ
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
一
部
を
抜
粋
す
る
。

僕
ぼ
肱
黙
っ
で
碕
お
み
す
る
。
僕
ぼ
優
自
白
苛
の
翰
劾
h
k
￥
下
町
い
の
で
き
る

何
の
お
も
棒
、
で
い
た
い
。
し
あ
し
僕
に
ほ
九
コ
の
報
い
資
資
の
あ
る
弘
容

を
知
コ
で
い
る
。
そ
し
で
、
趣
命
h

k

H
後
え
－
疋
餐
の
沿
い
也
事
を
知
つ
で
い
る
。

銭
安
．
の
妻
、
鈴
N
H
、
俊
夫
以
後
、
の
も
の
で
あ
る
也
容
を
倹
に
九
時
じ
さ
せ
る
。

そ
し
て
そ
の
機
通
ほ
今
熟
し
で
い
る
逮
を
筏
じ
さ
せ
る
。
地
奥
ぼ
も
ち
ろ
ん

来
熱
伝
～
脊
ι
1
h
k
過
ぎ
た
い
。
僕
の
臨
時
現
ぼ
去
を
ひ
き
「

J

け
る
品
川
物
も
沿

い
。
し
恥
し
僕
ぼ
、
A
マ
ミ
で
、
＼
凡
去
の
き
協
飛
を
設
定
す
る
女
性
h
k
与
え
る

た
め
た
、
と
の
心
と
と
の
内
と
を
、
縫
う
恨
り
の
努
乃
を
も
つ
で
、
崎
市
く
h

崎

、
で
時
飛
で
い
る
の
Jbh
、
。
僕
ぼ
養
い
。
そ
し
で
λ

？
と
そ
～
「
J
m
J
任
也
事
も
し
で

あ
し
で
ほ
い
た
い
お
、
生
き
る
険
り
、
内
ぱ
ヘ
泌
噌
む
弘
明
い
も
の
、
美
し
い
も

の
、
報
い
も
の
を
祐
司
も
す
気
お
と
も
ヘ
ミ
と
を
笑
い
ほ
し
沿
い
。
俊
夫
以
恥
判

h
K
恥
似
を
払
叫
つ
で
い
る
と
す
る
あ
。
よ
し
、
そ
れ
た
ら
僕
ほ
そ
れ
以
L
t
h
J
誌

を
知
ら
し
で
え
せ
る
。
h

叫
ん
と
の
添
削
仙
台
ん
た
も
の
於
私
を
民
も
わ
し
て

や
る
。
地
宍
ぼ
彼
女
h
k
対
し
で
号
コ
い
う
、
最
喝
A

哨
を
持
〔

J

と
殴
蹄
叫
す
る
の
於
。

（
一
九
一
一
一
年
一

O
月
六
日
付
）

他内
M
川
、
怖
の
恥
吋
慢
に
よ
コ
〉
ダ
ム
お
ミ
ベ
を
え
た
よ
う
に
、
彼
女
を
凡

た
の
於
。
ヘ
唾

Y
与
「
ほ
像
、
の
均
体
恨
の
＼
〔

J

下
、
、
絢
恥
喝
の
九
コ
下
、
に
も

し
み
わ
た
っ
で
い
る
、
も
ょ
う
ど
す
べ
で
の
臨
時
的
J
L
tに
勾
の
匙
お
裕
司
る
よ

う
に
。
僕
M
Hあ
妄
り
に
Y
与「
h
k
飴
高
し
で
現
身
mJY与
「
を
塗
し
た
い
と
思

う
也
事
さ
え
あ
る
。
し
私
し
そ
れ
礼
子
コ
そ
か
、
。
う
そ
於
。
僕
ぼ
Y
与「の心、

肉
、
器
、
の
こ
品
物
、
黒
字
m
之
、
で
も
由
同
れ
な
の
も
の
に
し
た
け
れ
ほ
満
足
し

沿
い
。
満
足
お
で
き
た
い
。
へ
幡
」
他
宍
ぼ
い
で
も
立
つ
で
も
い
ら
れ
た
く
殺

る
。
そ
し
で
僕
ほ
机
硬
変
払
、
号
コ
骨
川
、
幾
太
・
・
唆
弘
、
心
mJ
凡
下
で
川
叩
び
た
お
も

鷲
ち
た
。
＼
－
お
れ
件
吐
き
コ
と
後
去
を
も
苓
払
m
h
k
し
で
や
る
。
僕
等
こ
人
ほ
い
も

ほ
ん
泰
慢
に
ミ
ら
た
け
れ
ほ
満
足
し
た
い
。
後
変
・
を
h

明
け
で
く
だ
ミ
い
、

検
つ
で
く
於
さ
い
、
晶
喰
L
吉
道
を
弘
、
京
ら
ホ
’
h
k
品
公
私
せ
で
く
で
さ
い
ぐ

（
一
九
一
四
年
二
月
一
一
日
付
）

ま
た
、
ゥ
ェ
ル
テ
ル
が
友
人
ワ
イ
ル
ヘ
ル
ム
に
宛
て
た
手
紙
の
中
に
も
、
ウ

エ
ル
テ
ル
の
ロ
ッ
テ
に
対
す
る
恋
心
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
一
部
抜

粋
す
る
。

こ
時
問
、
あ
る
い
ほ
ミ
峰
崎
、
後
衰
の
そ
ぼ
九
九
い
で
、
彼
女
の
、
冬
、
和
明

発
い
、
や
さ
し
い
き
雫
づ
お
い
た
た
の
し
い
思
い
を
し
で
、
そ
の
う
ち
ゃ

お
で
ぼ
く
の
い
っ
さ
い
の
感
覚
お
黙
慢
し
、
恥
慢
の
前
向
仙
除
く
た
り
、
品
川
泰

も
ヰ
h
k
入
も
た
て
た
コ
で
、
喰
を
貼
噴
説
賀
意
同
た
で
も
絡
め
「

J

け
ら
れ
る
み
た

い
た
一
気
持
ち
お
し
で
く
る
と
、
崎
善
し
い
も
め
妄
り
に
せ
め
で
出
憶
を
性
三
コ

と
心
臓
お
ほ
げ
し

3
3も
か
じ
、
そ
の
た
め
K
与
え
コ
で
気
持
ち
お
半
々

に
乱
れ
1

1
う
イ
ル
ヘ
ル
ム
、
本
当
記
ん
か
、
、
由
同
れ
写
山
仙
凡
ど
き
で
い
る
の
あ

発
ん
で
い
る
の
私
、
わ
私
ら
た
く
怠
る
ん
わ
れ
、
。
（
一
七
七
二
年
八
月
二
十
八

日付）
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同
吐
く
か
、
け
お
h
M

ツ
テ
を
と
ん
た
に
も
切
実
に
心
私
ら
愛
し
で
い
で
、
h
H

ツb
F

以
外
の
も
の
を
何
も
弛
慨
も
下
、
理
解
せ
下
、
院
み
円
し
で
も
い
た
い
の

に
、
ど
う
し
で
尽
く
以
外
の
人
同
お
ロ
ッ
テ
を
愛
し
う
る
私
、
愛
す
る
慢



利
お
も
め
る
あ
、
ほ
く
に
ほ
時
々
と
れ
お
の
み
と
め
た
く
怠
る
。
（
一
七
七
二

年
九
月
三
日
付
、
傍
点
マ
マ
）

ウ
エ
ル
テ
ル
と
A
に
共
通
す
る
の
は
、
ロ
ッ
テ
、

Y
子
に
対
す
る
強
い
恋
心

と
そ
れ
が
も
た
ら
す
苦
し
み
で
あ
り
、

B
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
た
だ
燃
え
よ
。

燃
え
て
愛
せ
よ
。
」
と
い
う
に
尽
き
る
よ
う
な
恋
愛
の
情
熱
で
あ
る
。
こ
の
ワ
エ

ル
テ
ル
や
A
に
と
っ
て
心
や
思
考
の
大
部
分
を
占
め
る
、
ま
た
は
占
め
ざ
る
を

得
な
い
恋
の
炎
は
こ
の
世
に
お
け
る
至
上
の
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
苦
し
み
と

喜
び
を
生
み
出
す
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
恋
愛
の
情
熱

が
『
ウ
エ
ル
テ
ル
』
に
お
い
て
、
ま
た
『
宣
言
』
に
お
い
て
最
も
重
要
な
テ
ー

マ
で
あ
り
、
そ
れ
を
ス
タ
ー
ト
地
点
と
し
て
物
語
が
始
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
三

角
関
係
が
変
化
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
恋
愛
至
上
主
義
は
、
ウ
エ

ル
テ
ル
に
自
分
の
実
体
験
を
投
影
し
た
ゲ
l
テ
は
も
ち
ろ
ん
持
つ
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
有
島
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
有
島
の
最
期
に
も
、

有
名
な
作
で
あ
る
『
惜
し
み
な
く
愛
は
奪
う
』
に
も
表
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
主
題
に
お
い
て
相
違
点
を
挙
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ウ
エ
ル
テ

ル
と
ア
ル
ベ
ル
ト
、

A
と
B
、
ま
た
ア
ル
ベ
ル
ト
と
ロ
ッ
テ
、

B
と
Y
子
の
関

係
で
あ
ろ
う
。

ウ
エ
ル
テ
ル
と
ア
ル
ベ
ル
ト
と
い
う
普
通
な
ら
ラ
イ
バ
ル
と
も
言
う
べ
き
二

人
だ
が
、
当
初
は
ロ
ッ
テ
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
と
は
い
え
友
好
的
な
関
係

で
あ
っ
た
。
ウ
エ
ル
テ
ル
の
ア
ル
ベ
ル
ト
の
印
象
は
「
好
意
を
寄
せ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
立
派
な
い
い
人
」
で
あ
り
、
ウ
エ
ル
テ
ル
の
手
紙
に
よ
れ
ば
ア
ル
ベ

ル
ト
の
方
で
も
「
し
っ
か
り
者
の
ア
ル
ベ
ル
ト
、
彼
は
気
ま
ぐ
れ
な
不
機
嫌
に

よ
っ
て
ぼ
く
の
幸
福
を
乱
す
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
で
、
心
か
ら
の
友
情
で
ぼ

く
を
も
て
な
し
て
く
れ
る
。
彼
に
と
っ
て
ぼ
く
は
こ
の
世
で
の
中
で
ロ
ッ
テ
に

つ
ぐ
存
在
な
の
だ
」
と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
二
人
の
関
係
も
し

だ
い
に
友
好
的
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
の
最
た
る
原
因

は
や
は
り
ロ
ッ
テ
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
ウ
エ
ル
テ
ル
は
「
ぼ
く
が
も
し
彼
女
の

夫
だ
っ
た
ら
、
彼
女
が
ぼ
く
の
妻
だ
っ
た
ら
」
、
「
も
し
ア
ル
ベ
ル
ト
が
死
ん
だ

ら
、
お
前
（
ウ
エ
ル
テ
ル
）
は
、
ロ
ッ
テ
は
、
な
ど
と
つ
い
つ
い
考
え
て
し
ま

う
」
の
で
あ
る
。
加
え
て
ロ
ッ
テ
と
の
結
婚
を
さ
ほ
ど
喜
び
楽
し
ん
で
い
る
よ

う
に
も
み
え
な
い
ア
ル
ベ
ル
ト
に
対
し
て
不
満
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、

ウ
エ
ル
テ
ル
が
自
殺
を
強
く
決
意
し
た
際
の
ロ
ッ
テ
へ
の
手
紙
に
は
こ
う
書
か

れ
て
い
る
。そ

う
ぞ
、

h
ッ
b
F

、
臨
時
つ
で
い
る
必
養
お
ど
と
に
あ
り
造
事
J

、
同
は
く
ら

ミ
人
の
う
ち
、
祉
崎
小
＼
人
お
引
っ
込
ミ
ら
け
れ
ほ
た
ら
た
い
。
回
収
て
お
そ

り
ぬ
刊
を
民
つ
で
同
る
ん
b
h
、
。
向
状
、
す
る
と
ぼ
く
の
引
き
塾
、
私
れ
た
心
の
中

を
、
し
M
Fし
ぼ
｜
｜
あ
ら
た
の
突
を
根
号
コ
ー
ー
も
め
た
た
を
｜
｜
由
同
れ
な
を

殺
そ
う
と
い
う
考
え
れ
そ
コ
と
h

吐
い
表
わ
コ
で
い
た
の
で
す
。
（
一
七
七
二

年
十
一
一
月
二
十
一
日
、
未
投
園
、
自
害
後
机
の
上
で
発
見
さ
れ
ロ
ッ
テ
に

手
渡
さ
れ
た
）
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初
め
は
友
好
的
に
見
え
た
ウ
エ
ル
テ
ル
と
ア
ル
ベ
ル
ト
の
関
係
は
、
ロ
ッ
テ
へ

の
愛
の
た
め
に
徐
々
に
破
綻
し
て
行
っ
た
。
ウ
エ
ル
テ
ル
の
自
殺
の
数
日
前
に

は
ア
ル
ベ
ル
ト
の
方
で
も
、
ロ
ッ
テ
に
ウ
エ
ル
テ
ル
を
な
る
べ
く
遠
ざ
け
る
よ

う
に
と
言
い
つ
け
る
の
で
あ
っ
た
。
ロ
ッ
テ
を
至
上
の
も
の
と
す
る
ワ
エ
ル
テ

ル
に
と
っ
て
ア
ル
ベ
ル
ト
は
た
だ
そ
の
婚
約
者
以
外
に
な
り
得
な
か
っ
た
。

一
方
で
A
と
B
は
深
い
友
情
で
結
ぼ
れ
て
い
る
。

A
の
手
紙
で
は
肺
結
核
で

あ
る
B
を
気
遣
う
言
葉
が
文
面
に
数
多
く
み
ら
れ
、

B
の
方
で
は
A
の
恋
愛
に



対
す
る
助
言
が
多
く
見
ら
れ
る
。
互
い
に
親
友
と
認
め
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
誠

実
な
態
度
は
作
品
に
一
貫
し
て
お
り
、
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
結
果

的
に
こ
の
恋
愛
と
友
情
の
相
克
に
よ
っ
て
A
は
苦
し
む
こ
と
と
な
り
、
B
を
安

易
に
ラ
イ
バ
ル
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
、
さ
ら
に
は
ウ
エ
ル
テ
ル
の
よ
う
に
い

っ
そ
自
殺
と
い
う
選
択
が
で
き
な
い
の
は
、
こ
の
二
人
の
友
情
が
深
す
ぎ
て
し

ま
っ
た
の
も
一
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
ア
ル
ベ
ル
ト
と
ロ
ッ
テ
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
極
め
て
穏

や
か
な
夫
婦
生
活
で
あ
る
。

白吋れ冷
H
H
A
？
で
ほ
現
在
的

J

夫
と
私
た
丈
結
ぼ
れ
て
い
る
。
実
爪
り
誉
博
と
真

実
も
よ
く
わ
小
っ
て
い
る
し
、
白
吋
れ
冷
件
以
心
ぶ
ら
実
を
愛
し
で
い
る
。
恥
司
令
九
、

命
表
民
以
白
吋
れ
冷
の

J

気
情
の
も
翠
憶
を
築
く
に
旬
、
現
在
的

J

事
代
の
誌
も
養
き
と

積
も
し
さ
と
ほ
、
ミ
る
で
没
、
小
ら
陥
喝
コ
た
と
い
コ
で
も
い
い
よ
う
た
も
の

か
、
と
思
わ
れ
る
。

と
ロ
ッ
テ
は
考
え
る
が
、
そ
の
一
方
で

ウ
ミ
ル
テ
ル
も
白
吋
れ
な
に
と
コ
で
一
部
け
督
、
え
の
た
い
存
在
｝
亡
命
コ
で
い
る
。

和
川
知
コ
た
壊
れ
叫
の
腿
闘
が
ら
、
こ
人
的

J

心
ほ
い
私
に
も
ぴ
っ
た
り
と
萌
粕

し
て
い
で
、
内
ノ
ミ
ル
ラ
ル
と
の
た
お
い
実
除
の
同
に
い
ろ
い
ろ
と
＼
絡
に

調
ご
し
で
き
た
軒
々
ほ
、
向
吋
れ
々
の
心
に
ぬ
ぐ
い
れ
た
い
句
集
を
残
し
で
い

る
。
崎
向
い
と
筏
じ
た
も
の
、
画
向
い
と
考
え
た
も
の
ほ
、
う
ミ
ル
デ
ル

と
と
も
に
と
れ
を
相
れ
な
小
へ

J

の
お
弘
司
で
あ
っ
た
。
広
ソ
ミ
ル
チ
ル
お
蟻
れ
で

し
衰
え
ぼ
、
自
今
と
い
う
存
在
に
こ
度
と
均
誌
お
た
い
民
事
眠
時
お
ほ
払
り
と

h
H
を
あ
け
そ
コ
に
思
わ
れ
る
。
ヘ
略
」
白
司
令
ほ
実
ほ
心
ひ
そ
小
に
う
ミ
ル
ヂ

ル
を
自
分
の
も
の
九
へ
し
た
い
ム
〉
切
望
し
で
い
る
の
J
b
～
と
い
う
と
と
を
、
品
泳
、

込
崎
被
で
ほ
あ
る
お
、
市
慌
て
感
じ
た
。
と
と
ろ
お
そ
れ
と
同
時
に
、
和
町
と
同
点
々

の
も
の
に
す
る
と
と
ほ
で
き
も
し
た
い
し
、
訴
さ
れ
も
し
沿
い
と
自
れ
な
に

い
い
、
決
ふ
せ
た
。

と
、
ゥ
ェ
ル
テ
ル
が
自
分
に
と
っ
て
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
、
「
自
分
の
も

の
に
し
た
い
」
と
無
意
識
に
考
え
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。
結
婚
と
い
う
面
で

ア
ル
ベ
ル
ト
は
立
派
な
人
で
あ
り
、
不
満
も
な
く
、
愛
し
合
っ
て
い
る
。
け
れ

ど
も
精
神
の
面
に
お
い
て
白
分
に
寄
り
添
う
の
は
ウ
エ
ル
テ
ル
で
あ
っ
た
。

B
と
Y
子
の
愛
は
B
の
も
と
も
と
持
つ
高
い
精
神
と
、
次
第
に
開
花
す
る
Y

子
の
そ
れ
と
が
ぴ
っ
た
り
と
合
致
し
た
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
は
Y
子
、
が
A
と
の

婚
約
を
破
棄
す
る
ほ
ど
で
あ
り
、
ま
た
肺
を
患
っ
て
い
る
一
一
人
が
生
へ
の
力
強

い
希
望
を
見
出
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
両
作
品
に
描
か
れ
た
恋
愛
に
は
、
友
情
と
結
婚
と
精
神

と
の
そ
れ
ぞ
れ
と
の
相
克
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
『
ウ
エ
ル
テ
ル
』
に
、
「
恋
愛
」
と
い
う
主
題
の
ほ
か
「
社
会
批
判
」

と
い
う
テ

1
7
も
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
『
宣

言
』
に
も
ま
た
別
の
テ

i
マ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
「
宗

教
」
で
あ
っ
た
。
作
中
で
は
B
が
A
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
導
き
手
と
な
っ
て

お
り
、
B
が
一
一
十
四
歳
の
時
、
教
会
に
登
録
さ
れ
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
こ

と
を
否
定
し
脱
会
し
て
、
彼
は
新
た
な
人
生
を
模
索
し
て
い
る
。
一
九
一
四
年

一
月
十
日
付
の
B
に
よ
る
A
宛
の
手
紙
に
は
、
教
会
を
脱
す
る
旨
に
つ
い
て
書

か
れ
て
お
り
、
そ
の
理
由
は
第
六
か
条
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
明
治
三
十
二
年
に
入
信
を
思
い
定
め
、
一
二
十
四
年
に
正
式
に
入
信
し
、

四
十
一
二
年
に
教
会
を
退
会
し
た
有
島
の
実
人
生
に
似
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し

か
し
こ
の
実
人
生
に
お
い
て
有
島
の
入
信
は
友
人
森
本
厚
吉
の
強
引
な
勧
誘
に
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よ
る
も
の
で
あ
り
、

佐
々
木
泰
章
氏
は
、

一
概
に
B
H
有
島
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

資
機
h
h
詮
吋
h
へ
と
つ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
M
H
晶
町
議
期
的

J

性
識
を
自
制
し
首

定
守
る
品
田
好
の
倫
理
的
事
ベ
と
く
と
捻
り
得
た
。
性
織
の
み
吋
定
ほ
、
恥
他
愛
筏
情

的
J
b
吋
廷
に
主
官
、
、
時
吋
を
剥
叫
ぶ
せ
る
。
赴
吋
の
入
僑
ほ
、
総
局
、
弱
者
た
る

自
己
を
一
立
睡
し
、
理
砲
の
岩
崎
み
に
自
己
を
柏
崎
砲
さ
せ
、
恥
叫
脊
を
偽
装
す
る

べ
く
た
さ
れ
た
自
己
鞍
訴
の
ど
行
為
で
あ
っ
た
。

と
指
摘
し
て
い
る
。

B
の
第
六
か
条
は
多
少
の
程
度
の
差
は
あ
れ
ど
有
島
の
脱

会
の
理
由
と
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
特
に
第
三
条
に
は
、
「
僕
の
信

仰
は
、
明
白
に
言
え
ば
酔
輿
だ
っ
た
。
自
分
の
性
格
の
根
底
に
触
れ
る
事
を
お

そ
れ
て
い
た
僕
は
、
酔
い
に
よ
っ
て
、
自
己
の
空
虚
を
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
た

の
だ
」
と
あ
り
、
ま
さ
に
「
弱
者
た
る
自
己
を
克
服
し
、
」
「
強
者
を
偽
装
す
る

べ
く
な
さ
れ
た
自
己
救
済
の
行
為
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
偽
装
や
、
性
欲
・
恋
愛

を
否
定
す
る
こ
と
は
、
有
島
に
と
っ
て
自
己
欺
揃
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
O

B
の
脱
会
後
に
彼
が
Y
子
と
の
恋
に
落
ち
た
と
い
う
こ
と
も

そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
ま
た
も
う
一
度
「
書
簡
体
」
の
形
式
に
つ
い
て
立
ち
返
る
。
両
作
品

は
同
じ
形
式
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
違
い
が
二
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
は
『
ウ
エ
ル
テ
ル
』
が
主
に
ウ
エ
ル
テ
ル
に
よ
る
一
方
的
な
書
簡
で
物
語

が
展
開
し
て
行
き
、
ウ
エ
ル
テ
ル
位
以
外
の
登
場
人
物
が
、
自
ら
の
心
情
を
自

ら
の
言
葉
で
語
る
シ
l
ン
が
最
後
ま
で
み
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
『
宣
言
』
で
は

A
と
B
の
往
復
書
簡
で
あ
り
、
さ
ら
に
Y
子
の
手
記
と
合
わ
せ
て
、
す
べ
て
の

登
場
人
物
が
自
ら
の
心
情
を
自
ら
の
一
言
葉
で
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
作
者
が
ど
の
人
物
に
自
己
投
影
を
図
っ
た
か
と
い
う
差
に
よ
る
も

の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
ゲ
ー
テ
の
場
合
は
主
題
の
恋
愛
に
お
い
て
実
体

験
と
自
己
の
恋
愛
観
を
ウ
エ
ル
テ
ル
の
み
に
投
影
し
て
い
る
た
め
、
ウ
エ
ル
テ

ル
の
手
紙
の
み
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
ウ
エ
ル
テ
ル
H
ゲ
l
テ
の
構
図

が
み
ら
れ
る
。
こ
の
構
図
は
も
う
一
つ
の
テ
l
マ
で
あ
る
社
会
批
判
に
お
い
て

も
、
ウ
エ
ル
テ
ル
に
よ
る
社
会
批
判
H
グ
l
テ
に
よ
る
社
会
批
判
と
適
用
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
『
宣
言
』
で
は
、
有
島
の
恋
愛
観
か
ら
み
れ
ば
A

H
有
島
と
い
う
構
図
が
出
来
上
が
る
が
、
そ
の
着
想
を
実
体
験
で
あ
る
友
人
足

助
と
の
書
簡
か
ら
得
た
と
す
れ
ば
B
H
有
島
、
宗
教
と
い
う
テ
l
マ
に
お
い
て

も
B
H
有
島
と
い
う
構
図
に
な
る
。

Y
子
に
し
て
み
て
も
、
精
神
の
開
花
を
果

た
し
た
彼
女
が
本
当
の
愛
に
生
き
る
こ
と
を
選
択
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
有

島
H
Y
子
と
い
う
構
図
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
有
島
の
思
想
が
す
べ

て
の
登
場
人
物
に
投
影
す
る
と
考
え
れ
ば
、
往
復
書
簡
、
つ
ま
り
彼
ら
の
書
簡
・

手
記
が
す
べ
て
明
か
さ
れ
て
い
る
こ
の
形
式
を
と
っ
た
こ
と
も
領
け
る
。

ま
た
二
つ
目
の
違
い
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『
ウ
エ
ル
テ
ル
』
の
書
簡
体

は
、
当
時
主
流
の
も
の
で
あ
り
読
者
に
対
す
る
親
し
み
ゃ
す
さ
・
読
み
や
す
さ

な
ど
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
『
宣
言
』
が
書
か
れ
た
当
時
は
た
と
え
そ
れ
が
流
行
し
て
い
た
と
は
い
え
、

一
人
称
や
三
一
人
称
で
書
か
れ
る
小
説
が
主
体
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
で
も
あ
え

て
こ
の
形
式
を
選
ん
だ
の
は
、
書
簡
体
の
特
徴
で
あ
る
内
面
的
独
自
を
前
面
に

押
し
出
し
て
い
る
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
有
島
の
思
想
が
A
・
B
－

Y
子

に
分
散
さ
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
書
簡
体
と
い
う
形
式
は
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の

内
面
を
表
す
の
に
適
し
た
手
段
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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お
わ
り
に

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
。
書
簡
体
小
説
は
十
七

1
十
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

大
流
行
し
た
形
式
で
あ
り
、
そ
れ
は
手
紙
が
当
時
の
人
々
の
生
活
に
密
着
し
た

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
小
説
」
が
持
つ
自
己
表
現
と
い
う
機
能
が
上
流

階
級
だ
け
で
な
く
市
民
に
も
発
見
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
ら
の
手
紙

の
や
り
取
り
が
次
第
に
虚
構
を
も
っ
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
に
彼
ら

自
身
の
内
面
を
、
思
考
を
散
り
ば
め
て
い
う
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
「
小

説
」
の
始
ま
り
は
「
手
紙
」
に
由
来
す
る
と
一
言
っ
て
も
過
言
ロ
で
は
な
い
。
そ
し

て
そ
の
頃
書
か
れ
た
書
簡
体
小
説
『
若
き
ウ
エ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
は
当
時
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
大
成
功
を
収
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
の
は
ワ
エ
ル

テ
ル
の
恋
愛
に
お
け
る
苦
悩
で
あ
る
。
ま
た
当
時
の
身
分
制
度
な
ど
に
お
け
る

社
会
批
判
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
ウ
エ
ル
テ
ル
の

思
考
を
書
き
出
す
の
に
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
が
求
め
ら
れ
、
当
時
主
流
で
あ
っ
た

書
簡
体
と
い
う
形
式
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
日
本
で
は
百
年
ほ
ど
遅
れ
て
こ
の
『
ウ
エ
ル
テ
ル
』
が
翻
訳
さ
れ
、

そ
の
際
に
は
当
時
ウ
エ
ル
テ
ル
熱
が
流
行
し
た
ほ
ど
当
時
の
文
壇
に
影
響
を
与

え
た
作
品
で
あ
っ
た
。
同
時
に
書
簡
体
小
説
の
流
行
を
起
こ
し
た
と
も
言
わ
れ

て
い
る
。
『
宣
言
』
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
り
、
多
少
な
が

ら
も
『
ウ
エ
ル
テ
ル
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
作
品
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
『
宣
言
』

は
有
島
の
実
体
験
が
基
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
た

「
た
だ
燃
え
よ
。
燃
え
て
愛
せ
よ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
力
強
い
恋
愛
の
情
熱
は

『
ワ
エ
ル
テ
ル
』
に
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
両
作
品
と
も
恋
愛
と
友
情
・

結
婚
・
精
神
の
相
克
の
問
題
を
苧
ん
で
い
る
。
こ
の
恋
愛
観
は
作
品
だ
け
で
な

く
両
作
者
に
も
共
通
す
る
精
神
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
『
宣
言
』
に
は
『
ウ
エ
ル
テ
ル
』
に
お
け
る
「
社
会
批
判
」
と
い
う
テ

！
？
の
よ
う
に
、
恋
愛
と
は
別
の
テ
1
マ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が

「
宗
教
」
で
あ
っ
た
。
作
中
で
キ
リ
ス
ト
教
教
会
を
脱
し
た
B
の
よ
う
に
、
有

島
自
身
も
教
会
を
退
会
し
た
経
験
を
持
っ
て
い
た
。
宗
教
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る

自
己
に
欺
臓
を
感
じ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
恋
愛
や
宗
教
に
お
け
る
心

の
葛
藤
を
表
す
の
に
、
内
面
的
独
自
と
い
う
特
徴
を
持
っ
た
書
簡
体
は
最
適
な

も
の
だ
と
し
て
、
『
宣
言
』
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
ゲ

ー
テ
は
ウ
エ
ル
テ
ル
に
お
い
て
の
み
自
己
を
投
影
し
て
い
る
が
、
有
島
は
『
宣

言
』
で
実
体
験
に
お
い
て
は
B
、
精
神
や
思
想
に
お
い
て
は
A
に
自
己
を
託
し

て
い
る
。
こ
れ
が
両
作
品
の
決
定
的
な
違
い
で
あ
り
、
書
簡
体
と
い
う
形
式
の

中
で
も
と
り
わ
け
往
復
書
簡
の
形
式
を
用
い
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

今
で
は
こ
の
形
式
は
そ
の
他
多
く
の
文
体
と
並
ん
で
い
る
が
、
書
簡
体
小
説

は
、
手
紙
の
持
つ
特
徴
か
ら
自
己
表
現
と
し
て
の
小
説
を
大
い
に
発
展
さ
せ
、

小
説
の
歴
史
の
中
で
重
要
な
役
割
を
持
っ
た
形
式
で
あ
っ
た
。
書
簡
体
小
説
を

研
究
す
る
こ
と
は
小
説
の
始
ま
り
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
文
学
を
学
ぶ
と
き
、

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
形
式
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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叱
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た
台
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払
ら
の
さ
京
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主
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略
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れ
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あ
h
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均
険
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也
明
治
治
憾
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す
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峠
均
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3
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保
刊
し
で
い
た
恥
刊
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お
あ
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い
で
’
禽
刊

し
，
熱
血
晴
弘
明
も
次
々
と
創
刊
さ
れ
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岡
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司
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発
れ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
た
快
句
お
ミ
ミ
れ
た
の
か
～
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
終
戦
で
各
種
統
制
が
解
除
さ
れ
、
出
版
が
比
較
的
自
由
に
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
ま
た
書
物
の
需
要
も
増
え
た
の
で
あ
る
。
『
ウ
エ
ル
テ
ル
』
の
翻
訳
作
品

が
昭
和
二

0
年
代
に
お
い
て
急
増
し
た
の
は
、
こ
の
出
版
プ
l
ム
の
影
響
で
は
な
い
か
と

推
測
す
る
。
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語り手と視点一村上春樹「タイランド」

西田谷洋
一語り手の位置

物語は「一・二名あるいは数名の（多少なりとも顕在的な）語り手によって、一・二名

あるいは数名の（多少なりとも顕在的な）聞き手に伝えられるーないしそれ以上の現実の、

あるいは、虚構の事象の報告（所産と過程、物象と行為、構造と構造化としての）」 1と規

定されるように、語り手／ぺ書き手から聴き手／読み手へと出来事が伝達されるテクストと

して制作／受容されるジャンルと一応定義できる。

そこで、旧稿では、表現の視覚性と時制を関連づけた語りの構造を次のように整理した。

物語世界外から物語内の具体的な事象・出来事を回顧的に語るときは一貫して過去形

となる。また、語り手は、物語場面のイメージを語っているので、物語場面の動的イ

メージはそのまま過去に位置づけられて過去形になる。その継続として、過去の事象・

出来事と理解されるコンテクストで物語場面の状況・順序等の説明を挟むときに、動

作ボスキーマ化され、自然に完成相を用いた歴史的現在になる。 Z

旧稿では、物語テクストと話し言葉は同じ認知能力を基盤として生成されるという考え

方を前提としていた。日常会話・日常言語と物語・文学言語とは発話／語りの構造は異な

るが、前者から後者への派生が生じていると考えられるからである。

会話における対話では話し手はその時空間での事象・経験を直接言及し、会話物語では

以前に得られた直接的意識を想像あるいは想起して言語化する、そして書かれた詩や物語

では経験してない事象も以前言葉やイメージで受容したことも想像して語ることもできる。

同様に、引用が話し言葉から書き言葉、小説へと展開したという山口治彦『明噺な引用，

しなやかな引用』（くろしお出版二00九・一二）もこうした考えを裏付けよう。

橋本陽介『物語における時間と話法の比較詩学』（水声社二O一四・九）はナラトロジー

では語りは機能に過ぎず、日本の物語論者は語り手論になり、語りの位置が語り手の現在

として実体化されているが、話し言葉の語る現在の私と語られる過去の私／出来事という

同一性が小説の物語では成り立たないとして、語りの構造を二種類に整理する。 3

〔現実の会話〕

語り手→聞き手

↑ 

引用される言葉

〔物語〕

語りの位置

物語世界 ↓ 

物語世界内の発話、思考

橋本氏は、発話者と出来事との表現関係は、話し言葉では発話の位置と語られる出来事
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とが同一時間軸に並んでいるのに対し、物語では語られる出来事と「語りの位置は同一時

間軸上にあるのではなく、物語世界の外側にありながら、漸進的に眺めながら語っている」

4と指摘し、その関係を「脱同一時間化J5と呼ぶ。

これは、牧野成一「物語の文章における時制の転換」（『言語』一九八三・一二）の空間・

統括・絵画化説、樋口万里子「ViewingHP and the Present Tense in English」

（『VIEWPOINT：認知言語学の視点』日本英語学会大会ワークショップ一九九五・一一）の

イメージスキーマ説、西田谷洋『認知物語論とは何か？』（ひつじ書房二00六・六）の参

照点のフレームモデルとも対応しよう。

さて、橋本氏も指摘するように、類型はあくまで類型であり、小説言語においず現実の

話し手のような人格的な言表行為主体が存在しないと断定するのは一人称小説や無人称の

語り手を想起すると難しく、日常コミュニーションの会話物語から、非日常コミュニケー

ションの喜かれた物語へと物語が派生展開してきたとすれば、二類型の聞には段階性・程

度性の異なりがある。とするならば、物語現在が語り手になるのではなく、物語行為の帰

結として語り手や話者がありそれが物語現在へと展開したと想定されよう。

また、橋本氏は、物語構造について物語行為の基点となる語りの位置は「永遠の「いま、

ここ」」であり、「現存のいま、ここ」、「ある一つの具体的な時空間に位置づけられている

わけではなしリ 6。むろん、人格化された語り手が存在しない物語があることと、そうした

物語を生成する基点やそれによって作られたとされる物語が無色・透明・公正・中立・客

観であることとは別である。物語解釈とはそうした観点から語り手ないし語る位置と語ら

れる出来事という、断片と断片の表現性／関係性／構成性を利用する方法なのである。

この点で、物語世界内の出来事がいかに語られ、表現されたか、そして、いかに構築さ

れたかというアプローチは重要である。そこで、本稿では、村上春樹「タイランド」（『新

潮』一九九九・一一）を素材として、旧稿の視点の参照点モデ、ルを改めて整理し、自由間

接話法，！：：視点の関i車会検討し、「タイランド｜の保行論が持t-:-ftい視点から物語解釈を行う。

ニ物語のスキヤニング

ジエラール・ジュネット『物語のディスクール』（水声社一九八五・九）は、物語世界の

情報の再現量の制御を示す焦点化概念を提示し「だれが語っているかj という語り手の語

りと「だれが見ているかj という登場人物の視点というレベル間の混同を回避しようとし

た。だが、焦点化が、「どのようなコンテクストにおいて、だれが見ているものとして提示

されているのか」 7、すなわち「どのように語るのか」という領域に対応する点で、ジュネ

ットも語りと視点を混同している。

物語表現は対象に対する把握のあり方が投影されているのであり、旧稿では、視点と語

りを区別せず、誰が見ているものとして提示しているかという視点と語りを統合して分析

することを主張した。

さて、ミーケ・パル8は、物語を、語りテクスト（語り手／聴き手）・物語内容（焦点化
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子／被焦点化子）・ファブラ（登場人物）に分類し、焦点化の主体と対象、すなわち焦点化

子と被焦点化子を動作主として規定する。パルの焦点化は、「語りに先立って、物語世界が

どのような眼差しに切り取られられているのか」 9という問題意識から、物語における意識

の志向性の問題系を構成する。

村上春樹「タイランド」で主人公・さつきが見た夢では、登場人物はさっき、焦点化子

はさっき、被焦点化子はさっき、うさぎ、「何か」となる。

①うさぎの夢を見た。短い夢だ。②金網がはられた小屋の中で一匹のうさぎが震えて

いる。③時刻lは真夜中で、うさぎは何かがやってくるのを予感しているようだった。

彼女ははじめのうちは外からそのうさぎを観察していたのだが、④気がつくと彼女自

身がうさぎになっていた。彼女はその何かの姿を、暗闇の中にほのかに認めることが

できた。⑤目が覚めてからも、口の中にいやな後味が残っていた。

なお、以下に、さっきの夢の中での焦点化を括弧に括って示した。

語りテクスト：語り手→物語場面→聴き手

物語内容：①Fri→Fdl（笹③Fri→Fd2④Fr2→Fd3）⑤Fri→Fdl

ファブラ：さっきがうさぎになって何かを暗闇に認める夢を見る

Fr＝焦点化子 Fri＝さっき、 Fr2＝うさぎ

Fd＝被焦点化子 Fdl＝さっき、 Fd2＝うさぎ、 Fd3＝何か

焦点化子は変動し、被焦点化子が新たな焦点化子となる場合がある。この点で、パルの

焦点化子論は、視点を、事態認知に際しダイクティックな固定的位置を占めるのではなく、

事象に際して相対的に移動するものとして捉えている。

物語世界内／物語世界外、物語言説／物語内容との関係を視点移動説から解決するのが

山岡賓『「語り」の記号論増補版』（松柏杜二00五・ー0）である。山岡氏は、物語世界

内と物語世界外との聞の語り手の移動度を測定し、物語世界内では作中人物は実際に見て

おり、物語世界外では語り手が根元的に見ているとし、焦点化は語りに先行すると位置づ

け、日本語では視点と発話点が重なると捉える。山岡氏は「日本語の物語の場合、語り手

と登場人物は融合し易く、登場人物が物語世界の現場から、眼前の出来事・状況を知覚・

体験すると同時に語るという、内的独自が頻繁に行われる傾向がある」 10と指摘する。物

語世界内の実在・先行を主張し、融合と捉えている。

一方、オニールで、は、焦点化は語りと共に物語内容が物語言説に変換される際の媒介で

あり、語り手や内包された作者が動作主なのに対し、焦点化子とは「選ばれた場所、物語

が提示される任意の時点で、当該物語がどこから見られて提示されているかのその場所の

こと」 11とみなす。オニールは、焦点化子の位置（物語世界内／外）・情報範囲（内／外面）
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によって術語を組み替え、内的焦点化は、語り手を経由して語られるため、外的焦点化に

埋め込まれた二次的焦点化だとする。この点で、内的焦点化は複合焦点化なのに対し、外

的焦点化は単一焦点化となる。語り手は対象を直接焦点化することも、登場人物を通して

間接的に対象を焦点化することも選択できる。次で、はパルのモデ、ルに重ねて先の「タイラ

ンド」の同じ場面を分析した。

①うさぎの夢を見た。短い夢だ。［EF(CFさっき→coさっき）］②金網がはられた小屋

の中で一匹のうさぎが震えている。③時刻は真夜中で、うさぎ、は何かがやってくるの

を予感しているようだった。彼女ははじめのうちは外からそのうさぎを観察していた

のだが [EF(CFさっき→coうさぎ）］、④気がつくと彼女自身がうさぎになっていた。

彼女はその何かの姿を、暗閣の中にほのかに認めることができた。 [EF(CFうさぎ→

co何か）］⑤目が覚めてからも、口の中にいやな後味が残っていた。［EF(CFさっき→

coさっき）］

EF＝外的焦点、化子 CF＝内的焦点化子 CO＝内的被焦点化子

オニーノレでは、焦点化はテクストレベルで作動する。焦点化は語りのレベルに根拠を持

ち、さらには内包された作者のレベルで、焦点化が制御される。語る前に認知主体の心的空

間で内包された作者は焦点化の時空を同定し、語りと焦点化を決定する。オニールは、厳

密には全ての焦点化は「重畳し交錯する根差しの多層性ゆえに、「複合」は、こと読者の立

場からする限り、「複雑」」 12であるという理由により、複雑焦点化と呼ぶ。

ここで注目したいのはオニールとパルのモデルが意識の志向’性をたどる手法へとつなが

ることである。

それを旧稿ではスキヤニングと呼んだ。 13スキャニングは世界に視線を投げ掛け視線を

移動することであり、ある対象（参照点）を探索の手がかりとして参照しながらターゲッ

トに到達する参照点能力に由来する。 14語り手や登場人物の視点、移動を参照点である焦点

化子が心的経路を移動する現象と捉えるならば、視点が参照点を制御することで物語表現

が作られると考えられる。参照点からの心的接触の動きによって世界は様々に表現される。

表現には認知主体の世界の事象把握／事象構築の認知プロセスが反映している。とすれば、

視点と語りとは不可分なものとして説明されなければならないと考えたのである。

樋口万里子「節を超えてJ（『認知コミュニケーション論』大修館書店二00四・二）は、

日本語表現の視点は、発話時ではなく、事態の見え方だけに関わる操作概念だとし、タ形

はある一纏まりの事態の実現・生起全体を後方から見たイメージの、基本形は事態の一纏

まりを前方・内側から眺めるイメージの、方向性を指示する視点、を誘導する標識となるの

であって、日本語では認知主体の位置は言葉には現れず、視点は語り手の場合も登場人物

の場合もあり、基本形やタ形が関わるのは、ある視点と事態の相対的な時間的位置関係だ

けで、その視点がどこにあるかは文脈等で補う仕組みとする。
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認知主体 I 

基本形 ↓ ↓ タ形

発話者 事態 事態 発話者

ム→仁二日 、 仁＝コぇム

時間の流れ 時間の流れ

①うさぎの夢を見因。短い夢固。②金網がはられた小屋の中で一匹のうさぎが震えて

いゑ。③時刻jは真夜中で、うさぎ？は何かがやってくるのを予感しているようだっ主。

彼女ははじめのうちは外からそのうさぎを観察していたのだが、④気がつくと彼女自

身がうさぎになってい主。彼女はその何かの姿を、暗闇の中にほのかに認めることが

でき主。⑤目が覚めてからも、口の中にいやな後味が残ってい呂

引用文で口のタ形は語り手の視点から登場人物の動作や場面状況が、下線部のタ形は登

場人物のまなざしで動作の実現が、下線部の基本形は同時性やその時の状況が描かれてい

る。樋口氏は、日本語のアスペクト・テンスシステムは話し手と事態との相対的な位置関

係を示し、事態を認識し表現している主体や時間的位置はコンテクストで補うので、ル形

／タ形は発話者から見て事態が相対的にどのような時間的方向にあるかを表すと指摘する。

ただし、こうした相対的な参照点の位置の混在も、認知主体の物語制作によって生成さ

れている。私は、視点を語り手が統御するとし、う立場を採用するため、視点は語り手に帰

属し、視点人物と呼ばれる動作主は参照点であり、参照点からの視野が語り手を通して制

御されると考える。語り手は、参照点を移動させることで物語世界の対象の把握の過程を

描き、対象の細部が前景化されたとき対象の連続的変形の過程が描かれる。いわば、参照

点からの心的接触の動きによって世界が様々に表現される。静的な参照点からはフレーム

としてのパースペクティヴが構築され、動的な参照点からは対象がフレームに配列され、

世界とその表現が構成される。そして動的な展開は語りの原点からの時制によって捉えら

れ、歴史的現在や主語欠落等の日本語によく見られる過去形・非過去形混治状態はシナリ

オ的な図式化、見取り図的な全体像、あるいはスクリーンを見ながら語るために生じるの

である。 15 

二 自由間接話法と視点

自由間接話法も形態論的な有標性に囚われずに考えるならば、相互テクスト性の原理に

基づけば、その言葉は様々な視点の現れとも解釈できる。

自由間接話法は、自由間接文体、体験話法、描出話法、自由間接言説、自由間接表現等

と呼ばれるが、本稿では自由直接話法を含め、語り手の言葉から作中人物の言葉が感じら

れる表現、言い換えれば語り手と作中人物が一致すると共に距離が感じられる表現と広く

定義する。山口氏は、「話法とは、引用を行うために文法化された言語手段である」 16と規
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定し、「語りのコンテクストにおいては、伝達節を有する直接話法と間接話法とが無標の引

用形式である。その結果語りにおける自由な話法の重要度は相対的に低くなるJ1 7と指摘

する。しかし、文法形式を伴わないとしても、自由間接話法的な表現は、いわば、死喰と

同じで根元的にテクスト世界は引用によって織られているとも考えられる。

もともと「タイランド」では主要登場人物との会話は物語世界では英語でやりとりされ

たのを話者が日本語物語として翻訳、いわば間接話法化したものと言えよう。

「ときはただいまきりゅのわるいとこをひっこしております。どなたさまもおざせき

におつきのうえしとべるをおしめください」。さっきはそのときぼんやり考え事をして

いたので、タイ人スチュワードがいくぶんあやしげな日本語で放送したそのメッセー

ジの意味が解読できるまでに少し時聞がかかった。当機ほた、7さ今、気流の惑いととるを

飛行いたしておわ主十。どなた様もお座席｛こおつきの上、シートベル、トをお締め下さい。

括弧内は発話の直接話法的な再現であろう。傍点部は、その意味をさっきが理解した点

で間接話法である。しかし、もともと正しく傍点部として発話されていたスチュワードの

言葉を体調の悪いさつきがよく開き取れなかったために括弧内のように聞こえたとすれば

括弧内は間接話法である。また、そもそも傍点部がスチュワードが意図した発話、発話し

たつもりの発話であったとすれば、再現性の基準をどこにおくかによって括弧内は間接話

法でも直接話法でもありうる。さっきとスチュワードの関係性をどう捉えるかで物語内容

解釈にも影響が出る場合があろう。

さて、この間接・直接の区別は伝達節・引用符等の文法形式の差異や語り手／作中人物

の経験・発話の直示性・口語度によって測定され、 18山口氏は自由間接話法を四類型に整

理する。 19 

語葉的直示形式

保持（元発話者の視点） ｜変更（引用者の視点）

文法的

直示形式

保持（元発話者の視点）

変更（号｜用者の視点）

I （自由直接話法） II （逆転型自由間接話法）

国（近綾型自由間接話法） IN（遠隔型自由間接話法）

山口氏によれば、 E逆転型は例外的で破格的な用法であり、話し手と聞き手の位置取り

の変化に対応するとされ、 E近接型とN遠隔型は登場人物に近く受け手から遠い語り手と

登場人物に遠く受け手から近い語り手の違いで区別され、特に説明できる。なお、 Wはエ

コー発話として対話の場で見られ、三人称小説のコンテクストで見られないとされ、遠隔

型は、対話の場ではエコ一発話によって作られるが、語りでは場面設定の調整が必要とな

るとされる。

また、こうした自由間接話法の要素、語り手と作中人物、元発話者と引用者、視点と参

η
d
 

’E
ム’l

－
 



照点の聞には制御・操作の権力関係を見いだすことができる場合もある。

その夜、広い清潔なベッドの中でさっきは泣いた。彼女は自分がゆるやかに死に向か

っていることを認識した。身体の中に白い堅い石が入っていることを認識した。うろ

こだらけの緑色の蛇が暗閣のどこかに潜んでいることを認識した。生まれなかった子

どものことを思った。彼女はその子どもを抹殺し、底のない井戸に投げ込んだのだ。

そして彼女は一人の男を三十年にわたって憎み続けた。星空査関ι長主主エ昆虫よよ

主主投主ιよ虫主生l三位：~底玄埠震主主主主翼~だ。ある意味では、あの地震を引

き起こしたのは私だったのだ内あの男が私の心を石に変え、私の身体を石に変えたの

ζL遠くの山の中では灰色の猿たちが無言のうちに彼女を見つめていた。生きるととと

死ぬこととは、ある意味では等価なのです、 ドタター。

中村氏によれば、 20傍線部は内的独自の自由直接話法であるが、必ずしもさっきの発話

通りの形態とは限らない点で自由間接話法でもある。波線部は主語がなく、主語が「私」

なら自由間接話法、「さっき」または「彼女」なら非間接話法的な地の文となる。そして傍

点部はニミットの言葉の自由直接話法であり、エコ一発話に傍点によってニュアンスが付

加される。

さて、引用部は、老女の占いのヴ、ィジョンやニミットの忠告を受け入れたさっきがこれ

までの人生を反省するだけでなく、震災すら自分が起こしたと考えていく場面である。語

り手は、さっきを被焦点化子として死を認識させ、さっきに参照点移動して石や蛇、子供

を被焦点化子として認識させる。そして語り手は再びさっきに参照点移動して堕胎と憎悪

を認、識させる。その点で語り手は自由間接話法を用いてさっきの受動性を強調し、老女と

ニミットの主張を肯定しているのである。

自由間接話法は物語においては語り手と特定／不特定の作中人物の視点が混請するもの

であった。たとえ、文法形式に変更がなかったとしても直接性／間接性が変動しうるのは、

いかなる視点の混潜としてその物語を解釈できるかによる。このとき、他者の視点を表現

にいかに取り込むかという語り手の引用・構成の問題として自由間接話法を考えることが

できるだろう。

四 「タイランド」分析の視点

そもそも、「タイランド」はかつて養父にレイプされ堕胎した女医のさつきがタイで占い

師の老女から、震災で死ねば良いと思っていた男は生きており、体に抱えた石を飲み込ん

でくれる蛇が現れる夢を待てと言われ、運転手のニミットから言葉は嘘になると過去の告

白を止められる物語である。

老女の占いは、継父への憎悪・殺意・恨みと関わるらしい石を蛇が飲み込む夢を見るこ

とで、過去への否定的な感情に囚われるより別の生き方を示唆するものでもある。なるほ
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ど、その方が報復の連鎖を切断し幸せな生を送りうるであろう。暴力に報復してさらなる

報復によって死ぬことと、報復を断念して生きることとは、それぞれ何らかの苦しみと幸

いを伴う点でも、ニミットの言うとおり「生きることと死ぬことは等価」であろう。また、

中村氏は、ニミットの言葉は「生き延びることを優先して、自らの「心の闇Jを見つめる

ことを忘れた警告であるJ2 1とも捉え、問題解決を物語が導く必要はないと指摘する。

しかし、導かないことが何を意味するかは考慮に値する。なぜなら、過去に受けた暴力

を耐えよとは不正義を受け入れよということにもなるからである。一方、言葉は、不正義

を告発し、問題解決を進めるための手段となりうる。過ちゃありえないことを否定する基

盤は言葉であり、自分の感情を吐露するのも言葉である。ニミットは「言葉にしてしまう

と、それは嘘になります」とさっきの言葉を封じ、「夢を待」てとさっきに強いて、不正義

を受け入れる夢への不信・否定を作り出す言葉を抑圧しているとも解釈できる。

また、久保田裕子氏は「タイランド」では「言葉は＜出来事＞を超えることはできない

でいるというありょうが顕現しているJ2 2と捉える。北極熊の交尾の挿話やニミットの言

葉は嘘になるという発言は相互コミュニケーションの断絶や表象不可能性という図式で物

語解釈を行う根拠になるかもしれない。ただし、これはもう少し検討を要するだろう。

そして、久保田氏は「タイランド」のタイを fタイの文化的・歴史的記号は消去されて

いる」 23・「無国籍な場所」 24と評する。なるほど、グローパリズム下の東南アジアにおい

て近代的な建物内でさっきの友人達やさっきが英語で話しているのに日本語として表現さ

れてしまい、日本人が主人公で、日本語運用者が語り手である点でそこで描かれているの

はタイそのものと異なるという指摘は正しい。しかし、観光客目当ての象があふれるタイ

の町並みや近代的な地域のすぐそばに遅れた貧困地域があり、そうした限界の枠内で主人

公・語り手の立場から見えるものが示されているとすれば、無国籍、非文化・非歴史性と

いう指摘には再考の余地がある。

「タイランド」の「語り手は、本当のことを回避しながら語り続けるという彼女の語り

の形を外側から描くことで批評性を持たせている」 25のではない。その都度の出来事の展

開に際して、人はその時々の感慨で過去の経緯を全て回想するとは限らない。また、さっ

きが詳細に語ろうとしたとき、ニミットは止めているのであって、さっきが回避している

のではなく、回避させられているのである。

ここで注目すべきなのはそうした言葉によって何が織りなされているかである。この物

語の語り手はさっきではない。さっきに焦点化することもあるが、作中人物とは異なる。

物語はさっきを参照点とする言葉と語り手からの言葉を組み合わせることで織られている。

さっきは語り手によって語られ、また周囲との聞のコミュニケーションがさっきをそう方

向付けている。

さっきにとっての「あの男Jである継父を久保田氏は「彼女の内奥で作られた観念j で

あり、「男が死んで、いたらさっきの観念的世界が補完され」 26ると、さつきがイメージに囚

われていることを指摘する。なるほど、三O年会っていない男はイメージとして想起され
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るしかあるまい。だが、仮に継父が生き残った場合もさっきはイメージから逃れることは

ない。なぜなら、それは、老女が与えたイメージに囚われることだからである。同様に、

結末の夢を待っさっきも既に老女が与えたイメージに囚われている。

元主人である宝石商から北極熊が一瞬の交尾以外は孤独な生涯を送る挿話を聞かされて

ニミットは「北極熊はいったい何のために生きているのですかJと問う。それに対し、宝

石商は「私たちはいったい何のために生きているんだい？」と聞い直す。さっきの直感が

正しければ、ニミットと宝石商には同性愛的な関係があった。そして言葉を否定するニミ

ットも、北極熊と同じく、宝石商とはディスコミュニケーションがあったことになる。

『いし、かニミット。この音楽をよく聴きなさし、。（略）ほら、その響きが聴き取れるだ

ろう。熱い吐息や、心の震えが』とその方はおっしゃいました。私はその音楽を何度

も繰り返して聴き、じっと耳を澄ませ、魂の響きを聞き取りました。しかしそれが本

当に私が自分の耳で聴き取ったものなのかどうか、定かにはわかりません。一人の人

間と長く一緒にいて、その言葉に従っていると、ある意味では一心同体のようになっ

てしまうのです。

ニミットはジャズに対する鑑賞能力・噌好を宝石商によって強制的に同化させられてし

まっていた。このとき、ニミットにはオリジナルの視点は抑圧され上位の宝石商の視点が

エージェントであるニミットの参照点を支配することにもなる。ニミットは宝石商と一心

同体として生きつつ、死別してもいる。そして生きていたときも断絶がある。この点で、

生と死とは等価で、あり、現在の、いや、宝石商が生きていた当時から、ニミットは「もう

半分死んでし、Jるのである。

さて、久保田氏は「西欧科学の医学者がアジアの「混沌」に治癒されるというようなオ

リエンタリズム的構図は解体されている」 27と把握する。しかし、更年期障害で苦しみ、

飛行機で医者が求められた時に男性開業医にしきられ、全てをニミットにまかせるように、

さっきは受動的に形象されていた。そもそも理性を持った女性が言葉を封じられ超自然的

な側の言葉を男によって受け入れさせられていく、すなわち文明から野生へと排除されて

いく点でそれは女性嫌悪的な物語でもあり、オリエンタリズム的構図は依然機能している

のである。言葉は外界に働きかける手段であり、それを否定するのは夢のイデオロギーな

のである。

こうしたイデオロギー暴露を、視点論の問題として捉え直してみよう。語り手（物語現

在）によって視点／参照点が操作・制御されるのであるが、操作・制御される以上、情報

の範囲・視角・傾向・価値観を左右する物語世界外の（非）人格的な語り手の戦略を検討

対象とすることは、物語現象の解明に寄与しうるのである。
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1 ジェラルド・プリンス『物語論辞典』（松柏社一九九七・七）一一七頁。

2 小著『語り寓意イデオロギー』（翰林書房二000・三）七八頁。

3 前掲『物語における時間と話法の比較詩学』三四一頁。

4 前掲一『物語における時間と話法の比較詩学』二O七頁。

5 前掲『物語における時間と話法の比較詩学』一一七頁。

6 前掲『物語における時間と話法の比較詩学』四三頁。

7 パトリック・オニール『言説のフィクション』（松柏社二oo~ ・二）一四三頁。
8 Mieke Bal Narratology:Introduction to the Theory of Narrative. Toronto Univ巴rsity
Press,1985. 
9 遠藤健一「オニールの焦点化論の可能4性」（『言説のフィクション』）二五八頁。

1 0前掲『「語り」の記号論増補版』一四六頁。

1 1 前掲『言説のフィクション』一一八頁。
1 2 前掲『言説のフィクション』一三六頁。

I 3 小著『認知物語論とは何か？』（ひつじ書房二00六・六）参照。

I 4 スキャニングを原義ではなくテクストの時空間関係、の階層を転移していく主観的認知

プロセスとして用いたのが、小著『テクストの修辞学』翰林書房二O一四・九）の分析で

ある。

1 5 橋本氏も、視点との関係では、「視点人物から見える状態や動作はル形を取りやすい」「こ

の事実は、語りの位置が物語現在内部の人物の位置に移動してしまっでいることを示唆す

る」（二O七頁）として、「現実の会話においては、引用する場が一次的であり、引用され

る側は二次的であるが、物語ではこの関係が逆転する。「物語現在」の発話が通常は一次的

なものとなり、伝達節のほうが二次的なものになるのである」（三二O頁）と説く。

1 6 前掲『明断な引用，しなやかな引用』三頁。

1 7 前掲『明断な引用，しなやかな引用』一二九頁。

1 8 中村三春氏は「日本語における直接・間接の区別は、人称や時制よりもむしろ、いわば

口語度（カギ括弧で
2』て〉つじ喜房二O一五．二、四三頁）と指摘する。

1 9 「視点の現在と小説の語り」（『「内」と「外Jの言語学』開拓社二00九・－O）参照。

2 0 前掲『フィクションの機構2』四二～四四頁参照。

2 1 前掲『フィクションの機構2』六九頁。

2 2 「言葉は（出来事）を超えることができるか」（『日本文学』二O一二・八）三一頁。

2 3 前掲久保田論文二七頁。

2 4 前掲久保田論文二九頁。

2 5 前掲久保田論文二六頁。

2 6 前掲久保田論文三O頁。

2 7注24に同じ。

付記 本稿は日本フランス語学会（二O一五・七・一八早稲田大学）での談話会「さまざ

まな視点j での発表に基づく。会場の内外でご質問・ご意見を賜った。記して謝意を表す

る。
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日
編
集
後
記
H

『
宮
大
比
較
文
学
』
第
八
集
に
は
、
二

O
一
三
年
度
卒
業
生
の
表
千
尋
さ
ん
、

二
O
一
四
年
度
卒
業
生
の
伊
藤
麻
由
さ
ん
、
兼
定
明
日
美
さ
ん
、
小
堀
麻
美
さ

ん
、
大
門
利
佳
さ
ん
、
渡
部
杏
美
さ
ん
の
論
文
を
掲
載
す
る
こ
と
に
編
集
委
員

会
で
決
定
し
ま
し
た
。
ま
た
、
今
回
は
富
山
大
学
人
開
発
達
科
学
部
の
西
田
谷

洋
氏
に
も
特
別
に
寄
稿
し
て
頂
き
ま
し
た
。
寄
稿
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

お
か
げ
様
で
劇
団
富
山
大
学
比
較
文
学
の
方
も
、
第
十
一
回
の
上
演
を
迎
え

る
こ
と
に
な
り
、
今
年
は
萱
野
二
十
一
／
郡
虎
彦
の
「
関
krzk戸
当
〉
」
、
「
父
と
母
」
、

イ
プ
セ
ン
の
「
幽
霊
」
を
上
演
し
ま
し
た
。
こ
の
上
演
は
、
学
生
達
は
も
ち
ろ

ん
、
多
く
の
方
々
に
協
力
し
て
い
た
だ
き
、
当
時
、
文
壇
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
と
さ
れ
る
イ
プ
セ
ン
の
「
幽
霊
」
、
さ
ら
に
そ
れ
に
感
化
さ
れ
た
萱
野
二
十

一
／
郡
虎
彦
の
「
同
krzp当
〉
」
及
び
「
父
と
母
」
を
合
わ
せ
て
上
演
し
ま
し
た
。

卒
業
生
も
観
劇
に
駆
け
つ
け
て
く
だ
さ
り
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

『
宮
大
比
較
文
学
』
第
八
集
が
研
究
面
で
の
つ
な
が
り
を
広
げ
、
深
め
る
一

助
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
今
後
の
発
展
に
向
け
て
、
さ
ら
に
精

進
し
て
い
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
ご
意
見
、
ご
批
評
を
ぜ
ひ
富
大
比
較
文
学
会

に
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
す
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
浅
岡
真
衣
）

富

山

大

学

比

較

文

学

会

会

則

第
一
条
こ
の
会
は
富
山
大
学
比
較
文
学
会
と
称
し
、
事
務
所
を
富
山
大
学
人
文

学
部
比
較
文
学
・
比
較
文
化
研
究
室
（
富
山
県
富
山
市
五
福
三
一
九

O）

に
置
く
。

第
二
条
こ
の
会
は
会
員
相
互
の
協
力
に
よ
り
、
比
較
文
学
・
比
較
文
化
研
究
を

進
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
三
条
こ
の
会
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
事
業
を
行
う
。

－
研
究
発
表
会
、
公
開
講
演
会
な
ど
の
開
催
。

2

機
関
誌
、
会
報
な
ど
の
刊
行

3

そ
の
他
、
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事

項。

第
四
条
こ
の
会
の
設
立
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
富
山
大
学
比
較
文
学
・
比
較
文
化

の
教
員
お
よ
び
在
学
生
、
院
生
、
卒
業
生
、
修
了
生
を
も
っ
て
会
員
と

す
る
。
こ
の
他
、
こ
の
会
の
設
立
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
も
の
を
も
っ
て

会
員
と
す
る
。

第
五
条
前
条
の
会
員
は
一
般
会
員
お
よ
び
維
持
会
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

富
大
比
較
文
学
第
八
集

二
O
一
六
年
二
月
十
二
日
発
行

編
集
人
富
山
大
学
比
較
文
学
会
編
集
委
員
会

発
行
人
富
山
大
学
比
較
文
学
会

代
表
金
子
幸
代

富
山
大
学
人
文
学
部
比
較
文
学
・
比
較
文
化
研
究
室

富
山
県
富
山
市
五
福
士
二
九

O

O
七

六

四

四

五

六

二

O
O
（
小
谷
研
究
室
）

発
行
所
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