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文
芸
世
界
に
お
け
る
虚
構
と
い
う
現
象
を
、
国
語
教
育
の
分
野
で
解
明
し
た
の

は
、
西
郷
竹
彦
の
文
芸
学
（
西
郷
文
芸
学
）
で
あ
っ
た
。
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
西
郷
文
芸
学
は
、
独
自
の
体
系
を
も
っ
て
い
る
が
、
中
で
も
、
虚
構
論
は
、
西

郷
文
芸
学
の
体
系
を
支
え
る
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
理
論
で
あ
る
。
西
郷
文
芸
学

研
究
の
ま
と
め
と
し
て
、
さ
い
ご
に
、
も
う
一
度
、
虚
構
論
と
い
う
理
論
の
解
明

し
た
世
界
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
本
論
文
は
、
拙
稿
「
西

郷
文
芸
学
の
詩
論
」
（
『
大
阪
教
育
大
学
紀
要
』
第
－
部
門
第
3
2
巻
）
を
ふ
ま
え
て
、

新
た
に
表
題
の
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
西
郷
竹
彦
は
、
「
虚
構
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
明

し
て
い
る
。
「
文
学
は
虚
構
」
で
あ
る
ζ
言
う
と
き
、
多
く
の
ぱ
あ
い
、
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
、
西
郷
文
芸
学
の
虚
構
論
は
、
そ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

な
一
般
論
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
発
想
さ
れ
た
。

　
ふ
つ
う
虚
構
と
い
う
の
は
、
作
り
ご
と
か
作
り
語
、
つ
ま
り
、
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
言
う
虚
構
と
い
う
の
は
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
い
意
味
で
す
。
一
般
に
、
虚
構
と
い
う
場

合
に
は
、
現
実
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
現
実
で
な
い
も
の
、
こ
れ
を
虚
構

と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
わ
た
し
は
、
虚
構
と
い
う
の
は
、
現
実
に
対
置

さ
れ
る
概
念
と
し
て
の
虚
構
で
は
な
く
て
（
現
実
に
対
置
さ
れ
る
概
念
は
非

1
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現
実
で
す
一
現
実
と
非
現
実
を
越
え
る
、
そ
の
上
に
立
つ
概
念
と
考
え
て
い

ま
す
ノ
虚
構
論
で
は
、
現
実
と
非
現
実
を
こ
と
が
ら
の
上
で
区
別
し
な
が
ら
、

イ
メ
ー
ジ
の
上
で
は
（
次
元
で
は
）
等
価
の
も
の
と
し
て
考
え
る
の
で
す
ノ

事
実
と
事
実
で
な
い
も
の
、
現
実
と
非
実
を
、
と
も
に
イ
メ
ー
ジ
の
次
元
で

止
揚
、
統
一
す
る
概
念
な
の
で
す
。

　
西
郷
は
「
虚
構
」
を
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
現
実
と
対
立
す
る

概
念
と
は
み
て
い
な
い
。
「
現
実
と
非
現
実
を
越
え
る
、
そ
の
上
に
立
つ
概
念
」
で

あ
る
、
と
い
う
、
た
し
か
に
虚
構
と
い
う
と
、
一
般
に
は
「
（
文
芸
な
ど
で
）
事
実

そ
の
ま
ま
で
な
く
、
作
意
を
加
え
て
、
一
層
強
く
真
実
味
を
印
象
づ
け
よ
う
と
す

る
こ
と
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
（
『
新
明
解
一
国
語
辞
典
』
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
西
郷
は
、
現
実
と
非
現
実
と
を
「
イ
メ
ー
ジ
の
次
元
で
止
揚
、
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

一
す
る
概
念
」
と
、
弁
証
法
を
使
っ
て
定
義
し
て
い
る
。
虚
構
に
対
す
る
金
く
新

し
い
角
度
か
ら
の
定
義
で
あ
っ
た
。

　
西
郷
は
、
虚
構
論
を
ふ
ま
え
て
、
た
と
え
ば
蕪
村
の
俳
句
に
つ
い
て
、
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

う
に
分
析
し
て
い
る
。

　
芸
術
は
対
象
を
意
味
づ
け
、
関
係
づ
け
る
が
、
科
学
も
ま
た
対
象
を
意
味

づ
け
、
関
係
づ
け
る
の
で
す
。
た
だ
科
学
は
自
己
の
体
系
の
な
か
に
お
い
て

そ
れ
を
お
こ
な
う
の
に
対
し
て
、
芸
術
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
対
象
の
、
ほ

か
な
ら
ぬ
そ
の
芸
術
家
の
生
に
と
っ
て
の
存
在
の
意
味
を
問
う
と
こ
ろ
か
ら

出
発
し
ま
す
。

　
芸
術
家
と
し
て
の
蕪
村
が
「
さ
み
だ
れ
．
や
大
河
を
前
に
家
二
軒
」
の
句
を

発
想
し
た
と
き
、
彼
に
と
っ
て
、
彼
の
生
に
か
か
わ
る
世
界
は
、
け
っ
し
て

「
…
大
河
の
前
に
…
」
と
い
う
日
常
的
、
等
質
な
空
間
で
は
あ
り
え
な
か
っ

た
の
で
す
。
さ
み
だ
れ
を
集
め
て
、
濁
流
渦
ま
く
大
河
を
前
に
し
て
立
っ
「
家

二
軒
」
の
危
機
感
に
よ
っ
て
、
非
日
常
的
な
非
等
質
な
濃
密
な
緊
遺
し
た
空

間
に
転
化
し
て
い
る
の
で
す
。
「
家
二
軒
」
の
側
に
視
角
を
転
じ
た
詩
人
の
視

点
（
観
点
）
に
よ
っ
て
、
虚
構
さ
れ
た
世
界
は
日
常
の
遠
近
法
と
は
ち
が
っ

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
芸
術
は
「
あ
ら
た
な
現
実
を
虚
構
す
る
」
こ
と
を
説
明
し
た
一
節
で
あ
る
。
文

芸
を
、
現
実
の
直
接
的
な
反
映
と
み
る
の
で
は
な
く
、
「
あ
ら
た
な
現
実
を
虚
構
す

る
」
と
い
う
視
点
か
ら
み
て
い
く
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
、
蕪
村
の
句

を
、
「
日
常
的
、
等
質
な
空
間
」
で
は
な
く
、
「
非
日
常
的
な
非
等
質
な
濃
密
な
緊

迫
し
た
空
間
」
に
転
化
し
た
句
、
と
み
て
い
る
。

　
西
郷
文
芸
学
に
は
ロ
シ
ア
文
芸
学
の
影
響
が
あ
る
が
、
こ
の
考
え
方
に
は
、
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

シ
ア
一
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
の
異
化
論
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
異
化
（
オ
ス
ト
ラ
ニ

エ
ー
ニ
エ
）
と
は
、
「
日
常
一
実
用
の
言
葉
か
ら
、
文
学
表
現
の
言
葉
へ
の
転
換
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

仕
組
み
」
の
こ
と
で
あ
る
。
西
郷
の
分
析
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な

文
芸
の
世
界
に
お
け
る
「
転
換
の
仕
組
み
」
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
文
芸
の
世
界

の
「
転
換
の
仕
組
み
」
を
み
て
い
く
こ
と
で
、
国
語
科
に
お
け
る
文
芸
教
材
の
構

造
が
と
ら
え
や
す
く
な
っ
た
。



3

虚
構
論
に
よ
る
分
析
　
松
谷
み
よ
子
「
三
目
月
」

　
西
郷
文
芸
学
の
虚
構
論
は
、
詩
の
分
野
に
も
広
く
応
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
詩

教
材
の
イ
メ
ー
ジ
の
仕
組
み
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
。
虚
構
論
に
よ
っ
て
、
多

く
の
詩
教
材
が
新
し
い
視
点
か
ら
分
析
一
開
発
さ
れ
た
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の

と
い
え
ば
、
小
学
校
教
材
の
「
三
日
月
」
（
松
谷
み
よ
子
）
で
あ
ろ
う
。

三
日
月

松
谷
み
よ
子

い
か
つ
い
く
ち
ば
し
を
胸
ふ
か
く
さ
し
い
れ

く
ら
い
森
を
み
は
り
な
が
ら

ふ
く
ろ
う
は
　
か
ん
が
え
る

生
ま
れ
て
く
る
子
に
は

赤
い
三
日
月
を
と
っ
て
や
ろ
う

こ
ろ
が
し
た
り

く
わ
え
た
り
し
て
あ
そ
ぷ
だ
ろ
う

森
が
そ
こ
だ
け

ぼ
う
っ
と
　
ひ
か
る
だ
ろ
う

き
の
こ
な
ん
か
も
　
ひ
か
る
だ
ろ
う

や
が
て
父
親
と
な
る
ふ
く
ろ
う
の

い
か
つ
い
く
ち
ば
し
が
　
つ
ぷ
や
い
て
い
る

　
松
谷
の
童
語
作
晶
と
同
様
に
、
幻
想
的
な
詩
の
世
界
で
あ
る
。
現
実
と
非
現
実

の
境
界
で
成
立
し
て
い
る
よ
う
な
、
不
思
議
な
世
界
で
あ
る
。
〈
や
が
て
父
親
と
な

る
ふ
く
ろ
う
〉
の
様
子
を
描
い
た
作
晶
で
あ
る
が
、
と
く
に
、
〈
赤
い
三
日
月
〉
と

い
う
フ
レ
ー
ズ
が
、
幻
想
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
り
た
て
て
い
る
。
黄
色
い
月
と
い

う
一
般
常
識
に
対
し
て
、
こ
の
詩
で
は
〈
赤
い
三
日
月
〉
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
に
注
目
す
る
授
業
例
は
少
な
い
。
多
く
は
、
「
ふ
く
ろ

う
の
気
持
ち
を
読
み
と
る
」
と
い
う
授
業
で
あ
る
。
教
科
書
教
材
と
な
っ
て
い
た

と
き
の
「
学
習
の
手
引
き
」
を
み
る
と
、
「
『
三
日
月
』
を
読
ん
で
、
ふ
く
ろ
う
の

気
持
ち
に
つ
い
て
、
感
想
を
出
し
合
っ
て
み
よ
う
」
（
光
村
図
書
　
四
年
）
、
と
あ

る
。
「
人
物
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
」
と
い
う
典
型
的
な
読
解
型
の
手
引
き
で
あ
る
。

当
時
の
授
業
記
録
を
調
べ
て
み
て
も
、
「
赤
い
三
日
月
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
間
う
授
業

と
い
う
の
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。
当
時
は
ま
だ
、
こ
の
よ
う
な
日
常
と
非
日
常
的

の
交
錯
す
る
フ
レ
i
ズ
を
ど
う
扱
う
か
、
そ
の
理
論
と
方
法
が
開
発
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
作
晶
の
よ
う
に
、
人
物
の
登
場
す
る
詩
と
な
る
と
、
「
人
物
の
気
持
ち
を
読

み
取
る
」
と
い
う
よ
う
な
学
習
目
標
が
設
定
さ
れ
て
き
た
。
伝
統
的
な
読
解
型
の

「
気
持
ち
発
問
」
で
あ
る
。
人
物
の
気
持
ち
を
問
う
「
気
持
ち
発
間
」
は
、
人
物

を
主
要
な
要
素
と
す
る
物
語
一
小
説
教
材
の
指
導
の
分
野
で
開
発
さ
れ
た
方
法
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
読
解
指
導
に
お
い
て
、
人
物
像
を
と
ら
え
る
有
力
な
着
眼
点

と
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
詩
の
世
界
で
は
、
必
ず
し
も
人
物
は
主
要
な
要
素

で
は
な
い
。
（
た
と
え
ば
、
次
の
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
に
お
い
て
は
、
「
ふ
く
ろ

う
」
の
よ
う
な
登
場
人
物
は
存
在
し
な
い
）
。
そ
の
よ
う
な
詩
の
分
野
で
は
、
一
般

化
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。

　
当
時
の
記
録
の
中
で
も
、
た
と
え
ば
松
崎
公
男
の
実
践
で
は
、
「
気
持
ち
発
問
」

西
郷
文
芸
学
の
虚
構
論
（
足
立
）
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で
は
な
く

西
郷
文
芸
学
の
虚
構
論
（
足
立
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
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次
の
よ
う
な
指
導
目
標
を
挙
げ
て
い
る
。

一
作
品
に
盛
ら
れ
た
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
を
情
感
を
こ
め
て
読
み
と
る
。

、
父
親
の
子
に
寄
せ
る
愛
情
の
美
し
さ
一
あ
た
た
か
さ
を
、
そ
の
外
観
の
い
か

つ
さ
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
読
み
と
る
。

　
こ
の
実
践
は
、
読
解
型
の
「
気
持
ち
発
問
」
に
よ
る
授
業
で
は
な
く
て
、
「
イ
メ

ー
ジ
化
」
型
の
授
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
指
導
目
標
に
、
〈
赤
い
三
日
月
〉

へ
の
着
眼
は
み
ら
れ
な
い
。
作
晶
分
析
に
お
い
て
も
、
「
赤
く
ぼ
っ
と
光
っ
た
三
日

月
と
い
う
も
の
は
、
子
ど
も
の
体
験
と
し
て
も
、
神
秘
的
な
あ
る
い
は
フ
ァ
ン
タ

ジ
ッ
ク
な
何
か
を
か
き
た
て
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
指
摘
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
現
実
と
非
現
実
の
交
錯
す
る
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
は
、
指
導
が
む

ず
か
し
い
、
と
み
ら
れ
て
い
た
。
イ
メ
ー
ジ
の
交
錯
を
ど
う
扱
う
か
は
、
詩
の
授

業
の
大
き
な
間
題
点
で
あ
っ
た
。

　
西
郷
文
芸
学
は
そ
の
虚
構
論
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
新
し
い
角
度
か
ら
光
を

当
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
西
郷
文
芸
学
の
「
イ
メ
ー
ジ
の
筋
」

　
西
郷
は
、
第
二
連
の
〈
赤
い
三
日
月
〉
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
の
二
面
性
に
注
目
す

る
。
〈
赤
い
三
日
月
〉
に
っ
い
て
の
受
容
反
応
は
、
ふ
っ
う
、
相
反
す
る
も
の
に
な

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
「
美
し
い
」
と
い
う
反
応
と
「
こ
わ
い
」
と
い
う
反
応
で
あ

る
。
果
た
し
て
ど
ち
ら
が
「
正
し
い
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
教
材
解
釈
の
段
階
で
も
、

実
際
の
授
業
場
面
に
お
い
て
も
、
教
師
自
身
の
迷
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
西
郷
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
「
イ
メ
ー
ジ
の
筋
」
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
一

次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

．
第
二
連
の
二
行
目
「
赤
い
三
日
月
」
の
「
赤
い
」
と
い
う
の
は
ど
ん
な
感

じ
か
、
と
子
ど
も
た
ち
に
質
問
し
ま
す
と
、
お
お
む
ね
二
つ
の
傾
向
の
答
え

が
か
え
っ
て
き
ま
す
。
一
っ
は
「
き
れ
い
」
「
う
っ
く
し
い
」
「
明
る
い
」
と

い
っ
た
ふ
う
な
も
の
で
、
も
う
一
つ
は
『
き
み
わ
る
い
」
「
く
ら
い
」
「
血
の

よ
う
な
」
と
い
っ
た
ふ
う
な
も
の
で
す
ノ
相
反
す
る
二
つ
の
傾
向
の
イ
メ
ー

ジ
が
出
て
く
る
の
は
、
子
ど
も
た
ち
の
ほ
う
に
読
み
の
ま
ち
が
い
が
あ
る
と

い
う
よ
り
、
こ
の
第
二
連
の
二
行
目
に
あ
る
「
赤
い
」
と
い
う
語
が
、
じ
つ

は
イ
メ
ー
ジ
の
二
重
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。

　
試
み
に
第
一
連
を
「
く
ら
く
、
お
も
い
感
じ
」
で
読
ん
で
、
ぷ
き
み
な
暗

い
ふ
く
ろ
う
と
森
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
流
れ
の
上
に
第

二
連
の
は
じ
め
の
二
行
を
読
ん
で
や
り
ま
す
と
、
子
ど
も
た
ち
は
「
暗
い
」

「
き
み
わ
る
い
」
「
こ
わ
い
」
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
先
行
す
る
第
一
連
の
暗

い
イ
メ
ー
ジ
が
第
二
連
の
ほ
う
へ
流
れ
て
き
て
二
行
目
の
「
赤
い
」
に
お
い

か
ぷ
さ
る
か
ら
な
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
わ
た
し
は
「
イ
メ
ー
ジ
は
尾
を
引

く
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
逆
に
第
二
連
か
ら
読
み
は
じ
め
て
第
二
連
金
体
を

明
る
く
、
た
の
し
く
、
う
き
う
き
と
、
ま
る
で
ふ
く
ろ
う
の
子
が
眼
前
に
あ

そ
ん
で
い
る
よ
う
な
気
持
ち
で
読
ん
で
や
り
ま
す
と
、
子
ど
も
た
ち
は
こ
の

ば
あ
い
、
「
赤
い
」
と
い
う
の
は
玩
具
と
し
て
あ
そ
ん
で
い
る
三
日
月
の
う
つ

く
し
さ
、
あ
か
る
さ
、
と
し
て
感
ず
る
と
い
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
「
イ
メ
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ー
ジ
は
さ
か
の
ぼ
る
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
形
象
相
関
の
原
理
か
ら

く
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
二
重
性
と
い
う
こ
と
は
、
文
学
作
晶
の
筋
と
い
う
も
の

が
、
「
事
件
の
筋
」
「
出
来
事
の
筋
」
「
こ
と
が
ら
の
筋
」
で
は
な
く
て
、
「
イ

メ
ー
ジ
の
筋
」
だ
か
ら
な
の
で
す
。
「
は
じ
め
」
「
っ
づ
き
」
「
お
わ
り
」
と
イ

メ
ー
ジ
が
一
貫
し
て
、
う
つ
り
、
か
わ
り
、
う
ご
き
、
ふ
く
ら
ん
で
ゆ
く
筋

（
過
程
）
を
文
学
作
晶
の
筋
と
考
え
た
と
き
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
二
重
性
と

い
う
こ
と
は
正
し
く
理
解
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
　
西
郷
文
芸
学
に
お
い
て
、
「
イ
メ
ー
ジ
の
筋
」
は
形
象
相
関
論
に
よ
っ
て
形
成
さ

　
れ
て
き
た
考
え
方
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
形
象
相
関
論
は
、
視
点
論
と
と
も
に
虚
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

・
論
を
さ
さ
え
る
重
要
な
理
論
で
あ
っ
た
。
〈
赤
い
三
日
月
〉
の
一
点
に
的
を
し
ぼ
っ

　
た
分
析
で
あ
り
、
「
イ
メ
ー
ジ
は
相
関
的
に
作
用
し
合
う
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
〈
赤

　
い
三
日
月
〉
の
相
反
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
共
存
す
る
。
前
半
と
ひ
ぴ
き
合
わ
せ
て
読

　
む
と
「
こ
わ
い
」
イ
メ
ー
ジ
と
な
り
、
後
半
と
ひ
ぴ
き
合
わ
せ
て
読
む
と
「
美
し

　
い
」
イ
メ
ー
ジ
に
な
る
、
と
い
う
分
析
で
あ
る
。
詩
に
独
自
の
「
連
」
と
い
う
構

　
造
の
機
能
が
、
う
ま
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
虚
構
論
に
よ
る
、
み
ご
と
な
分
析
例

　
と
い
え
る
。

「
三
目
月
」
の
実
験
授
業

　
こ
こ
で
展
開
さ
れ
た

験
授
業
（
介
入
授
業
）

「
三
日
月
」
の
イ
メ
ー
ジ
分
析
は
、
西
郷
自
身
に
よ
る
実

に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
い
る
。
橘
高
準
（
福
山
文
芸
研
）

の
授
業
（
四
年
生
対
象
）
で
は
、
〈
赤
い
三
日
月
〉
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
か
ら
、
「
明
一

暗
」
の
相
反
す
る
イ
メ
i
ジ
が
出
て
し
ま
っ
て
、
「
明
と
暗
の
処
理
を
ど
う
し
て
い

け
ば
い
い
の
か
」
迷
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
あ
と
を
受
け
て
、
西
郷
は
介
入
授
業

を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
、

西
郷
　
お
も
し
ろ
い
意
兄
が
出
て
き
ま
し
た
ね
え
。
あ
る
人
は
明
る
い
と
言
い
、

　
あ
る
人
は
血
み
た
い
と
言
う
。
さ
て
、
ど
ち
ら
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
「
ゆ
め
の

　
よ
う
な
」
と
「
血
み
た
い
」
と
い
う
の
は
同
じ
感
じ
か
な
？
　
反
対
か
な
？

C
　
反
対
。

西
郷
　
　
「
ゆ
め
の
よ
う
な
」
と
「
ぷ
き
み
な
」
は
？

C
　
反
対
。
（
五
つ
の
意
兄
を
対
比
さ
せ
て
、
明
と
暗
に
分
け
る
。
板
書
を
参
照
）

西
郷
　
先
生
が
こ
の
詩
を
読
ん
で
み
ま
す
。
目
を
っ
ぷ
っ
て
聞
い
て
ご
ら
ん
。

　
（
重
々
し
い
感
じ
で
期
読
。
は
じ
め
か
ら
「
三
日
月
を
と
っ
て
や
ろ
う
」
ま

　
で
。
）

西
郷
　
さ
あ
、
ど
っ
ち
の
感
じ
が
し
ま
し
た
か
？
（
期
読
三
回
目
に
は
、
明
る

　
い
と
い
う
子
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
）

西
郷
　
さ
あ
、
今
度
は
ど
う
で
し
よ
う
。
（
二
連
全
体
を
三
回
朗
読
。
ほ
と
ん
ど

　
の
子
が
明
る
い
と
言
う
。
）

西
郷
　
は
じ
め
の
ほ
う
は
暗
い
、
後
に
読
ん
だ
ほ
う
は
明
る
い
。
な
ぜ
、
そ
う

　
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。

英
夫
　
子
ど
も
の
た
め
に
残
酷
な
こ
と
を
し
て
い
る
ふ
く
ろ
う
は
暗
い
感
じ
が

　
し
て
、
こ
こ
か
ら
二
運
を
読
む
と
明
る
い
感
じ
。

西
郷
　
お
も
し
ろ
い
ね
え
。
ど
う
し
て
だ
ろ
う
ね
、
ち
ょ
っ
と
お
隣
り
と
語
し

西
郷
文
芸
学
の
虚
構
論
（
足
立
）
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合
っ
て
ご
ら
ん
。
（
三
分
間
）

西
郷
　
ど
う
で
す
か
。

敏
夫
　
初
め
の
ほ
う
は
、
ぷ
き
み
な
感
じ
が
し
て
い
た
け
ど
、
後
に
な
る
と
、

　
月
を
く
わ
え
た
り
こ
ろ
が
し
た
り
し
て
遊
ん
で
い
る
か
ら
、
明
る
い
感
じ
が

　
し
て
き
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

西
郷
　
な
る
ほ
ど
と
思
う
人
？
（
三
、
四
人
挙
手
）

和
司
　
初
め
か
ら
読
ん
で
い
く
と
、
い
か
つ
い
く
ち
ば
し
や
暗
い
森
が
不
気
味

　
だ
け
ど
、
後
を
読
む
と
、
赤
ち
ゃ
ん
が
そ
ん
な
に
し
て
遊
ん
で
い
る
楽
し
い

　
感
じ
が
す
る
の
で
、
明
る
い
。

西
郷
　
な
る
ほ
ど
と
思
う
人
？
（
挙
手
が
多
く
な
る
）

西
郷
　
そ
う
で
す
ね
。
人
に
よ
っ
て
、
こ
っ
ち
（
暗
い
）
を
強
く
感
じ
、
ま
た

　
人
に
よ
っ
て
は
、
こ
っ
ち
（
明
る
い
）
を
強
く
感
じ
る
ん
で
す
ね
。

こ
の
と
き
の
板
書
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
介
入
授
業
に
つ
い
て
、
「
明
一
暗
」
問
題
で
行
き
詰
ま
っ
た
授
業
者
は
、
「
西

郷
先
生
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
て
三
分
間
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
そ
の
も
や
は
す
う

っ
と
晴
れ
上
が
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
記
録
を
み
る
と
、
「
イ
メ
ー
ジ
の
筋
」

と
い
う
考
え
方
は
、
子
ど
も
た
ち
に
じ
ゅ
う
ぷ
ん
理
解
さ
れ
、
幻
想
的
な
こ
の
世

界
に
ふ
さ
わ
し
い
受
容
反
応
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
実
験
授
業
は
、
〈
赤
い
三
日
月
〉
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
切
り
口
に
展
開
さ
れ

た
。
〈
三
日
月
〉
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
容
に
注
目
し
た
授
業
で
あ
っ
た
。
「
あ
ら
た
な

現
実
を
虚
構
す
る
」
と
定
義
さ
れ
た
、
虚
構
論
に
よ
る
実
践
例
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
虚
構
論
を
ふ
ま
え
な
い
授
業
で
あ
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
の
出
し
た
相

反
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
対
立
は
、
解
け
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。
事
実
、
当
時
の
多

く
の
授
業
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
の
意
兄
も
認
め
る
か
、
教
師
の
意
兄
に
強

引
に
ま
と
め
て
し
ま
う
か
、
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
実
験
授
業
は
、
子

ど
も
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
受
容
に
つ
い
て
、
虚
構
論
に
よ
っ
て
指
導
で
き
る
こ
と
を

宴
証
し
た
授
業
例
で
あ
る
。

↑
暗
い

〔
明
る
い

ぷ
き
み
…
…

（血
み
た
い
な

一
灘
㍍

　
酉
郷
文
芸
学
の
視
点
論

　
西
郷
文
芸
学
の
虚
構
論
に
は
、
「
イ
メ
ー
ジ
の
筋
」
論
（
形
象
相
関
の
原
理
）
と

と
も
に
、
視
点
論
と
い
う
理
論
が
あ
る
、

　
た
と
え
ば
、
こ
の
詩
に
お
い
て
、
第
一
連
と
第
三
連
の
「
ふ
く
ろ
う
の
人
物
像
」

は
大
き
く
変
容
す
る
。
第
一
連
の
不
気
味
な
〈
ふ
く
ろ
う
〉
は
、
第
三
連
で
は
や

さ
し
い
〈
ふ
く
ろ
う
〉
の
イ
メ
ー
ジ
に
変
容
し
て
い
る
。

　
こ
の
〈
ふ
く
ろ
う
〉
の
人
物
像
の
変
容
に
つ
い
て
西
郷
は
、
視
点
論
を
応
用
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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第
三
連
は
語
者
の
「
外
の
目
」
か
ら
描
き
だ
さ
れ
た
ふ
く
ろ
う
の
人
物
像

で
す
。
と
こ
ろ
で
最
終
行
の
〈
い
か
っ
い
く
ち
ば
し
〉
は
、
こ
の
詩
の
一
番

は
じ
め
の
行
の
〈
い
か
っ
い
く
ち
ば
し
〉
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
す
。
こ
の
詩

は
〈
い
か
っ
い
く
ち
ば
し
〉
に
は
じ
ま
っ
て
、
お
な
じ
こ
と
ば
で
終
り
ま
す
ノ

と
こ
ろ
が
第
一
連
の
〈
い
か
つ
い
〉
は
大
げ
さ
に
い
え
ば
「
血
に
ま
み
れ
た
」

イ
メ
ー
ジ
を
ど
も
な
っ
て
い
ま
す
が
、
第
二
連
で
ふ
く
ろ
う
の
や
さ
し
い
、

あ
た
た
か
い
心
を
兄
て
き
た
読
者
に
は
、
さ
い
ご
の
〈
い
か
つ
い
〉
は
父
親

の
い
か
め
し
い
と
い
う
イ
メ
i
ジ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
ま
す
。
ま
し
て
、
そ

の
い
か
つ
い
く
ち
ば
し
が
〈
つ
ぷ
や
い
て
〉
い
る
の
は
、
や
さ
し
い
愛
の
こ

と
ば
な
の
で
す
か
ら
ノ
こ
の
よ
う
に
「
お
な
じ
こ
と
ば
が
ち
が
っ
た
イ
メ
ー

ジ
」
を
そ
れ
ぞ
れ
に
も
っ
て
く
る
の
は
、
文
学
作
品
の
筋
が
イ
メ
ー
ジ
の
過

程
で
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。

　
こ
の
詩
は
、
っ
ぎ
の
よ
う
な
構
成
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　
　
第
一
違
外
の
目
　
ふ
く
ろ
う
の
姿

　
　
第
二
連
　
内
の
目
　
ふ
く
ろ
う
の
心
　
　
外
の
目
　
ふ
く
ろ
う
の
姿

　
　
第
三
連
　
外
の
目
　
ふ
く
ろ
う
の
姿

　
こ
こ
に
は
視
点
の
転
換
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
語
者
の
「
外
の
目
」

で
ふ
く
ろ
う
の
姿
を
と
ら
え
描
き
、
そ
れ
が
人
物
の
「
内
の
目
」
に
か
さ
な

っ
て
、
ふ
く
ろ
う
の
心
を
内
か
ら
照
ら
し
だ
し
、
さ
い
ご
に
ま
た
「
外
の
目
」

に
か
え
る
、
と
い
っ
た
ふ
う
に
で
す
。
／
こ
の
「
外
」
と
「
内
」
か
ら
ふ
く
ろ

う
の
人
物
像
を
は
さ
み
う
ち
す
る
描
き
方
は
、
こ
の
詩
に
お
け
る
大
事
な
方

法
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
西
郷
文
芸
学
の
視
点
論
の
典
型
的
な
応
用
例
で
あ
る
。
〈
ふ
く
ろ
う
〉
の
人
物
像

や
〈
い
か
つ
い
く
ち
ば
し
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
第
一
連
と
第
三
連
で
大
き
く
変
容

し
て
い
る
の
は
、
「
視
点
の
転
換
」
に
よ
る
。
と
く
に
第
二
連
で
、
ふ
く
ろ
う
の
「
内

の
目
」
を
く
ぐ
り
、
ふ
く
ろ
う
の
「
心
」
（
内
面
）
を
知
る
こ
と
で
、
読
者
は
ふ
く

ろ
う
と
い
う
人
物
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
て
い
く
、
と
い
う
指
摘
は
、
視
点

論
に
よ
る
あ
ざ
や
か
な
分
析
で
あ
る
。

　
さ
き
の
橘
高
の
授
業
で
も
、
文
芸
研
の
授
業
理
論
に
よ
っ
て
、
視
点
論
を
意
識

的
に
導
入
し
た
場
面
が
あ
る
。
第
二
連
で
、
ふ
く
ろ
う
の
「
内
の
目
」
に
よ
り
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
）

い
、
ふ
く
ろ
う
の
「
心
」
（
内
面
）
を
と
ら
え
た
、
そ
の
あ
と
の
授
業
場
面
で
あ
る
。

T
　
こ
の
詩
の
ふ
く
ろ
う
は
、
ど
ん
な
感
じ
が
す
る
？

英
夫
　
一
連
で
は
、
今
に
も
と
び
か
か
ろ
う
と
す
る
こ
わ
い
感
じ
の
ふ
く
ろ
う
。

　
で
も
、
や
っ
ぱ
り
や
さ
し
い
な
と
思
う
。

和
司
　
い
っ
も
い
か
っ
い
く
ち
ば
し
で
、
ね
ず
み
な
ん
か
と
っ
て
い
る
ふ
く
ろ

　
う
で
も
、
や
さ
し
い
気
持
ち
が
あ
る
ん
だ
な
あ
と
思
う
。

寿
江
　
ふ
く
ろ
う
は
、
暗
い
森
を
兄
は
っ
て
い
る
が
、
胸
の
中
に
は
子
ど
も
の

　
こ
と
だ
け
が
あ
っ
た
ん
だ
と
思
う
。

後
一
　
い
か
つ
い
く
ち
ば
し
が
つ
ぷ
や
い
て
い
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
ふ

　
く
ろ
う
は
、
顔
は
こ
わ
い
が
気
持
ち
は
や
さ
し
い
時
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

滝
子
　
最
初
の
連
で
は
、
何
か
お
そ
ろ
し
い
生
き
も
の
の
よ
う
に
感
じ
て
、
い

　
か
っ
い
く
ち
ば
し
も
お
そ
ろ
し
か
っ
た
け
ど
、
三
連
に
な
る
と
そ
の
い
か
つ

　
い
く
ち
ば
し
が
、
な
ん
か
や
さ
し
そ
う
な
感
じ
が
し
て
き
ま
し
た
。

佳
子
　
あ
と
の
「
い
か
つ
い
」
は
、
な
ん
か
子
ど
も
に
お
も
い
や
り
の
あ
る
や

西
郷
文
芸
学
の
虚
構
論
（
足
立
）
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さ
し
い
父
親
の
く
ち
ば
し
の
よ
う
な
…
。

敏
夫
　
佳
子
さ
ん
に
つ
け
加
え
て
、
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
の
こ
と
を
、

　
動
物
よ
り
も
し
っ
か
り
思
っ
て
い
る
よ
う
な
く
ち
ば
し
。

ど
の

感
じ
こ
そ
、
ふ
く
ろ
う
が
自
分
の
子
ど
も
を
ま
も
る
た
め
の
ぷ
き
（
武
器
）

な
ん
だ
ろ
う
な
。
親
は
、
子
ど
も
を
い
の
ち
の
つ
ぎ
に
た
い
せ
つ
だ
と
思
っ

て
い
る
。
（
寿
江
）

　
こ
の
授
業
場
面
で
は
、
子
ど
も
た
ち
は
、
〈
ふ
く
ろ
う
〉
の
人
物
イ
メ
ー
ジ
を
し

っ
か
り
と
把
握
し
て
い
る
。
「
顔
は
こ
わ
い
が
気
持
ち
は
や
さ
し
い
」
（
後
一
）
と

か
、
お
そ
ろ
し
い
〈
い
か
つ
い
く
ち
ば
し
〉
が
、
三
連
に
な
る
と
「
な
ん
か
や
さ

し
そ
う
な
感
じ
が
し
て
き
」
た
（
滝
子
）
、
と
い
っ
た
反
応
に
、
〈
ふ
く
ろ
う
〉
に

対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
変
容
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
授
業
場
面
は
、
さ
き
の
松
崎
の
分
析
に
あ
っ
た
、
「
父
親
の
子
に

寄
せ
る
愛
情
の
美
し
さ
・
あ
た
た
か
さ
を
、
そ
の
外
観
の
い
か
つ
さ
と
対
比
さ
せ

な
が
ら
読
み
と
る
」
と
い
う
目
標
を
も
、
作
晶
の
「
視
点
」
に
着
目
さ
せ
る
こ
と

で
達
成
し
て
い
る
。
は
じ
め
と
終
り
の
〈
ふ
く
ろ
う
〉
の
、
イ
メ
ー
ジ
上
の
変
容

を
と
ら
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
「
視
点
」
の
指
導
を
受
け
た
子
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
3
）

た
ち
の
「
お
わ
り
の
感
想
」
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

一
ぼ
く
は
、
さ
い
ご
の
「
い
か
つ
い
く
ち
ば
し
が
つ
ぷ
や
い
て
い
る
」
と
い
う

と
こ
ろ
が
、
し
い
ん
と
む
ね
に
は
い
っ
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
「
つ
ぷ
や
い

て
い
る
」
と
書
い
て
あ
る
。
小
さ
い
声
で
し
ん
け
ん
に
思
っ
て
い
る
。
そ
ん

な
感
じ
が
、
ぼ
く
の
む
ね
に
は
い
り
ま
し
た
。
（
博
士
）

一
は
じ
め
の
い
か
つ
い
く
ち
ば
し
と
い
う
の
は
、
と
て
も
お
そ
ろ
し
く
、
だ
れ

か
の
言
っ
た
よ
う
に
け
も
の
の
に
く
を
引
き
ち
ぎ
る
よ
う
な
す
る
ど
さ
が
あ

る
と
思
っ
た
。
み
か
け
は
ぷ
き
み
だ
け
ど
、
心
は
う
つ
く
し
い
。
ぷ
き
み
な

　
前
者
の
感
想
で
は
〈
つ
ぷ
や
い
て
い
る
〉
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
印
象
的
で
あ
っ

た
、
と
い
う
。
後
者
の
感
想
で
は
、
「
み
か
け
は
ぷ
き
み
だ
け
ど
、
心
は
う
つ
く
し

い
」
と
と
ら
え
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
最
初
の
段
階
の
読
み
に
は
み
ら
れ
な
か
っ

た
感
想
で
あ
っ
た
。
〈
ふ
く
ろ
う
〉
に
対
し
て
、
子
ど
も
た
ち
自
身
に
イ
メ
ー
ジ
の

変
容
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
反
応
で
あ
る
。

　
授
業
を
終
え
て
、
橘
高
は
、
「
教
材
の
分
析
に
あ
や
ま
ち
が
な
け
れ
ば
、
子
ど
も

た
ち
は
、
お
ど
ろ
く
ほ
ど
深
い
も
の
を
さ
ぐ
り
あ
て
て
く
れ
る
も
の
だ
、
と
思
っ

た
」
と
述
べ
て
い
る
。
西
郷
文
芸
学
の
「
イ
メ
ー
ジ
の
筋
」
と
「
視
点
論
」
を
、

詩
の
授
業
に
応
用
し
た
と
き
の
確
か
な
手
応
え
を
示
す
事
例
で
あ
る
。

　
「
三
日
月
」
の
詩
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
ロ
シ
ア
一
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
で
い
う
異

化
の
世
界
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
見
憤
れ
な
い
光
景
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
「
視
点
の
転
換
」
に
注
目
さ
せ
た
あ
と
、
〈
ふ
く
ろ
う
〉
に
対
す
る
イ
メ

ー
ジ
に
大
き
な
変
容
が
み
ら
れ
た
。
〈
い
か
つ
い
く
ち
ば
し
〉
と
い
う
外
兄
と
、
や

さ
し
い
父
親
の
内
面
と
を
、
と
も
に
一
つ
の
像
と
し
て
と
ら
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
授
業
は
、
「
お
わ
り
の
感
想
」
を
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
の
世
界
を
深

く
受
容
し
て
い
る
。
こ
の
実
践
で
み
る
と
、
西
郷
文
芸
学
の
虚
構
論
は
、
詩
の
世

界
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
法
則
を
う
ま
く
引
き
出
し
て
い
る
。
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虚
構
論
に
よ
る
分
析
－
中
原
中
也
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」

　
次
に
、
中
学
一
高
校
の
代
表
的
な
詩
教
材
と
し
て
、
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
（
中

原
中
也
）
に
つ
い
て
の
分
析
例
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。
こ
の
詩
も
ま
た
、
イ
メ
i

ジ
性
の
豊
か
な
作
晶
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

つ
の
メ
ル
ヘ
ン
　
　
　
　
中
原
中
也

秋
の
夜
は
、
は
る
か
の
彼
方
に
、

小
石
ば
か
り
の
、
河
原
が
あ
つ
て
、

そ
れ
に
陽
は
、
さ
ら
さ
ら
と

さ
ら
さ
ら
と
射
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。

陽
と
い
つ
て
も
、
ま
る
で
硅
石
か
何
か
の
や
う
で
、

非
常
な
個
体
の
粉
末
の
や
う
で
、

さ
れ
ば
こ
そ
、
さ
ら
さ
ら
と

か
す
か
な
音
を
立
て
て
も
ゐ
る
の
で
し
た
。

さ
て
小
石
の
上
に
、
今
し
も
一
つ
の
蝶
が
と
ま
り
、

淡
い
、
そ
れ
で
ゐ
て
く
つ
き
り
と
し
た

影
を
落
と
し
て
ゐ
る
の
で
し
た
。

や
が
て
そ
の
蝶
が
み
え
な
く
な
る
と
、

今
迄
流
れ
て
も
い
な
か
つ
た
川
床
に
、

い
つ
1
の
ま
に
か

水
は

さ
ら
さ
ら
と
　
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
し
た
…

　
中
原
中
也
の
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ
た
作
晶
（
『
在
り
し
日
の
歌
』
所
収
）
で
あ

り
、
先
行
研
究
も
少
な
く
な
い
。
長
い
あ
い
だ
、
中
学
一
高
校
の
代
表
的
な
教
材

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
の
成
果
は
、
教
材
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

き
た
。
で
は
、
こ
の
詩
は
、
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
の
鑑
費
史

　
中
也
の
研
究
家
で
あ
る
分
鋼
惇
作
は
、
こ
の
作
晶
の
鑑
賞
史
を
、
次
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

整
理
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
吉
田
精
一
は
、
「
比
較
的
整
つ
た
形
を
も
ち
、
そ
こ
に
無
隈
の

郷
愁
と
、
何
と
も
い
へ
な
い
哀
愁
を
ふ
く
め
た
幻
想
的
な
詩
」
（
『
日
本
近
代
詩
鑑

賞
・
昭
和
篇
』
）
と
述
べ
、
小
林
秀
雄
は
、
「
彼
の
誠
実
が
、
彼
を
疲
労
さ
せ
、
樵

倖
さ
せ
る
。
彼
は
悲
し
げ
に
放
心
の
歌
を
歌
ふ
。
河
原
が
見
え
る
、
蝶
々
が
見
え

る
。
だ
が
、
中
原
は
首
を
ふ
る
。
い
や
、
い
や
、
こ
れ
は
『
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
』

だ
と
。
私
に
は
、
彼
の
最
も
美
し
い
遺
晶
に
思
は
れ
る
」
（
「
中
原
中
也
の
思
ひ
出
」
）

と
解
釈
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
「
こ
の
作
晶
の
河
原
に
は
死
の
イ
メ
ー
ジ
」
が
か
げ
っ
て
い
る
と
し
て
、

佐
藤
泰
三
は
、
「
小
石
ば
か
り
の
河
原
」
を
仏
教
的
な
「
奏
の
河
原
」
と
結
び
っ
け

て
、
中
也
の
土
着
性
を
問
題
に
し
て
い
る
（
『
近
代
日
本
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
・
試

論
』
）
。
大
岡
昇
平
は
、
「
伝
統
的
な
も
の
も
仏
教
的
な
も
の
も
な
い
と
思
う
。
固
体

の
よ
う
な
光
が
さ
ら
さ
ら
射
し
て
い
る
水
河
原
に
一
匹
の
蝶
が
来
て
と
ま
る
。
そ

れ
が
飛
び
去
っ
た
後
、
こ
ん
ど
は
自
然
の
水
が
流
れ
出
す
ー
こ
れ
は
一
っ
の
ド
ラ

西
郷
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マ
で
あ
り
、
む
し
ろ
一
っ
の
異
教
的
な
天
地
創
造
神
語
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」

（
『
在
り
し
日
の
歌
』
）
と
述
べ
、
吉
田
熈
生
は
、
「
死
を
媒
介
と
し
た
反
世
界
の
詩
」

（
『
読
解
講
座
一
現
代
詩
の
鑑
賞
』
3
）
と
解
釈
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
鑑
賞
史
を
み
る
と
、
作
品
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
に
対
し
て
は
た

く
さ
ん
の
解
釈
一
鑑
賞
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
解
釈
一
鑑
賞
に
定
説
の
な

い
作
品
で
あ
る
こ
と
も
よ
く
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
5
）

　
分
鋼
は
、
こ
う
い
っ
た
鑑
賞
史
を
ふ
ま
え
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
作
晶
の
情
景
が
童
画
風
の
超
現
実
的
な
幻
想
で
あ
る
だ
け
に
、
主
題
は
ど

う
に
で
も
解
釈
で
き
る
が
、
理
屈
で
わ
か
ろ
う
と
す
る
よ
り
は
、
作
晶
全
体

の
色
調
や
気
分
か
ら
、
詩
人
の
む
を
し
い
ま
で
に
乾
い
た
放
心
状
態
の
か
げ

っ
て
い
る
哀
愁
の
美
し
さ
を
感
じ
、
リ
ズ
ム
や
イ
メ
ー
ジ
に
注
意
し
て
、
こ

の
作
品
の
完
壁
に
近
い
形
象
性
を
味
わ
う
べ
き
だ
。

　
こ
の
詩
の
鑑
賞
に
お
い
て
、
分
鋼
は
「
主
題
は
ど
う
に
で
も
解
釈
で
き
る
」
と

い
う
◎
確
か
に
、
主
題
と
は
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
。
紹
介
さ
れ
た
「
一
っ
の
メ

ル
ヘ
ン
」
の
鑑
賞
史
を
み
て
も
、
ひ
と
に
よ
っ
て
主
題
の
と
ら
え
方
は
混
乱
し
て

い
る
。
統
一
す
る
主
題
と
い
う
も
の
は
み
ら
れ
な
い
。
で
は
、
詩
教
材
の
教
材
価

値
は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
も
と
づ
く
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
主
題
に
代
わ
る
、

ど
の
よ
う
な
根
拠
が
求
め
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
分
銅
は
「
リ
ズ
ム
や
イ
メ
ー
ジ
に
注
意
し
て
、
こ
の
作
晶
の
完
壁
に
近
い
形
象

性
を
味
わ
う
べ
き
だ
」
と
い
う
。
し
か
し
、
リ
ズ
ム
や
イ
メ
ー
ジ
の
内
実
に
立
ち

入
っ
て
分
析
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
内
実
に
立
ち
入
る
こ
と
に
懐

疑
的
で
あ
る
よ
う
だ
。
そ
れ
で
は
、
教
材
論
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
教
材
論
は
、

授
業
を
構
想
す
る
前
提
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
一
つ
の
基
準
と
し
て
、
分
析
の
根

拠
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
先
に
み
た
研
究
者
の
鑑
賞
一
解
釈
例
が
、
そ
の
ま

ま
教
材
論
と
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
。

　
イ
メ
ー
ジ
の
必
然
性

　
西
郷
文
芸
学
の
虚
構
論
は
、
で
は
、
ど
の
よ
う
な
分
析
の
観
点
を
も
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
西
郷
文
芸
学
の
虚
構
論
は
、
「
イ
メ
ー
ジ
の
筋
」
を
引
き
出
す
点
に

特
徴
が
あ
っ
た
。

　
西
郷
は
、
こ
の
作
晶
に
つ
い
て
は
、
「
イ
メ
ー
ジ
の
必
然
性
」
と
い
う
観
点
か
ら

分
析
す
る
。
西
郷
の
論
点
は
、
最
後
の
連
で
「
水
は
、
な
ぜ
流
れ
た
の
か
」
、
と
い

う
「
イ
メ
ー
ジ
の
筋
」
に
も
と
づ
く
疑
問
で
あ
っ
た
。
長
い
引
用
に
な
る
が
、
こ

の
名
作
に
、
文
芸
学
の
立
場
か
ら
試
み
た
、
新
し
い
視
点
か
ら
の
分
析
と
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

る
の
で
、
敢
え
て
該
当
箇
所
の
全
文
を
引
い
て
み
る
。

　
読
者
は
「
河
原
」
「
さ
ら
さ
ら
と
／
さ
ら
さ
ら
と
」
と
い
う
、
こ
と
ば
の
つ

な
が
り
に
お
い
て
意
識
し
た
と
き
に
、
文
章
の
意
味
の
上
で
は
「
陽
は
、
さ

ら
さ
ら
と
」
と
読
ん
で
も
、
イ
メ
ー
ジ
の
上
で
は
、
ど
こ
か
に
「
水
」
が
流

れ
て
い
る
錯
覚
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
の
で
す
。
「
河
原
」
と
い
え
ば
私
た
ち

読
者
に
は
、
ま
ず
「
水
」
の
流
れ
を
連
想
す
る
の
は
当
然
で
す
か
ら
、
「
陽
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
素
通
り
し
て
、
「
さ
ら
さ
ら
と
」
が
「
水
」
に
結
び
つ
く
可
能

性
が
ぐ
っ
と
大
き
く
な
る
わ
け
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
読
者
の
意
識
の
裏
に
ひ
き
お
こ
さ
れ
て
潜
在
す



u

る
イ
メ
ー
ジ
を
「
潜
像
」
と
名
づ
け
て
お
き
ま
す
。
逆
に
意
識
の
表
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
は
「
顕
像
」
と
名
づ
け
て
お
き
ま
す
。
一
連
に
お
い

て
「
陽
は
、
さ
ら
さ
ら
と
」
は
顕
像
で
あ
り
、
「
河
原
が
あ
つ
て
…
さ
ら
さ
ら

と
」
と
い
う
っ
な
が
り
に
よ
り
「
水
」
は
潜
像
で
す
。

　
二
連
に
お
い
て
「
陽
」
は
「
粉
末
の
や
う
」
な
も
の
と
化
し
、
「
さ
れ
ば
こ

そ
」
そ
れ
は
「
さ
ら
さ
ら
と
／
か
す
か
な
音
を
た
て
て
ゐ
る
」
わ
け
で
す
が
、

こ
こ
で
光
と
し
て
の
「
陽
」
の
顕
像
は
、
「
音
」
と
し
て
の
そ
れ
に
転
化
す
る

過
程
で
、
ず
い
ぷ
ん
う
す
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
何
故
な
ら
ば
、
「
陽
」
と

「
さ
ら
さ
ら
と
　
か
す
か
な
音
」
と
い
う
両
者
の
こ
と
ば
の
距
離
が
、
あ
ま

り
に
も
二
連
の
初
行
と
終
行
と
い
う
ふ
う
に
へ
だ
た
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
か

ら
で
す
。
「
陽
」
の
顕
像
が
う
す
れ
る
に
比
例
し
て
、
「
水
」
の
潜
像
は
逆
に
、

「
さ
ら
さ
ら
と
　
か
す
か
な
音
を
た
て
て
」
と
い
う
こ
と
ば
の
ひ
き
お
こ
す

「
水
の
音
」
的
な
も
の
に
よ
っ
て
一
層
つ
よ
い
も
の
に
な
っ
て
き
ま
す
。
っ

ま
り
、
「
イ
メ
i
ジ
の
筋
」
（
イ
メ
ー
ジ
の
展
開
過
程
）
に
お
い
て
「
し
だ
い

に
消
え
て
ゆ
く
も
の
、
う
す
く
な
っ
て
ゆ
く
も
の
、
し
だ
い
に
残
っ
て
ゆ
く

も
の
、
色
ど
り
を
ま
し
て
く
る
も
の
の
両
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一

連
か
ら
二
連
へ
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
「
陽
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
顕
像
と
し
て

う
す
れ
て
ゆ
き
、
「
水
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
潜
像
と
し
て
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い

き
ま
す
。

　
読
者
の
意
識
は
、
こ
の
不
思
議
な
蝶
の
出
現
に
集
中
し
ま
す
。
そ
う
し
て
、

読
者
の
眼
が
「
一
っ
の
蝶
」
と
そ
の
「
影
」
に
う
ば
わ
れ
て
い
る
す
き
に
、

「
陽
」
の
顕
像
は
そ
こ
で
み
ご
と
に
中
断
さ
れ
て
し
ま
い
、
つ
ぎ
の
四
連
に

お
い
て
、
す
っ
か
り
消
え
去
り
、
逆
に
「
水
」
の
潜
像
が
顕
像
に
転
化
す
る

の
で
す
。

　
「
水
は
／
さ
ら
さ
ら
と
、
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
て
」
と
い
う
と
き
、
読
者
の

意
識
の
な
か
に
、
一
連
、
二
運
と
つ
な
が
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
「
水
」
の

潜
像
の
お
か
げ
で
、
何
の
違
和
感
も
な
し
に
、
「
今
ま
で
流
れ
て
も
ゐ
な
か
っ

た
川
床
に
」
水
が
流
れ
る
奇
跡
が
、
す
な
お
に
そ
れ
と
し
て
受
け
い
れ
ら
れ

る
の
で
す
。
こ
の
詩
の
世
界
に
水
が
流
れ
る
必
然
性
と
は
、
ま
さ
し
く
、
「
さ

ら
さ
ら
と
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
く
り
か
え
し
に
よ
っ
て
流
れ
つ
づ
け
て

き
た
「
水
」
の
潜
像
の
は
た
ら
き
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　
さ
き
の
近
代
文
学
の
研
究
者
。
批
評
家
の
鑑
賞
と
ち
が
い
、
虚
構
論
を
応
用
し

た
文
芸
学
（
文
芸
科
学
）
に
よ
る
分
析
で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
の
働
き
が
「
潜
像
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
7
）

「
顕
像
」
と
い
う
対
比
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
分
析
は
、
の
ち
に
『
名

詩
の
美
学
』
（
黎
明
書
房
　
一
九
九
三
）
に
お
い
て
も
引
用
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
「
陽

の
光
一
水
の
音
の
潜
像
）
↓
陽
の
音
（
水
の
音
の
潜
像
）
↓
水
の
音
の
顕
像
」
と
、

さ
ら
に
わ
か
り
や
す
く
整
理
さ
れ
た
。

　
西
郷
の
関
心
は
、
「
水
は
、
い
つ
流
れ
だ
し
た
か
」
に
あ
っ
た
。
「
水
」
と
い
う
．

題
材
に
対
す
る
「
イ
メ
ー
ジ
の
変
容
」
に
対
す
る
関
心
で
あ
る
。
こ
の
詩
で
「
水
」

は
、
も
っ
と
も
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
着
眼
点
で
あ
っ
た
。
西

郷
は
、
「
イ
メ
ー
ジ
の
筋
」
の
考
え
方
か
ら
、
第
四
連
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
水
が

流
れ
だ
し
た
と
は
兄
て
い
な
い
。
く
り
か
え
さ
れ
る
「
さ
ら
さ
ら
と
」
と
い
う
声

楡
に
よ
っ
て
、
第
一
連
か
ら
す
で
に
水
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
潜
像
」
と
し
て
あ
っ
た
、

と
見
て
い
る
。
水
の
イ
メ
ー
ジ
は
第
二
連
に
お
い
て
強
ま
り
、
第
三
連
に
お
い
て

「
顕
像
」
と
し
て
準
備
さ
れ
、
そ
し
て
第
四
違
に
な
っ
て
「
顕
像
」
と
な
っ
て
い
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虚
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く
、
と
い
う
読
み
で
あ
る
。
水
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
、
連
を
追
う
ご
と
の
変
容
を
、

て
い
ね
い
に
た
ど
っ
た
分
析
で
あ
る
。

　
こ
の
分
析
法
に
は
、
「
三
日
月
」
の
分
析
と
同
じ
く
、
西
郷
文
芸
学
の
文
学
形
象

論
（
形
象
相
関
の
原
理
）
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
「
陽
」
と
「
水
」
の
イ
メ
ー
ジ

を
相
関
的
に
解
読
し
よ
う
と
す
る
。
水
の
イ
メ
i
ジ
の
「
潜
像
」
か
ら
「
顕
像
」

へ
の
変
容
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
「
陽
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
相
関
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
。
基
本
に
あ
る
の
は
、
「
イ
メ
ー
ジ
は
変
化
・
発
展
す
る
」
と
い
う
考
え
方

で
あ
る
。
「
水
の
流
れ
出
す
奇
跡
の
必
然
性
」
が
、
虚
構
論
の
「
イ
メ
ー
ジ
の
筋
」

に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
先
に
み
た
研
究
者
の
読
み
は
、
い
わ
ゆ
る
「
解
釈
」
で
あ
っ
た
が
、
西
郷
の
そ

れ
は
「
解
釈
」
で
は
な
く
、
文
芸
科
学
に
よ
る
客
観
的
な
「
分
析
」
で
あ
る
。
文

学
教
材
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
科
学
的
な
分
析
法
は
、
西
郷
文
芸
学
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
西
郷
の
教
材
分
析
は
、
実
践
家
に
評
価
が
高
い
。
実
践
家
の
立
場
か
ら
は
、
作

晶
に
対
す
る
主
観
的
な
解
釈
一
鑑
賞
例
よ
り
も
、
科
学
的
な
論
拠
に
も
と
づ
く
客

観
的
な
構
造
分
析
の
ほ
う
が
、
授
業
の
た
め
の
教
材
研
究
と
し
て
は
有
効
で
あ
る
。

西
郷
文
芸
学
の
虚
構
論
が
、
教
材
分
析
の
有
力
な
理
論
と
み
ら
れ
て
い
る
理
由
で

あ
る
。

　
西
郷
文
芸
学
の
美
学

一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
、
西
郷
文
芸
学
は
、
虚
構
論
に
よ
っ
て
「
美
」
の
領
域

を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。
「
詩
に
お
け
る
美
と
は
何
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
、
科
学

的
に
分
析
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
『
名
句
の
美
学
　
上
黎
下
』
（
黎
明
書
房
　
一

九
九
一
）
、
『
名
詩
の
美
学
』
（
黎
明
書
房
　
一
九
九
三
）
は
そ
の
研
究
成
果
で
あ
っ

た
。
虚
構
論
は
そ
こ
で
、
「
美
」
の
世
界
を
解
明
す
る
た
め
に
、
い
っ
そ
う
激
密
な

展
開
を
み
せ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
西
郷
は
、
「
虚
構
」
と
「
美
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

魯
虚
構
と
は
現
実
を
ふ
ま
え
、
現
実
を
こ
え
た
世
界
で
あ
る
。
虚
構
を
創
出
す

る
方
法
を
虚
構
の
方
法
と
い
う
。

一
文
芸
は
虚
構
で
あ
り
、
そ
れ
は
真
実
を
美
と
し
て
表
現
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

文
芸
（
虚
構
）
の
美
は
虚
構
さ
れ
た
美
で
あ
る
。

一
文
芸
（
虚
構
）
の
美
と
は
、
異
質
な
（
あ
る
い
は
異
次
元
の
）
矛
盾
す
る
も

の
を
止
揚
⑱
統
合
す
る
弁
証
法
的
な
発
兄
歯
創
造
、
体
験
一
認
識
で
あ
る
。

　
基
本
的
に
は
「
虚
構
論
」
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
「
美
」
の
定
義
は
、
や
は
り
科
学

的
な
弁
証
法
で
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
西
郷
文
芸
学
の
一
貫
し
た
方
法
で
あ
っ

た
。

「
海
の
若
者
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
筋

　
こ
の
理
論
が
、
あ
ざ
や
か
に
応
用
さ
れ
た
例
と
し
て
、

夫
）
の
分
析
例
が
あ
る
、

海
の
著
者

佐
藤
春
夫

「
海
の
若
者
」
（
佐
藤
春



若
者
は
海
で
生
ま
れ
た
。

風
を
孕
ん
だ
帆
の
乳
房
で
育
つ
た
◎

す
ば
ら
し
く
巨
き
く
な
っ
た
。

或
る
日
　
海
へ
出
て

彼
は
　
も
う
　
帰
ら
な
い
。

も
し
か
す
る
と
あ
の
ど
っ
し
り
と
し
た
足
ど
り
で

海
へ
大
股
に
歩
み
込
ん
だ
の
だ
。

と
り
の
こ
さ
れ
た
者
ど
も
は

泣
い
て
小
さ
な
墓
を
立
て
た
。

る
が
、
こ
の
よ
う
な
詩
を
ふ
つ
う
は
「
虚
構
」
と
み
な
さ
な
い
。
し
か
し
西
郷
は
、

文
芸
学
に
お
け
る
虚
構
論
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
詩
を
「
現
実
を
ふ
ま
え
て
現
実
を

こ
え
る
世
界
ー
っ
ま
り
虚
構
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
詩
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
0
）

る
「
虚
構
さ
れ
た
美
」
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
詩
に
お
い
て
現
実
を
ふ
ま
え
て
読
ん
だ
と
き
の
イ
メ
i
ジ
と
そ
れ
に

と
も
な
う
感
情
と
、
現
実
を
こ
え
て
読
ん
だ
と
き
の
イ
メ
ー
ジ
と
感
情
は
、

た
が
い
に
異
質
な
相
反
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
こ
と
を
図
式
化
し
て
み
よ

う
。

　
一
人
の
若
者
の
成
長
と
死
に
対
し
て
、
大
胆
な
比
楡
を
使
っ
て
ス
ケ
ー
ル
の
大

き
な
詩
の
世
界
に
し
て
い
る
。
詩
の
素
材
は
、
海
で
働
く
一
人
の
若
者
で
あ
る
。

そ
の
著
者
が
、
〈
海
で
生
ま
れ
た
〉
〈
帆
の
乳
房
で
育
つ
た
〉
〈
海
へ
大
股
に
歩
み
込

ん
だ
〉
な
ど
の
比
楡
の
力
に
よ
っ
て
、
と
て
つ
も
な
い
〈
巨
き
な
〉
著
者
に
変
容

し
て
い
く
。
こ
の
若
者
な
ら
、
〈
ど
っ
し
り
と
し
た
足
ど
り
で
〉
〈
海
へ
大
股
に
歩

み
込
〉
む
こ
と
も
で
き
る
。
海
の
若
者
ら
し
さ
を
、
比
楡
で
も
っ
て
表
現
し
た
詩

で
あ
る
。
か
つ
て
、
よ
く
教
材
化
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
、
し
か
し
、
そ
れ
も
、
多

く
の
実
践
が
、
「
海
に
歩
み
込
ん
だ
『
若
者
』
は
、
ど
ん
な
気
持
ち
か
」
「
『
と
り
の

こ
さ
れ
た
者
ど
も
』
は
、
ど
ん
な
気
持
ち
か
」
と
い
う
発
問
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

「
人
物
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
」
と
い
っ
た
読
解
型
の
目
標
に
よ
っ
て
、
で
あ
る
。

　
こ
の
作
品
に
つ
い
て
も
、
西
郷
は
、
虚
構
論
を
応
用
し
て
分
析
し
て
い
る
。
こ

の
詩
は
、
「
現
実
と
し
て
は
、
た
く
ま
し
く
育
っ
た
若
者
が
遭
難
し
た
こ
と
を
、
残

さ
れ
た
者
た
ち
が
小
さ
な
墓
を
た
て
悲
し
み
、
と
む
ら
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ

〔
現
実
を
ふ
ま
え
て
〕
　
せ
っ
か
く
大
き
く
た
く
ま
し
く
育
っ
た
の
に
、

と
う
と
う
海
で
遭
難
し
て
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
り
残
さ
れ

た
者
た
ち
は
、
小
さ
な
墓
を
た
て
て
そ
の
死
を
と
む
ら
っ
た
。
な
ん
と
切

な
く
悲
し
い
こ
と
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑

〔
現
実
を
こ
え
る
〕
　
自
分
を
生
ん
で
育
て
て
く
れ
た
母
な
る
海
に
、
ロ

マ
ン
を
い
だ
き
、
夢
を
い
だ
き
、
つ
い
に
巨
人
の
よ
う
に
永
遠
に
海
の
世

界
に
生
き
っ
づ
け
た
。
な
ん
と
す
ば
ら
し
く
、
か
が
や
か
し
く
悲
壮
な
人

生
で
あ
る
こ
と
か
。

　
ご
ら
ん
の
と
お
り
、
現
実
を
ふ
ま
え
た
と
き
の
イ
メ
ー
ジ
体
験
と
、
現
実

を
こ
え
た
イ
メ
i
ジ
体
験
は
、
た
が
い
に
異
質
で
あ
り
、
こ
の
詩
は
こ
の
両

者
の
矛
盾
が
と
も
に
せ
り
あ
が
り
一
つ
に
と
け
あ
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
味

13
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わ
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
味
わ
い
を
美
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
異
質
な
矛
盾

す
る
も
の
が
止
揚
一
統
合
さ
れ
る
弁
証
法
的
な
構
造
を
体
験
一
認
識
す
る
と

こ
ろ
に
美
が
成
立
す
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
詩
の
「
海
」
も
ま
た
「
虚
構
さ
れ
た
美
」
が
あ
る
と
し
て
、
「
若

者
を
生
み
育
て
巨
き
く
し
た
海
。
そ
れ
は
深
い
慈
し
み
を
み
せ
る
母
性
的
な
イ
メ

ー
ジ
と
し
て
の
海
」
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
、
海
は
「
若
者
を
き
た
え
、
つ
い
に

は
そ
の
生
命
を
ま
で
奪
っ
て
し
ま
う
厳
し
く
お
そ
ろ
し
い
父
性
的
な
海
」
で
も
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
は
、
「
異
質
な
矛
盾
す
る
も
の
を
止
揚
一
統
含
」
し
た
と

こ
ろ
に
、
海
の
世
界
の
「
弁
証
法
的
な
美
の
構
造
」
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

も
述
べ
て
い
る
。
　
西
郷
は
、
こ
の
詩
の
世
界
に
、
「
切
な
く
悲
し
い
」
世
界
と
、

「
か
が
や
か
し
く
悲
壮
な
」
世
界
と
い
う
ふ
う
に
、
相
矛
盾
す
る
世
界
を
兄
出
だ

し
、
そ
の
「
止
揚
一
統
合
し
た
と
こ
ろ
」
に
美
の
世
界
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

「
矛
盾
の
発
兄
、
そ
し
て
矛
盾
を
止
揚
一
統
合
す
る
」
と
い
う
弁
証
法
の
読
み
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

西
郷
の
分
析
の
一
貫
し
た
特
徴
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
読
み
は
、
主
観
的
な
解
釈
・
鑑
賞
で
は
な
く
、
虚
構
論
に
も
と
づ
く
客
観

的
な
分
析
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
虚
構
論
に
も
と
づ
く
客
観
的
な
構
造
分
析

に
よ
っ
て
、
客
観
的
な
解
釈
一
鑑
賞
が
み
ち
び
か
れ
た
、
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

虚
構
論
に
を
応
用
し
た
客
観
的
な
構
造
分
析
は
、
解
釈
一
鑑
賞
に
お
い
て
も
客
観

的
な
読
み
に
み
ち
び
く
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
西
郷
文
芸
学
の
分
析
方
法
の

特
徴
で
あ
る
。

「
石
」
の
授
業

　
今
度
は
、
西
郷
文
芸
学
を
ふ
ま
え
た
文
芸
研
の
実
践
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。
西

郷
の
提
噌
す
る
「
美
の
教
育
」
は
、
一
九
九
〇
年
に
な
っ
て
、
文
芸
研
の
中
で
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
2
）

ろ
い
ろ
な
実
践
が
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
っ
に
、
佐
々
木
智
治
（
広

島
文
芸
研
）
の
「
石
」
（
草
野
心
平
）
の
授
業
が
あ
る
。

石

草
野
心
平

雨
に
濡
れ
て
。

独
り
。

石
が
い
る
。

億
年
を
蔵
し
て
。

に
ぷ
い
ひ
か
り
の
。

も
や
の
な
か
に
。

　
佐
々
木
の
授
業
（
六
年
生
対
象
、
全
三
時
間
扱
い
）
は
、
西
郷
美
学
の
定
義
を

ふ
ま
え
て
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
に
は
、
「
た
だ
の
石
（
現
実
）
」
と
「
た
だ
の

石
で
な
い
（
非
現
実
）
」
と
い
う
矛
盾
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
「
統
含
」
す
る
「
美
の
弁

証
法
的
構
造
」
が
あ
る
、
と
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
あ
り
ふ
れ
た
た
だ
の
石

で
あ
り
な
が
ら
、
た
だ
の
石
を
超
え
て
、
生
命
を
も
つ
永
遠
の
存
在
と
し
て
」
「
美

と
し
て
」
認
識
で
き
る
こ
と
を
、
子
ど
も
た
ち
に
と
ら
え
さ
せ
る
授
業
で
あ
る
。

　
子
ど
も
た
ち
は
、
授
業
の
あ
と
、
次
の
よ
う
な
「
お
わ
り
の
感
想
」
を
書
い
て
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（
2
3
一

い
る
。

一
た
っ
た
六
行
の
詩
で
、
と
て
も
ふ
か
い
意
味
が
あ
る
ん
だ
な
あ
と
思
い
ま
し

た
。
そ
こ
ら
へ
ん
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
石
で
も
、
い
ろ
ん
な
過
去
が
あ
る
ん

だ
と
わ
か
り
ま
し
た
。
時
が
た
つ
う
ち
に
、
お
な
じ
石
で
も
、
今
の
石
－
今

の
石
で
は
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
な
る
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
石
だ
け
で

な
く
、
命
も
自
分
も
全
部
お
な
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
人
で
た
と
え
る
と
、
ず

　
っ
－
と
見
え
な
い
く
さ
り
で
っ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
ん
な
こ
と

を
調
べ
て
い
く
と
、
お
も
し
ろ
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
詩
の
美
な
ん

だ
と
思
い
ま
す
。
（
晴
美
）

二
」
の
詩
の
石
は
、
た
だ
の
石
で
あ
っ
て
た
だ
の
石
で
は
な
い
と
い
う
、
矛
盾

が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
矛
盾
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
詩
が
、

い
っ
そ
う
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
ぼ
く
の
命
も
同
じ
で
、
自
分

の
命
で
あ
っ
て
、
自
分
の
命
で
な
い
と
思
う
。
ぼ
く
の
命
は
、
父
と
母
そ
の

父
と
母
…
か
ら
も
ら
い
、
こ
の
ま
ま
引
き
つ
い
で
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

大
切
な
命
だ
と
思
っ
た
。
（
淳
一
）

。
私
は
、
「
石
」
と
い
う
詩
を
な
ら
っ
て
、
石
一
っ
に
も
大
切
な
命
が
あ
る
こ
と

を
知
っ
た
。
「
億
年
を
蔵
し
て
。
に
ぷ
い
ひ
か
り
の
。
も
や
の
な
か
に
。
」
は
、

今
で
あ
っ
て
、
今
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
現
実
で
あ
っ
て
現
実
で
な
い
、

と
い
う
詩
の
美
が
大
切
だ
と
思
っ
た
。
学
習
す
る
前
は
、
た
だ
の
石
で
あ
っ

て
、
か
た
い
と
か
こ
ろ
が
っ
て
い
る
と
か
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
考
え
て

い
た
け
ど
、
な
ら
っ
て
み
る
と
、
石
に
も
大
切
な
命
が
あ
っ
て
、
歴
史
を
し

ま
い
こ
ん
で
い
た
り
、
い
大
さ
が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
、
す
ご
い
と
思
っ

た
。
今
、
そ
こ
ら
へ
ん
に
あ
る
一
つ
一
つ
の
石
に
も
、
ふ
か
い
歴
史
が
あ
っ

て
、
そ
の
石
に
は
人
の
死
や
文
化
の
う
つ
リ
か
わ
り
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ

と
が
あ
る
。
「
石
」
を
な
ら
っ
て
、
と
て
も
犬
切
な
こ
と
を
学
ん
だ
と
思
う
。

（
優
子
一

　
指
導
者
の
佐
々
木
は
、
「
授
業
全
体
を
と
お
し
て
み
る
と
、
細
か
い
不
十
分
さ
は

い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
作
者
の
も
の
の
兄
方
一
考
え
方
二
言
い
方
の
お

も
し
ろ
さ
を
体
験
し
、
そ
の
お
も
し
ろ
さ
を
矛
盾
と
い
う
も
の
の
見
方
・
考
え
方

で
認
識
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
裏
に
か
い
ま
み
え
る

人
間
の
真
実
や
詩
の
本
質
と
い
っ
た
も
の
が
、
強
い
関
心
と
驚
き
を
も
っ
て
子
ど

も
た
ち
に
認
識
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」
と
、
述
べ
て
い
る
。
「
美
の

授
業
」
と
し
て
、
確
実
な
手
応
え
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
読
解
一
鑑
賞
」
の

指
導
論
で
は
、
子
ど
も
た
ち
は
、
と
て
も
こ
こ
ま
で
の
深
い
認
識
に
は
到
達
で
き

な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
文
芸
研
の
「
美
の
教
育
」
は
、
九
〇
年

代
の
注
目
す
べ
き
文
芸
教
育
論
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
提
案
さ
れ
て
ま
だ
間
も
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
4
）

理
論
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
ろ
ん
な
立
場
か
ら
の
検
証
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

か
ら
、
本
格
的
な
実
践
研
究
が
展
開
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
な
ぜ
「
美
の
教
育
」
か

　
西
郷
は
、
な
ぜ
、
こ
う
も
「
美
」
の
問
題
に
こ
だ
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

科
教
育
の
現
状
に
つ
い
て
、
西
郷
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

国
語

こ
れ
ま
で
国
語
科
の
文
芸
教
材
の
読
解
指
導
に
お
い
て
は
、
言
葉
・
表
現

西
郷
文
芸
学
の
虚
構
論
（
足
立
）



西
郷
文
芸
学
の
虚
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論
（
足
立
）
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の
教
育
と
い
う
こ
と
と
し
て
は
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
多
く
の

場
合
、
人
間
の
真
実
を
追
求
す
る
と
い
う
観
点
は
ま
っ
た
く
無
い
か
、
あ
る

い
は
稀
薄
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
し
て
、
文
芸
の
授
業
が
美
の
教
育
、

つ
ま
り
芸
術
教
育
の
側
面
を
担
う
の
だ
と
い
う
自
覚
、
認
識
は
、
ま
っ
た
く

と
い
っ
て
無
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
で
し
よ
う
。
私
ど
も
文
芸
研
は
、
言
葉

の
芸
術
と
し
て
の
文
芸
を
教
材
と
し
て
扱
う
以
上
、
美
の
問
題
を
避
け
て
通

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
積
極
的
に
美
の
教
育
と
し
て
位
置
づ
け
ね

ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
き
ま
し
た
。

　
虚
構
論
は
「
現
実
を
ふ
ま
え
て
、
現
実
を
こ
え
る
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。

み
て
き
た
事
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、
虚
構
論
に
よ
っ
て
、
文
芸
の
世
界
は
豊
か
な

教
育
内
容
を
開
発
さ
れ
て
き
た
。
と
同
時
に
、
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
西
郷
の

虚
構
論
は
、
文
芸
学
の
理
論
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
教
育
学
の
基
本
的
な
原
理
で

も
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
「
現
実
を
ふ
ま
え
て
、
現
実
を
こ
え
る
」
と
い

う
現
象
は
、
教
育
営
為
に
み
ら
れ
る
普
遍
的
な
現
象
だ
か
ら
で
あ
る
。
西
郷
文
芸

学
は
、
そ
の
意
味
で
、
文
芸
の
科
学
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
教
育
と
文
芸
に
共
通

す
る
世
界
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
、
教
育
文
芸
学
で
も
あ
っ
た
。

　
西
郷
は
こ
こ
で
、
従
来
の
国
語
科
の
読
解
指
導
に
対
し
て
、
二
つ
の
点
か
ら
批

判
し
て
い
る
。
一
っ
は
「
人
間
不
在
の
教
育
」
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
。

二
っ
に
は
、
「
芸
術
不
在
の
教
育
」
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
読

解
指
導
の
「
言
葉
・
表
現
の
教
育
」
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
言
葉
黎

表
現
の
教
育
」
に
偏
向
し
て
き
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
一
九
七

〇
年
代
、
八
○
年
代
の
国
語
科
教
育
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
読
解
指
導
論
を
、
そ
の

根
底
か
ら
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
読
解
批
判
は
、
西
郷
文
芸
学
の
一
貫
し

た
ス
タ
ン
ス
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
、
八
○
年
代
の
読
解
指
導
の
時
代
に
あ
っ
て
、
西
郷

は
、
「
人
間
不
在
の
教
育
」
に
対
し
て
「
人
間
観
一
世
界
観
を
育
て
る
国
語
教
育
」

を
、
「
芸
術
不
在
の
教
育
」
に
対
し
て
「
美
の
教
育
と
し
て
の
文
芸
教
育
」
を
提
唱

し
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
両
者
を
統
含
し
て
「
美
と
真
実
の
国
語
教
育
」
と
い
う

主
張
と
な
っ
た
。
そ
の
主
張
の
べ
ー
ス
に
あ
っ
た
の
は
、
西
郷
文
芸
学
の
基
礎
理

論
と
い
う
べ
き
虚
構
論
で
あ
る
。

1注3254
西
郷
竹
彦
著
『
文
芸
学
辞
典
』
（
明
治
図
書
　
一
九
八
八
）
は
、
形
象
論
。
視
点
論
。
人

物
論
。
構
造
論
。
表
現
論
画
文
体
論
。
象
徴
論
。
虚
構
論
・
典
型
論
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。
巻
末
の
足
立
悦
男
「
文
芸
学
の
理
論
を
深
め
る
た
め
に
」
を
参
照
。

西
郷
竹
彦
「
虚
構
論
」
『
文
芸
学
辞
典
』
明
治
図
書
　
一
九
八
九
　
一
ニ
ハ
頁
。

足
立
悦
男
「
西
郷
文
芸
学
の
成
立
」
『
西
郷
文
芸
学
の
成
立
と
展
開
』
明
治
図
書
　
一
九

八
二
、
を
参
照
。
西
郷
竹
彦
は
、
ロ
シ
ア
文
芸
学
の
研
究
者
で
も
あ
り
、
ロ
シ
ア
児
童

文
芸
の
翻
訳
・
紹
介
者
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
虚
構
論
に
も
唯
物
弁
証
法
の
影
響
が
あ
る
。

注
2
と
同
じ
、
一
一
七
頁
。

浜
本
純
逸
は
、
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
の
異
化
論
に
は
、
オ
ス
ト
ラ
ニ
ー
ニ
エ
と

ペ
レ
ジ
バ
ー
ニ
エ
と
い
う
二
つ
の
考
え
方
が
あ
り
、
西
郷
の
異
化
論
に
は
後
者
の
影
響

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
い
ま
　
子
ど
も
。
文
学
教
育
」
『
日

本
文
学
』
一
九
九
二
年
三
月
　
三
四
頁
）
。
浜
本
の
指
摘
は
西
郷
文
芸
学
の
「
共
体
験
論

一
同
化
・
異
化
）
」
に
は
当
て
は
ま
る
が
、
虚
構
論
に
お
い
て
は
オ
ス
ト
ラ
ニ
ー
ニ
ェ
の

考
え
方
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
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11 10　　　9 8　　　　7 618　　　17 16　15 14　13　12

島
村
輝
「
異
化
」
石
原
千
秋
ほ
か
編
『
読
む
た
め
の
理
論
』
世
織
書
房
　
一
九
九
一
　
一

六
四
頁
。

松
崎
公
男
「
松
谷
み
よ
子
作
『
三
日
月
』
」
日
本
文
学
教
育
連
盟
編
『
小
学
校
・
国
語
教

科
書
の
詩
』
有
信
堂
　
一
九
七
一
　
一
七
六
頁
。

西
郷
竹
彦
「
詩
の
理
論
・
詩
の
授
業
」
『
文
芸
教
育
著
作
集
1
3
　
詩
の
授
業
』
明
治
図
書

一
九
七
五
　
一
八
頁
。
初
出
は
『
教
育
科
学
国
語
教
育
』
一
六
七
号
　
一
九
七
二
・
八
。

足
立
悦
男
「
『
筋
』
論
の
意
義
と
構
造
」
『
西
郷
文
芸
学
の
成
立
と
展
開
』
明
治
図
書
　
一

九
八
二
、
を
参
照
。

橘
高
準
「
『
一
二
日
月
』
の
実
践
記
録
」
『
『
文
芸
教
育
著
作
集
1
3
　
詩
の
授
業
』
明
治
図
書

一
九
七
五
　
三
〇
－
四
二
頁
。
初
出
は
『
文
学
教
育
』
8
号
　
一
九
七
二
・
七
。

注
8
と
同
じ
。
二
〇
頁
。
西
郷
は
、
「
ふ
く
ろ
う
」
（
臭
）
に
つ
い
て
、
「
猛
禽
類
に
属
す

る
鳥
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
夜
の
森
の
王
者
、
支
配
者
、
と
い
う
よ
り
ギ
ャ
ン
グ
と
い
っ

た
ほ
う
が
い
い
よ
う
な
鳥
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

注
8
と
同
じ
。
四
〇
頁
。

注
8
と
同
じ
。
四
一
頁
。

分
鋼
惇
作
「
芸
術
論
と
晩
年
の
詩
境
」
『
中
原
中
也
』
講
談
社
　
一
九
八
一
　
一
四
七
頁
。

同
上
。
一
四
八
頁
。

西
郷
竹
彦
「
異
質
な
も
の
の
あ
わ
い
に
な
り
た
つ
世
界
」
『
教
育
科
学
国
語
教
育
』
一
七

四
号
　
一
九
七
三
二
二
。

「
顕
像
」
「
潜
像
」
と
い
う
考
え
方
は
、
外
山
滋
比
古
『
修
辞
的
残
像
』
み
す
ず
書
房
　
一

九
六
八
、
の
「
残
像
」
の
考
え
方
と
共
通
し
て
い
る
。

倉
津
一
義
は
、
こ
の
分
析
に
つ
い
て
、
実
践
家
の
立
場
か
ら
、
「
日
本
で
最
も
愛
さ
れ
て

い
る
詩
人
の
一
人
、
中
原
中
也
の
『
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
』
。
今
ま
で
多
く
の
評
家
た
ち
の

解
釈
、
鑑
賞
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
（
中
絡
）
『
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
』
を
ま
さ
に
メ
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ル
ヘ
ン
と
し
て
『
現
実
と
非
現
実
の
あ
わ
い
の
世
界
』
と
し
て
成
り
立
た
し
め
て
い
る

こ
の
作
晶
の
美
は
、
西
郷
理
論
に
よ
っ
て
、
初
め
て
得
心
が
得
ら
れ
た
と
思
う
。
自
分

が
漠
然
と
感
じ
て
い
た
詩
の
世
界
が
、
な
る
ほ
ど
そ
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
ゆ
え
に
そ

う
感
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
、
と
さ
ら
に
深
ま
り
を
も
っ
て
こ
の
作
品
に
出
会
う
こ
と
が

で
き
る
」
と
評
価
し
て
い
る
（
「
『
名
詩
の
美
学
』
を
読
む
」
『
文
芸
教
育
』
6
7
号
　
一
九

九
三
　
一
二
二
頁
）

西
郷
竹
彦
「
は
じ
め
に
」
『
名
詩
の
美
学
』
黎
明
書
房
　
一
九
九
三
。
三
頁
。

西
郷
竹
彦
「
現
実
を
ふ
ま
え
、
現
実
を
こ
え
る
」
『
名
詩
の
美
学
』
黎
明
書
房
　
一
九
九

三
。
三
二
頁
。

西
郷
竹
彦
『
名
詩
の
美
学
』
（
黎
明
書
房
　
一
九
九
三
）
で
は
、
「
か
な
し
み
と
お
か
し

み
と
」
（
井
伏
鱒
二
「
つ
く
だ
煮
の
小
魚
」
）
「
一
瞬
に
し
て
永
遠
な
る
せ
か
い
」
（
三
好

達
治
「
大
阿
蘇
」
）
「
生
命
な
き
も
の
に
生
命
を
見
る
」
（
小
野
十
三
郎
「
山
項
か
ら
」
）

「
兄
る
も
の
が
見
ら
れ
る
も
の
と
な
る
」
（
長
谷
川
竜
生
「
理
髪
店
に
て
」
）
「
マ
イ
ナ
ス

を
プ
ラ
ス
に
転
化
す
る
」
（
中
野
重
治
「
浪
」
）
、
「
意
味
あ
る
無
意
味
」
（
谷
川
俊
太
郎
「
で

あ
る
と
あ
る
で
」
）
な
ど
に
、
矛
盾
に
着
目
し
た
弁
証
－
法
の
読
み
が
み
ら
れ
る
。

『
文
芸
教
育
』
5
6
号
（
一
九
九
一
・
六
）
で
は
、
特
集
「
文
芸
に
お
け
る
美
と
真
実
」

と
し
て
、
西
郷
竹
彦
「
ま
ど
・
み
ち
お
『
イ
ナ
ゴ
』
の
授
業
」
「
草
野
心
平
『
木
』
の
授

業
」
、
『
文
芸
教
育
』
5
8
号
（
一
九
九
一
・
一
一
）
で
は
、
特
集
「
美
の
教
育
と
し
て
の

文
芸
の
授
業
」
と
し
て
、
山
内
信
子
「
松
谷
み
よ
子
『
三
日
月
』
の
授
業
」
、
佐
々
木
智

治
「
草
野
心
平
『
石
』
の
授
業
」
、
麻
生
信
子
「
三
好
達
治
『
大
阿
蘇
』
の
授
業
」
な
ど

が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
文
芸
研
に
よ
る
美
の
授
業
の
記
録
で
あ
る
。

佐
々
木
智
治
「
文
芸
教
材
に
よ
る
美
の
授
業
　
小
学
校
六
年
」
『
文
芸
教
育
』
5
8
号
（
一

九
九
一
・
一
一
）
五
八
頁
。

西
郷
の
「
美
の
教
育
」
論
に
つ
い
て
は
、
足
立
悦
男
「
美
と
い
う
指
標
」
『
西
郷
文
芸
学
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の
成
立
と
展
開
』
明
治
図
書
　
一
九
八
二
、
大
内
善
一
「
文
芸
研
の
『
美
の
教
育
』
研

究
実
践
史
」
『
文
芸
教
育
』
5
6
号
（
一
九
九
一
・
六
）
を
参
照
。
ま
た
、
『
文
芸
教
育
』

5
6
号
（
一
九
九
一
・
六
）
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
文
芸
に
お
け
る
美
」
を
特
集
し
、
西

郷
の
提
案
に
対
し
て
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
磯
貝
英
夫
・
根
津
眞
幸
・
池
上
嘉
彦
・
大
河
原

忠
蔵
・
菅
邦
男
の
意
兄
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
文
芸
教
育
』
5
8
号
（
一
九
九
一
・

一
一
）
で
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
美
の
教
育
と
し
て
の
文
芸
の
授
業
」
を
特
集
し
、
西

郷
の
提
案
に
対
し
て
、
岡
屋
昭
雄
・
中
本
環
。
鎗
木
信
義
の
意
見
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

西
郷
竹
彦
「
文
芸
教
材
で
美
と
真
実
の
教
育
を
」
『
文
芸
教
育
』
5
8
号
（
一
九
九
一
・
一

一
）
一
七
頁
。


