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尾
崎
美
紀
「
あ
・
し
・
あ
・
と
」
論 

―
― 

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
童
話
が
拓
く
文
学
の
授
業 

―
― 

  

昌 

子 

佳 

広 

 

一 

は
じ
め
に 

  

尾
崎
美
紀
「
あ
・
し
・
あ
・
と
」
と
は
、
東
京
書
籍
発
行
の
小

学
校
国
語
教
科
書
『
新
し
い
国
語 

四
上
』
（
四
年
生
用
上
巻
）
、

平
成
十
二
年
度
版
お
よ
び
平
成
十
四
年
度
版
（
平
成
十
二
～
十
六

年
度
ま
で
使
用
）
に
掲
載
さ
れ
た
物
語
教
材
で
あ
る
。
物
語
の
概

要
（
あ
ら
す
じ
）
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

  
 

語
り
手
〔
ぼ
く
〕
は
あ
る
秋
の
日
、
自
分
だ
け
の
秘
密
の
遊

び
場
、
〔
わ
い
わ
い
山
〕
で
一
頭
の
恐
竜
と
出
会
う
。
こ
の
時

点
で
の
〔
ぼ
く
〕
の
年
齢
等
は
具
体
的
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
な

い
が
、
小
学
校
低
学
年
位
で
あ
ろ
う
か
。
名
前
は
〔
だ
い
す

け
〕
で
あ
る
こ
と
が
、
〔
ぼ
く
〕
の
両
親
の
発
話
か
ら
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
。 

 
 

物
語
の
時
空
間
に
お
け
る
現
実
で
は
、
恐
竜
は
過
去
に
絶
滅

し
た
生
物
で
あ
り
、
現
存
は
し
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し

て
、
〔
ぼ
く
〕
の
暮
ら
す
町
は
、
こ
の
（
〔
ぼ
く
〕
の
言
う
）

〔
わ
い
わ
い
山
〕
で
恐
竜
の
足
跡
（
の
化
石
？
）
が
発
見
さ
れ

た
ニ
ュ
ー
ス
に
沸
い
て
い
た
。
そ
の
足
跡
の
持
ち
主
で
あ
る
恐

竜
は
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
と
命
名
さ
れ
て
い
る
。
〔
ぼ
く
〕
の

目
の
前
に
現
れ
た
恐
竜
は
子
ど
も
の
恐
竜
で
、
人
間
と
同
じ
言

葉
で
〔
ぼ
く
〕
に
語
り
か
け
、
先
の
足
跡
は
自
分
が
つ
け
て
お

い
た
も
の
だ
と
言
う
。
親
し
み
を
覚
え
た
〔
ぼ
く
〕
は
そ
の
恐

竜
を
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
君
〕
と
呼
ん
で
、
交
流
を
始
め
る
。

〔
わ
い
わ
い
山
〕
に
出
か
け
て
は
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
と
の
さ

ま
ざ
ま
な
会
話
や
遊
び
を
楽
し
み
な
が
ら
毎
日
を
暮
ら
す
。
こ

の
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
と
の
交
流
を
意
図
的
に
秘
密
に
し
た
わ

け
で
は
な
い
が
、
〔
ぼ
く
〕
の
両
親
は
〔
ふ
く
い
・
り
ゅ
う
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君
〕
と
い
う
当
た
り
前
の
友
だ
ち
の
こ
と
と
思
っ
て
お
り
、
結

果
的
に
〔
ぼ
く
〕
と
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
と
の
交
流
は
誰
に
も

知
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。 

 
 

そ
う
し
て
十
数
年
以
上
が
経
っ
た
の
で
あ
ろ
う
あ
る
日
、
大

人
に
な
っ
た
〔
ぼ
く
〕
は
、
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
と
別
れ
、
都

会
へ
出
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
〔
ぼ
く
〕
は
、
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
に
誘
い
、
「
お
に
」

に
な
っ
た
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
を
残
し
て
、
山
を
下
り
る
。 

 
 

さ
ら
に
長
い
年
月
が
経
ち
、
久
し
ぶ
り
に
ふ
る
さ
と
に
帰
っ

た
〔
ぼ
く
〕
は
〔
わ
い
わ
い
山
〕
に
登
り
、
子
ど
も
時
代
の
思

い
出
に
浸
る
。
そ
し
て
な
つ
か
し
さ
か
ら
「
も
う
、
い
い
よ
」

と
声
を
か
け
る
と
、
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
が
姿
を
現
す
。
〔
フ

ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
は
「
お
に
」
の
ま
ま
、
ず
っ
と
〔
ぼ
く
〕
を
待

っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
を
再
開
し
、
次
は

〔
ぼ
く
〕
が
「
お
に
」
と
な
る
。
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
の
「
も

う
い
い
よ
」
の
声
に
振
り
向
く
と
、
そ
こ
に
は
〔
フ
ク
イ
リ
ュ

ウ
〕
の
姿
は
な
く
、
山
が
佇
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。 

  

本
教
材
に
つ
い
て
の
考
察
・
検
討
を
試
み
よ
う
と
す
る
理
由
は
、

素
朴
な
意
味
に
お
い
て
私
が
心
惹
か
れ
た
作
品
で
あ
る
か
ら
だ
が
、

教
科
書
掲
載
期
間
が
わ
ず
か
五
年
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
、
あ

る
種
の
気
が
か
り
を
覚
え
た
こ
と
が
今
一
つ
の
理
由
と
し
て
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
掲
載
が
ご
く
短
期
間
に
終
わ
っ
た
教
材
は
数
多
く
あ

り
、
五
年
と
い
う
年
数
が
と
り
わ
け
て
珍
し
い
わ
け
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
、
教
科
書
編
集
・
教
材
選
定
の
細
か
い
経
緯
な
ど
が
各

教
科
書
会
社
か
ら
開
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
掲
載

を
取
り
や
め
ら
れ
た
こ
と
、
遡
っ
て
、
採
録
さ
れ
た
時
点
で
の
選

定
理
由
も
、
個
別
の
教
材
全
て
に
つ
い
て
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
気
が
か
り
」
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、

そ
の
感
覚
を
克
服
・
解
消
す
る
具
体
的
な
手
立
て
は
な
い
に
等
し

い
だ
ろ
う
。 

 

た
だ
、
「
あ
・
し
・
あ
・
と
」
は
私
に
は
素
朴
に
「
良
い
作

品
」
だ
と
思
え
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
学
作
品

と
し
て
の
（
に
対
す
る
）
評
価
と
国
語
科
教
材
と
し
て
の
（
に
対

す
る
）
評
価
と
は
そ
の
軸
を
異
に
す
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
ど
れ

だ
け
「
良
い
作
品
」
だ
と
評
価
し
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の

ま
ま
「
良
い
教
材
」
だ
と
い
う
評
価
に
繋
が
る
と
は
言
え
な
い
。

国
語
科
教
材
と
し
て
は
、
国
語
科
授
業
が
豊
か
に
展
開
さ
れ
る
た

め
に
適
切
に
機
能
し
な
け
れ
ば
「
良
い
」
と
い
う
評
価
は
与
え
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
私
の
感
じ
た
（
感
じ
て
い

る
）
作
品
と
し
て
の
「
良
さ
」
が
ど
の
よ
う
な
質
・
内
容
の
も
の

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
教
材
採
録
期
間
が
短
か
っ
た
こ
と
に
対
し

て
異
議
や
抵
抗
を
訴
え
る
上
で
の
説
得
力
は
持
た
な
い
し
、
異
議

や
抵
抗
を
訴
え
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
い
。 

 

本
稿
で
は
、
「
あ
・
し
・
あ
・
と
」
に
つ
い
て
、
改
め
て
私
な

り
の
作
品
評
価
を
試
み
、
同
時
に
国
語
科
教
材
と
し
て
は
ど
の
よ

う
に
評
価
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て
み
た
い
が
、
そ
れ

は
再
掲
載
へ
の
推
挙
な
ど
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
編
の

文
学
作
品
を
、
作
品
と
し
て
、
ま
た
国
語
科
教
材
と
し
て
評
価
・

検
討
し
よ
う
と
す
る
手
続
き
の
中
で
、
国
語
科
・
文
学
作
品
を
読
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む
こ
と
の
授
業
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
思
考
を
展
開
し

て
み
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
特
に
こ
の
作
品
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
童
話
」
の
ジ
ャ
ン
ル

に
属
す
る
も
の
と
判
断
で
き
る
こ
と
に
も
一
つ
の
問
題
意
識
が
あ

り
、
同
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
及
び
そ
れ
を
読
む
と
い
う
行
為
が
、
国

語
科
教
育
・
授
業
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
思
考
し
て
み
た
い
か
ら
で
あ
る
。 

 

二 

作
品
、
作
者
、
教
科
書 

  

こ
の
「
あ
・
し
・
あ
・
と
」
は
教
科
書
の
た
め
の
書
き
下
ろ
し

で
は
な
い
。
出
典
は
汐
文
社
発
行
の
絵
本
『
あ
・
し
・
あ
・
と
』

（
大
西
ひ
ろ
み
・
絵
）
⑴
で
あ
る
。
そ
し
て
本
作
品
は
福
井
県
勝

山
市
主
催
「
恐
竜
王
国
勝
山
」
第
一
回
（
一
九
九
五
年
）
恐
竜
文

化
賞
創
作
部
門
入
賞
作
品
で
あ
る
。
勝
山
市
に
は
、
富
山
県
・
石

川
県
・
岐
阜
県
に
ま
た
が
る
「
手
取
層
群
」
と
呼
ば
れ
る
中
生
代

ジ
ュ
ラ
紀
か
ら
白
亜
紀
の
地
層
が
あ
り
、
恐
竜
や
植
物
等
の
化
石

が
多
く
発
掘
さ
れ
る
こ
と
で
世
界
的
に
知
ら
れ
て
い
る
。
複
数
種

の
恐
竜
化
石
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
本
作
に
も
登

場
す
る
「
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
」
の
ほ
か
、
「
カ
ツ
ヤ
マ
リ
ュ
ウ
」
、

「
キ
タ
ダ
ニ
リ
ュ
ウ
」
な
ど
現
地
の
地
名
が
冠
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
よ
う
な
中
で
、
勝
山
市
が
「
恐
竜
王
国
勝
山
」
と
し
て
、
い
わ

ゆ
る
「
町
お
こ
し
」
の
一
環
と
し
て
行
っ
た
の
が
先
の
「
恐
竜
文

化
賞
」
で
あ
っ
た
。 

 

ち
な
み
に
、
「
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
」
は
鳥
盤
目
鳥
脚
類
イ
グ
ア
ノ

ド
ン
科
の
草
食
恐
竜
の
一
種
で
あ
る
と
さ
れ
、
手
取
層
か
ら
全
身

各
部
位
の
化
石
が
発
見
さ
れ
て
、
日
本
で
は
初
め
て
全
身
骨
格
模

型
が
復
元
さ
れ
た
恐
竜
で
あ
る
。 

 

作
者
尾
崎
美
紀
は
、
一
九
四
八
年
兵
庫
県
姫
路
市
生
ま
れ
の
童

話
作
家
で
あ
り
、
詩
人
で
も
あ
る
。
一
九
八
六
年
、
『
ま
さ
か
の

さ
か
な
』
で
、
第
二
回
ニ
ッ
サ
ン
絵
本
と
童
話
の
グ
ラ
ン
プ
リ
大

賞
受
賞
、
同
作
品
は
一
九
八
九
年
に
ひ
さ
か
た
チ
ャ
イ
ル
ド
社
よ

り
刊
行
（
末
崎
茂
樹
・
絵
）
さ
れ
た
。
他
の
主
な
作
品
に
は
、
絵

本
『
く
じ
ら
が
と
ん
だ
日
』
（
奥
田
怜
子
・
絵
、
ひ
さ
か
た
チ
ャ

イ
ル
ド
、
一
九
九
〇
年
）
、
『
わ
く
わ
く
ち
く
わ
く
ん
』
（
は
ら

だ
ゆ
う
こ
・
絵
、
ス
ト
ー
ク
、
二
〇
〇
八
年
）
、
詩
集
『
い
と
し

の
ス
ナ
フ
キ
ン
』
（
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
カ
イ
エ
、
一
九
九
三
年
）
、

『
パ
リ
パ
リ
と
』
（
彼
方
社
、
二
〇
〇
三
年
）
、
等
が
あ
る
。
童

話
作
家
と
し
て
の
作
品
に
は
、
比
較
的
低
年
齢
の
、
幼
児
対
象
の

作
品
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

「
あ
・
し
・
あ
・
と
」
の
教
科
書
へ
の
採
録
は
既
に
述
べ
た
通

り
だ
が
、
絵
本
版
に
お
け
る
大
西
ひ
ろ
み
の
絵
は
挿
絵
と
し
て
使

用
さ
れ
ず
、
教
科
書
独
自
に
、
平
成
十
二
年
度
版
で
は
矢
吹
申
彦

に
よ
る
、
平
成
十
四
年
度
版
で
は
ム
ラ
タ
ユ
キ
ト
シ
に
よ
る
挿
絵

が
添
え
ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
、
絵
の
ス
ペ
ー
ス
は
大
き
く
と
ら
れ

て
い
る
。
全
体
で
十
頁
（
十
二
年
度
版
）
・
九
頁
（
十
四
年
度

版
）
分
の
教
材
と
な
り
、
四
年
生
教
材
と
し
て
は
や
や
短
い
と
い

う
印
象
で
あ
る
。
絵
本
版
は
も
ち
ろ
ん
絵
の
方
の
ス
ペ
ー
ス
が
圧

倒
的
に
多
く
、
各
頁
に
配
さ
れ
る
文
章
・
言
葉
は
ご
く
少
量
で
あ

る
。
絵
を
含
め
た
本
文
部
分
は
三
十
一
頁
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。 
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文
章
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
教
科
書
版
と
絵
本
版
と
の
間
に
は
、

表
記
（
漢
字
・
か
な
）
の
異
同
は
数
多
く
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ

ん
、
教
科
書
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
に
鑑
み
て
意
図
的
に
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
文
章
・
表
現
の
異
な
り
も
三
箇
所
あ

り
、
詳
述
は
避
け
る
が
、
こ
れ
も
教
育
・
授
業
の
た
め
の
教
材
と

し
て
の
配
慮
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
み
が

大
き
く
異
な
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

 

絵
に
つ
い
て
、
大
西
（
絵
本
）
、
矢
吹
（
教
科
書
十
二
年
度

版
）
、
ム
ラ
タ
（
同
十
四
年
度
版
）
を
比
較
す
る
と
、
絵
本
と
教

科
書
と
で
は
構
図
も
タ
ッ
チ
も
大
い
に
異
な
る
が
、
教
科
書
の
矢

吹
と
ム
ラ
タ
と
の
間
で
も
、
特
に
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
の
姿
は
か

な
り
異
な
っ
て
い
る
。
矢
吹
の
描
い
た
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
は
、

モ
デ
ル
と
な
っ
た
実
際
の
「
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
」
を
意
識
し
て
か
、

イ
グ
ア
ノ
ド
ン
科
の
恐
竜
の
特
徴
（
外
見
は
も
ち
ろ
ん
想
像
図
で

あ
る
が
）
を
備
え
て
お
り
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
描
か
れ
方
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
恐
竜
特
有
の
「
怖
さ
」
も
い
く
ぶ
ん
感

じ
ら
れ
る
し
、
作
品
中
の
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
の
発
話
形
式
や
発

話
内
容
と
は
イ
メ
ー
ジ
的
な
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
ム
ラ

タ
の
場
合
は
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
、
戯
画
化
さ
れ
た
姿
に
描
か
れ
て

お
り
、
矢
吹
の
場
合
に
比
べ
る
と
か
わ
い
ら
し
く
感
じ
ら
れ
、
先

の
イ
メ
ー
ジ
的
な
隔
た
り
は
解
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
あ
る

い
は
教
科
書
の
改
訂
に
際
し
て
挿
絵
の
描
き
手
が
変
わ
っ
た
背
景

に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
絵
本
の
場
合
の
大
西
の
描
く
〔
フ
ク

イ
リ
ュ
ウ
〕
は
、
ム
ラ
タ
の
描
き
方
と
同
様
で
あ
る
と
言
え
る
。 

 

私
の
読
後
感
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
〔
ぼ
く
〕
を
発
話
主
体

（
主
語
）
と
す
る
一
人
称
の
語
り
で
あ
る
こ
と
も
作
用
す
る
の
だ

ろ
う
が
、
場
面
の
状
況
や
人
物
の
様
子
・
行
動
を
説
明
的
に
叙
述

す
る
こ
と
が
少
な
く
、
〔
ぼ
く
〕
の
感
慨
を
叙
情
的
に
、
「
つ
ぶ

や
き
」
の
よ
う
に
述
べ
た
文
が
多
い
た
め
、
特
に
絵
本
版
の
場
合

に
は
、
頁
の
切
り
替
え
に
よ
っ
て
頻
繁
に
生
ま
れ
る
「
間
」
も
相

俟
っ
て
か
、
一
編
の
詩
を
読
ん
だ
よ
う
な
印
象
が
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
尾
崎
が
詩
作
者
で
も
あ
る
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

 

さ
て
、
前
節
の
末
尾
に
、
私
は
こ
の
作
品
を
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

童
話
」
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
も
の
と
判
断
し
て
い
る
と
述
べ
た
。

童
話
・
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
の
定
義
に

は
諸
説
が
あ
り
一
つ
に
定
め
難
い
が
、
私
は
端
的
に
「
現
実
の
枠

組
み
の
中
に
非
現
実
的
な
で
き
ご
と
が
起
こ
る
物
語
」
と
定
義
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
物
語
世
界
の
設
定
は
、
我
々
が
日
常
体
験
し

て
い
る
と
こ
ろ
の
現
実
世
界
と
ほ
ぼ
同
様
な
も
の
、
即
ち
、
人
間

以
外
の
動
物
な
ど
が
人
間
と
同
じ
言
葉
を
話
す
こ
と
は
な
い
し
、

人
間
が
通
常
の
能
力
を
超
え
て
時
空
間
を
移
動
し
た
り
す
る
こ
と

も
な
い
、
当
た
り
前
の
現
実
に
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
物
語
の
進

行
過
程
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
現
実
の
枠
組
み
を
超
越
し
た
、
言

わ
ば
不
思
議
な
で
き
ご
と
が
起
こ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
時
計
を

携
え
た
ウ
サ
ギ
が
慌
て
た
様
子
で
目
の
前
を
駈
け
て
い
っ
た
り
、

た
だ
の
小
高
い
丘
で
鉄
道
な
ど
敷
か
れ
て
い
な
い
は
ず
の
場
所
に

突
然
列
車
が
到
着
し
、
さ
ら
に
宇
宙
空
間
に
飛
び
立
っ
て
い
っ
た

り
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
る
い
く
つ
か

の
で
き
ご
と
を
経
て
、

終
的
に
は
当
た
り
前
の
現
実
に
戻
っ
て

終
わ
る
こ
と
が
多
い
が
、
物
語
の
終
末
段
階
に
お
い
て
現
実
へ
の
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回
帰
が
明
確
で
な
い
場
合
も
あ
る
。 

 

右
の
定
義
の
中
で
、
「
非
現
実
的
な
で
き
ご
と
」
「
現
実
の
枠

組
み
を
超
越
し
た
、
言
わ
ば
不
思
議
な
で
き
ご
と
」
と
述
べ
た
部

分
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
は
作
中
の
特
定
の
人
物
（
多
く
は
物
語

の
主
人
公
、
中
心
人
物
）
の
個
別
的
な
体
験
・
認
識
の
中
に
生
じ

た
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
他
者
に
は
共
有
さ
れ
な
い
。
つ
ま

り
、
体
験
者
に
と
っ
て
は
紛
れ
も
な
い
現
実
で
あ
り
な
が
ら
も
、

他
者
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は
「
幻
想
」
、
「
空
想
」
、
「
夢
の
中
の

で
き
ご
と
」
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
物
語

内
に
起
こ
る
非
現
実
的
な
・
不
思
議
な
で
き
ご
と
を
「
幻
想
体

験
」
と
私
は
呼
ん
で
い
る
。
総
括
す
る
と
、
当
た
り
前
の
現
実
生

活
を
送
っ
て
い
る
作
中
人
物
（
一
人
称
の
場
合
、
語
り
手
）
が
、

あ
る
幻
想
体
験
を
し
、
再
度
現
実
の
生
活
に
戻
る
、
と
い
う
の
が
、

私
の
定
義
す
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
童
話
の
基
本
的
な
構
成
・
構
造
で

あ
る
。 

 

「
あ
・
し
・
あ
・
と
」
は
、
終
末
段
階
に
お
け
る
現
実
へ
の
回

帰
が
い
く
ぶ
ん
不
明
確
で
あ
る
が
、
当
た
り
前
の
現
実
を
生
き
る

〔
ぼ
く
〕
が
、
実
体
と
し
て
存
在
す
る
は
ず
の
な
い
〔
き
ょ
う
り

ゅ
う
〕
と
出
会
い
、
な
お
か
つ
そ
の
〔
き
ょ
う
り
ゅ
う
〕
が
人
と

同
じ
言
葉
を
話
し
、
〔
ぼ
く
〕
と
交
流
を
も
つ
と
い
う
、
非
現
実

的
な
体
験
を
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
を
辿
る
。
右
の
定
義

に
照
ら
し
、
典
型
的
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
属
す
る
と
判
断
し
た
ゆ

え
ん
で
あ
る
。 

  

三 

学
校
・
授
業
に
お
け
る
教
材
化 

  

本
作
品
は
、
学
校
・
国
語
科
授
業
の
場
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

に
教
材
化
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
か
つ
て
小
学
校
教
師
で
あ

っ
た
が
、
本
作
品
を
教
材
と
す
る
国
語
科
授
業
の
実
践
経
験
は
な

い
。
ま
た
、
こ
こ
十
年
ほ
ど
の
間
、
折
に
触
れ
て
実
践
例
・
実
践

報
告
・
実
践
構
想
の
類
を
公
刊
さ
れ
た
書
籍
・
雑
誌
等
の
中
で
検

索
し
て
み
て
い
た
が
、
ご
く
断
片
的
な
報
告
に
と
ど
ま
る
も
の
ば

か
り
で
、
実
践
の
全
体
像
を
つ
か
め
る
も
の
は
見
つ
か
ら
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
掲
載
期
間
が
短
か
っ
た
こ
と
に
も
拠
る
だ
ろ
う
。 

 

そ
こ
で
、
教
科
書
そ
の
も
の
の
記
述
、
特
に
、
作
品
本
文
の
後

に
掲
載
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
学
習
の
て
び
き
」
頁
の
記
述
内
容
と
、

教
科
書
会
社
の
作
成
・
発
行
す
る
指
導
者
の
た
め
の
解
説
書
、
通

称
「
教
師
用
指
導
書
」
の
記
述
内
容
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
本
作

品
が
実
践
現
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
教
材
化
さ
れ
た
の
か
を
つ

か
む
手
が
か
り
と
し
た
い
。
「
手
が
か
り
」
と
言
っ
た
の
は
、

「
て
び
き
」
も
「
指
導
書
」
も
各
教
室
に
お
け
る
授
業
実
践
そ
の

も
の
を
規
定
・
束
縛
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
参
考

例
・
提
案
と
し
て
機
能
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
が
、

大
な
り
小
な
り
そ
れ
ら
に
依
拠
す
る
形
で
授
業
は
実
践
さ
れ
て
い

る
と
も
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
か
ら
代
表
的
な
授
業

実
践
像
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
以
下
、

「
て
び
き
」
及
び
「
指
導
書
」
の
記
述
内
容
を
と
り
あ
げ
、
考
察

を
加
え
て
み
た
い
。 

 

ま
ず
、
本
作
品
は
二
期
と
も
同
じ
「
本
の
し
ょ
う
か
い
文
を
書
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こ
う
」
と
い
う
単
元
に
お
け
る
教
材
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
と
き
、
単
元
目
標
と
し
て
、 

  
 

空
想
の
世
界
を
え
が
い
た
本
を
読
ん
で
、
心
に
残
っ
た
本
を

し
ょ
う
か
い
し
合
い
ま
し
ょ
う
。 

（
十
二
年
度
版
の
記
述
） 

 

と
あ
り
、
「
て
び
き
」
に
続
く
「
読
書
の
ま
ど
」
と
い
う
頁
で
は

「
ふ
し
ぎ
な
世
界
を
楽
し
む
」
と
い
う
見
出
し
で
い
く
つ
か
の
本

を
紹
介
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
全
て
い
わ
ゆ
る
「
フ
ァ
ン
タ
ジ

ー
」
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
て
、
そ
う
し
た
本

（
作
品
）
を
他
者
に
紹
介
（
推
薦
？
）
す
る
た
め
の
「
し
ょ
う
か

い
文
」
を
書
く
こ
と
を
促
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
あ
・
し
・
あ
・

と
」
は
右
で
言
う
「
空
想
の
世
界
を
え
が
い
た
」
も
の
と
し
て
、

言
わ
ば
そ
の
「
入
り
口
」
に
あ
た
る
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
前
に
述
べ
た
私
の
作

品
評
価
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。
そ
し

て
、
単
元
全
体
と
し
て
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る

「
読
書
指
導
」
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ

ろ
う
。
即
ち
、
物
語
・
文
章
読
解
力
の
育
成
を
中
心
の
目
標
に
置

く
も
の
で
は
な
く
（
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
内
包
さ
れ
て
は
い
る
が
）
、

「
読
書
」
へ
の
き
っ
か
け
を
与
え
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
、
本
単

元
に
お
け
る
中
心
目
標
と
な
る
。
こ
れ
は
単
元
の
実
施
時
期
が
七

月
、
即
ち
学
校
で
言
う
夏
休
み
の
直
前
に
実
施
す
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。 

 

で
は
、
本
作
品
そ
の
も
の
を
読
む
活
動
は
ど
の
よ
う
に
導
か
れ

て
い
く
の
か
。
「
て
び
き
」
に
は
次
の
通
り
の
記
述
が
あ
る
。 

  

○ 

次
の
場
面
で
の
、
「
ぼ
く
」
の
思
い
を
考
え
ま
し
ょ
う
。 

 
 

・
か
く
れ
ん
ぼ
の
ふ
り
を
し
て
、
そ
っ
と
立
ち
去
っ
た
。 

 
 

・
ぼ
く
は
、
少
し
つ
か
れ
て
い
た
。 

 
 

・
ぼ
く
ら
は
、
長
い
間
見
つ
め
合
っ
て
い
た
。 

 

○ 

後
の
一
文
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。
次
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
考
え
な
が
ら
、

話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。 

 
 

・
「
や
さ
し
い
山
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
さ
し
て
い
る

の
か
。 

  

こ
れ
は
十
二
年
度
版
の
記
述
で
あ
る
。
十
四
年
度
版
で
は
、
一

つ
目
の
「
○
」
の
項
目
は
な
い
。
代
わ
り
に
二
つ
目
の
「
○
」
の

項
目
の
後
に
「
こ
の
物
語
の
ふ
し
ぎ
さ
や
お
も
し
ろ
さ
に
つ
い
て
、

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
両
年
度
版
と
も
、

「
◎
」
の
記
号
の
下
に
「
空
想
の
世
界
を
え
が
い
た
物
語
を
読
み

ま
し
ょ
う
。
」
と
、
十
二
年
度
版
で
言
う
単
元
目
標
（
十
四
年
度

版
の
場
合
、
作
品
本
文
の
前
の
い
わ
ゆ
る
「
リ
ー
ド
文
」
の
中
に

同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
）
に
直
接
的
に
繋
が
る
促
し
が
な
さ
れ

て
い
る
。 

 
つ
ま
り
、
両
年
度
版
に
一
貫
し
て
問
い
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の

は
、
「

後
の
一
文
」
に
「
ど
の
よ
う
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い

る
」
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
本
作
品
の
読
み
の

学
習
に
お
け
る
中
心
課
題
に
据
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
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る
だ
ろ
う
。 

 

「

後
の
一
文
」
と
は
具
体
的
に
は
次
の
一
文
で
あ
る
。 

  
 

ふ
り
返
る
と
、
夕
や
け
を
せ
な
か
に
、
や
さ
し
い
山
が
、
一

つ
、
ふ
る
さ
と
に
、
た
た
ず
ん
で
い
た
。 

  

右
は
教
科
書
版
の
記
述
（
表
記
）
で
あ
る
。
読
点
に
よ
る
区
切

り
が
頻
繁
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
間
を
感

じ
さ
せ
る
一
文
で
あ
る
。
「
て
び
き
」
で
は
、
こ
の
一
文
に
こ
め

ら
れ
た
「
意
味
」
を
問
い
、
そ
の
思
考
の
手
が
か
り
と
し
て
「
や

さ
し
い
山
」
が
「
ど
う
い
う
こ
と
を
さ
し
て
い
る
の
か
」
を
問
う

て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

 

率
直
に
言
う
と
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
（
私
に
は
）
難

し
い
。
も
ち
ろ
ん
、
答
え
が
見
つ
か
ら
な
い
、
わ
か
ら
な
い
、
と

い
う
意
味
で
「
難
し
い
」
と
言
う
の
で
は
な
い
。
感
ず
る
と
こ

ろ
・
思
う
と
こ
ろ
は
多
々
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
話

す
・
書
く
と
い
う
の
は
困
難
だ
と
感
じ
る
。
「
や
さ
し
い
山
」
が

「
ど
う
い
う
こ
と
を
さ
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
も
少
々

困
惑
す
る
。
「
山
」
は
自
然
で
あ
り
、
環
境
で
あ
り
、
具
体
的
な
、

実
体
を
も
っ
た
「
物
」
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
「
や
さ
し
い
」
と
い

う
形
容
詞
を
も
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
や
さ
し

い
」
と
い
う
形
容
詞
は
、
基
本
的
に
は
人
の
性
格
や
、
そ
れ
に
基

づ
く
行
動
を
評
価
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ

を
援
用
し
た
形
で
、
食
べ
物
・
料
理
を
評
価
し
て
「
や
さ
し
い

味
」
な
ど
と
言
う
こ
と
も
あ
る
。
本
作
品
の
冒
頭
に
も
「
風
の
に

お
い
が
、
や
さ
し
い
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
用
例
に

お
い
て
も
、
「
や
さ
し
い
」
と
い
う
評
価
は
感
覚
的
な
も
の
で
あ

り
、
そ
う
し
た
評
価
軸
は
人
に
よ
っ
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
も
異

な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
評
価
・
感
覚
を
、
発
話
者
（
こ
の
場
合
、
語

り
手
〔
ぼ
く
〕
）
の
こ
の
時
点
（
場
面
）
で
の
状
況
等
に
鑑
み
て

想
定
す
る
こ
と
は
強
ち
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
「
～
と
い
う

こ
と
を
さ
し
て
い
る
」
の
よ
う
に
言
葉
に
し
て
表
す
の
は
難
し
い
。 

 

「
指
導
書
」
に
は
、
教
科
書
の
「
て
び
き
」
に
関
わ
っ
て
、
直

接
的
・
具
体
的
に
想
定
さ
れ
る
答
え
な
ど
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

両
年
度
版
と
も
に
複
数
の
授
業
展
開
案
が
示
さ
れ
て
い
て
、
あ
る

案
の
中
で
は
「
て
び
き
」
に
お
け
る
右
の
問
い
を
そ
の
ま
ま
発
問

と
し
て
含
め
る
展
開
が
例
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
お
い

て
も
、
想
定
さ
れ
る
学
習
者
の
発
言
内
容
な
ど
は
示
さ
れ
て
い
な

い
。
た
だ
、
そ
の
発
問
場
面
に
お
け
る
指
導
上
の
留
意
点
と
し
て
、

「
さ
し
絵
に
も
注
目
さ
せ
る
」
旨
の
記
述
が
あ
る
。
教
科
書
に
お

い
て
は
、

後
の
一
文
（
場
面
）
を
描
い
た
挿
絵
が
見
開
き
一
面

（
二
頁
分
）
に
わ
た
っ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
両
年
度
に
お
い

て
構
図
は
似
通
っ
て
い
て
、
手
前
に
ふ
り
返
る
〔
ぼ
く
〕
、
そ
の

向
こ
う
に
山
の
景
色
が
あ
り
、
重
な
る
山
々
の
中
に
そ
れ
ま
で
描

か
れ
て
き
た
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
の
面
影
を
残
し
た
山
が
一
つ
あ

る
。
十
二
年
度
版
の
場
合
は
、
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
の
体
の
模
様

や
背
中
の
「
鰭
」
状
の
部
分
な
ど
が
彩
色
も
そ
の
ま
ま
に
描
か
れ

て
お
り
、
明
ら
か
に
周
囲
の
山
と
は
異
な
る
印
象
を
与
え
る
。
十

四
年
度
版
の
場
合
は
、
緑
色
系
に
彩
色
さ
れ
た
山
々
の
中
に
黄
色

系
に
彩
色
さ
れ
た
山
が
一
つ
あ
り
、
そ
れ
が
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
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の
形
を
し
て
い
る
、
と
い
う
描
か
れ
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
挿
絵

に
よ
っ
て
導
か
れ
る
こ
の
部
分
の
読
み
は
、
〔
山
〕
＝
〔
フ
ク
イ

リ
ュ
ウ
〕
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
こ
の

場
面
の
解
釈
に
展
開
し
て
み
よ
う
。 

 

―
―
〔
山
〕
と
は
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
の
こ
と
で
あ
る
。
〔
フ

ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
は
、
実
体
と
し
て
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。

も
と
も
と
〔
山
〕
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
を
、

〔
ぼ
く
〕
が
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
に
見
立
て
て
い
た
の
だ
。

―
― 

 

あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

―
―
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
は
実
は
〔
山
〕
で
あ
っ
た
。
〔
山
〕

が
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
に
姿
を
変
え
て
、
〔
ぼ
く
〕
と
遊
ん

で
い
た
の
だ
。
〔
か
く
れ
ん
ぼ
〕
が
終
わ
っ
た
の
で
、
〔
フ

ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
は
も
と
の
山
に
戻
っ
た
の
だ
。
―
― 

 

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
読
み
も
可
能
で
あ
ろ
う
。 

 

―
―
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
は
、
長
い
間
〔
ぼ
く
〕
を
待
っ
て
い

た
の
で
待
ち
く
た
び
れ
て
し
ま
い
、
〔
山
〕
に
姿
を
変
え
て

休
む
こ
と
に
し
た
。
―
― 

 

仮
説
的
に
三
つ
の
読
み
を
示
し
て
み
た
。
つ
ま
り
、
挿
絵
に
も

注
目
し
て
こ
の
部
分
の
意
味
づ
け
を
図
ろ
う
と
す
る
と
、
確
か
に

あ
る
種
の
答
え
は
想
定
し
得
る
。
し
か
し
答
え
は
読
み
手
に
よ
っ

て
多
様
で
あ
り
、
一
人
の
読
み
手
に
お
い
て
も
複
数
の
答
え
が
浮

か
ぶ
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ
は
一
つ
に
収
斂
す
る
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
。 

 

そ
し
て
、
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
単
に
〔
山
〕
と
〔
フ
ク
イ
リ

ュ
ウ
〕
と
の
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
右
に
例
示
し
た

読
み
で
は
〔
や
さ
し
い
〕
の
意
味
づ
け
が
済
ん
で
い
な
い
。
そ
し

て
そ
も
そ
も
の
大
き
な
問
い
は
そ
の
言
葉
を
含
む
「

後
の
一

文
」
に
「
ど
の
よ
う
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
」
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
右
に
例
示
し
た
答
え
に
〔
や
さ
し
い
〕
と
い
う
形
容
詞

の
役
割
と
そ
れ
が
〔
山
〕
に
冠
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
付
与
し
、

そ
の
解
釈
を
さ
ら
に
こ
の
一
文
の
読
み
に
展
開
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
こ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
感
じ
る
。
こ
の
一
文
の

中
に
は
、
（
私
に
は
）
ま
だ
ま
だ
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
言

葉
・
表
現
が
い
く
つ
か
あ
る
か
ら
だ
。
具
体
的
に
は
、
〔
や
さ
し

い
〕
の
他
に
〔
ふ
り
返
る
〕
〔
夕
や
け
〕
〔
を
せ
な
か
に
〕
〔
ふ

る
さ
と
〕
〔
た
た
ず
ん
で
い
た
〕
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
問
い
を

「
難
し
い
」
「
困
惑
す
る
」
と
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。 

 

「
指
導
書
」
に
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
、
こ
の
発
問
に
対
す
る

答
え
（
の
例
）
な
ど
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
発
問
場
面
に
お

い
て
、
「
個
別
・
グ
ル
ー
プ
・
全
体
で
考
え
さ
せ
た
後
、
個
別
に

戻
し
、
考
え
を
ま
と
め
さ
せ
る
」
（
十
二
年
度
版
、
Ｂ
案
第
二
次

三
時
限
）
「
自
由
に
考
え
を
述
べ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を

十
分
に
認
め
た
い
」
（
十
四
年
度
版
、
Ａ
案
第
二
次
四
時
限
）
と
、

授
業
展
開
の
方
法
あ
る
い
は
指
導
上
の
留
意
点
は
示
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
一
つ
の
答
え
に
収
斂
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
「
指

導
書
」
の
側
で
も
認
識
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、

授
業
に
お
い
て
他
者
と
十
分
に
意
見
交
換
を
し
た
う
え
で
も
、
個

人
に
お
い
て
「
考
え
を
ま
と
め
る
」
こ
と
は
容
易
に
は
で
き
な
い

よ
う
に
思
う
し
、
自
由
な
考
え
を
出
さ
せ
て
そ
れ
ら
を
認
め
る
構



－61－ 

え
を
持
て
ば
よ
い
と
も
私
に
は
思
え
な
い
。
こ
の
発
問
を
投
げ
か

け
る
教
師
は
、
教
師
自
身
と
し
て
、
右
に
私
が
部
分
的
に
試
み
た

よ
う
な
思
考
を
丁
寧
に
行
っ
た
う
え
で
、
子
ど
も
（
た
ち
）
の
思

考
に
対
し
て
適
切
な
助
言
を
与
え
た
り
、
検
討
す
べ
き
言
葉
・
表

現
を
具
体
的
に
指
示
し
た
り
し
な
け
れ
ば
、
授
業
は
と
て
も
成
り

立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
問
い
を
投
げ
か
け
て
、
自
由
に
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
、
と
言
っ
て
も
、
多
く
の
学
習
者
は
路
頭
に
迷
い
、

あ
る
い
は
意
欲
を
失
っ
て
思
考
を
放
棄
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

以
上
、
本
節
で
は
「
あ
・
し
・
あ
・
と
」
の
教
材
化
に
お
い
て

読
み
の
中
心
課
題
が
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
か
を
確
認
し
、
そ

の
検
討
・
考
察
を
試
み
た
。
次
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

こ
と
を
踏
ま
え
、
ま
た
本
稿
に
先
行
し
て
書
か
れ
た
本
作
品
を
め

ぐ
る
他
者
の
意
見
（
論
文
）
を
参
照
し
つ
つ
、
改
め
て
私
な
り
の

作
品
解
釈
を
試
み
た
い
。 

 

四 

私
の
作
品
解
釈
（
先
行
論
文
を
ふ
ま
え
て
） 

  

本
稿
に
先
行
し
て
本
作
品
「
あ
・
し
・
あ
・
と
」
を
論
じ
た
も

の
に
、
大
塚
茂
樹
に
よ
る
「
『
あ
・
し
・
あ
・
と
』
の
彼
方
に
見

え
る
も
の
」
、
三
好
修
一
郎
に
よ
る
「
子
ど
も
た
ち
は
恐
竜
と
ど

の
よ
う
に
出
会
う
の
か
」
と
い
う
二
編
の
論
文
が
あ
る
。
こ
れ
ら

は
、
シ
リ
ー
ズ
『
文
学
の
力
×
教
材
の
力
』
⑵
に
掲
載
さ
れ
た

も
の
で
、
同
書
は
、
二
人
の
論
者
が
同
じ
教
材
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ

れ
の
作
品
論
・
教
材
論
を
述
べ
た
後
、
両
者
が
お
互
い
の
論
文
を

読
み
合
い
、
意
見
を
述
べ
る
（
「
所
感
交
感
」
と
い
う
コ
ー
ナ

ー
）
と
い
う
企
画
で
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
塚
か
ら
三
好
へ

は
「
読
書
行
為
と
国
語
教
育
の
接
点
を
考
え
る
」
、
三
好
か
ら
大

塚
へ
は
「
さ
な
が
ら
化
石
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
を
見
る
よ
う

な
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
先

の
論
文
に
重
ね
て
見
る
こ
と
に
な
る
。 

 

以
下
で
は
私
の
作
品
解
釈
を
、
随
時
、
大
塚
、
三
好
の
意
見
を

参
照
し
な
が
ら
述
べ
て
い
き
た
い
。 

  

既
に
述
べ
た
よ
う
に
私
は
本
作
品
を
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
童
話
に
属

す
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大
塚
・
三
好
の
両
者
と
も

同
じ
よ
う
で
あ
る
。
大
塚
は
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
の
術
語
を
用
い

て
い
な
い
が
、
「
現
実
に
は
存
在
し
な
い
恐
竜
が
登
場
し
人
間
の

言
葉
で
話
し
か
け
て
く
る
と
い
う
設
定
は
非
現
実
で
、
こ
の
テ
ク

ス
ト
は
ま
ず
は
幻
想
的
な
寓
話
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
し
、
三

好
は
は
っ
き
り
と
こ
の
作
品
を
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
で
あ
る
」

と
言
っ
て
い
る
。
両
者
の
も
つ
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
定
義
の
詳
細
は

明
ら
か
で
な
い
が
、
私
は
前
に
述
べ
た
通
り
に
定
義
し
て
い
て
、

本
作
品
に
お
け
る
〔
ぼ
く
〕
と
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
と
の
交
流
は
、

〔
ぼ
く
〕
の
内
部
に
個
別
的
に
生
じ
た
幻
想
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
そ
し
て
、
多
く
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
童
話
に
お
い
て
、
幻
想
世

界
・
体
験
は
し
ば
し
ば
、
そ
の
体
験
者
の
個
別
的
な
心
理
背
景

（
自
覚
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
）
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
〔
ぼ
く
〕

が
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
と
交
流
を
も
っ
た
こ
と
も
、
〔
ぼ
く
〕
の
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個
別
的
な
心
理
背
景
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 
物
語
は
い
く
ぶ
ん
唐
突
に
、
幻
想
体
験
の
直
前
か
ら
始
ま
り
、

間
も
な
く
幻
想
体
験
に
入
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
僅
か

の
直
前
描
写
の
中
に
、
〔
ぼ
く
〕
の
設
定
を
読
み
取
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
〔
ぼ
く
だ
け
の
ひ
み
つ
の
場
所
〕
〔
だ
れ

に
も
話
し
て
な
い
〕
と
い
う
部
分
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。
子
ど
も

は
し
ば
し
ば
「
秘
密
の
場
所
」
を
持
と
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
そ

れ
は
や
が
て
仲
間
と
共
有
さ
れ
、
仲
間
達
に
と
っ
て
の
「
秘
密
」

と
な
る
。
し
か
し
、
後
の
両
親
と
の
会
話
場
面
に
見
ら
れ
る
〔
ひ

っ
こ
み
じ
あ
ん
の
だ
い
す
け
〕
と
い
う
部
分
を
併
せ
考
え
て
み
る

と
、
お
そ
ら
く
〔
ぼ
く
〕
に
は
「
秘
密
」
を
共
有
で
き
る
仲
間
は

な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
さ
に
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
の
発
話

内
に
見
ら
れ
る
〔
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
〕
の
状
態
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
る
の
だ
。
〔
ぼ
く
〕
は
そ
の
「
孤
独
感
」
を
そ
れ
と
は

っ
き
り
自
覚
し
て
は
い
な
い
。
自
覚
し
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ

れ
は
〔
き
ょ
う
り
ゅ
う
〕
と
出
会
う
―
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
と
い

う
友
達
が
で
き
る
と
い
う
幻
想
体
験
を
引
き
起
こ
し
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

即
ち
、
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
の
言
う
〔
ず
っ
と
待
っ
て
た
ん
だ
、

友
達
。
〕
〔
だ
れ
か
友
達
が
ほ
し
く
て
さ
。
〕
〔
だ
れ
も
ぼ
く
に
、

気
が
つ
い
て
く
れ
な
い
〕
は
、
そ
れ
が
〔
ぼ
く
〕
の
幻
想
体
験
の

中
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
〔
ぼ
く
〕
自
身
の
声
と
と

ら
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
〔
ぼ
く
と
お
ん
な

じ
〕
と
い
う
〔
ぼ
く
〕
の
発
話
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。 

 

大
塚
は
、
〔
ぼ
く
と
お
ん
な
じ
〕
と
い
う
発
話
を
含
む
一
連
の

会
話
を
「
従
来
の
恐
竜
観
を
異
化
す
る
重
要
箇
所
、
即
ち
《
同
一

性
の
発
見
》
と
《
同
じ
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
》
と

い
う
、
《
共
生
》
を
担
う
二
つ
の
戦
略
が
織
り
込
ま
れ
た

重
要

な
会
話
」
（
「
所
感
交
感
」
）
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
大
塚
は

こ
の
作
品
（
テ
ク
ス
ト
）
が
「
《
共
生
》
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
強
く

発
生
す
る
」
も
の
と
捉
え
て
い
て
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
支
え

る
の
が
こ
の
会
話
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
発
話
を
重
要

な
も
の
と
す
る
立
場
は
私
と
同
じ
だ
が
、
私
に
は
、
異
生
物
間
の

共
生
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
あ
る
い
は
テ
ー
マ
を
発
生
さ
せ
る
も
の

と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 

一
方
の
三
好
は
、
「
恐
竜
が
待
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
同
時

に
、
だ
い
す
け
が
恐
竜
に
出
会
っ
た
と
い
う
事
実
に
こ
だ
わ
り
た

い
」
（
「
所
感
交
感
」
）
と
述
べ
、
幻
想
体
験
の
発
生
し
た
理
由

を
〔
ぼ
く
〕
の
側
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
恐
竜
の

一
億
三
千
万
年
の
孤
独
と
引
き
合
う
疎
外
感
が
だ
い
す
け
に
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
」
で
あ
り
、
「
だ
い
す
け
は
、
少
な
く
と
も
意
識

の
中
で
は
、
自
ら
を
教
室
の
〈
異
人
〉
と
感
じ
て
い
た
」
か
ら
で

あ
り
、
そ
れ
が
〔
ぼ
く
〕
に
お
い
て
幻
想
世
界
と
の
交
わ
り
を
許

さ
れ
る
「
資
格
」
で
あ
っ
た
の
だ
と
す
る
。
こ
の
考
え
方
は
私
の

読
み
と
通
底
す
る
も
の
は
あ
る
が
、
私
に
は
、
少
年
時
代
の
〔
ぼ

く
〕
に
「
疎
外
感
」
「
教
室
の
〈
異
人
〉
と
感
じ
て
い
た
」
と
い

う
ほ
ど
の
自
覚
は
読
み
取
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
三
好
は
そ
れ
が

幻
想
世
界
と
交
わ
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
「
資
格
」
だ
と
言
う
が
、
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そ
の
言
い
方
で
は
、
幻
想
体
験
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
は
〔
フ
ク
イ
リ

ュ
ウ
〕
の
側
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
私
と
立
場
を
異
に

す
る
。
繰
り
返
す
が
私
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
お
け
る
幻
想
体
験
は

体
験
者
自
身
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
イ
ニ
シ

ア
チ
ブ
は
体
験
者
の
側
に
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
る
立
場
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
あ
る
「
資
格
」
を
有
し
た
者
が
幻
想
世
界
と
交
わ
る
こ

と
を
許
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
体
験
者
側
の
要
求
・

欲
求
に
よ
っ
て
発
生
す
る
の
が
幻
想
体
験
な
の
だ
と
考
え
る
の
で

あ
る
。 

 

「
あ
・
し
・
あ
・
と
」
に
お
け
る
幻
想
体
験
は
、
ま
ず
は
〔
ぼ

く
〕
の
少
年
時
代
か
ら
成
人
前
後
の
年
代
に
至
る
ま
で
の
長
期
間

に
わ
た
る
も
の
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
他
の
フ
ァ
ン
タ
ジ

ー
作
品
を
見
渡
し
た
時
に
い
く
ぶ
ん
特
徴
的
で
あ
る
。
即
ち
、
幻

想
体
験
は
一
度
き
り
の
も
の
、
あ
る
い
は
刹
那
的
な
も
の
と
し
て

描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
例
え
ば
か
つ
て
東
京
書
籍
・
日
本
書
籍

の
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
那
須
正
幹
の
「
ま
ぼ
ろ
し
の

町
」
⑶
と
い
う
作
品
や
、
教
育
出
版
・
学
校
図
書
の
現
行
版
教
科

書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
安
房
直
子
の
「
き
つ
ね
の
窓
」
⑷
な
ど
で

も
、
体
験
者
（
同
様
に
、
語
り
手
〔
ぼ
く
〕
）
の
あ
る
一
日
（
一

回
）
限
り
の
体
験
が
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
む
し
ろ
そ
の
体

験
の
刹
那
性
・
限
定
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る

物
語
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。 

 

そ
し
て
「
あ
・
し
・
あ
・
と
」
で
は
、
一
度
終
わ
っ
た
か
に
見

え
た
幻
想
体
験
が
、
時
を
経
て
再
び
発
生
し
て
い
る
。
こ
れ
も
他

の
諸
作
品
と
は
異
な
る
特
徴
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
物
語
の
中
盤
に

至
り
、
〔
ぼ
く
〕
は
自
ら
が
〔
大
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
〕
と
い

う
自
覚
と
と
も
に
、
幻
想
世
界
か
ら
離
れ
て
い
こ
う
と
す
る
。
し

か
し
、
大
人
に
な
っ
た
〔
ぼ
く
〕
が
ふ
る
さ
と
に
戻
っ
た
と
き
、

〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
は
再
び
〔
ぼ
く
〕
の
前
に
姿
を
現
す
。
幻
想

体
験
は
、
ま
だ
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
塚
茂
樹
は
こ
の
展
開

に
つ
い
て
「
大
人
は
恐
竜
と
遊
ぶ
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う

価
値
観
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
が
、
こ
の
後
に
〔
フ
ク

イ
リ
ュ
ウ
）
と
再
会
で
き
た
こ
と
に
対
す
る
意
味
づ
け
が
私
に
は

不
十
分
だ
と
感
じ
ら
れ
た
。
「
不
可
能
」
な
は
ず
の
も
の
が
い
か

に
し
て
「
可
能
」
と
な
っ
た
の
か
は
（
私
の
理
解
力
不
足
か
も
し

れ
な
い
が
）
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
三
好
の
方
は
、
こ
の
展
開

に
つ
い
て
特
に
解
釈
を
提
示
し
て
い
な
い
。 

 

私
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
お
け
る
幻
想
体
験
の
性
質
を
こ
れ
ま

で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
捉
え
る
立
場
、
つ
ま
り
、
幻
想
体
験
が
体

験
者
自
身
の
心
理
背
景
に
基
づ
い
て
発
現
し
た
も
の
と
考
え
る
立

場
か
ら
、
や
は
り
〔
ぼ
く
〕
自
身
が
そ
の
深
層
心
理
に
お
い
て
幻

想
世
界
と
離
れ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
結
果
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
〔
ぼ
く
は
、
少
し
つ
か
れ
て
い
た
〕
と
い
う
語
り
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
大
人
に
な
っ

た
〔
ぼ
く
〕
が
〔
つ
か
れ
て
い
た
〕
理
由
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
が
、
ど
う
や
ら
そ
の
「
つ
か
れ
」
は
、
肉
体
的
な
も
の
で
は

な
く
、
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
（
前
節
に
見
た

教
科
書
の
「
て
び
き
」
で
は
、
こ
の
〔
つ
か
れ
て
い
た
〕
場
面
の

〔
ぼ
く
〕
の
思
い
を
考
え
る
こ
と
を
促
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
想

定
さ
れ
て
い
る
読
み
手
が
小
学
校
四
年
生
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
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と
、
こ
れ
も
少
々
難
し
い
問
い
（
指
示
）
な
の
で
は
な
い
か
と
思

う
）
。
精
神
的
な
「
つ
か
れ
」
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
人

は
精
神
的
な
「
癒
し
」
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
〔
フ

ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
と
の
再
会
は
、
〔
ぼ
く
〕
が
「
癒
し
」
を
求
め
た

こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し
た
幻
想
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
子
ど
も
時
代
の
〔
ぼ
く
〕
に
と
っ
て
も
大
人

に
な
っ
た
〔
ぼ
く
〕
に
と
っ
て
も
、
幻
想
体
験
は
一
貫
し
て
彼
の

求
め
る
「
癒
し
」
の
一
つ
の
形
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、
〔
ふ
る
さ
と
〕
に
た
た
ず
む
〔
や
さ
し
い
山
〕
に
癒
さ
れ

て
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
〔
ぼ
く
〕
が
、
大
人
に
な
っ
て
戻
っ
た

〔
ふ
る
さ
と
〕
に
よ
っ
て
再
び
そ
の
〔
つ
か
れ
て
い
た
〕
心
を
癒

さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
と
い
う
の
が
、
物
語
を
貫
く
大
き

な
筋
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

そ
し
て
、
こ
の
物
語
に
冠
さ
れ
た
タ
イ
ト
ル
は
「
あ
・
し
・

あ
・
と
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
〔
ぼ
く
〕
の
見
た
〔
フ
ク
イ
リ
ュ

ウ
〕
の
足
跡
を
さ
す
ば
か
り
で
な
く
、
〔
ぼ
く
〕
と
い
う
一
人
の

人
間
の
歩
み
そ
の
も
の
を
象
徴
し
、
〔
ふ
る
さ
と
〕
に
刻
ん
だ
自

ら
の
足
跡
で
も
あ
り
、
〔
ふ
る
さ
と
〕
が
自
ら
の
う
ち
に
刻
ん
で

い
た
足
跡
で
も
あ
っ
た
の
だ
と
私
は
読
ん
だ
。
平
仮
名
と
「
・
」

に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
こ
と
で
「
実
際
に
恐
竜
の
足
跡
が
点
々
と
続

い
て
い
る
よ
う
な
視
覚
的
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
」
と
い
う
大

塚
茂
樹
の
指
摘
に
は
も
ち
ろ
ん
同
意
で
き
る
。
ま
た
「
足
跡
」
と

い
う
言
葉
が
共
示
的
な
意
味
を
も
つ
と
い
う
指
摘
も
あ
り
、
右
に

私
の
述
べ
た
「
象
徴
」
と
、
言
い
方
は
異
な
る
が
同
種
の
考
え
方

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
三
好
修
一
郎
の
方
は
当
書
の
論

文
で
は
タ
イ
ト
ル
に
は
特
に
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
「
所
感
交

感
」
に
お
い
て
大
塚
の
解
釈
に
賛
同
の
意
を
示
し
て
い
る
。 

 

さ
て
、
大
塚
茂
樹
は
、
こ
の
作
品
の
「
語
り
手
」
と
そ
の
「
語

り
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。 

  

《
語
り
》
は
、
語
り
手
が
自
分
自
身
の
体
験
を
語
る
形
態
を
と

る
。
こ
の
語
り
手
は
い
つ
、
誰
に
向
か
っ
て
語
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
／
大
人
に
な
っ
た
語
り
手
が
少
年
時
を
回
顧
す
る

《
語
り
》
の
場
合
、
現
在
の
大
人
に
な
っ
た
自
分
の
価
値
を
正

当
化
す
る
た
め
に
過
去
を
再
評
価
し
よ
う
と
し
た
り
、
過
去
の

人
生
の
価
値
づ
け
の
変
更
を
目
論
ん
だ
り
と
い
っ
た
、
語
り
手

の
《
戦
略
》
が
非
常
に
重
要
な
問
題
と
な
る
。
／
本
テ
ク
ス
ト

で
は
こ
の
よ
う
な
戦
略
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
は
な
い
。
子
供
時
代

の
出
来
事
に
関
す
る
語
り
で
は
、
し
ば
し
ば
現
在
形
が
使
わ
れ

て
い
る
し
、
大
人
に
な
っ
た
語
り
手
の
価
値
判
断
と
思
わ
れ
る

言
説
も
特
に
見
出
せ
な
い
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
読
者
は
「
ぼ

く
」
の
語
り
と
一
緒
に
成
長
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
大
人
に
な
っ
た
「
ぼ
く
」
の
旅
立
ち
と
再
帰
が
後
半
で
描
か

れ
る
以
上
、
こ
う
し
た
戦
略
を
無
視
し
て
テ
ク
ス
ト
を
解
読
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
／
は
原
文
の
改
行
箇
所
） 

  
語
り
手
〔
ぼ
く
〕
が
、
「
誰
に
向
か
っ
て
」
は
と
も
か
く
も
、

「
い
つ
」
語
っ
て
い
る
の
か
、
つ
ま
り
語
り
手
の
「
現
在
」
が
ど

の
時
点
に
あ
る
の
か
は
私
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

大
塚
も
結
局
の
と
こ
ろ
「
誰
に
向
か
っ
て
」
か
と
い
う
問
い
に
は
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答
え
て
い
な
い
。
そ
し
て
「
い
つ
」
語
っ
た
か
と
い
う
問
い
に
対

し
て
は
、
右
引
用
の
内
部
で
、
基
本
的
に
は
物
語
の
時
間
進
行
と

同
時
に
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
後
半
部
分
の
内
容
か
ら
す

れ
ば
「
大
人
に
な
っ
た
語
り
手
が
少
年
時
を
回
顧
す
る
」
と
い
う

要
素
も
「
無
視
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
て
、
こ
れ
は
い
く
ぶ
ん

曖
昧
な
態
度
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
私
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
か
と
言
う
と
、
は
っ
き
り
と
、
「
大
人
に
な
っ
た
語
り
手
が
少

年
時
を
回
顧
す
る
」
語
り
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
大
塚
の
言
う

通
り
、
し
ば
し
ば
現
在
形
文
末
は
用
い
ら
れ
る
が
、
一
般
的
に
人

が
過
去
の
出
来
事
を
語
る
際
に
、
意
識
を
そ
の
時
点
に
ま
で
戻
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
語
り
に
お
い
て
臨
場
感
を
も
た
ら
す

目
的
で
、
現
在
形
文
末
を
用
い
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
。
逆
に
、
少

年
時
代
、
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
と
出
会
っ
た
時
点
で
の
〔
ぼ
く
〕

の
年
齢
を
、
私
は
小
学
校
低
学
年
位
に
想
定
す
る
が
（
大
塚
は

「
四
年
生
前
後
」
と
す
る
）
、
そ
の
年
齢
の
子
ど
も
と
し
て
は
、

語
り
に
用
い
ら
れ
る
語
彙
が
い
く
ぶ
ん
高
度
で
は
な
い
か
と
私
に

は
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
も
ま
だ
議
論
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う

が
、
私
は
、
積
極
的
に
、
語
り
手
〔
ぼ
く
〕
は
語
っ
て
い
る
現
在

既
に
大
人
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
読
む
こ
と
に
し
た
。
既
に
述
べ

た
こ
と
を
繰
り
返
す
が
、
私
に
と
っ
て
こ
の
物
語
は
、
少
年
時
代

か
ら
一
貫
し
て
自
ら
を
見
守
り
、
時
に
満
た
さ
れ
な
い
心
を
癒
し

て
く
れ
た
〔
ふ
る
さ
と
の
山
〕
の
〔
や
さ
し
さ
〕
を
、
幻
想
体
験

と
い
う
形
で
自
ら
に
刻
ま
れ
た
「
足
跡
」
と
し
て
、
ま
た
自
ら
の

歩
み
（
足
跡
）
そ
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
た
物
語
な
の
で
あ
る
。 

 

五 

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
童
話
が
拓
く
文
学
の
授
業 

  

前
節
に
取
り
上
げ
た
二
者
の
論
文
は
本
作
品
が
教
科
書
に
掲
載

さ
れ
て
い
た
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
三
好
修
一
郎
の
論
文

は
、
当
時
の
実
際
の
学
習
者
（
小
学
校
四
年
生
）
が
こ
の
作
品
を

ど
う
読
ん
だ
か
、
そ
の
読
み
の
実
態
を
、
教
科
書
初
読
後
に
書
か

れ
た
感
想
文
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
分
、

三
好
自
身
が
ど
う
解
釈
し
た
か
が
い
く
ぶ
ん
不
明
確
で
あ
っ
た

（
そ
れ
は
意
識
的
に
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
）
わ
け

だ
が
、
教
科
書
で
想
定
さ
れ
る
学
年
・
発
達
段
階
に
あ
る
読
者
が

実
際
に
こ
の
作
品
を
ど
う
読
ん
だ
か
の
具
体
的
な
デ
ー
タ
が
示
さ

れ
て
い
る
の
は
貴
重
で
あ
る
。 

 

三
好
の
紹
介
す
る
範
囲
に
お
い
て
、
と
い
う
条
件
は
付
く
が
、

小
学
校
四
年
生
の
子
ど
も
た
ち
の
多
く
は
、
そ
の
感
想
・
関
心
を

「
恐
竜
」
・
〔
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
〕
に
向
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

三
好
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、 

  

大
人
な
ら
ば
、
「
ぼ
く
」
に
自
己
を
重
ね
、
さ
ら
に
は
人
間
一

般
に
普
遍
化
さ
せ
て
、
「
人
間
に
と
っ
て
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
と
は

何
か
」
と
い
う
命
題
に
答
え
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
は
相
対
化
す
る
対
象

で
は
な
い
。
自
己
同
一
化
し
た
存
在
、
な
い
し
は
自
己
の
理
想

を
投
影
さ
せ
た

も
好
ま
し
い
友
だ
ち
以
外
の
何
者
で
も
な
い

だ
ろ
う
。
先
に
、
「
フ
ク
イ
リ
ュ
ウ
は
、
ふ
る
さ
と
（
の
山
）

の
象
徴
で
あ
る
。
」
と
い
っ
た
認
識
に
到
る
入
り
口
を
見
出
す
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の
は
早
計
だ
ろ
う
と
言
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
認
識
に
依
拠
し

て
い
る
。 

 
と
述
べ
る
。
こ
の
意
見
に
は
同
意
で
き
る
。
前
節
で
私
は
私
な
り

の
作
品
の
読
み
、
物
語
の
受
け
止
め
を
述
べ
た
が
、
そ
の
よ
う
に

読
む
こ
と
が
本
作
品
の
読
み
に
お
け
る
絶
対
的
な
正
解
だ
と
は
思

っ
て
い
な
い
し
、
四
年
生
の
子
ど
も
た
ち
の
読
み
は
「
浅
い
」
も

の
で
、
取
る
に
足
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
子
ど

も
た
ち
の
受
け
止
め
の
実
態
が
三
好
の
紹
介
す
る
通
り
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
彼
ら
の
「
身
の
丈
に
合
っ
た
」
読
み
で
あ

り
、
教
科
書
の
設
定
す
る
単
元
目
標
、
「
空
想
の
世
界
を
え
が
い

た
」
物
語
を
読
む
こ
と
、
楽
し
む
こ
と
を
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な

く
、
彼
ら
な
り
の
楽
し
み
方
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
。 

 

し
か
し
、
第
三
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
に
「
自
由

な
読
み
」
を
促
し
、
全
て
の
読
み
を
許
容
す
る
構
え
を
持
て
ば
、

本
作
品
を
読
む
こ
と
の
授
業
が
豊
か
に
成
立
す
る
と
は
考
え
な
い
。

こ
の
こ
と
は
文
学
作
品
を
読
む
こ
と
の
授
業
一
般
に
お
い
て
ひ
ろ

く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
作
品
の
教
材
化
・
授
業
に
お
い
て
、

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
特
性
と
も
言
え
る
「
あ
あ
も
考
え
ら
れ
る
・
こ

う
も
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
読
み
の
多
様
性
が
保
障
さ
れ

る
こ
と
に
安
ん
じ
て
、
あ
ら
ゆ
る
読
み
を
無
為
に
放
置
す
る
こ
と

は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

な
お
一
層
、
語
ら
れ
る
言
葉
と
丁
寧
に
向
き
合
っ
て
自
ら
の
読
み

を
つ
く
っ
て
い
く
過
程
を
、
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
実
現
さ

せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
子
ど
も
た
ち
の
読
み
と
向
き
合

う
こ
と
で
あ
り
、
教
師
自
身
も
作
品
と
向
き
合
っ
て
自
ら
の
読
み

を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
は
ず
だ
。 

 

そ
の
よ
う
な
構
え
を
も
つ
こ
と
で
、
文
学
作
品
を
教
材
と
す
る

読
む
こ
と
の
授
業
に
は
、
新
た
な
活
力
が
も
た
ら
さ
れ
る
に
違
い

な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。 

 

「
あ
・
し
・
あ
・
と
」
は
私
に
と
っ
て
読
み
応
え
が
あ
り
、
あ

る
種
の
感
動
も
喚
び
起
こ
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
授
業
に
お
け

る
読
む
こ
と
の
場
の
設
定
の
在
り
方
、
教
師
の
支
え
方
に
よ
っ
て

は
、
教
材
と
し
て
も
豊
か
に
機
能
し
得
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る

と
私
は
評
価
す
る
。
四
年
生
の
読
み
の
実
態
は
三
好
の
論
文
に
よ

っ
て
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
り
、
そ
れ
を
資
料
と
し
て
四
年
生
な

り
の
授
業
の
在
り
方
を
さ
ら
に
検
討
し
得
る
と
思
う
が
、
も
っ
と

違
う
学
年
、
具
体
的
に
は
小
学
校
高
学
年
、
中
学
生
あ
た
り
の
児

童
・
生
徒
と
と
も
に
も
読
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
四
年
生

で
は
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
概
念
、
「
大
人
に
な
る
」
と
い
う
こ

と
の
意
味
、
「
つ
か
れ
」
と
「
癒
し
」
な
ど
と
い
う
文
脈
へ
の
反

応
は
薄
い
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
も
っ
と
上
の
年
代
で
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。
私
は
こ
の
作
品
を
大
学
生
（
一
年
生
）
の
あ
る
授
業
で
の

教
材
に
用
い
て
い
て
、
そ
こ
で
の
学
生
た
ち
の
読
み
の
実
態
に
関

し
て
は
、
手
元
に
い
く
ら
か
の
デ
ー
タ
が
あ
る
。
そ
れ
を
一
つ
の

資
料
と
し
な
が
ら
、
当
作
品
の
教
材
化
を
ど
の
学
年
に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
構
想
し
得
る
か
、
い
ず
れ
機
会
を
改
め
て
検
討
し
て
み

た
い
。 
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【
注
】 

⑴ 
一
九
九
六
年
発
行
。
現
在
は
絶
版
と
な
っ
て
い
る
。 

⑵ 
二
〇
〇
一
年
、
教
育
出
版
。
小
学
校
編
六
巻
、
中
学
校
編
三
巻
、
理
論

編
か
ら
な
る
。 

⑶ 

六
年
生
。
東
京
書
籍
は
平
成
四
年
度
か
ら
十
一
年
度
ま
で
、
日
本
書
籍

は
平
成
四
年
度
か
ら
十
三
年
度
ま
で
掲
載
。 

⑷ 

六
年
生
。
教
育
出
版
は
昭
和
五
十
二
年
度
か
ら
、
学
校
図
書
は
平
成
二

十
三
年
度
か
ら
。
な
お
、
日
本
書
籍
も
平
成
四
年
度
か
ら
十
六
年
度
ま
で

五
年
生
に
掲
載
し
て
い
た
。 

               

                         




