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は
じ
め
に

か
つ
て
河
盛
好
蔵
は
自
身
の
体
験
を
回
想
し
な
が
ら
、
漱
石
の
読
者
は

「
国
語
教
科
書
に
よ
つ
て
作
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」

と
述
べ
た
。

(1)

橋
本
暢
夫
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
漱
石
作
品
が
は
じ
め
て
教
科
書
に
採
用

さ
れ
た
の
は
、
明
治
三
十
九
年
十
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
再
訂

女
子
国

語
読
本

巻
五
』（
吉
田
弥
平
ほ
か
編
、
金
港
堂
書
籍
）
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」

と
い
う

。
こ
れ
以
降
、
様
々
な
国
語
教
科
書
に
漱
石
作
品
が
採
用
さ
れ

(2)

て
い
く
た
め
、
明
治
三
十
五
年
生
ま
れ
の
河
盛
が
旧
制
小
・
中
学
校
で
学

ぶ
頃
に
は
、
す
で
に
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
漱

石
作
品
が
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
語
教
科
書
と
い
う
媒
体
に
よ
っ
て
漱
石
作
品
が
受
容

メ
デ
ィ
ア

さ
れ
て
い
く
一
つ
の
経
路
が
形
作
ら
れ
た
一
方
で
、
国
語
教
科
書
と
は
別

の
場
所
、
な
い
し
は
別
の
方
法
で
漱
石
作
品
が
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と

も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
言
う
「
別
の
場
所
」
と
は
国

語
教
科
書
以
外
の
媒
体
（
新
聞
・
雑
誌
・
単
行
本
な
ど
）
の
こ
と
で
あ
り
、「
別

メ
デ
ィ
ア

の
方
法
」
と
は
文
字
テ
ク
ス
ト
以
外
の
形
態
（
漫
画
・
舞
台
・
映
画
な
ど
）
の

《
特
集

文
学
テ
ク
ス
ト
の
時
代
性
・
多
様
性
》

可
能
態
と
し
て
の
漱
石
テ
ク
ス
ト

―
小
説
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
絵
画
的
受
容
か
ら

―

髙

槻

侑
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g
o

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
漱
石
作
品
に
お
け
る
受
容
の
様
相
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
漱
石
テ
ク
ス
ト
が
持
つ
〈
時
代
性
〉
や
〈
多

様
性
〉
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

如
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
小
説
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
絵

画
的
受
容

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
具
体
的
に
は
、
大
正
期
か
ら
昭
和
戦

(3)

前
期
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
絵
画
化
作
品
に
着
目
し
、

個
々
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ
の
意
味
づ
け
を
行
う
。

こ
れ
ま
で
、
漱
石
作
品
と
絵
画
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
繰
り
返
し
考
察

が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
漱
石
作
品
の
絵
画
的
受
容
に
つ
い
て
の
考

察
は
、
挿
絵
に
関
す
る
も
の

を
除
い
て
十
分
に
行
わ
れ
て
き
た
と
は
言

(4)

え
な
い
。
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
す
る
「
坊
つ
ち
や
ん
」
に
つ
い
て
も
、

絵
画
的
受
容
に
関
す
る
も
の
は
、
後
述
す
る
成
模
慶
氏
の
論
考
を
数
え
る

の
み
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
絵
画
的
受
容
を
時
系
列
に
沿
っ
て
整
理

し
て
お
く
。
大
正
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、

筆
者
が
直
接
確
認
で
き
た
限
り
を
掲
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

●
明
治
三
十
九
年
四
月
、「
坊
つ
ち
や
ん
」
初
出
（
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』）

●
明
治
四
十
年
一
月
、「
坊
つ
ち
や
ん
」
初
収
録
（
『
鶉
籠
』
春
陽
堂
）

①
在
田

稠

「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」（
『
文
章
倶
楽
部
』
第
一
年
第
三
号
、
大
正

あ
り

た

し
げ
し

五
年
七
月
）

●
大
正
五
年
十
二
月
九
日
、
漱
石
夏
目
金
之
助
死
去

②
岡
本
一
平
「
漱
石
氏
小
説
中
の
人
物

坊
つ
ち
や
ん
と
野
だ
＝
「
坊

、
、

つ
ち
や
ん
」
＝
」（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
五
年
十
二
月
二
十
一
日
）
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③
岡
本
一
平
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」
（
一
）
～
（
八
）（
『
中
央
文
学
』
第
一

年
第
九
号
～
第
二
年
第
七
号
、
大
正
六
年
十
二
月
～
大
正
七
年
七
月
）

④
近
藤
浩
一
路
『
漫
画
坊
つ
ち
や
ん
』（
新
潮
社
、
大
正
七
年
十
月
）

⑤
岡
本
一
平
「
『
坊
つ
ち
や
ん
』
遺
蹟
め
ぐ
り
」
（
上
）
・
（
下
）（
『
中
央

文
学
』
第
三
年
第
八
号
・
第
九
号
、
大
正
八
年
八
月
・
九
月
）

⑥
細
木
原
青
起
「
坊
つ
ち
や
ん
」（
『
名
作
挿
画
全
集

第
二
巻
』
平
凡
社
、
昭

ほ
そ

き

ば
ら
せ
い

き

和
十
年
八
月
）

初
出
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
と
初
収
録
単
行
本
『
鶉
籠
』
に
は
挿
絵
が
な

い
た
め
、
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
絵
画
的
受
容
の
初
発
は
、
大
正
五
年
七
月

刊
行
の
『
文
章
俱
楽
部
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
在
田
稠
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
大
正
五
年
十
二
月
九
日
に
漱
石
夏
目
金
之
助
が
死

去
し
て
以
降
は
、
岡
本
一
平
「
漱
石
氏
小
説
中
の
人
物

坊
つ
ち
や
ん
と

野
だ
」
、
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」
、
近
藤
浩
一
路
『
漫
画
坊
つ
ち
や
ん
』
な

、
、

ど
が
続
き
、
昭
和
に
入
っ
て
細
木
原
青
起
「
坊
つ
ち
や
ん
」
へ
と
至
る
。

こ
の
う
ち
、
岡
本
一
平
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」
と
近
藤
浩
一
路
『
漫
画

坊
つ
ち
や
ん
』
つ
い
て
は
、
す
で
に
成
模
慶
氏
に
よ
る
考
察
が
あ
る
。
氏

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
け
る
原
作
の
〈
語
り
〉
に
対
す
る
態
度
に
着

目
し
、
両
者
を
比
較
分
析
し
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
平
の
作
品
は
、
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
が
幾
層
も
の
「
記
憶
」
を
綴
っ

た
物
語
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
「
記
憶
」
を
再
現
す
る
た

め
に
、
語
り
と
語
彙
の
極
め
て
意
識
的
な
操
作
が
施
さ
れ
た
と
い

う
、
原
作
の
語
り
の
特
徴
を
見
事
に
読
み
と
っ
て
い
る
。
一
方
、
浩

一
路
の
『
漫
画
坊
ち
や
ん
』
は
、
原
作
を
も
書
き
換
え
て
し
ま
う
よ

う
な
絵
を
描
い
た
と
い
う
点
に
ま
ず
そ
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
反
面
、
そ
れ
に
よ
っ
て
漱
石
の
試
み
た
語
り
が
捨
象
さ

れ
、
視
点
が
統
一
さ
れ
三
人
称
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
近

代
小
説
」
と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
(5)

成
氏
の
論
は
、
岡
本
と
近
藤
の
作
品
に
お
け
る
〈
語
り
〉
の
差
異
を
明

ら
か
に
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
坊
つ
ち
や
ん
」
を
再
構

成
す
る
舞
台
や
映
画
、
ド
ラ
マ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
〈
語
り
〉
の

分
析
に
接
続
さ
せ
て
い
る
点
で
示
唆
に
富
ん
で
い
る

。
た
だ
し
氏
の
論

(6)

で
は
、
岡
本
と
近
藤
の
上
記
二
作
品
の
み
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
た

め
、「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
絵
画
的
受
容
の
一
部
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
成
氏
が
言
及
し
て
い
な
い
作
品
を
中
心
に
考
察
を

行
い
、
大
正
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
絵
画
的

受
容
史
の
粗
描
を
試
み
る
。

一
、
在
田
稠
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」

―
年
少
読
者
へ
の
配
慮

―

在
田
稠
の
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」（
以
下
、
本
章
で
は
「
絵
物
語
」
）
は
、
新

潮
社
が
発
行
す
る
雑
誌
『
文
章
倶
楽
部
』
の
「
名
作
絵
物
語
」
シ
リ
ー
ズ

第
一
回
目
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
。
見
開
き
の
一
回
完
結
で
全
十
一
場
面
か

ら
成
り
、
文
章
（
場
面
説
明
と
人
物
解
説
の
注
釈
及
び
小
説
の
引
用
を
組
み
合
わ
せ

る
形
で
ひ
と
つ
の
「
物
語
」
を
構
築
）
と
絵
（
三
、
四
セ
ン
チ
四
方
の
も
の
が
各
場
面
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一
枚
、
［
場
面

］
の
み
二
枚
の
計
十
二
枚
）
に
よ
っ
て
小
説
の
世
界
を
再
構
成

7

し
て
い
る

。
各
場
面
を
見
る
と
、
特
定
の
事
件
や
出
来
事
に
偏
る
こ
と

(7)

な
く
、
全
体
を
通
し
て
小
説
の
展
開
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る

。
以
下
、
具
体
的
な
場
面
を
例
に
と
っ
て
、
作
品
の
文
章
と
絵

(8)

の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

【
図

】
は
「
絵
物
語
」
の
冒
頭
、［
場
面

］
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

1

1

坊
っ
ち
ゃ
ん
の
「
無
鉄
砲
」
ぶ
り
を
物
語
る
子
供
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か

ら
、
庭
の
栗
を
盗
み
に
来
た
隣
家
の
勘
太
郎
を
捕
ま
え
る
場
面
が
描
か
れ

て
い
る
。
特
に
着
目
し
た
い
の
は
、
小
説
の
引
用
に
先
立
つ
文
章
冒
頭
か

ら
四
行
目
ま
で
の
部
分
で
場
面
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

以
下
に
該
当
箇
所
を
引
用
し
て
示
す
。
引
用
文
中
に
付
し
た
二
つ
の
傍
線

部
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。

坊
ち
や
ん
は
腕
白
小
僧
で
あ
つ
た
。
隣
の
勘
太
と
よ
く
喧
嘩
し
た
。

勘
太
が
庭
の
栗
を
盗
み
に
来
る
。
或
日
と
う
〳
〵
捕
へ
た
。
向
ふ
は

二
つ
許
り
年
上
で
あ
る
。

前
半
の
傍
線
部
に
つ
い
て
、
小
説
の
な
か
で
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、
「
親
譲

り
の
無
鉄
砲
で
小
供
の
時
か
ら
損
ば
か
り
し
て
居
る
」
と
語
っ
て
い
る
が
、

右
の
説
明
で
は
子
供
時
代
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
「
腕
白
小
僧
」
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
勘
太
郎
と
の
一
件
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
腕
白
」
と

い
う
表
現
は
小
説
中
に
は
見
ら
れ
な
い

。
そ
も
そ
も
小
説
で
は
、
坊
っ

(9)

ち
ゃ
ん
の
「
無
鉄
砲
」
ぶ
り
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
つ
と
し
て
勘
太

郎
と
の
一
件
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
場

【図1】在田稠「坊ちやん絵物語」［場面1］

栗を盗みに来た勘太郎を坊っちゃんが足を掛けて倒している。
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面
説
明
の
語
り
手
が
「
坊
ち
や
ん
は
親
譲
り
の
無
鉄
砲
で
あ
つ
た
」
と
し

な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
「
腕
白
」
と
い
う
表
現

を
選
択
し
た
語
り
手
の
意
図
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る

。
こ
の
点
に

(10)

つ
い
て
は
、
後
半
の
傍
線
部
と
合
わ
せ
て
言
及
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
在
田
の
「
絵
物
語
」
以
外
で
子
供
時
代
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
を

「
腕
白
」
と
表
現
し
て
い
る
も
の
に
、
近
藤
浩
一
路
『
漫
画
坊
つ
ち
や
ん
』

（
以
下
、
本
章
で
は
『
漫
画
』
）
が
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
で
は

な
く
外
部
の
語
り
手
（
浩
一
路
）
に
よ
っ
て
小
説
の
世
界
が
再
構
成
さ
れ

て
い
る
点
で
「
絵
物
語
」
に
通
じ
る
部
分
が
あ
る

。
以
下
に
『
漫
画
』

(11)

の
第
一
話
「
腕
白
時
代
（
其
一
）
」
を
抜
粋
し
て
引
用
す
る
。
こ
こ
で
も
、

引
用
文
中
に
付
し
た
傍
線
部
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。

「
坊
ち
や
ん
」
は
「
腕
白
時
代
」
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
腕
白
時
代
の

第
一
の
出
来
事
は
、
学
校
の
二
階
か
ら
飛
び
下
り
て
、
腰
を
抜
か
し

た
事
で
あ
る
。（
中
略
）
親
父
に
う
ん
と
叱
ら
れ
た
が
此
無
鉄
砲
は
親

譲
り
だ
と
、
坊
ち
や
ん
自
身
は
云
つ
て
ゐ
る
。

浩
一
路
は
、
続
く
第
二
話
「
腕
白
時
代
（
其
二
）
」
で
坊
っ
ち
ゃ
ん
と

勘
太
郎
が
取
っ
組
み
合
う
場
面
を
、
第
三
話
「
腕
白
時
代
（
其
三
）
」
で

坊
っ
ち
ゃ
ん
が
兄
の
頬
を
叩
く
場
面
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、「
絵

物
語
」
に
お
け
る
場
面
説
明
の
語
り
手
と
同
様
に
、
浩
一
路
が
子
供
時
代

の
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
「
腕
白
」
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
浩

一
路
の
作
品
は
、
そ
う
し
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
「
腕
白
」
さ
が
「
親
譲
り
の

無
鉄
砲
」
か
ら
来
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
点
で
「
絵
物
語
」
と
は

異
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
後
半
の
傍
線
部
に
つ
い
て
、
小
説
の
な
か
で
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
「
よ

く
喧
嘩
し
」
て
い
た
相
手
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
「
兄
」
で
あ
る
（
「
十
日
に
一

遍
位
の
割
で
喧
嘩
し
て
い
た
」
）
が
、
先
の
説
明
で
は
「
隣
の
勘
太
と
よ
く
喧

嘩
し
た
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
行
目
の
「
或
日
と
う
〳
〵

捕
へ
た
」
と
い
う
記
述
と
も
矛
盾
す
る
。
む
し
ろ
、
勘
太
郎
に
対
す
る
坊

っ
ち
ゃ
ん
の
振
る
舞
い
は
、坊
っ
ち
ゃ
ん
な
り
の
正
義
感
に
基
づ
い
た
「
無

鉄
砲
」
な
「
鉄
拳
制
裁
」
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
「
絵
物
語
」
の
場
面
説
明
で
は
、
外
部
の
語
り
手
に
よ

っ
て
小
説
が
語
り
直
さ
れ
た
結
果
、
子
供
時
代
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
「
腕
白

小
僧
」
と
さ
れ
、
坊
ち
ゃ
ん
の
正
義
感
に
基
づ
い
た
行
動
が
数
あ
る
「
喧

嘩
」
の
一
回
と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
、

在
田
の
「
絵
物
語
」（
あ
る
い
は
近
藤
の
『
漫
画
』
で
も
同
様
で
あ
る
が
）
に
触
れ

て
は
じ
め
て
小
説
へ
と
入
っ
て
い
く
読
者
は
、
自
ら
が
意
識
し
な
い
と
こ

ろ
で
、
あ
ら
か
じ
め
小
説
の
〈
読
み
〉
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
小
説
の
受
容
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な

問
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
絵
物
語
」
の
場
面
説
明
は
必
ず
し
も
負
の
側
面
ば
か
り
を

持
つ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
〈
バ
ッ
タ
事
件
〉
を
描
い
て

い
る
［
場
面

］
で
は
、
「
坊
ち
や
ん
が
宿
直
の
時
、
寄
宿
生
が
蒲
団
の

5

中
に
バ
ツ
タ
を
放
し
て
バ
ツ
タ
攻
め
に
し
た
」
と
諧
謔
的
に
表
現
し
、
坊

っ
ち
ゃ
ん
が
蚊
帳
の
中
で
「
五
、
六
十
」
匹
の
バ
ッ
タ
と
格
闘
す
る
様
子

を
効
果
的
に
説
明
し
て
い
る

。
(12)

あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
「
絵
物
語
」
の
［
場
面

］
と

6
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［
場
面

］
は
、
赤
シ
ャ
ツ
と
野
だ
に
唆
さ
れ
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
、
山
嵐

7

に
奢
っ
て
も
ら
っ
た
氷
水
代
の
一
銭
五
厘
を
返
す
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

こ
の
場
面
は
、
小
説
を
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
読
者
で
あ
れ
ば
問
題
な
く
理

解
で
き
る
が
、
そ
う
で
な
い
読
者
は
「
絵
物
語
」
の
本
文
レ
ヴ
ェ
ル
で
理

解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
［
場
面

］
の
文
章
部
分
で
は
、
小
説

7

の
引
用
に
続
け
て
「
山
嵐
と
は
数
学
教
師
の
綽
名
だ
。
坊
ち
や
ん
は
中
傷

さ
れ
て
山
嵐
を
悪
ん
だ
」
と
い
う
説
明
を
加
え
る
こ
と
で
、
場
面
間
に
お

け
る
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
飛
躍
を
埋
め
る
工
夫
を
し
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、「
清
は
坊
ち
や
ん
を
か
あ
い
が
る
婆
や
で
あ
る
」（
［
場
面

］
）

9

や
「
赤
シ
ャ
ツ
（
教
頭
の
綽
名
）
」
、「
野
だ
（
図
画
の
教
師
の
綽
名
）
」（
い

、
、
、
、

、
、

ず
れ
も
［
場
面

］）
と
い
っ
た
登
場
人
物
の
解
説
も
し
て
い
る
。

10

こ
の
よ
う
に
、
「
絵
物
語
」
の
文
章
部
分
で
は
小
説
の
引
用
だ
け
で
は

な
く
、
場
面
説
明
や
人
物
解
説
な
ど
の
〈
注
釈
〉
も
施
さ
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
〈
注
釈
〉
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
読
者
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
文
章
倶
楽
部
』
の
創
刊
号
（
大
正
五
年
五
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
創
刊
の

主
旨
」
に
は
、
「
本
誌
は
文
章
研
究
者
の
手
引
た
る
と
同
時
に
、
新
文
芸

入
門
者
の
好
伴
侶
た
ら
ん
こ
と
を
期
し
て
ゐ
る
」
と
あ
り
、
『
文
章
倶
楽

部
』
が
同
じ
新
潮
社
の
発
行
す
る
『
新
潮
』
よ
り
も
年
少
の
読
者
を
想
定

し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
先
に
保
留
し
た
、

「
絵
物
語
」
に
お
け
る
場
面
説
明
の
語
り
手
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
少
年
時
代

を
「
腕
白
」
と
表
現
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
年
少
読
者
へ
の
配
慮
を
意
図

し
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
ま
で
、
「
絵
物
語
」
の
文
章
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
対
す
る
絵

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
先
に
引
用
し
た
【
図

】
や
下
記
の

1

上
：
【
図

】
在
田
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」［
場
面

］（
※
絵
の
み
引
用
）

2

5

坊
っ
ち
ゃ
ん
が
蚊
帳
の
中
で
バ
ッ
タ
と
格
闘
し
て
い
る
。

下
：
【
図

】
在
田
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」［
場
面

］（
※
絵
の
み
引
用
）

3

11

坊
っ
ち
ゃ
ん
が
野
だ
に
玉
子
を
ぶ
つ
け
て
い
る
。

【図4】在田「坊ちやん絵物語」

［場面7］（※一部引用）

坊っちゃんの手には氷水代

の一銭五厘が握られている。
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【
図

】
、
【
図

】
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
太
い
線
を
用
い
た
素
朴
な
タ

2

3

ッ
チ
で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
画
家
・
在
田
稠
が
描
く
絵
の
特
徴
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

そ
う
し
た
技
巧
的
な
特
徴
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は

［
場
面

］
の
絵
で
あ
る
。
［
場
面

］
に
は
二
枚
の
絵
が
描
か
れ
て
い

7

7

る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
枚
が
「
絵
物
語
」
で
唯
一
、
人
物
の
顔
や
姿
を
描

か
ず
に
手
だ
け
を
描
い
て
い
る
（
前
頁
【
図

】
）
。
こ
れ
は
、
小
説
中
の
「
お

4

れ
は
、
控
所
へ
這
入
る
や
否
や
返
さ
う
と
思
つ
て
、
う
ち
を
出
る
時
か
ら
、

湯
銭
の
様
に
手
の
平
へ
入
れ
て
一
銭
五
厘
、
学
校
迄
握
つ
て
来
た
」（
六
）

と
い
う
描
写
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
手
に
握

ら
れ
た
「
一
銭
五
厘
」
に
焦
点
化
し
て
描
く
こ
と
で
、
山
嵐
に
対
す
る
坊

っ
ち
ゃ
ん
の
不
快
感
の
強
さ
（
「
絵
物
語
」
に
引
用
さ
れ
た
小
説
本
文
で
言
え
ば
、

「
そ
ん
な
裏
表
の
あ
る
奴
か
ら
、
氷
水
で
も
奢
つ
て
も
ら
つ
ち
や
、
お
れ
の
顔
に
関
は
る
」
、

「
一
銭
だ
ら
う
が
五
厘
だ
ら
う
が
、
詐
欺
師
の
恩
に
な
つ
て
は
、
死
ぬ
迄
心
持
ち
が
よ
く

な
い
」
）
が
目
に
見
え
る
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
、

年
少
読
者
を
惹
き
つ
け
る
た
め
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
小
説
「
坊
つ
ち
や
ん
」
を
最
初
に
絵
画
化
し
た
在
田

稠
の
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」
は
、
掲
載
誌
の
『
文
章
倶
楽
部
』
が
想
定
す

る
年
少
読
者
に
様
々
な
形
で
配
慮
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。

二
、
岡
本
一
平
「
漱
石
氏
小
説
中
の
人
物
」「
『
坊
つ
ち
や
ん
』
遺
蹟
め
ぐ

り
」

―
可
視
化
へ
の
欲
望

―

在
田
稠
の
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」
が
『
文
章
倶
楽
部
』
に
掲
載
さ
れ
て

か
ら
五
ヶ
月
後
の
大
正
五
年
十
二
月
、
岡
本
一
平
が
「
先
生
」
と
慕
い
、

親
し
く
交
流
し
て
い
た
漱
石
夏
目
金
之
助
が
こ
の
世
を
去
っ
た

。
(13)

漱
石
の
死
後
、
岡
本
は
直
ち
に
自
ら
が
所
属
す
る
『
東
京
朝
日
新
聞
』

で
「
坊
つ
ち
や
ん
」
を
含
め
た
「
漱
石
氏
小
説
中
の
人
物
」
シ
リ
ー
ズ
全

十
一
回
（
大
正
五
年
十
二
月
十
九
～
三
十
日
）
の
連
載
を
開
始
し
た

。
さ
ら
に
、

(14)

春
陽
堂
が
発
行
す
る
雑
誌
『
中
央
文
学
』
に
お
い
て
も
、
「
坊
ち
や
ん
絵

物
語
」
全
八
回
四
十
話
、
「
草
枕
絵
物
語
」
全
八
回
三
十
八
話
（
第
二
年
第

十
号
～
第
三
年
第
六
号
、
大
正
七
年
十
月
～
大
正
八
年
六
月
）
、
「
『
坊
つ
ち
や
ん
』

遺
蹟
め
ぐ
り
」
全
二
回
を
立
て
続
け
に
発
表
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
一
連
の

創
作
は
、
岡
本
の
亡
き
漱
石
に
対
す
る
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
い
え
よ
う
。

一
方
で
、「
絵
と
文
と
を
う
ま
く
調
和
さ
せ
る
」
独
自
の
〈
漫
画
漫
文
〉

(15)

ス
タ
イ
ル
で
人
気
を
博
し
て
い
た
岡
本
に
よ
る
漱
石
作
品
の
絵
画
化
が
、

同
時
代
の
読
者
に
と
っ
て
注
目
に
値
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
、
先
に
挙
げ
た
成
氏
論
文

で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
岡
本
作
品
、
す
な
わ
ち
「
漱
石
氏
小
説
中
の
人
物
」

と
「
『
坊
つ
ち
や
ん
』
遺
蹟
め
ぐ
り
」
に
つ
い
て
、
人
気
漫
画
家
・
岡
本

一
平
に
よ
る
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
絵
画
化
と
そ
れ
を
受
容
す
る
、
な
い
し

は
受
容
し
よ
う
と
す
る
読
者
の
関
係
性
に
着
目
し
て
考
察
す
る
。

岡
本
は
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
連
載
し
た
「
漱
石
氏
小
説
中
の
人
物
」

（
以
下
、
本
章
で
は
「
小
説
中
の
人
物
」
）
シ
リ
ー
ズ
第
三
回
目
で
、
自
身
は
じ

め
て
と
な
る
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
絵
画
化
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
シ
リ
ー

ズ
は
毎
回
一
作
品
一
場
面
を
絵
画
化
す
る
も
の
で
、
小
説
の
引
用
と
そ
れ

に
対
応
す
る
絵
か
ら
成
る
構
成
は
、
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
岡
本
の
「
坊
ち

や
ん
絵
物
語
」
と
も
共
通
し
て
い
る
。
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岡
本
が
選
ん
だ
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
一
場
面
は
、
山
嵐
と
坊
っ
ち
ゃ
ん

が
「
計
略
」
を
し
て
赤
シ
ャ
ツ
と
野
だ
に
「
天
誅
を
加
え
る
」
と
い
う
小

説
の
山
場
で
あ
る
。
絵
の
中
心
に
尻
も
ち
を
つ
い
た
野
だ
と
玉
子
を
ぶ
つ

け
よ
う
と
す
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
、
そ
の
奥
に
「
談
判
最
中
」
の
赤
シ
ャ
ツ

と
山
嵐
を
描
い
て
い
る
（
【
図

】
）
。
左
下
（
手
前
）
か
ら
右
上
（
奥
）
に
か

5

け
て
同
一
線
上
に
人
物
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
遠
近
図
法
に
即
し
た
均
整

の
取
れ
た
構
図
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
絵
の
両
脇
に
は
小
説
の
引
用
が
付
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
に
ど

の
場
面
を
絵
画
化
し
て
い
る
の
か
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し

【図5】岡本一平「漱石氏小説中の人物

坊つちやんと野だ＝「坊つちやん」＝」
、、

（『東京朝日新聞』大正5年12月21日）

坊っちゃんが野だに玉子をぶつけている。

厳
密
に
言
え
ば
、
実
際
に
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
の
は
引
用
後
の
部
分
で
あ

る
。
以
下
に
該
当
箇
所
の
小
説
本
文
を
引
用
し
て
示
す
。

然
し
野
だ
が
尻
持
を
突
い
た
所
を
見
て
始
め
て
、
お
れ
の
成
功
し
た

事
に
気
が
つ
い
た
か
ら
、
此
畜
生
、
此
畜
生
と
云
ひ
な
が
ら
残
る
六

つ
を
無
茶
苦
茶
に
擲
き
付
け
た
ら
、野
だ
は
顔
中
黄
色
に
な
つ
た
。
／

お
れ
が
玉
子
を
た
ゝ
き
つ
け
て
居
る
う
ち
、
山
嵐
と
赤
シ
ャ
ツ
は
ま

だ
談
判
最
中
で
あ
る
。（
十
一
）

【
図

】
の
絵
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
右
の
箇
所
を
絵
画
化
し
て
い

5

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
岡
本
は
、
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」
で
同
一
場

面
を
絵
画
化
し
た
際
に
は
右
の
箇
所
を
含
め
て
引
用
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
「
小
説
中
の
人
物
」
で
は
新
聞
と
い
う
掲
載
媒
体
の
公
共
性
に
配
慮

メ
デ
ィ
ア

し
、
「
畜
生
」
と
い
う
野
卑
な
表
現
や
何
度
も
玉
子
を
ぶ
つ
け
る
粗
暴
な

行
動
を
煽
り
か
ね
な
い
描
写
の
引
用
を
避
け
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
【
図

】
に
見
ら
れ
る
引
用

5

範
囲
で
絵
に
対
す
る
読
者
の
理
解
が
著
し
く
歪
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と

い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
指
摘
し
た
う
え
で
改
め
て
着
目
し
た
い
の
は
、

「
漱
石
氏
小
説
中
の
人
物
」（
傍
点
は
引
用
者
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。

、
、

岡
本
が
自
作
の
タ
イ
ト
ル
を
「
漱
石
氏
小
説
中
の
一
場
面
」
な
い
し
「
名

場
面
」
で
は
な
く
、
「
人
物
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ

は
作
者
・
岡
本
の
関
心
が
漱
石
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
や
テ
ー
マ
で
は
な

く
、
登
場
人
物
を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

、
、
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そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
派
生
す
る
問
題
と
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
人
気
漫
画

家
・
岡
本
一
平
の
作
品
を
受
容
す
る
、
な
い
し
は
受
容
し
よ
う
と
す
る
読

者
意
識
の
内
実
で
あ
る
。

大
正
元
年
八
月
に
東
京
朝
日
新
聞
社
に
入
社
し
、
事
件
や
世
相
風
俗
を

コ
マ
画
に
描
く
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
岡
本
は
、
漫
画
（
戯
画
風
の
コ
マ
画
）

に
気
の
利
い
た
文
章
を
添
え
る
独
自
の
〈
漫
画
漫
文
〉
ス
タ
イ
ル
を
生
み

出
し
て
多
く
の
読
者
を
獲
得
す
る
。
清
水
勲
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
「
大

正
四
年
三
月
九
日
か
ら
連
載
の
「
富
田
屋
八
千
代
を
観
る
の
記
」
に
至
り

一
平
の
漫
画
漫
文
の
人
気
は
不
動
の
も
の
に
な
っ
た
」

と
い
う
。

(16)

当
時
、
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
る
小
説
の
挿
絵
を
担
当
し
て

い
た
の
は
名
取
春
仙
（
漱
石
作
品
で
は
、「
三
四
郎
」「
行
人
」「
明
暗
」
を
担
当
。「
坑

夫
」
は
大
阪
朝
日
新
聞
社
所
属
の
野
田
九
浦
が
担
当
。
上
記
以
外
の
作
品
は
挿
絵
な
し
）

で
あ
っ
た
た
め
、
岡
本
が
『
東
京
朝
日
新
聞
』
で
漱
石
作
品
を
絵
画
化
す

る
こ
と
自
体
、
同
時
代
の
読
者
に
と
っ
て
は
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
し
、
ま
し
て
や
、
似
顔
絵
や
肖
像
画
を
得
意
と
す
る
岡
本
が
漱
石
作
品

の
登
場
人
物
を
絵
画
化
す
る
と
な
れ
ば
、
読
者
の
関
心
は
さ
ら
に
高
ま
っ

、
、

た
と
思
わ
れ
る

。
(17)

こ
の
よ
う
に
、
人
気
漫
画
家
・
岡
本
一
平
が
描
き
手
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、そ
れ
を
受
容
す
る
読
者
に
は
漱
石
作
品
の
登
場
人
物
に
対
す
る
〈
可

視
化
へ
の
欲
望
〉
が
増
幅
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
読
者

の
岡
本
に
対
す
る
高
い
期
待
や
評
価
が
、
「
漱
石
氏
小
説
中
の
人
物
」
と

い
う
岡
本
作
品
の
誕
生
を
潜
在
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
用
意
し
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

西
村
清
和
氏
は
小
説
の
映
画
化
に
つ
い
て
論
じ
る
な
か
で
、
ロ
ラ
ン
・

バ
ル
ト
（R

oland
B
arthes

）
の
「
物
語
の
構
造
分
析
序
説
（Introduction

à
l'analyse

strucuturale
des

récites

）
」
の
一
節
を
引
き
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
あ
る
小
説
を
読
ん
だ
と
き
、
わ
れ
わ
れ
を
燃
え
立
た
せ
る
か
も
し

れ
ぬ
情
熱
（passion

）
は
、
《
視
像(vision )

》
に
属
す
る
情
熱
で
は

な
い
（
事
実
、
わ
れ
わ
れ
は
な
に
も
《
見
る
》
わ
け
で
は
な
い
）
。

そ
れ
は
意
味
の
情
熱
で
あ
る
」
と
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
い
う
。
だ

が
、
だ
か
ら
こ
そ
小
説
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
う
ひ
と
つ
の
根

元
的
な
情
熱
、
け
っ
し
て
こ
と
ば
に
お
け
る
「
意
味
の
情
熱
」
に
還

元
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
視
像
の
、
形
態
の
「
欲
望
（désir

）
」
を
か

き
た
て
る
。
小
説
を
読
ん
で
、
そ
の
小
説
に
感
動
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

ひ
と
は
ど
う
か
し
て
そ
の
物
語
を
見
た
い
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
は
小

説
が
画
像
を
決
し
て
あ
た
え
て
く
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
視
像
の
欲
望

に
つ
き
動
か
さ
れ
て
、
映
画
化
を
見
た
い
と
切
実
に
思
う
。
(18)

映
画
が
十
分
に
大
衆
化
さ
れ
て
い
な
い
大
正
初
期
に
あ
っ
て
は
、
絵
画

が
読
者
の
「
視
像
の
欲
望
」
を
実
現
す
る
最
も
身
近
な
表
現
形
態
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
小
説
中
の
人
物
」
シ
リ
ー
ズ

以
降
、
岡
本
が
『
中
央
文
学
』
で
立
て
続
け
に
発
表
し
た
「
坊
ち
や
ん
絵

物
語
」
や
「
草
枕
絵
物
語
」
を
下
支
え
し
て
い
た
の
は
、
漱
石
作
品
に
対

し
て
読
者
が
抱
く
〈
視
像
＝
可
視
化
へ
の
欲
望
〉
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
ま
指
摘
し
た
の
は
、
小
説
世
界
の
内
部
に
向
け
ら
れ
た
〈
可
視
化
へ

の
欲
望
〉
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
小
説
世
界
の
外
部
に
向
け
ら
れ
た
そ
れ
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が
あ
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
〈
モ
デ
ル
探
し
〉
や
〈
聖
地
め
ぐ
り
〉
で
あ
る
。

と
り
わ
け
後
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
に
公
開
さ
れ
た
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
『
君
の
名
は
。
』（
新
海
誠
脚
本
・
監
督
、
映
画
「
君
の
名
は
。
」

制
作
委
員
会
）
の
舞
台
と
な
っ
た
場
所
が
次
々
と
発
掘
さ
れ
、
多
く
の
人
々

が
訪
れ
る
様
子
が
話
題
に
な
っ
た
こ
と
で
記
憶
に
新
し
い
。
ま
た
、
前
者

に
つ
い
て
も
、
漱
石
作
品
の
モ
デ
ル
は
常
に
読
者
が
抱
く
関
心
の
上
位
に

位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
「
三
四
郎
」
に
登
場
す
る
「
偉
大
な
る
暗
闇
」
こ

と
広
田
先
生
の
モ
デ
ル
を
、
漱
石
の
第
一
高
等
学
校
時
代
の
同
僚
教
師
・

岩
元
禎
と
す
る
言
説
が
生
み
出
さ
れ
た
の
も
そ
の
一
例
で
あ
る

。
(19)

こ
う
し
た
〈
モ
デ
ル
探
し
〉
や
〈
聖
地
め
ぐ
り
〉
の
背
景
に
は
、
小
説

や
映
画
の
虚
構
世
界
を
外
部
の
現
実
世
界
、
す
な
わ
ち
〈
読
者
の
生
き
る

こ
ち
ら
側
〉
に
再
現
し
て
追
体
験
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
も
そ
の
世
界
に

没
入
し
て
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
、
〈
内
面
化
さ
れ
た
可
視
化
へ

の
欲
望
〉
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
岡
本
の
「
『
坊
つ
ち
や

ん
』
遺
蹟
め
ぐ
り
」（
以
下
、
本
章
で
は
「
遺
蹟
め
ぐ
り
」
）
で
も
同
様
で
あ
る
。

以
下
に
そ
の
冒
頭
部
分
を
引
用
し
て
み
る
。

予
は
今
備
後
の
鞆
の
津
よ
り
松
山
へ
渡
る
汽
船
の
甲
板
の
上
で
意
気

込
ん
で
居
る
。（
中
略
）
夏
目
先
生
の
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
遺
蹟
を
探

ら
う
と
し
て
の
意
気
込
み
だ
。
／
「
坊
つ
ち
や
ん
」
は
た
し
て
実
在

の
人
だ
つ
た
か
？

こ
の
小
説
は
ど
こ
ま
で
構
想
に
事
実
の
拠
り
処

が
あ
る
の
か
？

誰
し
も
読
者
と
し
て
小
説
に
魅
了
せ
ら
れ
た
程
の

人
は
そ
の
小
説
並
に
著
者
を
愛
す
る
心
持
ち
の
延
長
と
し
て
遂
に
こ

の
探
究
ま
で
突
進
む
事
は
自
然
の
道
理
で
あ
る
。
／
い
は
ん
や
予
は

「
坊
ち
や
ん
」
絵
物
語
に
身
を
入
れ
て
描
い
た
後
で
あ
る
。
予
の
心

の
中
に
馴
染
み
つ
い
た
「
坊
つ
ち
や
ん
」
は
ど
う
し
て
も
「
坊
つ
ち

や
ん
」
の
故
郷
を
見
せ
や
う
と
予
を
唆
り
立
て
ゝ
仕
様
が
無
い
。
実

在
の
人
の
如
く
に
唆
り
立
て
ゝ
仕
様
が
無
い
。
そ
れ
で
も
予
は
「
絵

物
語
」
の
前
後
の
筆
を
置
く
や
す
ぐ
東
京
を
出
発
し
た
。（
中
略
）
／

夏
目
先
生
に
し
て
生
前
聞
か
れ
た
ら
苦
笑
せ
ら
る
ゝ
で
あ
ら
う
。

（
上
・
一
）
(20)

こ
こ
に
は
、
い
ま
筆
者
が
問
題
に
し
て
い
る
、
小
説
世
界
の
外
部
に
向

け
ら
れ
た
〈
内
面
化
さ
れ
た
可
視
化
へ
の
欲
望
〉
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

岡
本
は
「
遺
蹟
め
ぐ
り
」
の
作
者
で
あ
る
以
前
に
、
小
説
「
坊
つ
ち
や
ん
」

の
一
読
者
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
「
遺
蹟
め
ぐ
り
」
は
ま
さ
に

大
正
期
版
の
〈
モ
デ
ル
探
し
〉
で
あ
り
、
〈
聖
地
め
ぐ
り
〉
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
以
下
、
具
体
的
な
場
面
を
例
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
見
て
い
く
。

ま
ず
は
〈
モ
デ
ル
探
し
〉
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
登

場
人
物
で
岡
本
が
注
目
し
た
の
は
「
山
嵐
」
で
あ
る
。
「
遺
蹟
め
ぐ
り
」

で
は
、
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
松
山
中
学
校
の
数
学
教
師
・
渡
部
政
和
を
取
材

し
た
際
の
様
子
を
、
挿
絵
（
次
頁
【
図

】
）
を
添
え
て
次
の
よ
う
に
記
し

6

て
い
る
。

（
引
用
者
注
：
渡
部
先
生
が
）
語
る
。
『
左
様
。
あ
の
中
の
山
嵐
と
い
ふ

の
は
私
の
事
だ
相
で
す
。
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
。
私
は
途
中
で
一
寸
転
任
し
た
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き
り
あ
と
は
ず
ー
つ
と
永
く
松
山
中
学
に
勤
め
て
居
り
ま
す
、左
様
、

数
学
の
教
師
で
す
。
今
の
赤
十
字
の
病
院
の
あ
る
所
が
元
の
中
学
校

で
あ
つ
た
処
で
坊
つ
ち
や
ん
に
書
い
て
あ
る
通
り
ず
ー
つ
と
石
畳
な

ぞ
が
あ
り
ま
し
た
が
五
六
年
前
に
今
の
持
田
村
に
新
築
し
て
移
つ
た

の
で
す
。
左
様
ど
う
も
あ
の
『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
中
に
書
い
て
あ
る

事
で
思
ひ
当
る
事
は
、
祝
勝
会
で
練
兵
場
で
喧
嘩
を
し
た
と
い
ふ
あ

の
事
な
ど
は
、
祝
勝
会
ぢ
や
な
い
が
兵
隊
を
停
車
場
へ
送
る
か
迎
へ

る
か
し
た
時
に
中
学
と
師
範
と
揉
め
た
実
際
の
事
が
あ
り
ま
し
た
。

夏
目
さ
ん
の
来
ら
る
ゝ
前
の
事
で
し
た
ら
う
、
そ
れ
を
聞
か
れ
て
ま

あ
あ
ゝ
書
か
れ
た
の
で
し
よ
う
そ
の
他
事
実
と
い
つ
て
別
に
思
ひ
当

り
ま
せ
ん
事
実
よ
り
も
人
の
話
に
よ
る
と
私
の
性
格
が
如
何
に
も
あ

の
山
嵐
の
モ
デ
ル
だ
相
で
す
。
自
分
で
読
ん
で
成
程
そ
う
か
知
ら
ん

と
思
ふ
節
も
あ
り
ま
す
が
、
仕
舞
ひ
が
い
か
ん
。
ま
あ
僕
が
実
際
山

嵐
の
境
地
に
立
つ
た
ら
あ
の
中
に
書
い
て
あ
る
最
後
の
や
う
な
事
は

や
ら
ん
積
り
ぢ
や
け
れ
な
あ
、
ア
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
』（
上
・
四
）

【図6】岡本一平「『坊つちやん』

遺蹟めぐり（上）」

「（四）山嵐のモデルに逢ふ」

「
山
嵐
」
を
は
じ
め
と
す
る
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
登
場
人
物
を
め
ぐ
っ

て
は
、
小
説
発
表
直
後
か
ら
そ
の
モ
デ
ル
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
た
が
、

限
ら
れ
た
範
囲
内
の
い
わ
ゆ
る
〈
楽
屋
ネ
タ
〉
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
あ
っ
た

。
(21)

そ
れ
が
、
岡
本
の
「
遺
蹟
め
ぐ
り
」
に
よ
っ
て
「
山
嵐
」
の
モ
デ
ル
と
さ

れ
る
人
物
の
素
性
が
広
く
読
者
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
初
出
の
「
遺
蹟
め
ぐ
り
（
上
）
」（
『
中
央
文
学
』
第
三
年
第
八
号
、
大
正
八

年
八
月
）
に
は
、
編
集
者
に
よ
る
次
の
よ
う
な
文
章
が
付
さ
れ
て
い
る
。

岡
本
一
平
氏
よ
り

―
え
ゝ
昨
日
帰
つ
て
参
り
ま
し
た
。
今
度
の
旅

行
は
却
々
都
合
好
く
行
き
ま
し
て
意
想
外
の
収
穫
を
得
ま
し
た
。
山

嵐
の
モ
デ
ル
だ
と
い
ふ
人
に
も
遭
ひ
ま
す
し
、
先
生
の
旧
蘆
を
も
訪

ひ
ま
す
し
、
お
蔭
で
材
料
は
可
な
り
豊
富
だ
つ
た
の
で
却
々
面
白
い

も
の
が
出
来
さ
う
で
す
。

―
／
こ
れ
は
此
の
「
坊
つ
ち
や
ん
遺
蹟

め
ぐ
り
」
の
旅
か
ら
帰
京
さ
れ
た
匆
々
に
一
平
氏
か
ら
電
話
で
報
じ

ら
れ
た
便
り
で
し
た
。（
中
略
）
「
坊
ち
や
ん
」
を
お
読
み
に
な
つ
た

読
者
諸
君
は
も
う
先
刻
ご
承
知
の
事
と
は
思
ふ
が
、
タ
ー
ナ
ー
島
の

由
来
、
ラ
フ
ア
ヱ
ル
の
マ
ド
ン
ナ
、
山
嵐
の
モ
デ
ル
に
な
つ
た
数
学

の
先
生
、
い
が
銀
の
家
跡
、
扨
て
は
赤
シ
ヤ
ツ
や
又
師
範
学
校
と
中

学
校
と
の
間
に
起
つ
た
喧
嘩

―
は
、
今
や
此
の
遺
蹟
め
ぐ
り
に
依

つ
て
、
又
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
中
の
実
在
の
モ
デ
ル
に
依
つ
て
明
々

白
々
に
其
の
真
相
（
？
）
を
曝
露
す
る
事
と
な
り
ま
し
た
。

実
際
、
「
山
嵐
」
の
モ
デ
ル
に
対
す
る
読
者
の
関
心
は
高
く
、『
中
央
文

学
』（
第
三
年
第
十
号
、
大
正
八
年
十
月
）
の
読
者
通
信
欄
「
バ
ル
コ
ニ
ー
」
に
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寄
せ
ら
れ
た
感
想
の
な
か
に
は
、
「
坊
ち
や
ん
遺
跡
め
ぐ
り
は
大
変
興
味

が
多
い
、
あ
れ
を
よ
ん
で
本
箱
の
隅
か
ら
再
び
坊
ち
や
ん
を
出
し
て
読
み

ま
し
た
。
山
嵐
の
ス
ケ
ッ
チ
は
何
だ
か
当
が
外
れ
ま
し
た
。
や
さ
し
さ
う

な
老
人
で
す
も
の
」
と
い
う
も
の
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら

も
、
岡
本
の
「
遺
蹟
め
ぐ
り
」
が
読
者
の
関
心
を
惹
き
つ
け
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る

。
(22)

一
方
、
〈
聖
地
め
ぐ
り
〉
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
岡
本
は

「
遺
蹟
め
ぐ
り
」
の
な
か
で
、
小
説
の
舞
台
と
推
測
さ
れ
る
場
所
を
複
数

訪
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
野
だ
に
よ
っ
て
「
タ
ー
ナ
ー
島
」
と
名
づ
け

ら
れ
た
四
十
島
で
は
、
実
際
に
「
『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
心
持
ち
を
味
ふ
」

た
め
に
宿
に
依
頼
し
て
釣
り
に
出
か
け
て
い
る
し
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
赤
手

拭
を
ぶ
ら
下
げ
て
毎
日
の
よ
う
に
通
っ
た
「
住
田
の
温
泉
」
こ
と
道
後
温

泉
に
も
入
っ
て
い
る
。
岡
本
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
同
じ
よ
う
に
湯
壺
に
入

っ
た
体
験
を
、
挿
絵
（
【
図

】
）
を
添
え
て
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

7

【図7】岡本一平「『坊つちやん』

遺蹟めぐり（下）」

「（四）泳ぐべからず」

石
畳
の
上
の
方
の
壁
に
掲
示
板
が
あ
つ
て
、
掟
と
し
て
流
し
湯
を
遣

つ
て
か
ら
入
る
の
も
一
條
に
な
つ
て
る
が
『
游
ぐ
べ
か
ら
ず
』
も
一

條
に
な
つ
て
る
。
坊
つ
ち
や
ん
の
文
中
『
所
が
あ
る
日
三
階
か
ら
威

勢
よ
く
下
り
て
今
日
も
泳
げ
る
か
と
ざ
く
ろ
口
を
覗
い
て
見
る
と
大

き
な
札
へ
黒
々
と
湯
の
中
で
泳
ぐ
べ
か
ら
ず
と
か
い
て
貼
り
つ
け
て

あ
る
。
湯
の
中
で
泳
ぐ
も
の
は
あ
ま
り
有
る
ま
い
か
ら
、
此
貼
札
は

お
れ
の
為
に
特
別
に
新
調
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
』
云
々
と
あ
る
を

事
実
と
し
て
信
ず
れ
ば
こ
の
一
條
は
『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
湯
の
飛
沫

を
防
ぐ
の
に
そ
の
濫
觴
を
発
し
て
今
日
ま
で
遺
存
さ
れ
た
規
則
に
相

違
な
い
。
予
は
湯
気
で
に
じ
ん
で
太
つ
て
仕
舞
つ
た
游
ぐ
べ
か
ら
ず

の
條
の
い
や
に
勿
体
振
つ
た
文
字
を
眺
め
て
し
ば
ら
く
坊
つ
ち
や
ん

を
追
想
し
た
。
／
湯
壺
は
坊
つ
ち
や
ん
の
入
つ
た
時
と
同
じ
や
う
に

十
五
畳
程
に
花
崗
岩
四
角
に
仕
切
つ
て
あ
る
。（
下
・
四
）

こ
う
し
た
体
験
は
、
当
地
の
人
々
に
と
っ
て
は
日
常
生
活
の
一
コ
マ
に

過
ぎ
な
い
が
、
小
説
の
世
界
で
し
か
知
ら
な
い
岡
本
に
と
っ
て
は
、
ま
さ

に
非
日
常
の
空
間
で
あ
る
。
「
遺
蹟
め
ぐ
り
」
の
読
者
は
、
岡
本
に
よ
っ

て
代
理
経
験
さ
れ
た
非
日
常
の
世
界
を
自
己
の
世
界
と
つ
な
ぐ
こ
と
で
、

内
面
に
お
け
る
〈
可
視
化
へ
の
欲
望
〉
を
満
た
す
、
あ
る
い
は
強
化
し
て

い
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
度
、
作
者
・
岡
本
一
平
と
そ
の
作
品
を
受
容
す
る
読
者

の
関
係
性
に
問
題
を
絞
れ
ば
、
岡
本
の
「
遺
蹟
め
ぐ
り
」
が
、
読
者
と
小

説
（
原
作
）
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
媒
介
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。B
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紅
野
敏
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
『
中
央
文
学
』
は
「
「
新
潮
」
「
文
章
倶
楽
部
」

ラ
イ
ン
へ
の
対
置
」
で
あ
り
、
岡
本
の
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」
や
「
草
枕

絵
物
語
」
も
、「
年
少
の
文
学
青
年
の
読
者
を
十
分
に
予
想
し
て
の
編
集
」

で
あ
っ
た
と
い
う

。
『
文
章
倶
楽
部
』
が
年
少
読
者
を
対
象
と
し
た
文
学

(23)

案
内
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
同
じ
作
品
で
あ
る
「
坊
つ
ち

や
ん
」
を
、
『
中
央
文
学
』
が
同
様
の
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
で
人
気
漫
画
家
・
岡
本
一
平
に
絵
画
化
さ
せ
た
の
も
、
先
行
す
る

『
文
章
倶
楽
部
』
に
対
す
る
競
争
意
識
の
表
れ
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か

。
(24)

さ
ら
に
言
え
ば
、
『
中
央
文
学
』
の
発
行
元
で
あ
る
春
陽
堂
は
漱
石
作

品
の
単
行
本
や
関
連
書
籍
を
数
多
く
刊
行
し
て
お
り
、
『
中
央
文
学
』
誌

上
に
も
そ
れ
ら
を
紹
介
す
る
記
事
や
広
告
を
掲
載
し
て
い
る
。
そ
う
し
た

状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
岡
本
に
よ
る
一
連
の
漱
石
作
品
の
絵
画
化
は
、
読

者
の
〈
可
視
化
へ
の
欲
望
〉
を
巧
み
に
掬
い
取
り
、
岡
本
作
品
を
介
し
て

自
社
が
刊
行
す
る
商
品
へ
と
誘
う
、
春
陽
堂
の
高
度
な
広
告
戦
略
だ
っ
た

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
岡
本
一
平
の
「
漱
石
氏
小
説
中
の
人
物
」
と
「
『
坊

つ
ち
や
ん
』
遺
蹟
め
ぐ
り
」
は
、
一
見
す
れ
ば
無
関
係
な
二
作
品
に
も
見

え
る
が
、
作
品
受
容
に
お
け
る
読
者
意
識
と
い
う
視
点
を
導
入
す
れ
ば
、

両
者
の
間
か
ら
は
〈
可
視
化
へ
の
欲
望
〉
と
い
う
共
通
項
が
浮
上
し
て
く

る
の
で
あ
る
。

三
、
細
木
原
青
起
「
坊
つ
ち
や
ん
」

―
小
説
解
読
行
為
と
し
て
の
絵

―

昭
和
期
に
入
る
と
、
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
受
容
は
絵
画
的
な
も
の
に
と

ど
ま
ら
ず
、
舞
台
や
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
、
映
画
と
い
っ
た
よ
う
に
多
様
な

様
相
を
呈
し
て
く
る

。
そ
う
し
た
時
期
に
発
表
さ
れ
た
の
が
、
細
木
原

(25)

青
起
の
「
坊
つ
ち
や
ん
」
で
あ
る
（
以
下
、
本
章
で
は
「
細
木
原
坊
つ
ち
や
ん
」
）
。

実
は
、
こ
れ
ま
で
言
及
し
て
き
た
在
田
稠
、
近
藤
浩
一
路
、
岡
本
一
平

の
三
人
と
細
木
原
青
起
に
は
接
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た
全

員
が
東
京
漫
画
会
の
メ
ン
バ
ー
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
岡
本

は
、
そ
の
中
心
的
な
役
割
を
担
う
存
在
で
あ
っ
た
。

東
京
漫
画
会
（
大
正
十
二
年
三
月
、
日
本
漫
画
会
に
改
組
。
本
稿
で
は
東
京
漫
画

会
に
統
一
）
は
、
大
正
四
年
に
新
聞
社
所
属
の
漫
画
家
た
ち
に
よ
っ
て
結

成
さ
れ
た
、
日
本
で
は
じ
め
て
の
漫
画
家
集
団
で
あ
る
。
明
治
か
ら
大
正

へ
と
い
う
時
代
の
転
形
期
に
あ
っ
て
、
「
漫
画
発
表
の
場
の
さ
ら
な
る
開

拓
と
漫
画
家
と
い
う
新
職
業
の
Ｐ
Ｒ
」
を
主
な
目
的
と
し
て
い
た

。
東

(26)

京
漫
画
会
の
結
成
は
、
問
題
意
識
を
同
じ
く
す
る
漫
画
家
同
士
の
紐
帯
を

強
め
た
一
方
で
、
会
に
所
属
す
る
漫
画
家
た
ち
の
間
に
一
種
の
競
作
意
識

め
い
た
も
の
を
醸
成
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
実
際
、

近
藤
は
東
京
美
術
学
校
時
代
の
同
級
生
で
あ
る
岡
本
の
「
坊
ち
や
ん
絵
物

語
」
シ
リ
ー
ズ
が
完
結
し
た
数
ヶ
月
後
に
、
『
漫
画
坊
つ
ち
や
ん
』
を
刊

行
し
て
い
る

。
(27)

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
在
田
か
ら
岡
本
を
経
由
し
て
近
藤
へ
と
至
る

「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
絵
画
的
受
容
史
を
、
細
木
原
が
意
識
し
て
創
作
し
た

可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
集
団
環
境
を
踏

ま
え
、
「
細
木
原
坊
つ
ち
や
ん
」
と
先
行
作
品
の
共
通
点
と
相
違
点
を
明

ら
か
に
し
な
が
ら
、
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
絵
画
的
受
容
史
に
お
け
る
細
木
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原
作
品
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
直
接
的
な

考
察
対
象
と
し
な
か
っ
た
岡
本
の
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」
と
近
藤
の
『
漫

画
坊
つ
ち
や
ん
』
に
つ
い
て
も
、
「
細
木
原
坊
つ
ち
や
ん
」
の
先
行
作
品

と
し
て
こ
こ
で
言
及
す
る
。

「
細
木
原
坊
つ
ち
や
ん
」
は
、
平
凡
社
が
刊
行
す
る
『
名
作
挿
画
全
集
』

（
以
下
、
本
章
で
は
『
全
集
』
）
の
第
二
巻
に
収
録
、
発
表
さ
れ
た
。
作
品
は

二
部
構
成
で
、
前
半
が
十
枚
の
「
挿
画
」（
一
頁
に
つ
き
一
枚
。
各
画
の
下
部
に

小
説
の
一
部
を
引
用
し
た
場
面
説
明
を
付
す
）
、
後
半
が
「
坊
つ
ち
や
ん
（
解
題
）」

と
題
し
た
小
説
の
梗
概
（
小
説
を
抜
粋
し
な
が
ら
引
用
し
、
つ
な
げ
た
も
の
。
た
だ

し
、
一
部
再
構
成
し
て
い
る
）
に
な
っ
て
い
る
。
細
木
原
自
身
も
企
画
に
携
わ

っ
た

『
全
集
』
の
特
色
と
意
義
に
つ
い
て
は
、『
平
凡
社
百
年
史
』
に
次

(28)

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
名
作
挿
画
全
集
」
は
、
五
、
六
千
部
の
も
の
だ
っ
た
が
、
は
じ
め

て
の
企
画
と
し
て
歴
史
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
全
集
は
昭

和
十
年
六
月
に
は
じ
ま
り
、
全
十
二
巻
で
完
結
し
た
（
引
用
者
注
：
完

結
は
昭
和
十
一
年
七
月
）
。
日
本
で
は
挿
絵
は
独
特
な
伝
統
と
位
置
を
し

め
て
い
る
。
絵
巻
物
以
来
の
伝
統
を
も
つ
と
同
時
に
、
大
正
末
の
マ

ス
状
況
の
中
で
挿
絵
文
化
と
で
も
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
が
急
速
に
拡
大

さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
挿
絵
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
、
正

当
に
評
価
す
る
こ
こ
ろ
み
は
意
外
に
と
ぼ
し
か
っ
た
。
こ
の
全
集
は

そ
う
い
っ
た
状
況
を
克
服
し
、
挿
絵
そ
の
も
の
の
意
義
を
再
認
識
さ

せ
る
内
容
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
(29)

こ
の
よ
う
に
、
『
全
集
』
は
小
説
に
付
随
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き

た
挿
絵
の
、
絵
そ
の
も
の
と
し
て
の
価
値
を
世
に
問
う
試
み
で
あ
っ
た

。
(30)

実
際
、
『
全
集
』
に
収
録
さ
れ
た
「
細
木
原
坊
つ
ち
や
ん
」
の
一
頁
を
見

る
と
、
大
部
分
の
面
積
が
「
挿
画
」
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
場
面
説
明
は

頁
の
下
部
に
目
立
た
な
い
よ
う
な
小
さ
な
字
で
付
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ

る
（
【
図

】
）
。
ま
ず
は
こ
の
点
に
お
い
て
、
大
正
期
に
発
表
さ
れ
た
在
田
、

8

岡
本
、
近
藤
の
各
作
品
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
細
木
原
は
挿
画
（
を
描
く
こ
と
）
に
つ
い
て
、
『
全
集
』
の
別
冊

附
録
雑
誌
『
さ
し
ゑ
』
に
寄
せ
た
文
章
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

む
か
し
の
絵
巻
物
を
見
る
度
に
、
私
は
あ
ゝ
し
た
気
持
ち
で
挿
画
を

か
い
て
見
た
い
と
何
時
も
思
ふ
。
／
絵
巻
の
絵
は
絵
が
主
で
あ
つ
て

詞
書
が
挿
文
に
な
つ
て
居
る
。
／
絵
巻
の
画
を
仔
細
に
注
意
し
て
見

て
居
る
と
相
当
長
編
な
意
味
が
盛
ら
れ
て
居
る
が
、
詞
書
は
其
の
一

【図8】細木原青起「坊つちやん」

坊っちゃんと勘太郎が取っ組み

合う場面。場面説明は絵の下に

小さな字で記されている。
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部
分
、
又
は
要
約
に
過
ぎ
な
い
。
／
丁
度
今
日
の
小
説
と
、
そ
の
さ

し
画
の
立
場
を
逆
に
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
／
（
中
略
）
／
尤
も
斯
う

し
た
形
式
な
も
の
は
、
絵
小
説
と
し
て
時
々
取
り
扱
は
れ
た
事
が
あ

る
が
、
扱
ひ
方
が
余
白
埋
め
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
故
に
絵
は
普
通
の

さ
し
ゑ
よ
り
以
上
に
不
自
由
で
、
そ
し
て
、
よ
り
以
上
に
説
明
的
に

な
つ
て
居
る
の
が
多
い
。
／
（
中
略
）
／
挿
画
を
説
明
的
に
か
く
事

は
、
誰
も
愉
快
で
は
な
い
ら
し
い
。
併
し
長
い
間
説
明
画
に
養
は
れ

て
居
る
読
者
を
一
変
さ
す
事
は
無
理
な
話
だ
か
ら
、
是
れ
は
仕
方
が

な
い
。
殊
に
新
聞
小
説
の
如
き
は
説
明
画
で
あ
る
為
に
絵
が
読
ま
れ

て
居
る
。
画
か
き
は
不
満
で
も
読
者
は
満
足
す
る
。
／
（
中
略
）
／

俳
画
が
俳
句
の
説
明
に
な
つ
た
ら
、
俳
句
も
絵
も
相
殺
さ
れ
て
仕
舞

ふ
。
古
川
柳
は
説
明
に
依
つ
て
相
共
に
生
き
る
場
合
が
多
い
。
さ
し
ゑ

も
説
明
画
に
依
つ
て
生
き
る
場
合
が
非
常
に
多
い
と
同
時
に
、
詩
的

な
場
面
を
説
明
的
に
画
い
て
相
殺
さ
れ
る
場
合
も
亦
非
常
に
多
い
。

こ
ゝ
に
挿
画
家
の
苦
し
み
が
あ
る
。
多
く
の
読
者
は
、
相
殺
さ
れ
て

も
説
明
画
の
方
が
喜
ぶ
か
ら
だ
。
併
も
新
聞
雑
誌
は
、
斯
う
い
ふ
読

者
を
相
手
に
す
る
商
品
だ
か
ら
だ
。
／
挿
画
家
が
自
由
な
立
場
で
さ

し
ゑ
を
画
い
て
見
た
い
と
い
ふ
心
持
は
斯
う
い
ふ
処
か
ら
生
れ
る
。(31)

つ
ま
り
、
挿
画
家
と
し
て
は
自
由
な
立
場
で
絵
が
主
体
の
挿
画
を
描
い

て
み
た
い
が
、
従
来
の
挿
画
は
小
説
の
内
容
を
「
説
明
」
す
る
も
の
で
あ

り
、
ま
た
そ
れ
が
読
者
の
要
請
で
も
あ
る
が
ゆ
え
に
、
挿
画
家
は
読
者
と

自
己
の
創
作
的
信
条
の
間
で
板
挟
み
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
な
か
、
果
た
し
て
細
木
原
は
『
全
集
』
に
収
録
さ
れ
た
「
細

木
原
坊
つ
ち
や
ん
」
に
お
い
て
「
自
由
な
立
場
で
さ
し
ゑ
を
画
」
く
こ
と

は
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
具
体
的
な
場
面
に
即
し
て
見
て
い
く
。

【
図

】（
細
木
原
）
と
【
図

】（
岡
本
）
は
、
い
ず
れ
も
〈
バ
ッ
タ
事
件
〉

9

10

の
一
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
蚊
帳
の
中
で
「
括
り
枕
」
を
使
っ
て

バ
ッ
タ
を
「
退
治
」
す
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
シ
ル
エ
ッ
ト
で
描
い
て
い
る
点

で
両
者
は
共
通
し
て

い
る
。
た
だ
し
、【
図

】
で
は
飛
び
上
が

10る
バ
ッ
タ
を
細
か
く

描
い
て
い
る
の
に
対

し
て
、
【
図

】
で

9

は
小
さ
な
バ
ッ
タ
に

加
え
、
坊
っ
ち
ゃ
ん

と
対
峙
さ
せ
る
形
で

一
匹
の
大
き
な
バ
ッ

タ
を
描
い
て
い
る
。

「
細
木
原
坊
つ
ち

や
ん
」
に
引
用
さ
れ

て
い
な
い
箇
所
の
小

説
本
文
に
は
、
「
バ

ツ
タ
と
相
場
が
極
ま

つ
て
見
た
ら
急
に
腹

が
立
つ
て
」
退
治
す

る
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
、

【図10】岡本一平「坊ちやん絵物語(12)」

（※絵のみ引用）

【図9】細木原「坊つちやん」

（※絵のみ引用）
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枕
を
擲
き
つ
け
ら
れ
た
勢
い
と
驚
き
で
「
肩
だ
の
、
頭
だ
の
鼻
の
先
だ
の

へ
く
つ
付
い
た
り
、
ぶ
つ
か
つ
た
り
す
る
」
バ
ッ
タ
の
様
子
が
描
写
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
細
木
原
は
こ
の
描
写
を
踏
ま
え
て
、
【
図

】
の
よ

9

う
な
バ
ッ
タ
の
存
在
を
強
調
し
た
絵
を
描
い
た
と
思
わ
れ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
別
の
例
を
挙
げ
る
。【
図

】（
岡
本
）
、【
図

】（
近
藤
）
、

11

12

【
図

】（
細
木
原
）
は
、
い
ず
れ
も
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
清
か
ら
届
い
た
手
紙

13

を
読
ん
で
い
る
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
長
い
手
紙
に
一
度
目
を
通

し
た
あ
と
、
「
椽
鼻
に
出
て
腰
か
け
な
が
ら
」
改
め
て
読
み
直
す
姿
を
描

い
て
い
る
点
で
三
枚
の
絵
は
共
通
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
類
似
は
そ
う
簡
単
に
起
こ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
雑
誌
や
単
行
本
の
挿
絵
を
描
く
の
は
、
土
俵
の
無
い
所
で
相
撲
を
と
る

や
う
な
気
が
す
る
」

と
い
う
中
川
一
政
の
言
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
類

(32)

似
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
確
め
る
た
め
に
、
三
枚

の
絵
の
淵
源
と
で
も
言
う
べ
き
小
説
の
描
写
を
以
下
に
引
用
し
て
示
す
。

部
屋
の
な
か
は
少
し
暗
く
な
つ
て
、
前
の
時
よ
り
見
に
く
ゝ
な
つ
た

か
ら
、
と
う
〳
〵
椽
鼻
へ
出
て
腰
を
か
け
な
が
ら
鄭
寧
に
拝
見
し
た
。

す
る
と
初
秋
の
風
が
芭
蕉
の
葉
を
動
か
し
て
、
素
肌
に
吹
き
つ
け
た

帰
り
に
、
読
み
か
け
た
手
紙
を
庭
の
方
へ
な
び
か
し
た
か
ら
、
仕
舞

ぎ
は
に
は
四
尺
あ
ま
り
の
半
切
れ
が
さ
ら
り
〳
〵
と
鳴
つ
て
、
手
を

放
す
と
、
向
ふ
の
生
垣
迄
飛
ん
で
行
き
さ
う
だ
。（
中
略
）
／
お
れ
が

椽
鼻
で
清
の
手
紙
を
ひ
ら
つ
か
せ
な
が
ら
、
考
へ
込
ん
で
居
る
と
、

し
き
り
の
襖
を
あ
け
て
、
萩
野
の
御
婆
さ
ん
が
晩
め
し
を
持
つ
て
き

た
。（
七
）

右
の
描
写
を
見
る

限
り
、
ひ
と
ま
ず
三

枚
の
絵
が
類
似
す
る

基
本
的
な
情
報
は
あ

る
。
仮
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
作
者
に
よ
っ
て

芭
蕉
の
花
ほ
か
の
考

証
が
行
わ
れ
て
い
た

と
し
て
も
、
や
は
り

上
記
の
よ
う
な
類
似

が
起
こ
っ
た
背
景
に

は
、
明
確
な
競
作
意

識
な
い
し
は
影
響
関

係
が
あ
っ
た
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
問
題
は
、
そ
う

し
た
三
枚
の
絵
の
類

似
点
よ
り
も
、
む
し

ろ
相
違
点
に
あ
る
。

三
枚
の
絵
を
比
較

し
て
み
る
と
、
岡
本

（【
図

】
）
と
近
藤
（【
図

11
】
）
は
人
物
を
中
心

12に
描
い
て
い
る
の
に

【図12】近藤浩一路

『漫画坊つちやん』

「清の手紙」

（※絵のみ引用）

【図11】岡本「坊ちやん絵

物語(21)」（※絵のみ引用）

【図13】細木原「坊つちやん」

（※絵のみ引用）
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対
し
て
、
細
木
原
（
【
図

】
）
は
人
物
を
遠
景
に
配
し
、
風
景
を
中
心
に

13

描
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
傾
向
は
す
べ
て
の
絵
に

当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
が
、
三
者
の
作
品
を
横
並
び
に
し
て
俯
瞰
す

れ
ば
、
岡
本
と
近
藤
の
絵
が
登
場
人
物
の
個
性
や
場
面
の
諧
謔
性
に
焦
点

化
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
細
木
原
の
絵
は
場
面
状
況
を
絵
画
的
な
描
写

と
し
て
重
視
し
、
そ
の
「
意
味
」
を
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
こ
に
、「
細
木
原
坊
つ
ち
や
ん
」
と
岡
本
、

近
藤
作
品
の
決
定
的
な
差
異
が
あ
る
と
い
え
る
。

い
ま
見
た
「
細
木
原
坊
つ
ち
や
ん
」
の
特
徴
は
、
先
の
引
用
で
細
木
原

自
身
が
否
定
し
て
い
た
「
説
明
画
」
の
そ
れ
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
。
し

か
し
、
「
細
木
原
坊
つ
ち
や
ん
」
は
必
ず
し
も
場
面
状
況
を
小
説
の
描
写

に
忠
実
に
絵
画
化
し
、「
説
明
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
そ

の
意
味
で
は
、
在
田
の
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」
は
ま
さ
に
「
説
明
画
」
と
い
え
よ
う
）
。

そ
の
最
た
る
例
が
先
に
見
た
【
図

】
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
坊
っ
ち
ゃ

9

ん
が
「
五
、
六
十
」
匹
の
バ
ッ
タ
を
「
退
治
」
す
る
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の

「
意
味
」
を
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
一
匹
の
大
き
な
バ
ッ
タ
を
対
峙
さ
せ
て
描

く
こ
と
で
示
し
て
い
る
（
実
際
に
大
き
な
バ
ッ
タ
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
）
。

こ
う
し
た
「
細
木
原
坊
つ
ち
や
ん
」
の
営
み
は
、
小
説
を
解
読
し
よ
う

と
す
る
近
代
読
者
の
姿
を
想
起
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
章
で
引
用
し
た

西
村
論
で
言
及
さ
れ
て
い
る
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
、
「
物
語
の
構
造
分
析

序
説
」
で
示
し
た
よ
う
な
近
代
読
者
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
解
読
行
為
を
、

「
細
木
原
坊
つ
ち
や
ん
」
が
実
践
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
細
木
原
は
完
全
に
は
「
自
由
な
立
場
で
さ
し

ゑ
を
画
」
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
先
行
す
る
在
田
、
岡
本
、
近
藤

の
各
作
品
と
は
異
な
り
、
絵
が
小
説
解
読
行
為
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
始

め
て
い
る
点
で
、
「
細
木
原
坊
つ
ち
や
ん
」
は
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
絵
画

的
受
容
史
に
お
け
る
、
ひ
と
つ
の
転
換
点
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
漱
石
テ
ク
ス
ト
の
〈
時
代
性
〉
と
〈
多
様
性
〉
に
つ
い
て
、

小
説
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
絵
画
的
受
容
に
着
目
し
て
考
察
し
て
き
た
。
こ

う
し
て
見
る
と
、「
坊
つ
ち
や
ん
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
き
わ
め
て
多
様

な
受
容
を
生
み
出
す
可
能
態
と
し
て
の
磁
場
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
昭
和
戦
後
期
に
お
け
る
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
絵
画
的
受
容
に
つ

い
て
は
、
昭
和
二
十
一
年
に
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
『
苦
楽
』
に
お
け
る
「
名

作
絵
物
語

坊
つ
ち
や
ん
」
を
中
心
に
、
別
稿
に
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

【
注
記
】

河
盛
好
蔵
「
漱
石
は
な
ぜ
読
ま
れ
る
か
」（
『
文
藝
』
第
十
一
巻
第
八
号
、
昭
和
二
十

1
九
年
六
月
）

橋
本
暢
夫
『
中
等
学
校
国
語
科
教
材
史
研
究
』（
渓
水
社
、
平
成
十
四
年
七
月
）

2

「
絵
画
的
受
容
」
と
い
う
表
現
は
、
関
礼
子
「
鏑
木
清
方
『
に
ご
り
え
』（
画
譜
）
の

3
世
界

―
一
葉
小
説
の
絵
画
的
受
容

―
」（『
日
本
近
代
文
学
館
年
誌

資
料
探
索

』
12

日
本
近
代
文
学
館
、
平
成
二
十
九
年
三
月
）
に
よ
る
。
関
氏
は
、
清
方
が
『
に
ご
り

え
』
（
画
譜
）
と
い
う
形
で
一
葉
小
説
の
世
界
を
絵
画
化
し
た
こ
と
（
＝
一
葉
小
説
の

絵
画
的
受
容
）
に
つ
い
て
、
『
た
け
く
ら
べ
絵
巻
』
を
描
い
た
木
村
荘
八
と
の
影
響
関
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係
を
軸
に
論
じ
て
い
る
。
氏
は
当
該
論
考
で
「
絵
画
的
受
容
」
に
つ
い
て
明
確
に
定

義
し
て
い
な
い
も
の
の
、
小
説
の
絵
画
化
を
扱
っ
て
い
る
点
で
本
稿
の
問
題
意
識
と

重
な
る
部
分
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
絵
画
的
受
容
」
を
小
説
の
絵
画
化
（
挿

絵
・
絵
物
語
・
漫
画
な
ど
）
や
可
視
化
（
登
場
人
物
の
〈
モ
デ
ル
探
し
〉
や
、
舞
台

と
な
っ
た
地
を
め
ぐ
る
〈
聖
地
め
ぐ
り
〉
な
ど
）
を
指
す
も
の
と
定
義
し
て
用
い
る
。

漱
石
作
品
と
挿
絵
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
は
、
匠
秀
夫
「
漱
石
文
学
と

4
挿
絵
」
（
三
好
行
雄
ほ
か
編
『
講
座
夏
目
漱
石

第
一
巻
』
有
斐
閣
、
昭
和
五
十
六
年

七
月
）
や
、
内
田
道
雄
「
『
明
暗
』
の
新
聞
挿
画
に
み
る
「
男
と
女
」
」
（
『
国
文
学

解

釈
と
鑑
賞
』
第
五
十
五
巻
第
九
号
、
平
成
二
年
九
月
）
な
ど
が
あ
る
。

成
模
慶
「
漫
画
化
さ
れ
た
文
学
テ
ク
ス
ト

―
岡
本
一
平
「
坊
ち
ゃ
ん
絵
物
語
」（
大

5
正
六
年
）
と
近
藤
浩
一
路
『
漫
画

坊
ち
ゃ
ん
』

―
」（『
比
較
文
学
』
第
四
十
四
巻
、

平
成
十
四
年
三
月
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
成
氏
の
別
稿
「
漱
石
文
学
の
受
容
と
再
生
産

―
『
坊
ち
や

6
ん
』
の
映
画
化
を
中
心
に

―
」
（
『
比
較
文
学
研
究
』
第
七
十
八
号
、
平
成
十
四
年

八
月
）
に
引
き
継
が
れ
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

小
説
「
坊
つ
ち
や
ん
」
も
十
一
章
構
成
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
十

7
一
場
面
と
は
必
ず
し
も
一
対
一
対
応
で
は
な
い
。
実
際
、
小
説
の
第
八
章
（
赤
シ
ャ

ツ
の
策
略
に
よ
っ
て
う
ら
な
り
の
延
岡
転
任
が
決
ま
る
）
と
第
九
章
（
う
ら
な
り
の

送
別
会
）
か
ら
は
一
場
面
も
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
年
少
の
読
者
を
想
定
し

て
か
、
遊
郭
や
芸
者
が
登
場
す
る
場
面
に
つ
い
て
も
一
切
絵
画
化
さ
れ
て
い
な
い
。

確
か
に
、
「
絵
物
語
」
全
体
を
通
し
て
小
説
の
展
開
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

8
な
っ
て
い
る
が
、
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
の
は
や
は
り
絵
に
な
る
場
面
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
〈
天
麩
羅
事
件
〉
、
〈
遊
泳
事
件
〉
、〈
バ
ッ
タ
事
件
〉
、
釣
り
の
場
面
、〈
一
銭

五
厘
問
題
〉、
野
だ
と
赤
シ
ャ
ツ
に
対
す
る
「
制
裁
」
の
場
面
な
ど
で
あ
る
。

小
説
中
に
見
ら
れ
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
性
格
を
表
す
表
現
に
つ
い
て
は
、「
乱
暴
」（
坊

9
っ
ち
ゃ
ん
の
母
に
よ
る
）
や
「
真
っ
直
で
よ
い
御
気
性
」（
清
に
よ
る
）
な
ど
が
あ
る
。

「
絵
物
語
」
の
文
章
が
誰
に
よ
る
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
確
認
で
き
て
い

10
な
い
。
表
題
に
「
稠
画
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
在
田
は
絵
の
み
を
担
当
し
た
可
能
性

が
高
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

た
だ
し
、
在
田
の
「
絵
物
語
」
に
お
け
る
場
面
説
明
の
語
り
手
は
、
近
藤
の
『
漫
画
』

11
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
貫
し
た
外
部
の
語
り
手
で
は
な
い
。
必
要
に
応
じ
て
注
釈
の

た
め
に
顔
を
出
す
、
い
わ
ば
〈
影
の
語
り
手
〉
と
で
も
言
う
べ
き
存
在
で
あ
る
。

「
バ
ッ
タ
攻
め
」
と
い
う
表
現
は
、
小
説
中
に
見
ら
れ
る
「
骨
董
責
め
」（
二
）
、
「
芋

12
責
」、
「
豆
腐
責
」（
十
）
と
い
っ
た
表
現
に
着
想
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

岡
本
は
、
東
京
朝
日
新
聞
社
の
鎌
田
敬
四
郎
を
介
し
て
漱
石
の
単
著
出
版
の
勧
め
を

13
聞
き
、
『
探
訪
画
趣
』
（
磯
部
甲
陽
堂
、
大
正
三
年
六
月
）
の
刊
行
に
際
し
て
漱
石
に

序
文
の
執
筆
を
依
頼
し
た
。
こ
れ
以
降
、
岡
本
と
漱
石
の
交
流
が
始
ま
っ
た
。

以
下
に
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
る
。
「
苦
沙
弥
氏
と
細
君

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
」
、
「
迷

14
亭
君
と
独
仙
君

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
」
、「
坊
つ
ち
や
ん
と
野
だ

『
坊
つ
ち
や
ん
』
」
、

、
、

「
画
工
と
那
美
子

『
草
枕
』
」
、
「
藤
尾

『
虞
美
人
草
』
」
、
「
三
四
郎
と
美
禰
子

『
三

四
郎
』
」
、
「
代
助

『
そ
れ
か
ら
』
」
、
「
宗
助
夫
妻
と
弟
小
六

『
門
』
」
、
「
敬
太
郎
と
占

ひ
の
婆
さ
ん

『
彼
岸
過
迄
』
」
、
「
二
郎
と
お
重

『
行
人
』
」
、
「
先
生
と
私

『
心
』
」

夏
目
漱
石
「
岡
本
一
平
『
探
訪
画
趣
』
序
」。
そ
の
書
き
出
し
に
、
「
私
は
朝
日
新
聞

15
に
出
る
あ
な
た
の
描
い
た
漫
画
に
多
大
な
興
味
を
有
つ
て
ゐ
る
一
人
で
あ
り
ま
す
」

と
あ
る
よ
う
に
、
漱
石
は
岡
本
の
〈
漫
画
漫
文
〉
に
見
ら
れ
る
「
絵
と
文
と
を
う
ま

く
調
和
さ
せ
る
力
」
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。

清
水
勲
「
岡
本
一
平
小
伝
」
（
清
水
勲
編
『
岡
本
一
平
漫
画
漫
文
集
』
岩
波
書
店
、

16
平
成
七
年
十
月
）
。
な
お
、
岡
本
一
平
の
事
績
や
評
価
に
つ
い
て
は
、
清
水
勲
・
湯
本
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豪
一
『
漫
画
と
小
説
の
は
ざ
ま
で

現
在
漫
画
の
父
・
岡
本
一
平
』
（
文
藝
春
秋
社
、

平
成
六
年
二
月
）
、
清
水
勲
「
漫
画
史
に
お
け
る
岡
本
一
平
と
そ
の
漫
画
」
（
『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
五
十
二
巻
第
二
号
、
平
成
十
九
年
二
月
）
を
参
照
し
た
。

岡
本
は
「
漱
石
先
生
之
像
」
や
「
漱
石
先
生
の
あ
る
図
」
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、

17
対
象
の
特
徴
を
巧
み
に
捉
え
た
人
物
画
・
肖
像
画
を
数
多
く
描
い
て
い
る
。

西
村
清
和
「
小
説
の
映
画
化

―
描
写
の
物
語

―
」（
『
美
学
芸
術
学
研
究
』
第
二

18
十
五
号
、
平
成
十
九
年
三
月
）
。
改
稿
後
、
『
イ
メ
ー
ジ
の
修
辞
学

こ
と
ば
と
形
象
の

交
叉
』
（
三
元
社
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
）
に
収
録
。
な
お
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の

引
用
部
分
に
つ
い
て
は
西
村
氏
の
翻
訳
で
あ
る
た
め
、
あ
え
て
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。

高
橋
英
夫
氏
は
、
「
漱
石
が
己
れ
の
内
面
を
洩
ら
し
た
ら
、
そ
れ
が
広
田
先
生
と
い

19
う
人
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
『
三
四
郎
』
を
愛
読
し
た
若
い

青
年
た
ち
の
間
に
」
、
「
小
説
の
中
の
「
偉
大
な
る
暗
闇
」
を
、
現
実
の
人
物
に
結
び

つ
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
よ
う
な
欲
求
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
事
実
の
方
が
重

要
だ
と
思
う
」
（
『
偉
大
な
る
暗
闇

師
岩
元
禎
と
弟
子
た
ち
』
新
潮
社
、
昭
和
五
十
九

年
四
月
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
〈
可

視
化
へ
の
欲
望
〉
に
も
通
じ
る
部
分
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
箇
所
は
初
出
の
『
中
央
文
学
』
に
は
な
く
、『
一
平
全
集

第
七
巻
』（
先
進
社
、

20
昭
和
四
年
十
一
月
）
へ
の
収
録
に
際
し
て
加
筆
・
修
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
登
場
人
物
の
モ
デ
ル
を
め
ぐ
っ
て
は
、
小
説
発
表
直
後
に
「『
坊

21
ツ
ち
や
ん
』
物
語
」（『
文
章
世
界
』
第
一
巻
第
一
〇
〇
号
、
明
治
三
十
九
年
十
二
月
）

で
言
及
さ
れ
て
以
降
、
漱
石
の
死
後
ま
で
大
々
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
西
田
将
哉
「
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
大
正
と
昭
和

―
〈
漱
石

神
話
〉
形
成
の
一
側
面

―
」
（
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
六
十

一
巻
、
平
成
二
十
八
年
二
月
）
に
詳
し
い
。
氏
は
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
モ
デ
ル
論
が

〈
漱
石
神
話
〉
の
形
成
に
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
よ

り
根
源
的
な
、
読
者
の
受
容
レ
ヴ
ェ
ル
の
問
題
と
し
て
モ
デ
ル
論
に
言
及
し
た
。

「
山
嵐
」
の
モ
デ
ル
を
め
ぐ
る
読
者
の
反
応
は
岡
本
の
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」
連
載

22
中
に
も
見
ら
れ
、
「
山
嵐
」
の
教
え
子
を
名
乗
る
人
物
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
渡
部
政
和

と
思
わ
れ
る
肖
像
画
（
左
図
）
が
『
中
央
文
学
』（
第
二
年
第
六
号
、
大
正
七
年
六
月
）

誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
。
な
お
、

「
山
嵐
」
の
モ
デ
ル
と
さ
れ

る
渡
部
政
和
の
人
物
像
に
つ

い
て
は
、
近
藤
英
雄
『
坊
っ

ち
ゃ
ん
秘
話
』（
青
葉
図
書
、

昭
和
五
十
八
年
十
一
月
）
に

詳
し
い
。
本
書
に
は
、
渡
部

の
教
え
子
で
あ
る
著
者
が
本
人
か
ら
直
接
聞
い
た
「
坊
つ
ち
や
ん
」
周
辺
の
話
も
掲

載
さ
れ
て
い
る
が
、
岡
本
の
「
遺
蹟
め
ぐ
り
」
に
関
す
る
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。

『
中
央
文
学
』（
第
三
年
第
十
二
号
、
大
正
八
年
十
二
月
）
の
読
者
投
稿
欄
「
小
評
論
」

23
に
は
、
「
終
り
の
方
か
ら
迷
に
頁
を
ま
く
つ
て
見
る
。
例
の
滑
稽
ま
じ
り
の
一
平
氏
の

漫
画
（
引
用
者
注
：「
『
坊
つ
ち
や
ん
』
遺
蹟
め
ぐ
り
」）
は
少
な
か
ら
ず
私
を
善
ば
せ

る
」（
眞
下
政
雄
「
九
月
号
短
評
と
感
想
」）
と
い
う
同
時
代
評
が
見
ら
れ
る
。

紅
野
敏
郎
「
解
説
」（『
複
刻
版

中
央
文
学

解
説
・
総
目
次
・
索
引
』
雄
松
堂
出
版
、

24
平
成
十
四
年
十
一
月
）

『
中
央
文
学
』（
第
三
年
第
十
号
、
大
正
八
年
十
月
）
の
読
者
通
信
欄
「
バ
ル
コ
ニ
ー
」

25
に
は
、私

は
永
い
間
愛
読
し
た
文
章
倶
楽
部
か
ら
、
新
た
に
中
央
文
学
に
移
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
恰
度
パ
プ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
の
弟
子
が
イ
エ
ス
に
従
ふ
た
や
う
に

―
け
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れ
ど
も
私
は
あ
る
人
の
や
う
に
文
倶
を
口
き
た
な
ゝ
悪
口
し
た
く
は
あ
り
ま
せ

ん
。
文
倶
も
親
切
な
良
い
雑
誌
で
す
。
／
私
は
そ
の
文
倶
以
上
の
期
待
と
渇
仰

と
を
も
つ
て
本
誌
の
読
者
と
な
り
ま
し
た
。
さ
う
し
て
い
つ
迄
も
新
し
い
希
望

と
こ
の
敬
愛
な
心
を
も
つ
て
愛
読
し
た
ひ
と
思
い
ま
す
。

と
い
う
投
書
が
見
ら
れ
、
『
文
章
倶
楽
部
』
と
『
中
央
文
学
』
が
読
者
獲
得
を
め
ぐ
る

競
争
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
多
様
な
受
容
の
様
相
に
つ
い
て
は
、『
『
坊
つ
ち
や
ん
』
事
典
』（
今

26
西
幹
一
企
画
・
佐
藤
裕
子
ほ
か
編
、
勉
誠
出
版
、
平
成
二
十
六
年
十
月
）
に
詳
し
い

（
特
に
「
Ⅲ

コ
ラ
ム
篇
」
）
。
た
だ
し
、
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
し
た
作
品
に
関
す
る

言
及
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
近
藤
浩
一
路
『
漫
画
坊
つ
ち
や
ん
』
が
「
児
童
文
学

と
し
て
の
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』」
の
項
で
わ
ず
か
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

清
水
勲
「
解
説
」（
近
藤
浩
一
路
『
漫
画

坊
っ
ち
ゃ
ん
』
岩
波
書
店
、
平
成
二
十
九

27
年
一
月
）

こ
う
し
た
両
者
の
切
磋
琢
磨
は
、
雑
誌
『
中
央
美
術
』
（
第
五
巻
第
八
号
、
大
正
八

28
年
八
月
）
に
お
い
て
近
藤
が
「
一
平
論
」
を
、
岡
本
が
「
浩
一
路
論
」
を
そ
れ
ぞ
れ

論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
窺
え
る
。

こ
の
辺
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
、『
名
作
挿
画
全
集
』
の
編
集
者
、
古
川
三
樹
松
が
、

29

そ
の
当
時
（
引
用
者
注
：
昭
和
八
、
九
年
頃
）
、
斎
藤
五
百
枝
、
小
田
富
弥
、
加

藤
ま
さ
を
、
細
木
原
青
起
を
中
心
に
、
日
本
挿
画
院
と
い
う
私
設
団
体
が
で
き

て
い
て
、
小
田
富
弥
か
ら
僕
に
挿
絵
の
全
集
を
平
凡
社
で
出
せ
な
い
だ
ろ
う
か
、

と
話
が
持
ち
込
ま
れ
た
わ
け
だ
。
四
谷
待
合
で
挿
画
院
の
面
々
と
会
っ
た
後
、

社
長
に
話
す
と
『
そ
り
ゃ
あ
、
面
白
い
、
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
』
と
即
決
さ
れ

て
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

と
述
懐
し
て
い
る
（
「
『
名
作
挿
画
全
集
』
の
こ
ろ
」
『
名
作
挿
絵
全
集

第
五
巻
』
平

凡
社
、
昭
和
五
十
五
年
一
月
）。

『
下
中
彌
三
郎
と
平
凡
社
の
歩
み
』
（
『
平
凡
社
百
年
史

別
巻
』
平
凡
社
、
平
成
二

30
十
七
年
六
月
）

具
体
的
に
は
、
大
衆
文
学
を
中
心
に
い
わ
ゆ
る
「
名
作
」
と
さ
れ
る
作
品
を
選
び
、

31
担
当
画
家
に
割
り
当
て
て
絵
画
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
最
も
多
く

採
用
さ
れ
た
の
は
菊
池
寛
の
九
作
品
（
「
父
帰
る
」
「
貞
操
問
答
」
な
ど
）
で
あ
る
。

細
木
原
青
起
「
想
ふ
ま
ゝ
を
」（『
さ
し
ゑ
』
第
二
号
、
平
凡
社
、
昭
和
十
年
七
月
）。

32
な
お
、
『
名
作
挿
画
全
集
』
各
巻
に
付
さ
れ
た
雑
誌
『
さ
し
ゑ
』
で
は
、
挿
絵
（
画
）

の
歴
史
や
技
法
、
周
辺
知
識
な
ど
が
毎
回
豊
富
な
実
例
を
伴
っ
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。

中
川
一
政
「
挿
絵
に
就
い
て
」（
『
さ
し
ゑ
』
第
一
号
、
平
凡
社
、
昭
和
十
年
六
月
）

33※
本
稿
に
お
け
る
図
版
の
出
典
（
本
文
に
明
記
し
て
い
な
い
も
の
）
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

在
田
稠
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」
：
日
本
近
代
文
学
館
編
『
マ
イ
ク
ロ
版
近
代
文
学
館
5

文
章
倶
楽
部
』（
八
木
書
店
、
平
成
七
年
三
月
）

岡
本
一
平
「
坊
ち
や
ん
絵
物
語
」
「
『
坊
つ
ち
や
ん
』
遺
蹟
め
ぐ
り
」
：『
複
刻
版

中
央

文
学
』（
雄
松
堂
出
版
、
平
成
十
七
年
十
一
月
）

近
藤
浩
一
路
『
漫
画
坊
つ
ち
や
ん
』
：
近
藤
浩
一
路
『
漫
画

坊
っ
ち
ゃ
ん
』
（
岩
波
書

店
、
平
成
二
十
九
年
一
月
）

細
木
原
青
起
「
坊
つ
ち
や
ん
」
：『
名
作
挿
画
全
集

第
二
巻
』
（
平
凡
社
、
昭
和
十
年

八
月
）

※
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
引
用
は
『
定
本
漱
石
全
集

第
二
巻
』（
岩
波
書
店
、
平
成
二
十
九

年
一
月
）
に
よ
り
、
必
要
な
場
合
を
除
い
て
ル
ビ
等
は
省
略
し
た
。

※
引
用
文
中
の
傍
線
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
。
ま
た
、「
／
」
は
改
行
を
表
し
て
い
る
。

（
九
州
大
学
大
学
院
地
球
社
会
統
合
科
学
府
博
士
後
期
課
程
二
年
）


