
は
じ
め
に

空
想
の
零
地
点

日
露
戦
争
後
に
な
る
と
、
「
立
身
出
世
」
が
ま
す
ま
す
困
難
に

な
っ
て
い
っ
た
。
明
治
三
〇
年
代
の
半
ば
以
降
、
高
等
学
校
の
入

学
試
験
の
競
争
が
激
化
し
、
高
等
学
校
へ
と
進
む
こ
と
が
で
き
な

い
若
者
た
ち
の
間
で
煩
悶
が
広
ま
っ
た
。
一
方
で
、
選
抜
を
乗
り

越
え
て
高
等
学
校
か
ら
大
学
へ
と
い
う
コ
ー
ス
に
進
ん
だ
若
者
た

ち
は
、
希
望
の
待
遇
が
得
ら
れ
る
就
職
先
が
見
つ
か
ら
な
い
と
い

う
事
態
に
直
面
し
た （
１
）。
「
立
身
出
世
」
が
か
な
わ
な
い
若
者
た
ち

の
存
在
が
社
会
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

社
会
は
彼
等
を
ど
の
よ
う
に
包
摂
す
る
の
か
。
上
田
敏
は
、
日

露
戦
争
直
後
の
明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
年
）
に
「
教
育
の
あ
る

無
産
者
が
驚
く
べ
き
速
力
を
以
て
、
増
加
し
て
行
く
。
是
が
ど
う

云
ふ
活
動
を
十
数
年
先
に
試
み
る
か
と
云
ふ
こ
と
に
就
い
て
は
、

社
会
の
こ
と
に
意
を
用
ゐ
る
者
は
深
く
考
へ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ

と
で
あ
る
。
維
新
前
の
旧
道
徳
で
以
て
此
新
事
実
を
圧
す
る
こ
と

が
出
来
や
う
か
」
と
説
い
た （
２
）。

文
学
お
よ
び
出
版
事
業
は
、
こ
の
「
教
育
の
あ
る
無
産
者
」
た

ち
が
目
指
す
進
路
の
一
つ
と
な
っ
た
。
当
時
、
文
学
青
年
で
あ
っ

た
正
宗
白
鳥
は
、「『
一
つ
お
れ
も
書
い
て
見
よ
う
』
と
思
ひ
立
つ

て
生
れ
て
初
め
て
小
説
の
筆
を
執
つ
た
の
は
、
医
薬
や
滋
養
物
の

費
用
を
得
た
い
た
め
で
あ
つ
た
。
そ
の
頃
萬
朝
報
で
は
毎
週
、
十

円
の
懸
賞
で
短
編
の
新
作
を
募
集
し
て
ゐ
た （
３
）」
と
小
説
を
書
き
始
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伽
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め
た
当
時
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
「
立
身
出
世
」
コ
ー
ス

か
ら
外
れ
た
者
で
も
、
小
説
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
金
を
得
ら
れ

る
時
代
が
始
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
日
露
戦
争
後
の
国
家
政
策
に
お
い
て
は
、
従
来
の
価

値
観
に
従
わ
な
い
若
者
た
ち
の
管
理
が
課
題
と
な
る
中
で
、
学
生

風
紀
の
取
り
締
ま
り
が
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
明
治
三
九
年
（
一

九
〇
六
年
）
六
月
九
日
付
け
で
、
文
部
省
訓
令
第
一
号
「
学
生
生

徒
ノ
風
紀
振
粛
ニ
関
ス
ル
件
」
が
公
布
さ
れ
、
風
紀
の
乱
れ
た
学

生
と
し
て
「
空
想
ニ
煩
悶
シ
テ
処
世
ノ
本
務
ヲ
閑
却
ス
ル
モ
ノ
」

と
い
う
存
在
が
問
題
化
さ
れ
た
の
で
あ
る （
４
）。
訓
令
で
は
、
こ
の

「
空
想
ニ
煩
悶
」
す
る
学
生
へ
の
対
策
と
し
て
「
学
生
生
徒
ノ
閲

読
ス
ル
図
書
」
に
つ
い
て
取
り
締
ま
り
を
行
う
よ
う
注
意
喚
起
が

な
さ
れ
た
。

こ
の
訓
令
が
公
布
さ
れ
た
の
は
、
自
然
主
義
文
学
が
勢
い
を
増

し
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
自
然
主
義
文
学
に
お
い

て
も
空
想
を
規
制
す
る
言
説
が
現
れ
た
。
た
と
え
ば
、
自
然
主
義

文
学
の
若
き
旗
手
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
正
宗
白

鳥
は
、
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
年
）
に
刊
行
し
た
初
の
作
品
集

『
紅
塵
』
の
「
序
」
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
頃
に
『
八
犬
伝
』
を

夢
中
で
読
ん
だ
も
の
の
、
今
と
な
っ
て
は
「
予
は
最
早
八
犬
伝
心

酔
時
代
の
や
う
に
世
の
中
が
五
色
の
糸
で
色
取
ら
れ
て
ゐ
る
と
は

思
へ
な
い
」、「
世
の
中
の
事
は
何
も
か
も
つ
ま
な
ら
く
な
つ
て
し

ま
つ
た
が
、

�に
角
生
存
は
し
た
い
、
生
存
す
る
に
は
何
か
仕
事

を
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
そ
の
為
に
早
稲
田
卒
業
後
六
年
間
い
ろ

ん
な
事
を
書
い
て
来
た
」
と
述
べ
て
い
る （
５
）。「
序
」
で
は
、『
紅
塵
』

に
収
め
ら
れ
た
作
品
は
空
想
の
世
界
と
は
無
縁
で
あ
り
、
た
だ

「
生
存
」
の
た
め
の
「
仕
事
」
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と

の
自
己
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
『
紅
塵
』
は

「
空
想
ニ
煩
悶
」
す
る
若
者
た
ち
に
対
し
て
無
害
の
書
物
で
あ
り
、

彼
等
の
空
想
を

�る
こ
と
は
な
い
と
示
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。

正
宗
白
鳥
の
作
品
に
お
い
て
、
空
想
は
も
は
や
失
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
語
ら
れ
る
。
な
か
で
も
そ
の
姿
勢
が
顕
著
な
の
が
「
何

処
へ （
６
）」
で
あ
る
。
主
人
公
の
健
次
は
、
虚
無
感
の
な
か
で
ど
こ
に

も
進
む
こ
と
が
で
き
ず
「
身
震
ひ
」
す
る
青
年
で
あ
る
。
「
何
処

へ
」
は
、
「
空
想
ニ
煩
悶
」
す
る
若
者
と
い
う
問
題
意
識
を
踏
ま

え
た
上
で
、
空
想
を
失
っ
た
青
年
を
描
い
て
み
せ
る
。「
何
処
へ
」

は
、
若
者
に
対
し
て
空
想
の
規
制
を
求
め
る
日
露
戦
争
後
の
社
会

に
お
い
て
、
空
想
の
零
地
点
を
描
き
出
し
て
み
せ
た
作
品
と
な
っ

て
い
る （
７
）。
そ
の
上
で
、
本

論
で
は
、
ま
ず
、
「
何
処
へ
」
に
お
い

て
空
想
は
完
全
に
消
し
去
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
萌
芽
が
痕
跡

と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
次
に
、
そ
の
痕
跡
を

手
掛
か
り
に
し
て
、
空
想
や
想
像
力
を
喚
起
す
る
ジ
ャ
ン
ル
が
当
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時
の
出
版
事
業
を
通
し
て
生
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は

�

子
ど
も

�

と
い
う
存
在
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
検
証
し
て
い

く
。
そ
し
て
、
自
然
主
義
文
学
の
流
行
が
落
ち
着
い
た
後
に
、
新

た
に
文
壇
で
脚
光
を
浴
び
た
作
家
た
ち
は
、

�子
ど
も

�を
め
ぐ

る
空
想
を
文
学
の
テ
ー
マ
と
し
て
い
っ
た
こ
と
を
考
察
す
る
。

日
露
戦
争
後
の
社
会
の
な
か
で
、
自
然
主
義
文
学
は
新
た
な
進

路
を
見
つ
け
ら
れ
ず
に
停
滞
す
る
青
年
を
主
人
公
と
し
て
描
い
た
。

し
か
し
同
時
に
、
文
学
で
は

�子ど
も

�と
い
う
存
在
を
媒
介
に

し
て
空
想
の
世
界
の
回
復
が
図
ら
れ
て
い
た
。

�子
ど
も

�は
世

界
を
進
む
主
人
公
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

１

�子ど
も

�を
め
ぐ
る
出
版
事
業

「
何
処
へ
」
に
お
い
て
、
主
人
公
の
健
次
は
「
何
処
か
世
界
の

隅
つ
こ
に
最
上
の
珍
味
が
潜
ん
で
る
に
違
ひ
な
い
僕
は
そ
い
つ
を

捜
し
出
し
た
い
」
（
一
）
と
願
い
続
け
な
が
ら
、
実
際
に
は
家
族

や
知
人
た
ち
か
ら
成
る
狭
い
日
常
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
は
な
く
、

「
或
は
そ
の
珍
味
が
阿
片
ぢ
や
な
い
か
知
ら
ん
」（
一
）
と
「
阿
片
」

に
対
す
る
幻
想
を
つ
の
ら
せ
る
。
彼
に
と
っ
て
探
求
す
べ
き
「
世

界
の
隅
つ
こ
」
と
は
、
具
体
的
な
場
所
で
は
な
い
。
「
阿
片
さ
へ

吸
へ
ば
こ
の
世
か
ら
な
る
極
楽
浄
土
へ
行
け
る
の
だ
」
（
三
）
と

い
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
現
実
に
は
存
在
せ
ず
、
幻
覚
の
世
界
と

し
て
想
起
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
「
何
処
へ
」
で

は
、
路
地
を
進
む
健
次
の
眼
前
に
、
唐
突
に
異
質
な
風
景
が
現
れ

る
。

足
は
行
き
場
所
に
迷
つ
て
、
遂
に
麹
町
に
向
ふ
。
織
田
の

住
ん
で
る
町
ま
で
来
て
、
訪
は
う
か
訪
ふ
ま
い
か
と
躊
躇
し

て
ゐ
る
と
、
前
の
三
階
建
の
二
階
の
窓
に
は
、
色
の
黒
い
耳

に
輪
を
嵌
め
た
女
と
、
青
い
腹
掛
け
を
し
た
辮
髪
の
男
と
が

頭
を
並
べ
て
、
声
高
に
分
ら
ぬ
言
葉
で
饒
舌
つ
て
ゐ
る
。
路

地
を
隔
て
ゝ
隣
り
の
洋
服
店
か
ら
、
背
の
高
い
色
の
白
い
毛

皮
を
ぐ
る

�
�巻

つ
け
た
西
洋
婦
人
が
犬
を
連
れ
て
出
て
来

た
。
二
人
の
支
那
人
は
そ
れ
を
見
て
は
面
白
さ
う
に
笑
つ
た
。

そ
の
辺
に
散
ば
つ
て
た
子
供
等
は
婦
人
の
前
に
集
ま
つ
た
。

婦
人
は
口
笛
を
吹
い
た
り
、
何
か
早
口
に
云
つ
て
、
犬
を
綾

し
て
ゐ
た
が
、
や
が
て
店
か
ら
肥
満
の
男
が
出
て
来
る
と
、

一
緒
に
勇
ま
し
く
去
つ
た
。
支
那
人
も
引
込
ん
で
し
ま
ふ
。

健
次
は
無
心
に
見
て
ゐ
た
が
、
町
が
元
の
や
う
に
淋
し
く
つ

て
、
埃
を
含
ん
だ
風
が
顔
に
吹
き
付
け
る
と
、
身
震
ひ
し
て

路
次
を
入
つ
た
。（

十
四
）
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健
次
は
、
日
頃
か
ら
見
知
っ
て
い
る
は
ず
の
友
人
宅
の
近
く
で

非
日
常
的
な
風
景
を
目
撃
す
る
。
「
路
地
」
に
は
「
色
の
黒
い
耳

に
輪
を
嵌
め
た
女
と
、
青
い
腹
掛
け
を
し
た
辮
髪
の
男
」
「
背
の

高
い
色
の
白
い
毛
皮
を
ぐ
る

�
�巻

つ
け
た
西
洋
婦
人
」
と
い
っ

た
異
邦
人
た
ち
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
一
瞬
だ
け
現
れ
て

消
え
、
す
ぐ
に
「
町
が
元
の
や
う
に
淋
し
く
」
な
っ
て
し
ま
う
が
、

少
な
く
と
も
、
そ
の
瞬
間
だ
け
は
健
次
の
世
界
は
生
き
生
き
と
し

た
も
の
と
な
る
。
健
次
は
日
頃
の
虚
無
的
な
無
関
心
を
忘
れ
て
、

彼
ら
を
「
無
心
に
見
て
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。
健
次
の
前
に
唐
突
に

出
現
し
て
す
ぐ
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
こ
の
風
景
と
は
何
な
の
か
。

「
何
処
へ
」
と
い
う
小
説
に
お
い
て
、
こ
の
風
景
の
意
味
は
語
ら

れ
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
健
次
が
抱
く
「
阿
片
」
へ
の
幻
想

を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
こ
の
風
景
が
意
味
す
る
も
の
が
読
み

解
け
る
だ
ろ
う
。

健
次
の
「
阿
片
」
を
め
ぐ
る
幻
想
の
中
で
「
支
那
」
の
イ
メ
ー

ジ
が
浮
上
す
る
。
「
ア
ル
コ
ー
ル
ラ
ン
プ
に
点
火
し
、
長
椅
子
に

身
を
埋
め
、
長
い
煙
管
で
匂
ひ
を
呼
び
、
沈
睡
に
陥
る
支
那
人
は
、

祖
先
の
詩
人
が
夢
想
し
た
無
何
有
の
境
に
進
ん
で
ゐ
る
の
だ
。
阿

片
を
嗅
ぎ
に
支
那
へ
行
く
。

�南
の
楽
土
は
其
処
に
あ
り
と
思
は

れ
る
」（
三
）

こ
の
よ
う
に
「
阿
片
」
が
「
支
那
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は

『
何
処
へ
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
限
ら
れ
た
特
徴
で
は
な
く
、
当

時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
流
行
し
て
い
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
イ
メ
ー

ジ
の
中
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
オ
ス

カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
『
ド
リ
ア
ン
・
グ
レ
イ
の
肖
像 （
８
）』
一
五
章
に
は
、

阿
片
を
め
ぐ
る
以
下
の
描
写
が
あ
る
。

It
w
a
s
a
sm

a
ll
C
h
in
ese

b
o
x
o
f
b
la
ck

a
n
d
g
o
ld
-

d
u
st

la
cq

u
er,

ela
b
o
ra
tely

w
ro
u
g
h
t,
th

e
sid

es
p
a
t-

tern
ed

w
ith

cu
rv

ed
w
a
v
es,

a
n
d
th

e
silk

en
co

rd
s

h
u
n
g

w
ith

ro
u
n
d

cry
sta

ls
a
n
d

ta
sselled

in

p
la
ited

m
eta

l
th

rea
d
s.

H
e
o
p
en

ed
it.

In
sid

e
w
a
s

a
g
reen

p
a
ste,

w
a
x
y

in
lu
stre,

th
e

o
d
o
u
r
cu

ri-

o
u
sly

h
ea

v
y
a
n
d
p
e
rsisten

t.

（
そ
れ
は
金
粉
の
つ
い
た
黒
い
漆
塗
の
支
那
の
箱
だ
っ
た
。

精
巧
な
細
工
で
、
側
面
に
は
う
ね
っ
た
波
型
の
模
様
が
あ
り
、

絹
の
紐
に
は
丸
い
水
晶
玉
が
さ
が
り
、
金
糸
を
編
ん
だ
総
が

つ
い
て
い
る
。
か
れ
は
そ
の
蓋
を
あ
け
た
。
な
か
に
は
緑
色

を
し
た
糊
状
の
も
の
が
入
っ
て
い
た
。
光
沢
は
蝋
の
よ
う
で

あ
り
、
匂
い
は
異
様
に
強
烈
で
し
つ
こ
か
っ
た
）

主
人

公
の
ド
リ
ア
ン
は
、
「
支
那
の
箱
」
の
中
に
阿
片
を

隠
し
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持
っ
て
い
た
。
そ
の
阿
片
の
匂
い
を
嗅
い
だ
後
、
ド
リ
ア
ン
は
さ

ら
に
テ
ム
ズ
川
近
く
の
阿
片
窟
に
向
か
い
、
パ
イ
プ
で
阿
片
を
吸

引
す
る
。
そ
こ
は
「
マ
レ
イ
人
た
ち
」
（
S
o
m
e
M
a
la
y
s）
が
集

ま
っ
て
い
る
場
所
だ
っ
た
。
「
何
処
へ
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、

こ
の
阿
片
を
め
ぐ
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し

て
い
る
。
健
次
が
「
二
階
の
窓
」
に
見
た
「
色
の
黒
い
耳
に
輪
を

嵌
め
た
女
と
、
青
い
腹
掛
け
を
し
た
辮
髪
の
男
」
と
は
、
「
阿
片

を
嗅
ぎ
に
支
那
へ
行
く
」
と
い
う
健
次
の
願
望
が
世
界
に
投
影
さ

れ
た
瞬
間
に
出
現
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
ら
と
一

緒
に
「
背
の
高
い
色
の
白
い
毛
皮
を
ぐ
る
ぐ
る
巻
つ
け
た
西
洋
婦

人
」
が
健
次
の
眼
前
に
現
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
健
次
の
抱
く
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
西
洋
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
何
処
へ
」
で
は
虚
無
的
に
生
き
る
青
年
健

次
の
世
界
の
な
か
に
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が

痕
跡
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
然
主

義
文
学
の
若
き
担
い
手
と
な
っ
た
正
宗
白
鳥
は
空
想
の
失
効
を
積

極
的
に
言
説
化
し
て
お
り
、「
何
処
へ
」
の
主
人
公
は
空
想
を
失
っ

た
青
年
の
体
現
者
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
空
想
の
世
界
は
作
品
中

で
屈
折
し
て
表
現
さ
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
当
時
、
文
学
に
お
い
て
空
想
が
積
極
的
に
求
め

ら
れ
る
領
域
が
準
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
正
宗
白
鳥
も
ま
た
、

そ
の
領
域
に
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
。
白
鳥
は
、
早
稲
田
大
学
を

卒
業
す
る
と
大
学
の
出
版
部
で
編
集
の
仕
事
に
就
い
た
も
の
の
一

年
間
で
退
職
し
、
「
坪
内
博
士
の
立
案
と
監
督
で
富
山
房
か
ら
出

版
さ
れ
た
世
界
文
学
の
梗
概
叢
書
や
少
年
向
き
の
文
学
叢
書
を
五

六
冊
執
筆
し
た
り
、
短
編
小
説
の
翻
訳
を
し
た
り
し
て
、
気
儘
な

下
宿
生
活
を
続
け
て
ゐ
た （
９
）」
と
い
う
。
白
鳥
は
大
学
卒
業
後
、
坪

内
逍
遥
の
紹
介
で
か
ろ
う
じ
て
出
版
事
業
に
関
わ
っ
て
生
計
を
立

て
て
い
た
。
そ
の
時
「
少
年
物
と
し
て
、
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
の

短
い
話
二
つ
三
つ
を
解
り
易
く
訳
し
」
た
と
こ
ろ
、
逍
遥
か
ら
好

評
を
得
た
と
い
う
。

校
閲
者
た
る
博
士
は

私
に
向
つ
て
、
「

君
の
少
年
物
は
よ

く
出
来
て
ゐ
る
。
こ
の
方
面
を
一
生
の
事
業
と
し
た
ら
ど
う

だ
ら
う
」
と
、
日
本
の
文
壇
に
い
ゝ
少
年
文
学
の
無
い
こ
と

を
説
か
れ
て
、
私
に
そ
の
専
門
家
た
ら
ん
こ
と
を
勧
告
さ
れ

た
。
私
は
「
考
へ
て
見
ま
せ
う
」
く
ら
ゐ
の
返
事
は
し
た
が
、

当
時
の
文
壇
語
で
言
ふ
「
お
伽
物
」
作
家
に
な
る
気
は
毛
頭

無
か
つ
た （

�）。

正
宗
白
鳥
は

『
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト

』
を
翻
案
し
、
『
ア
ラ
ビ
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ア
ン
ナ
イ
ト
』
の
物
語
集
を
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
年
）
一
二

月
に
冨
山
房
よ
り
『
不
思
議
の
魚
』
と
し
て
刊
行
し
た
。
こ
の
本

は
坪
内
逍
遥
監
修
の
『
少
年
世
界
文
学
叢
書
』
の
第
一
編
と
な
っ

て
い
る
。
坪
内
逍
遥
は
「
日
本
の
文
壇
に
い
ゝ
少
年
文
学
の
無
い
」

こ
と
に
着
目
し
て
お
り
、
「
少
年
文
学
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
出
版

事
業
に
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
た
模
様
で
あ

る
。
し
か
し
、
白
鳥
の
方
は
「
当
時
の
文
壇
語
で
言
ふ
『
お
伽
物
』

作
家
に
な
る
気
は
毛
頭
無
か
つ
た
」
と
い
う
。
こ
の
「『
お
伽
物
』

作
家
」
と
は
も
ち
ろ
ん
、
巌
谷
小
波
を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

『
不
思
議
の
魚
』
が
出
版
さ
れ
る
直
前
の
明
治
三
四
年
（
一
九
〇

四
年
）
四
月
に
は
、
巌
谷
小
波
『
世
界
お
伽
噺
第
二
十
九
編

奇
體
の
洋
燈
（
亜
剌
比
亜
の
部
）
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
杉
田

英
明
は
、
白
鳥
と
小
波
の
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
』
の
翻
訳
を
比

較
し
て
、
白
鳥
の
作
品
は
「
内
容
・
文
体
と
も
、
小
波
の
作
品
と

性
格
が
き
わ
め
て
似
通
つ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る （

�）。
白
鳥
の
野

心
は
小
波
が
創
り
上
げ
て
い
た
「
お
伽
噺
」
と
い
う
領
域
に
向
か
っ

て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
小
波
の
活
動
を
意
識
し
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

小
波
が
活
躍
し
、
逍
遥
が
注
目
し
て
い
た
「
少
年
物
」
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
世
界
を
知
る
と
い
う
名
目
の
下
に
空
想
的
な
好

奇
心
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。
小
波
の
『
世
界
お

伽
噺
』
は
世
界
中
の
物
語
を
集
め
る
と
い
う
企
画
で
あ
り
、
博
文

館
か
ら
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
年
）
一
月
に
『
世
界
お
伽
噺

第
一
編

世
界
の
始
（
太
古
の
部
）
』
が
出
版
さ
れ
て
以
来
、
明

治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
二
月
『
世
界
お
伽
噺

第
一
〇
〇

�

南
犬
北
犬
（
南
ア
メ
リ
カ
の
部
）
』
ま
で
百
冊
が
刊
行
さ
れ
た
。

ま
た
、
「
お
伽
噺
」
に
限
ら
ず
、
そ
も
そ
も
「
世
界
」
と
い
う
対

象
が
想
像
的
な
も
の
で
あ
る
。
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
年
）
一

月
に
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
「
少
年
世
界
」
は
小
波
が
主
筆
と
な
っ
た
。

そ
の
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
『
少
年
世
界
』
発
刊
の
辞

明
治

廿
八
年
を
迎
か
う
」
で
は
、
「
わ
が
少
年
諸
君
」
に
対
し
て
「
名

誉
あ
る
新
強
国
の
小
国
民
と
し
て
、
今
や
将
さ
に
世
界
の
新
舞
台

に
立
た
ん
と
す
」
と
の
呼
び
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
世
界
の

新
舞
台
」
も
ま
た
、
想
像
さ
れ
た
「
世
界
」
に
他
な
ら
な
い
。

巌
谷
小
波
は
博
文
館
か
ら
『
少
年
世
界
読
本
』
を
刊
行
し
て
お

り
、
そ
の
第
二
巻
は
「
支
那
朝
鮮
暹
羅
波
斯
及
東
洋
各
国
」

で
あ
る （

�）。
「
支
那
」
の
章
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
阿
片
」
と
い
う

項

目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
「
阿
片
は

固
形
体
で
す
が
、

喫
む
時
に

は
半
黒
色
の
糖
蜜
の
や
う
に
し
て
あ
る
、
一
オ
ン
ス
幾
何
と
小
売

す
る
者
が
有
つ
て
、
之
を
吸
ふ
に
は
煙
草
の
や
う
に
起
き
て
居
る

の
で
は
な
い
、
屹
度
枕
を
し
て
横
に
な
つ
て
、
一
生
懸
命
に
吸
ふ

の
で
す
」
「

何
し
ろ
阿
片
は

モ
ル

ヒ
ネ
を
作
る

原
料
で
す
か
ら
、
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吸
へ
ば
気
持
は
良
い
け
れ
共
、
長
い
間
に
は
毒
が
身
体
中
へ
廻
つ

て
、

�も
す
る
と

�と
云
う
中
毒
に
罹
り
ま
す
」
。
さ
ら
に
「
阿

片
を
飲
ん
で
遊
ん
で
居
る
所
」
と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
付
い
た

写
真
が
掲
載
さ
れ
、
そ
こ
に
は
煙
管
を
手
に
横
た
わ
る
辮
髪
の
男

性
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
阿
片
と
「
支
那
」
を
め
ぐ

る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
想
像
力
が
顕
在
化
し
て
い
る
の
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

正
宗
白
鳥
は
「
少
年
物
」
の
出
版
事
業
に
そ
れ
以
上
は
進
ん
で

行
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
じ
く
逍
遥
の
も
う
一
人
の
教
え
子

は
、
白
鳥
が
選
ば
な
か
っ
た
道
に
進
む
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
小

川
未
明
で
あ
る
。
未
明
は
、
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
年
）
九
月
、

早
稲
田
大
学
在
学
中
に
坪
内
逍
遥
の
推
薦
に
よ
り
「
新
小
説
」
に

「
漂
浪
児
」
を
発
表
し
て
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
、
そ
の
後
、

島
村
抱
月
の
企
画
で
竹
久
夢
二
と
共
に
早
稲
田
文
学
社
の
「
少
年

文
庫
」
（
金
尾
文
淵
堂
）
の
編
集
を
担
当
し
、
明
治
三
九
年
（
一

九
〇
六
年
）
一
一
月
に
第
一
号
を
刊
行
し
て
い
る
。
正
宗
白
鳥
が

脚
光
を
浴
び
た
自
然
主
義
文
学
の
ブ
ー
ム
は
数
年
で
落
ち
着
い
て

し
ま
い
、
反
自
然
主
義
文
学
を
掲
げ
た
谷
崎
潤
一
郎
が
文
壇
デ
ビ
ュ
ー

を
果
た
し
た
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
以
降
に
は
、
自
然
主
義

文
学
を
拠
り
所
と
し
な
い
作
家
た
ち
の
活
躍
が
話
題
と
な
っ
て
い

た
。
小
川
未
明
や
鈴
木
三
重
吉
は
、
そ
れ
ら
の
作
家
に
該
当
す
る
。

「
帝
国
文
学
」
大
正
二
（
一
九
一
三
年
）
年
一
月
号
に
、
石
坂
養

平
「
昨
年
の
文
壇
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
「
四
十
三
年
よ

り
四
十
四
年
の
前
半
期
に
至
る
ま
で
の
文
壇
に
は
、
自
然
派
文
芸

全
盛
の
後
を
承
け
た
反
動
と
し
て
錯
雑
紛
糾
せ
る
幾
多
の
新
現
象
、

新
傾
向
が
起
つ
た
」
が
、
「
四
十
四
年
の
後
半
に
入
り
て
か
ら
次

第
に
一
つ
の
方
向
に
徐
々
と
歩
み
を
進
め
」
、
鈴
木
三
重
吉
、
小

川
未
明
ら
が
活
躍
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
小

川
未
明
や
鈴
木
三
重
吉
が
、
そ
の
後
の
大
正
期
に
お
い
て
児
童
文

学
と
い
う
領
域
を
担
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
日
露
戦
争
後
の
若
者
に
対
し
て
規
制
が
求
め
ら
れ

た
空
想
や
想
像
力
は
、

�子
ど
も

�を
め
ぐ
る
出
版
事
業
に

お
い

て
逆
に
拡
が
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
前
田

愛
は
、
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
年
）
に
博
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ

た
「
少
年
文
学
」
叢
書
に
つ
い
て
、
第
一
巻
が
巌
谷
小
波
『
こ
が

ね
丸
』
だ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
全
三
二
巻
の
ほ
ど
ん
ど
が
歴
史

小
説
・
伝
記
小
説
・
史
伝
で
あ
り
、
「
国
家
有
為
の
人
材
を
育
成

す
る
た
め
に
、
草
創
期
の
児
童
文
学
が
有
用
と
判
断
し
た
の
は
伝

記
と
歴
史
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
」
と

述
べ
、
「
子

ど
も
た
ち
に

期
待
さ
れ
る
の
は
、
歴
史
や
伝
記
か
ら
か
れ
ら
が
将
来
選
択
す
べ

き
人
生
の
モ
デ
ル
を
学
び
、
自
己
激
励
の
資
料
を
手
に
入
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
大
人
の
予
備
軍
で
あ
る
か
れ
ら
は
現
実
世
界
の

掟
を
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あ
ら
か
じ
め
承
知
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
空
想
的
な
物

語
の
世
界
に
我
を
忘
れ
る
こ
と
は
、
大
人
に
な
る
た
め
の
貴
重
な

時
間
を
浪
費
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
だ （

�）」
と
論
じ
て
い
る
。

こ
の
明
治
期
に
お
け
る
「
空
想
的
な
物
語
」
の
不
在
は
、
日
露
戦

争
後
の

�子ど
も

�を
め
ぐ
る
出
版
事
業
に
お
い
て
新
し
い
ビ
ジ

ネ
ス
市
場
と
し
て
見
出
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

２
越
境
者
と
し
て
の

�子ど
も

�

後
年
、
正
宗
白
鳥
は
「
な
ん
で
も
自
然
主
義
で
囃
し
立
て
た
時

代
は
二
三
年
間
に
過
ぎ
ず
、
従
つ
て
、
私
と
青
果
を
、
栄
え
な
い

花
形
に
仕
立
て
た
だ
け
で
、
後
が
続
か
な
か
つ
た
」
と
回
想
し
て

い
る （

�）。
日
露
戦
争
後
の
自
然
主
義
文
学
の
流
行
は
、
正
宗
白
鳥
と

真
山
青
果
と
い
う
若
い
二
人
の
作
家
を
登
場
さ
せ
た
も
の
の
、
そ

の
後
の
作
家
た
ち
は
自
然
主
義
文
学
の
範
疇
に
は
収
ま
ら
な
か
っ

た
。
谷
崎
潤
一
郎
、
小
川
未
明
、
鈴
木
三
重
吉
と
い
っ
た
作
家
た

ち
は
、
自
然
主
義
文
学
が
規
制
し
た
空
想
を
テ
ー
マ
と
し
、
ま
た
、

空
想
の
世
界
の
住
人
と
し
て

�子ど
も

�を
登
場
さ
せ
た
。
河
原

和
枝
は
、
『
子
ど
も
観
の
近
代 （

�）』
に
お
い
て
、
鈴
木
三
重
吉
が
編

集
し
た
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
や
小
川
未
明
の
作
品
世
界
を
検
証
し
、

彼
ら
の
作
品
に
お
い
て
「
善
良
で
弱
く
純
粋
な

�子
ど
も

�」
と

い
う
子
ど
も
像
が
描
か
れ
、
彼
ら
の
文
学
活
動
を
通
し
て
「
子
ど

も
を
無
垢
な
存
在
と
み
る
ロ
マ
ン
主
義
的
な
子
ど
も
観
」
が
広
ま
っ

て
い
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
谷
崎
潤
一
郎
の
作
品
を
視

野
に
入
れ
る
と
、
大
人
た
ち
が
期
待
す
る
「
無
垢
な
存
在
」
と
は

異
な
る

�子ど
も

�の
姿
が
顕
在
化
す
る
の
で
あ
る
。

小
川
未
明
は
、
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
一
二
月
に
京
文
堂

か
ら
『
お
と
ぎ
は
な
し
集
赤
い
船
』
を
出
版
す
る
。
そ
の
本
の

「
序
」
は
「
世
界
に
幾
億
の
人
間
が
居
る
。
私
は
其
の
中
の
一
人

で
す
。
其
の
私
が
子
供
の
時
分
描
い
た
空
想
は
大
抵
斯
様
な
も
の

で
あ
り
ま
し
た
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
「
子
供
の

時
分
」
に
抱
い
た
「
空
想
」
を
現
在
ま
で
維
持
し
続
け
て
い
る
と

い
う
未
明
の
文
学
的
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
書
の
タ

イ
ト
ル
と
な
っ
た
作
品
「
赤
い
船
」
の
主
人
公
は
「
オ
ル
ガ
ン
」

や
「
ピ
ヤ
ノ
」
に
心
惹
か
れ
る
少
女
で
あ
る
。
彼
女
に
と
っ
て

「
オ
ル
ガ
ン
の
音
」
は
「
広
い
、
広
い
海
の
彼
方
の
外
国
」
を
想

起
さ
せ
、
「
ピ
ヤ
ノ
の
音
」
が
「
大
海
原
を
渡
る
風
の
音
と
聞
え

た
り
、
岸
辺
に
打
寄
せ
る
波
の
音
と
聞
え
た
」
の
で
あ
る
。
主
人

公
は
「
オ
ル
ガ
ン
」
や
「
ピ
ヤ
ノ
」
の
音
を
媒
介
に
し
て
遠
い
西

洋
に
思
い
を
馳
せ
て
い
く
。

ま
た
、
谷
崎
潤
一
郎
が
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
年
）
六
月
に

「
ス
バ
ル
」
に
掲
載
し
た
「
少
年
」
に
お
い
て
も
、「
お
伽
噺
」
が
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参
照
さ
れ
て
い
る
。「
少
年
」
の
主
人
公
で
語
り
手
の
「
私
」
は
、

学
友
の
信
一
が
住
む
塙
家
の
屋
敷
を
訪
れ
る
。
塙
家
の
敷
地
に
は

日
本
館
の
後
に
西
洋
館
が
建
っ
て
お
り
、
西
洋
館
の
二
階
か
ら
は

ピ
ア
ノ
の
音
色
が
響
い
て
く
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
「
私
」
に
「
或

る
時
は
森
の
奥
の
妖
魔
が
笑
う
木
霊
の
や
う
な
、
或
る
時
は
お
伽

噺
に
出
て
来
る
侏
儒
共
が
多
勢

�つ
て
踊
る
や
う
な
」
と
い
っ
た

「
幾
千
の
細
か
い
想
像
の
綾
糸
」
が
沸
き
上
が
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
「
少
年
」
で
も
、
「
お
伽
噺
」
は
西
洋
の
世
界
に
重
な

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
西
洋
は
、
「
森
の
奥
の
妖
魔
」
や
「
侏

儒
」
が
住
ん
で
い
る
よ
う
な
空
想
的
な
世
界
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
未
明
の
「
赤
い
船
」
や
谷
崎
の
「
少
年
」
は
、

ど
ち
ら
も
「
お
伽
噺
」
を
媒
介
に
し
て
空
想
的
な
世
界
と
し
て
の

西
洋
を
作
品
世
界
に
表
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
「
赤
い

船
」
と
「
少
年
」
で
は
、
西
洋
へ
と
向
か
う
主
人
公
の
態
度
が
全

く
異
な
っ
て
い
る
。「
赤
い
船
」
の
主
人
公
の
露
子
は
、「
太
平
洋

を
渡
つ
て
美
し
い
国
へ
行
く
」
と
い
う
「
赤
い
船
」
を
見
た
と
き
、

「
遠
く
隔
つ
て
ゐ
ま
す
の
で
、
た
ゞ
赤
い
筋
と
、
ひ
ら

�
�翻

つ

て
ゐ
る
旗
と
、
太
い
煙
突
と
、
其
の
煙
突
か
ら
上
る
黒
い
煙
と
、

高
い
三
本
の
檣
と
が
見
え
た
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
」
と
、
遠
く
か

ら
た
だ
眺
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
露
子
に
と
っ
て
、
西
洋
は

到
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
遠
い
世
界
で
あ
り
、
現
実
に
は
た
ど

り
着
く
こ
と
の
な
い
空
想
の
世
界
の
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
そ
の
一

方
で
、
「
少
年
」
の
「
私
」
は
、
西
洋
に
向
か
い
、
そ
の
中
に
入

り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
「
私
」
は
西
洋
へ
と
越
境
す
る
こ
と
が

で
き
る
主
人
公
で
あ
る
。

「
少
年
」
の
作
品
世
界
に
は
様
々
な
境
界
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い

る （

�）。「
私
」
が
放
課
後
に
塙
の
屋
敷
に
向
か
う
た
め
に
は
、「
有
馬

学
校
の
前
か
ら
真
っ
直
ぐ
に
中
之
橋
を
越
え
」、「
長
い

�
�塀

を

繞
ら
し
た
厳
か
め
し
い
鉄
格
子
の
門
」
を
く
ぐ
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。
敷
地
の
日
本
館
と
西
洋
館
の
間
に
は
「
欅
や
榎
の
大
木
」

が
植
え
ら
れ
、
「
古
井
戸
の
跡
で
も
あ
ろ
う
、
沼
と
も
池
と
も
附

か
な
い
濁
っ
た
水
溜
り
」
が
現
れ
る
。
「
私
」
は
こ
れ
ら
の
境
界

を
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
か
ら
空
想
の
世
界
へ
と
到
達
す

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
く
。

さ
ら
に
「
少
年
」
に
お
い
て
、

�越
境
す
る
子
ど
も

�は
、
同

時
に

�遊
戯
者
と
し
て
の
子
ど
も

�で
も
あ
る （

�）。
「
私
」
は
学
友

の
信
一
と
仙
吉
、
信
一
の
姉
の
光
子
と
共
に
、
塙
家
で
ご
っ
こ
遊

び
を
繰
り
広
げ
て
い
く
。
遊
び
は
、
「
私
」
に
さ
ら
な
る
越
境
を

も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

「
何
処
で
何
を
盗
ん
だ
か
、
正
直
に
白
状
し
ろ
」
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と
、
信
一
は
出
鱈
目
に
訊
問
を
始
め
る
。
仙
吉
は
又
、
や
れ

白
木
屋
で
反
物
を
五
反
取
つ
た
の
、
に

�ん

�べ

�ん

�で
鰹
節
を
盗

ん
だ
の
、
日
本
銀
行
で
お
札
を
ご
ま
か
し
た
の
と
、
出
鱈
目

な
が
ら
生
意
気
な
事
を
云
っ
た
。

「
う
ん
、
さ
う
か
、
太
い
奴
だ
。
ま
だ
何
か
悪
い
事
を

し
た
ろ
う
。
人
を
殺
し
た
覚
え
は
な
い
か
」

「
へ
い
ご
ざ
い
ま
す
。
熊
谷
土
手
で
按
摩
を
殺
し
て
五

十
両
の
財
布
を
盗
み
ま
し
た
。
さ
う
し
て
其
の
お
金
で
吉

原
へ
参
り
ま
し
た
」

緞
帳
芝
居
か
覗
き
機
巧
で
聞
い
て
来
る
も
の
と
見
え
て
、
如

何
に
も
当
意
即
妙
の
返
答
で
あ
る
。

こ
の
「
私
」
と
信
一
、
仙
吉
と
の
「
泥
坊
ご
つ
こ
」
で
は
、

�子
ど
も

�と

�大
人

�と
い
う
境
界
が
越
境
さ
れ
る
。
遊
び
の

中
で
、
「
白
木
屋
」
「
に

�ん

�べ

�ん

�」
「
日
本
銀
行
」
と
い
っ
た
場
所

が
現
れ
、
反
物
や
鰹
節
、
お
札
と
い
っ
た
日
常
世
界
を
構
成
す
る

モ
ノ
が
呼
び
出
さ
れ
る
。
そ
こ
は
買
い
物
を
す
る
大
人
た
ち
が
訪

れ
る
場
所
で
あ
る
。
遊
び
に
お
い
て

�子ど
も

�は

�大人

�に

な
っ
て
、

�大
人

�と
し
て
モ
ノ
に
触
れ
る
。
さ
ら
に

�大
人

�

と
な
っ
た

�子ど
も

�は
、
買
い
物
で
は
な
く
盗
み
を
行
う
こ
と

に
よ
っ
て
、

�法

�の
内
か
ら
外
へ
と
越
境
す
る
。
ま
た
、
遊
び

で
は
、「
緞
帳
芝
居
」
や
「
覗
き
機
巧
」
の
セ
リ
フ
が
参
照
さ
れ
、

�現
実

�が
演
劇
的
な

�作
り
物

�の
世
界
へ
と
容
易
に
反
転
す

る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
光
子
を
引
き
入
れ
た
「
狐
ご
つ
こ
」
に
お
い
て
、

�作
り
物

�の
世
界
は
華
々
し
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
へ
と
更

新
さ
れ
る
。
「
私
」
は
、
狐
と
な
っ
た
光
子
を
縛
り
上
げ
る
と
き

「
此
の
間
見
た
草
双
紙
の
中
の
、
旗
本
の
若
侍
が
仲
間
と
力
を
協

は
せ
て
美
人
を
掠
奪
す
る
挿
絵
の
事
を
想
ひ
泛
か
べ
」
、
縛
り
上

げ
ら
れ
た
光
子
の
姿
を
「
金
閣
寺
の
雪
姫
の
や
う
に
身
を
悶
え
て

苦
し
ん
で
居
る
」
と
語
る
。
光
子
を
交
え
た
ご
っ
こ
遊
び
に
お
い

て
、

�現
実

�は
草
双
紙
や
歌
舞
伎
の
世
界
へ
と
変
容
す
る
の
で

あ
る
。

「
少
年
」
で
語
ら
れ
る
ご
っ
こ
遊
び
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち

は

�子
ど
も
／
大
人

�
�現

実
／
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

�と
い
う
境
界

を
乗
り
越
え
る
。
さ
ら
に
、
「
少
年
」
に
お
い
て
、
ご
っ
こ
遊
び

は
「
私
」
に
性
的
な
快
感
を
も
た
ら
す
。
ご
っ
こ
遊
び
に
よ
っ
て

「
私
は
こ
れ

�出
会
つ
た
こ
と
の
な
い
一
種
不
思
議
な
快
感
に
襲

は
れ
た
」
の
で
あ
る
。
「
私
」
が
ご
っ
こ
遊
び
に
よ
っ
て
性
的
身

体
を
獲
得
す
る
と
い
う
事
態
か
ら
、
ご
っ
こ
遊
び
が
単
な
る
越
境

に
終
わ
る
こ
と
な
く
、

�子
ど
も

�と

�大
人

�の
境
界
の
攪
乱

を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
が
示
さ
れ
る （

�）。「
私
」
は

�子ど
も

�
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で
あ
り
な
が
ら
性
的
存
在
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

�無垢
な
る

存
在
と
し
て
の
子
ど
も
／
性
的
存
在
と
し
て
の
大
人

�と
い
う
秩

序
を
破
壊
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
越
境
と
境
界
の
攪
乱
の
果
て
に
「
私
」
は
西
洋
館

に
侵
入
し
、
そ
こ
で
「
私
」
は
光
子
に
よ
っ
て
人
間
か
ら
燭
台
へ

と
変
身
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
「
私
」
の
変
身
に
際
し
て
も
、
「
お

伽
噺
」
が
参
照
さ
れ
る
。
燭
台
と
な
っ
て
光
子
が
奏
で
る
ピ
ア
ノ

の
音
を
聞
い
た
「
私
」
は
、「『
浮
か
れ
胡
弓
』
の
噺
の
中
の
人
間

の
や
う
に
、
微
妙
な
楽
の
音
に
恍
惚
と
耳
を
傾
け
た
」
。
こ
の

『
浮
か
れ
胡
弓
』
と
は
、
巌
谷
小
波
『
世
界
お
伽
噺

第
三
十
七

編
瑞
典
の
部

上
浮
か
れ
胡
弓
』
（
博
文
館
、
一
九
〇
二
・

三
）
を
指
し
て
い
る
。
「
少
年
」
は
、
巌
谷
小
波
の
『
世
界
お
伽

噺
』
が
も
た
ら
し
た
空
想
的
な
物
語
を
下
敷
き
に
、

�越
境
す
る

子
ど
も

�を
主
人
公
と
す
る
物
語
と
な
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

空
想
の
力

谷
崎
潤
一
郎
は
子
ど
も
時
代
を
振
り
返
り
、
巌
谷
小
波
の
作
品

を
読
ん
だ
時
の
感
動
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る （

�）。

巌
谷

�山
人
の
「
新
八
犬
伝
」
が
少
年
世
界
に
連
載
さ
れ

出
し
た
の
は
明
治
卅
一
年
の
正
月
、
戊
戌
の
春
と
な
つ
て
ゐ

る
の
で
、
私
の
十
三
歳
の
時
で
あ
る
こ
と
が
分
る
が
、
私
に

小
説
と
云
ふ
も
の
ゝ
楽
し
さ
、

空
想
の
世
界
を
仮
定
し

て
、
そ
れ
に
浸
り
そ
れ
に
遊
ぶ
こ
と
の
喜
び
を
、
思
ふ
存
分

味
は
せ
て
く
れ
た
最
初
の
作
品
は
あ
れ
で
あ
つ
た
と
云
へ
よ

う
。

こ
の
谷
崎
の
回
想
か
ら
、
空
想
的
な
読
み
物
が
人
間
に
対
し
て

働
き
か
け
る
力
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
伝
わ
っ
て
来
る
。

空
想
は
「
そ
れ
に
浸
り
そ
れ
に
遊
ぶ
こ
と
の
喜
び
」
と
共
に
あ
り
、

そ
の
た
め
、
空
想
的
な
読
み
物
は
、
読
者
に
現
実
と
は
異
な
る
世

界
を
開
示
し
て
み
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
読
者
は
、
ご
っ

こ
遊
び
を
通
し
て
、
現
実
と
空
想
の
世
界
と
を
横
断
し
、
時
に
現

実
を
支
え
て
い
る
日
常
の
秩
序
を
攪
乱
さ
せ
て
い
く
。
空
想
的
な

読
み
物
が

�子
ど
も

�に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
で
、

�子
ど
も

�

は
空
想
す
る
主
体
、
そ
し
て
遊
び
の
主
体
と
し
て
、
世
界
に
対
し

て
主
体
的
に
働
き
か
け
る
主
人
公
と
い
う
位
置
を
獲
得
す
る
。
谷

崎
潤
一
郎
の
文
学
作
品
で
は
、
空
想
の
世
界
へ
と
越
境
し
て
い
く

�子ど
も

�と
い
う
主
人
公
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の

�子ど
も

�と
い
う
主
人
公
が
活
躍
す
る
物
語
は
、
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
へ
と
つ
な
が
る
、
そ
の
先
駆
け
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的
な
作
品
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
日
本
近
代
よ
り
も
は
る
か

に
英
国
近
代
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
近
代
日
本
に
お
い
て
児

童
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
確
立
に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
に
な
っ

た
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
が
創
刊
さ
れ
た
の
が
大
正
七
年
（
一
九
一
八

年
）
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
『
不
思
議
な
国

の
ア
リ
ス
』
が
一
八
六
五
年
に
出
版
さ
れ
た
よ
う
に
、
英
国
で
は

日
本
よ
り
早
く
一
八
六
〇
年
代
以
降
に
児
童
文
学
の
黄
金
時
代
を

迎
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
ビ
ク
ト
リ
ア
朝
の
最
後
に
Ｅ
・
ネ
ズ
ビ
ッ

ト
が
登
場
し
、
児
童
文
学
を
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
へ

と
展
開
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た （

�）。
本
論
文
の
最
後
に
、
谷
崎

潤
一
郎
「
少
年
」
と
共
通
す
る
内
容
を
持
つ
Ｅ
・
ネ
ズ
ビ
ッ
ト
の

作
品

T
h
e
S
tory

of
th
e
T
rea

su
re

S
eek

ers
に
触
れ
て
お
き

た
い （

�）。

Ｅ
・
ネ
ズ
ビ
ッ
ト
は
、
一
八
九
九
年
に
子
ど
も
向
け
の
最
初
の

作
品
と
し
て

T
h
e
S
tory

of
th
e
T
rea

su
re

S
eek

ers
を
出
版

し
た
。

T
h
e
S
tory

o
f
th
e
T
rea

su
re

S
eek

ers
は
、

�Do
ra

�

�Osw
a
ld

�
�Dick
y

�
�Alice

�
�No

el

�
�H.

O
.

�ら
き
ょ
う
だ

い
の
子
ど
も
た
ち
が
主
人
公
で
あ
り
、
事
業
に
失
敗
し
て
財
産
を

失
っ
た
親
の
代
わ
り
に
、
彼
ら
が
宝
探
し
を
し
て
財
産
を
取
り
戻

そ
う
と
す
る
物
語
で
あ
る
。
ま
た
、
語
り
手
も
子
ど
も
で
あ
る
。

「
少
年
」
の
主
人
公
た
ち
と
同
様
に
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
子
ど

も
た
ち
は
ご
っ
こ
遊
び
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
第
六
章
で
は
、
公
園
に
出
か
け
た
子
ど
も
た
ち
は

「
熊
狩
り
」
の
ご
っ
こ
遊
び
を
始
め
る
。

A
lice
w
h
isp
ered

―

・I
see
th
e
w
h
ite
w
itch

b
ea
r
y
o
n
d
er
a
m
o
n
g
th
e

trees!
L
et・
s
tra
ck
it
a
n
d
sla
y
it
in
its
la
ir.・

・I
a
m
th
e
b
ea
r,・
sa
id
N
o
el;
so
h
e
crep

t
a
w
a
y
,
a
n
d

w
e
fo
llo
w
ed
h
im
a
m
o
n
g
th
e
trees.

O
ften

th
e

w
itch

b
ea
r
w
a
s
o
u
t
o
f
sig
h
t,
a
n
d
th
en
y
o
u

d
id
n
・t
k
n
o
w
w
h
ere
it
w
o
u
ld
ju
m
p
o
u
t
fro
m
;
b
u
t

so
m
etim

es
w
e
sa
w
it,
a
n
d
ju
st
fo
llo
w
ed
.

・W
h
en
w
e
ca
tch
it
th
ere・ll

b
e
a
g
rea
t
fig
h
t,・
sa
id

O
sw
a
ld
;
・a
n
d
I
sh
a
ll
b
e
C
o
u
n
t
F
o
lk
o
o
f
M
o
n
t

F
a
u
co
n
.・

・I・ll
b
e
G
a
b
rielle,・sa

id
D
o
ra
.S
h
e
is
th
e
o
n
ly
o
n
e
o
f

u
s
w
h
o
lik
es
d
o
in
g
g
irl・s

p
a
rts.

・I・ll
b
e
S
in
tra
m
,・
sa
id
A
lice;

・a
n
d
H
.
O
.
ca
n
b
e
th
e

L
ittle

M
a
ster.・

・W
h
a
t
a
b
o
u
t
D
ick
y
?・

・O
h
,
I
ca
n
b
e
th
e
P
ilg
rim

w
ith
th
e
b
o
n
es.・
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（
ア
リ
ス
が
小
声
で
言
い
ま
し
た
。「
向
こ
う
の
木
の
あ
い

だ
に
、
白
い
魔
法
の
ク
マ
が
見
え
る
わ
。
追
跡
し
て
い
っ
て
、

穴
ぐ
ら
に
入
っ
た
と
こ
ろ
を
や
っ
つ
け
ま
し
ょ
う
よ
。」

「
ぼ
く
が
ク
マ
に
な
る
。」
と
ノ
エ
ル
は
言
っ
て
、
四
つ
ん

ば
い
に
な
る
と
、
木
の
あ
い
だ
に
は
い
っ
て
い
き
ま
し
た
。

わ
た
し
た
ち
は
さ
っ
そ
く
追
い
か
け
ま
し
た
。
魔
法
の
ク
マ

は
し
ば
し
ば
見
え
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
ま
た
思
い
が
け
な

い
と
こ
ろ
か
ら
と
び
だ
し
て
来
ま
し
た
。
姿
を
見
つ
け
る
と
、

わ
た
し
た
ち
は
そ
の
あ
と
を
追
い
ま
し
た
。

「
や
つ
を
つ
か
ま
え
る
と
き
は
大
格
闘
だ
ぞ
。」
と
オ
ズ
ワ

ル
ド
が
言
い
ま
し
た
。
「
よ
し
、
ぼ
く
は
モ
ン
・
フ
ォ
コ
ン

の
フ
ォ
ウ
コ
伯
爵
に
な
る
。」

「
あ
た
し
は
ガ
ブ
リ
エ
ル
に
な
る
わ
。」
と
ド
ラ
が
言
い
ま

し
た
。
わ
た
し
た
ち
の
う
ち
で
、
女
の
子
の
役
を
し
た
が
る

の
は
ド
ラ
だ
け
で
す
。

「
あ
た
し
は
シ
ン
ト
ラ
ム
に
な
る
。
Ｈ
・
Ｏ
は
若
君
に
な

れ
ば
い
い
わ
。」
と
ア
リ
ス
が
言
い
ま
し
た
。

「
じ
ゃ
あ
、
デ
ィ
ッ
キ
ー
は
ど
う
す
る
？
」

「
あ
あ
、
ぼ
く
は
拍
子
木
を
持
っ
た
巡
礼
に
な
る
か
ら
い

い
。」）

こ
の
場
面
で
子
ど
も
た
ち
が
挙
げ
る

�bea
r

�
�Fo

lk
o
o
f

M
o
n
t
F
a
u
co
n

�
�Ga

b
rielle

�
�Sin

tra
m

�,

�th
e
L
ittle

M
a
ster

�
�th

e
P
ilg
rim

w
ith
th
e
b
o
n
es

�と
は
、
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
・
フ
ー
ケ
（
F
ried
rich

d
e
la
M
o
tte
F
o
u
q
u� e）

の

作
品
『
ジ
ン
ト
ラ
ム
の
道
連
れ
』
（
S
in
tra

m
a
n
d

H
is

C
om

-

p
a
n
ion

s）
に
登
場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
の
で
あ
る
。
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
ド
イ
ツ
語
版
は
一
八
一
四
年
に
出
版
さ
れ
、
ま
も
な
く
英

語
版
が
翻
訳
出
版
さ
れ
る
と
、
英
語
圏
で
は
子
ど
も
の
読
み
物
と

し
て
広
く
普
及
し
た （

�）。
熊
狩
り
ご
っ
こ
の
場
面
か
ら
、
『
ジ
ン
ト

ラ
ム
の
道
連
れ
』
と
い
う
書
物
が
子
ど
も
た
ち
の
想
像
力
に
大
き

な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

さ
ら
に
、
「
熊
狩
り
」
の
途
中
で
、
子
ど
も
た
ち
は
公
園
の
中

に
壁
が
あ
る
の
を
発
見
す
る
。
壁
に
は
ド
ア
が
付
い
て
い
て
、
彼

ら
は
ド
ア
を
通
り
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
境
界
を
越
え
る
。
す
る

と
、
子
ど
も
の
一
人
ノ
エ
ル
は
、
ド
ア
の
向
こ
う
に

�ch
in
e

d
o
ll

�の
よ
う
な
少
女
が
い
る
の
を
発
見
し
、
ノ
エ
ル
は
少
女
に

向
か
っ
て
I・m
P
rin
ce
C
a
m
a
ra
lza
m
a
n
.・
と
自
己
紹
介
を
す

る
。

�Prin
ce
C
a
m
a
ra
lza
m
a
n

�と
は
、
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ

ト
』
に
収
録
さ
れ
た
物
語

�Th
e
A
d
v
en
tu
res
o
f
P
rin
ce

C
a
m
a
ra
lza
m
a
n
a
n
d
th
e
P
rin
cess

B
a
d
o
u
ra

�の
主
人
公

で
あ
る
。
ノ
エ
ル
は
、
ご
っ
こ
遊
び
に
よ
っ
て
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
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イ
ト
』
の
世
界
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
見
知
ら
ぬ
少

女
も
そ
の
ご
っ
こ
遊
び
の
想
像
力
を
彼
ら
と
共
有
し
た
こ
と
が
喜

び
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、

T
h
e
S
tory

of
th
e
T
rea

su
re

S
eek

ers
に
お

い
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、
読
書
に
よ
っ
て
様
々
な
世
界
の
物
語
に

触
れ
、
ご
っ
こ
遊
び
に
よ
っ
て
そ
の
世
界
を
想
像
的
に
再
現
す
る

様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
子
ど
も
た
ち
が
行
っ
て
い

る
「
宝
探
し
」
も
ま
た
、
ご
っ
こ
遊
び
の
中
に
あ
る
。
子
ど
も
た

ち
は
遊
び
に
お
い
て
金
を
稼
が
な
く
て
は
い
け
な
い
大
人
を
模
倣

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
現
実
の
世
界
に
対
し
て
想
像
的

に
関
係
を
持
と
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
ご
っ
こ
遊
び
と
は
、
日
常

の
中
に
想
像
の
世
界
を
出
現
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
子
ど

も
た
ち
は
日
常
世
界
の
中
で
生
活
し
な
が
ら
も
、
ご
っ
こ
遊
び
の

主
体
と
し
て
想
像
的
世
界
の
主
人
公
と
な
る
。
こ
の
想
像
的
世

界
は
魔
法
の
世
界
の
す
ぐ
隣
に
あ
る
。

T
h
e

S
tory

of
th
e

T
rea

su
re

S
eek

ers
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
ド
ア
を
潜
り
抜
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
』
の
世
界
が
現
れ
る
の

で
あ
る
。

Ｅ
・
ネ
ズ
ビ
ッ
ト
の
作
品
で
は
、
大
人
を
模
倣
し
つ
つ
も
大
人

と
は
異
な
る
世
界
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
子
ど
も
た
ち
が
描
か

れ
る
。
そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、
ご
っ
こ
遊
び
を
繰
り
返
し
な

が
ら
大
人
の
世
界
と
関
わ
り
を
持
ち
、
最
終
的
に
彼
ら
の
遊
び
は

日
常
世
界
を
変
容
さ
せ
て
い
く
。
日
常
は
、
よ
り
良
い
可
能
性
を

備
え
た

�もう
一
つ
の
世
界

�へ
と
変
わ
る
の
で
あ
る
。

Ｅ
・
ネ
ズ
ビ
ッ
ト
の
作
品
で
は
、
現
実
と
空
想
と
い
う
境
界
を

遊
び
に
よ
っ
て
越
境
す
る
子
ど
も
た
ち
を
主
人
公
と
し
、
子
ど
も

た
ち
の
空
想
の
世
界
が
現
実
に
働
き
か
け
て
い
く
様
子
が
描
か
れ

る
。
彼
女
の
作
品
は
、
後
の
Ｃ
・
Ｓ
・
ル
イ
ス
の
作
品
を
始
め

と
す
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
空
想
の
力

を
描
く
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
先
駆
け
と
な
っ

た
。
そ
の
一
方
で
、
近
代
日
本
に
お
い
て
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
が
開
始
さ
れ
る
た
め
に
は
、
巌
谷
小
波
の
「
お
伽
噺
」

や
「
赤
い
鳥
」
の
童
話
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
な
る
空
想
的
な
読
み

物
の
流
通
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た （

�）。
し
か
し
、
谷
崎
潤
一

郎
「
少
年
」
か
ら
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
出
現
が
英
国
近
代
と
同

じ
経
路
を
た
ど
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

近
代
に
お
け
る
出
版
事
業
の
拡
大
と
空
想
的
な
物
語
の
流
通
に

よ
っ
て
、

�子
ど
も

�た
ち
は
空
想
的
な
読
み
物
を
手
に
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
文
学
作
品
の
中
に
は
空
想
の
世
界
で

遊
ぶ

�子
ど
も

�が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

�越
境
す
る
子
ど

も

�は
、
空
想
の
力
を
遺
憾
な
く
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新

た
な
世
界
を
進
ん
で
行
く
こ
と
の
で
き
る
主
人
公
な
の
で
あ
る
。
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（
1）

Ｅ
・
Ｈ
・
キ
ン
モ
ン
ス
『
立
身
出
世
の
社
会
史
サ
ム
ラ
イ
か

ら
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
へ
』（
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
五
・
一
）、

竹
内
洋
『
立
志
・
苦
学
・
出
世
受
験
生
の
社
会
史
』（
講
談
社
、

一
九
九
一
・
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（

2）
「
戦
後
の
思
想
界
」（「
時
代
思
潮
」
一
九
〇
五
・
九
）。
こ
の
上

田
敏
の
意
識
は
、
当
時
の
文
学
青
年
の
一
人
で
あ
っ
た
石
川

�木

に
継
承
さ
れ
て
い
く
。
石
川

�木
が
明
治
四
三
年
に
執
筆
し
た

「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
に
お
い
て
「
毎
年
何
百
と
い
ふ
官
私
大
学

卒
業
生
が
、
其
半
分
は
職
を
得
か
ね
て
下
宿
屋
に
ご
ろ

�
�し

て

ゐ
る
で
は
な
い
か
」
、
ま
た
「
彼
等
に
何
十
倍
、
何
百
倍
す
る
多

数
の
青
年
は
、
其
教
育
を
享
け
る
権
利
を
中
途
半
端
で
奪
は
れ
て

し
ま
ふ
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
た
上
で
、
「
か
く
て
日
本
に
は

今
『
遊
民
』
と
い
ふ
不
思
議
な
階
級
が
漸
次
其
数
を
増
し
つ
つ
あ

る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
『
石
川

�木
全
集
』
第
四
巻
、
筑
摩
書

房
、
一
九
六
七
・
九
）。

（

3）
「
私
の
文
学
修
業
」（「
時
事
新
報
」
一
九
二
四
・
九
・
六
、
七
、

九
、
一
四
）。

（

4）
文
部
省
『
学
制
百
年
史
』（
帝
国
地
方
行
政
学
会
、
一
九
八
一
・

九
）。

（

5）
『
紅
塵
』「
序
」（
西
本
波
太
、
一
九
〇
七
・
九
）。

（

6）
「
何
処
へ
」（「
早
稲
田
文
学
」
一
九
〇
八
・
一
～
四
）。

（

7）
訓
令
が
正
宗
白
鳥
の
小
説
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
山
本
芳
明
「
「
空
想
ニ
煩
悶
」
す
る
青
年

「
独
立
心
」
・

「
何
処
へ
」
を
軸
と
し
て
正
宗
白
鳥
ノ
ー
ト
１

」
（
「
学
習

院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
」
第

33輯
、
学
習
院
大
学
文
学
部
、

一
九
八
七
・
三
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（

8）
O
sca

r
W

ild
e
T
h
e
P
ictu

re
o
f
D
oria

n
G
ra
y（

1890）
。

テ
ク
ス
ト
の
日
本
語
訳
は
福
田
恆
存
訳
『
ド
リ
ア
ン
・
グ
レ
イ
の

肖
像
』（
新
潮
社
、
一
九
六
二
・
四
）
に
拠
っ
た
。

（

9）
正
宗
白
鳥
「
文
壇
的
自
叙
伝
」（「
中
央
公
論
」
一
九
三
八
・
二

～
七
）。

（

10）
９
前
掲
書
。

（

11）
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
と
日
本
人
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
・

九
）。

（

12）
巌
谷
小
波
・
金
子
紫
草
合
著
『
少
年
世
界
読
本
』
第
二
巻
「
支

那
朝
鮮

暹
羅
波
斯

及
東
洋
各
国
」
（
博
文
館
、
一
九
〇
七
・

五
）。

（

13）
「
子
ど
も
た
ち
の
時
間

『
た
け
く
ら
べ
』
試
論
」（「
展
望
」

筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
・
六
、『

�口
一
葉
の
世
界
』
筑
摩
書
房
、

一
九
八
九
・
九
所
収
）。

（

14）
『
自
然
主
義
文
学
盛
衰
史
』（
六
興
出
版
部
、
一
九
四
八
・
一
一
）。

（

15）
『
子
ど
も

観
の

近
代
『

赤
い
鳥
』
と
「

童
心
」
の

理
想
』
（
中

央
公
論
社
、
一
九
九
八
・
二
）。

（

16）
笠
原
伸
夫
は
、
テ
ク
ス
ト
が
「
空
間
の
多
層
構
造
」
と
い
う
特

色
を

備
え
て
い
る
と
指
摘
し
、
「
日
本

橋
界

隈
と
い

う
日

常
世
界

の
た
だ
な
か
に
、
門
に
よ
っ
て
へ
だ
て
ら
れ
た
、
少
年
に
と
っ
て

は
非
日
常
と
み
え
る
界
隈
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
奥
に
、
神
秘
の

密
室
（
西
洋
館
）
が

設
定
さ
れ
て
い
る
」
と

述
べ
て
い
る
（
『

谷

崎
潤
一

郎
宿

命
の

エ
ロ
ス
』

冬
樹
社
、
一
九
八
〇
・
六
）
。

ま
た
、
磯
田
光
一
は
、
谷
崎
が
子
ど
も
時
代
を
過
ご
し
た
場
所
で
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あ
り
、
「
少
年
」
の
舞
台
に
な
っ
た
日
本
橋
蛎
殻
町
に
つ
い
て

「

�旧
さ

�と

�新
し
さ

�が
混
じ
り
合
い
、
旧
文
明
の
失
墜
が
ノ

ス
タ
ル
ジ
ア
を
誘
う
半
面
、
新
文
明
の
到
来
が
驚
異
と
不
安
と
を

か
も
し
出
す
と
い
う
、
ま
こ
と
に
複
雑
な
要
素
を
は
ら
ん
で
い
た
」

と
論
じ
て
い
る
（
「
考
証
・
日
本
橋
蛎
殻
町

少
年
潤
一
郎
の

空
間
」「
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
七
六
・
一
〇
）。

（

17）
新
保
邦
寛
は
、
テ
ク
ス
ト
が
「
労
働
、
勤
勉
、
有
効
性
、
合
理

主
義
と
い
っ
た
近
代
の
価
値
観
の
も
と
に
、
不
当
に
ス
ポ
イ
ル
さ

れ
て
き
た

�遊び
�」に

注
目
し
て
「

�遊び

�の
相
に
お
い
て
子

供
を
捉
え
て
い
る
」
こ
と
を
評
価
す
る
（
「
「
少
年
」
を
読
む

谷
崎
潤
一
郎
・
初
期
小
説
の
た
め
に

」
「
北
海
道
教
育
大
学

紀
要
第
一
部
Ａ
人
文
科
学
編
」

36（

2）
北
海
道
教
育
大
学
、
一

九
八
六
・
三
）。

（

18）
安
田
孝
は
、「
文
学
の
領
域
が
子
供
の
世
界
へ
拡
大
し
た
の
は
、

人
間
存
在
に
対
す
る
理
解
の
あ
り
よ
う
が
変
化
し
た
こ
と
に
も
と

づ
い
て
い
る
」
こ
と
、
ま
た
「
谷
崎
潤
一
郎
が
子
供
の
世
界
そ
の

も
の
に
関
心
を
寄
せ
た
こ
と
は
、
彼
が
描
い
た
性
欲
の
世
界
が
異

性
と
の
性
交
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
と
と
も
に
、
谷
崎
潤
一
郎
の

人
間
存
在
に
対
す
る
理
解
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
」
と
述
べ
、

谷
崎
の
「
性
欲
」
に
対
す
る
独
自
の
理
解
が
「
子
供
」
と
い
う
主

人
公
を
形
象
化
さ
せ
た
と
論
じ
て
い
る
（
「
谷
崎
潤
一
郎
「
少
年
」

を
め
ぐ
っ
て
」
「
人
文
学
報
」
№
１
４
６
、
東
京
都
立
大
学
人
文

学
部
、
一
九
八
一
・
一
）。

（

19）
「
文
学
熱
」（『
幼
少
時
代
』
文
藝
春
秋
社
、
一
九
五
七
・
三
）。

（

20）
E
.N
esb
it
に
関
す
る
近
年
の
研
究
と
し
て
は
、
Ju
lia
B
rig
g
s

A
W
o
m
a
n
of
P
a
ssion

:
T
h
e
L
ife
o
f
E
.
N
esb
it
1858� 1924

（
N
ew
A
m
sterd

a
m
b
o
o
k
s,

1987）
、
E
lisa
b
eth

G
a
lv
in

T
h
e
E
xtra
ord
in
a
ry
L
ife
of
E
.
N
esb
it（
P
en
a
n
d
S
w
o
rd

B
o
o
k
s
L
im
ited
,
2018）

、
E
lea
n
o
r
F
itzsim

o
n
s
T
h
e
L
ife

a
n
d
L
oves

of
E
.
N
esb
it（
D
u
ck
w
o
rth
B
o
o
k
s,

2019）
が

あ
る
。

（

21）
日
本
語
訳
と
し
て
、
吉
田
新
一
訳
『
宝
さ
が
し
の
子
ど
も
た
ち
』

（
福
音
館
書
店
、
一
九
七
四
・
五
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
テ
ク

ス
ト
の
日
本
語
訳
は
吉
田
新
一
訳
に
拠
っ
た
。

（

22）
イ
ギ
リ
ス
近
代
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
物
語
が
子
ど
も
向
け
の
読

み
物
と
し
て
出
版
さ
れ
て
広
く
流
通
し
た
状
況
に
つ
い
て
は
、

D
a
v
id
B
la
m
ires
T
ellin

g
T
a
les:
T
h
e
Im
p
a
ct
of
G
erm
a
n
y

on
E
n
g
lish

C
h
ild
ren
・s
B
ook
s
1780� 1918

（
O
p
en
B
o
o
k

P
u
b
lish
ers,

2009）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（

23）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
菊
池
寛
に
よ
る
『
小
学
生
全
集
』
の

出
版
事
業
（
一
九
二
七
年
～
一
九
二
九
年
）
が
与
え
た
影
響
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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