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『
わ
が
文
学
の
軌
跡
』
は
辻
邦
生
と
住
田
一
上
が
聞
き
手
と
な
っ
て

井
上
靖
か
ら
そ
の
半
生
の
文
学
の
軌
跡
を
聞
き
出
し
た
記
録
で
あ
る
。

そ
の
中
の
「
自
伝
風
作
品
に
つ
い
て
」
の
項
に
次
の
よ
う
な
会
話
が
あ

る
。

　
　
篠
田
　
井
上
さ
ん
の
お
仕
事
で
は
、
昭
和
三
十
年
代
の
半
ば
か
ら

　
　
自
伝
的
な
小
説
と
い
う
の
が
始
ま
り
ま
す
ね
。
そ
れ
が
ず
っ
と
つ

　
　
づ
い
て
、
最
近
で
は
『
北
の
海
』
が
本
に
な
っ
て
出
た
わ
け
で
す

　
　
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
現
代
小
説
と
い
う
も
の
の
中
に
入
れ
て
い
い

　
　
か
ど
う
か
、
ち
ょ
っ
と
問
題
か
お
る
か
と
も
思
い
ま
す
け
れ
ど
も

　
　
前
に
も
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
と
い
う
も
の
を
お
書
き
に
な
っ
て
い

　
　
ま
す
し
、
こ
う
い
う
も
の
は
も
ち
ろ
ん
私
小
説
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
違

　
　
い
ま
す
し
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
回
想
記
と
い
う
も
の
と
も
違
い
ま

　
　
す
し
、
そ
れ
か
ら
、
い
ま
ま
で
話
題
に
し
た
現
代
小
説
と
い
う
も

工
　
　
藤

茂

　
　
の
と
も
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
し
、
ば
く
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
も

　
　
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
（
略
）
ば
く
は
こ
の
一
連
の
小
説
は
、
人

　
　
が
思
う
ほ
ど
単
純
で
簡
単
な
も
の
じ
ゃ
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど

　
　
も
ね
。
（
後
略
）

　
篠
田
一
士
は
井
上
靖
が
自
伝
的
な
小
説
を
書
き
始
め
た
時
期
を
昭
和

三
〇
年
代
の
半
ば
と
設
定
し
、
そ
の
自
伝
的
な
小
説
が
決
し
て
単
純
で

簡
単
な
も
の
で
は
な
く
、
私
小
説
と
か
回
想
記
あ
る
い
は
現
代
小
説
と

も
異
な
っ
た
複
雑
な
性
格
を
持
っ
た
小
説
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。

″
こ
の
指
摘
に
対
し
て
井
上
靖
は
、
次
の
よ
う
な
彼
自
身
の
考
え
を
述

べ
て
い
る
。

　
　
井
上
　
あ
の
一
連
の
小
説
に
つ
い
て
は
、
私
は
「
自
伝
風
小
説
」

　
　
と
い
う
い
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
幼
少
時
代
か
ら
少
年
期
ま
で
を

　
　
取
り
扱
っ
た
も
の
で
、
自
分
を
は
め
込
ん
だ
遠
い
歳
月
を
書
く
と
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い
い
ま
す
か
。

　
　
篠
田
　
ま
あ
、
お
つ
く
り
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

　
こ
の
後
続
い
て
井
上
は
、
再
現
さ
せ
よ
う
が
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く

こ
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
書
き
方
を
す
る
こ
と
と
、
情
緒
の
記
憶
を
そ
れ

に
入
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
篠
田
が
そ
れ
を
受
け
て
「
会
話
な
ん
ぶ

に
口
了
不
ス
ク
な
つ
く
り
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
」
と
ま
と
め
て
い
る
。

　
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
井
上
靖
の
複
雑
な
性
格
を
持
つ

「
自
伝
風
小
説
」
が
、
作
家
の
ど
の
よ
う
な
操
作
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
自
伝
風
小
説
」
で
あ
る
か
ら
、
虚
構

に
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
作
者
の
そ
こ
に
必
然
的
に
導

か
れ
る
想
像
力
と
情
緒
の
記
憶
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
創
作
の

秘
密
を
読
者
に
明
か
す
と
こ
ろ
に
、
こ
の
会
話
の
興
味
が
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
私
が
考
え
て
み
た
い
の
は
、
こ
の
一
連
の
「
自

伝
風
小
説
」
に
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
が
含
ま
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
・
論
を
進
め
て
い
く
都
合
上
、
こ
れ
ら
の
小
説
の
発

表
期
間
と
そ
の
掲
載
誌
（
祇
）
を
発
表
順
に
列
挙
し
て
み
よ
う
。

　
　
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
　
（
昭
和
二
八
年
一
月
号
～
六
月
号
『
オ
ー
ル
読

　
　
物
』
）

　
　
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
　
（
昭
和
三
五
年
一
月
号
圭
二
七
年
Ｔ
一
月
号
『
主

　
　
婦
の
友
』
）

　
　
『
夏
草
冬
濤
』
　
（
昭
和
三
九
年
九
月
二
七
日
～
四
〇
年
九
月
こ
二
日

　
　
　
『
産
経
新
聞
』
）

　
　
『
北
の
海
』
　
（
昭
和
四
三
年
て
一
月
九
日
～
四
四
年
一
一
月
一
七
日

　
　
　
『
神
戸
新
聞
』
等
坦
々
紙
五
紙
）

　
先
に
引
用
し
た
会
話
に
お
い
て
、
篠
田
が
「
昭
和
三
十
年
代
の
半
ば

か
ら
自
伝
的
な
小
説
」
が
始
ま
る
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
右
の
一
覧
に

よ
れ
ば
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う

す
る
と
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
は
こ
の
一
連
の
小
説
に
含
ま
れ
な
い
こ
と

に
な
ろ
う
。
た
だ
篠
田
は
そ
の
後
で
「
前
に
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
と
い

う
も
の
を
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
し
、
こ
う
い
う
も
の
は
…
…
…
」
と

い
う
よ
う
に
会
話
を
続
け
て
、
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
を
も
こ
の
一
連
の
小

説
の
中
に
入
れ
て
発
言
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
を
受
け
た
井
上

靖
の
会
話
で
は
、
「
幼
少
時
代
か
ら
少
年
期
ま
で
を
取
り
扱
っ
た
も
の

で
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
そ
の
内
容
、
つ
ま
り
小
説
の
内
容

か
ら
考
え
て
、
少
な
く
と
も
井
上
は
そ
の
場
の
意
識
に
お
い
て
は
、
『
あ

す
な
ろ
物
語
』
を
そ
の
一
連
の
「
自
伝
風
小
説
」
か
ら
除
外
し
て
考
え

て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
〇
日
中
央
公
論
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
北
の

海
』
に
付
さ
れ
て
い
る
帯
に
、
「
わ
が
青
春
へ
の
鎮
魂
譜
」
と
題
さ
れ

た
著
者
自
身
の
解
説
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
自
伝
風

の
小
説
」
と
し
て
著
者
の
考
え
て
い
る
の
が
、
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
　
『
夏

草
冬
濤
』
　
『
北
の
海
』
の
三
編
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
昭
和

五
二
年
六
月
二
〇
日
日
本
経
済
新
聞
社
よ
り
第
二
刷
を
刊
行
し
た
『
過

ぎ
去
り
し
日
日
』
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
「
自
伝
風
の
小
説
」
も
そ

の
三
綱
だ
け
で
あ
っ
て
、
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
私
は
『
あ
す
な
ろ
物
語
竺
と
他
の
一
連
の
小
説
と
を
微
妙
に
区
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別
し
よ
う
と
し
て
い
る
作
者
の
意
識
を
見
る
。
そ
こ
で
『
あ
す
な
ろ
物

語
』
と
他
の
三
綱
の
小
説
と
の
相
違
を
、
発
表
し
た
年
の
問
題
、
主
人

公
の
名
前
、
内
容
な
ど
の
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

　
先
に
掲
げ
た
四
編
の
小
説
の
一
覧
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、

『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
以
下
の
作
品
は
二
年
未
満
内
至
二
年
数
ケ
月
の
比
較
的

短
い
期
間
に
書
き
継
が
れ
て
い
る
。
・
そ
れ
に
対
し
て
、
『
あ
す
な
ろ
物
語
』

と
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
と
の
間
に
は
六
年
六
ケ
月
の
歳
月
の
隔
た
り
が
置

か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
は
独
立
し
た
小
説
と
し
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
一
方
、
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
以
下
の
作
品

は
明
ら
か
に
連
作
意
識
に
支
え
ら
れ
て
書
き
継
が
れ
た
も
の
と
見
な
す

こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
　
そ
れ
を
何
よ
り
も
証
拠
だ
て
て
い
る
の
が
主

人
公
の
名
前
で
あ
る
。
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
の
主
人
公
は
梶
私
大
で
あ

る
が
、
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
　
『
夏
草
冬
濤
』
　
『
北
の
海
』
の
主
人
公
は
一

貫
し
て
洪
作
（
伊
上
洪
作
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
両
者
の
相
違
は
、
そ
の

内
容
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
は
洪
作
が
小
学
生
で

あ
っ
た
時
代
を
、
「
夏
草
冬
濤
」
は
そ
の
中
学
生
時
代
を
、
そ
し
て

『
北
の
海
』
は
、
洪
作
が
旧
制
高
校
の
受
験
に
失
敗
し
た
浪
人
時
代
を
そ

れ
ぞ
れ
取
り
扱
っ
た
小
説
で
あ
る
の
に
、
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
は
梶
私

大
の
小
学
生
時
代
か
ら
、
中
学
、
大
学
を
経
て
新
聞
社
に
入
り
、
や
が

て
敗
戦
後
の
社
会
を
体
験
す
る
ま
で
の
経
緯
を
、
六
つ
の
時
期
に
分
け

て
描
い
て
い
る
。
前
者
は
ま
さ
に
井
上
の
言
う
「
幼
少
時
代
か
ら
少
年

期
ま
で
を
取
り
扱
っ
た
も
の
」
で
あ
る
が
、
後
者
は
一
人
の
人
間
の
成

長
を
、
社
会
人
と
な
っ
て
敗
戦
後
の
社
会
体
験
を
す
る
壮
年
時
代
ま
で
、

長
編
小
説
の
形
式
を
借
り
て
描
い
た
む
の
で
あ
っ
た
、
虚
構
の
多
少
を

問
題
に
す
れ
ば
、
最
も
虚
構
性
の
高
い
も
の
が
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
で
、

そ
れ
か
ら
順
次
『
北
の
海
』
　
『
夏
草
冬
濤
』
と
低
く
な
り
、
『
し
ろ
ぽ

ん
ぽ
』
が
最
も
事
実
に
近
い
も
の
の
よ
う
で
あ
鮒
）

　
さ
て
こ
こ
で
冒
頭
に
引
用
し
た
『
わ
が
文
学
の
軌
跡
』
の
部
分
に
も

ど
っ
て
み
た
い
。
篠
田
、
井
上
の
前
記
の
話
を
受
け
て
辻
邦
生
が
こ
れ

ら
一
連
の
小
説
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
辻
　
広
い
意
味
で
い
い
ま
す
と
、
日
本
に
は
珍
し
い
一
種
の
ビ
ル

　
　
ド
ウ
ン
グ
ス
・
ロ
マ
ン
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
ね
。
こ
れ
は
な
ん

　
　
と
い
っ
て
も
、
精
神
的
な
意
味
で
も
、
魂
、
感
性
の
意
味
で
も
成

　
　
長
の
記
録
で
す
か
ら
ね
。
た
と
え
ば
い
ま
の
手
帳
を
手
が
か
り
と

　
　
さ
れ
て
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
一
つ
の
発
展
の
糸
を
ほ
ぐ
す
よ
う

　
　
に
展
開
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
。
い
ま
ま
で
そ
う
い
う
一
人
の
魂

　
　
の
発
展
と
い
う
意
識
で
人
間
を
と
ら
え
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と

　
　
思
う
ん
で
す
ね
。

　
魂
や
精
神
の
発
展
や
成
長
を
描
い
た
小
説
が
、
日
本
の
近
代
小
説
に

皆
無
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
夏
目
漱
石
の
前
後
期
三
部
作

や
島
崎
藤
村
の
『
破
戒
』
、
志
賀
直
哉
の
『
暗
夜
行
路
』
な
ど
も
そ
う

で
あ
ろ
う
。
だ
が
辻
の
言
う
よ
う
に
そ
う
い
う
小
説
が
少
な
か
っ
た
こ

に
ｙ
も
事
実
で
あ
る
。
同
じ
対
談
で
篠
田
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
日

本
で
は
断
片
的
な
私
小
説
が
書
か
れ
て
き
た
の
だ
か
ら
。

　
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
辻
の
指
摘
は
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
以
下
の
作
品
を

大
き
な
流
れ
を
な
す
一
連
の
小
説
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
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も
の
で
あ
る
。
各
小
説
を
独
立
し
た
個
々
の
作
品
と
し
て
考
え
る
場
介

に
は
、
そ
れ
は
む
し
ろ
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
　
『
夏
草
冬
濤
』
　
『
北
の
海
』

の
そ
れ
ぞ
れ
の
小
説
よ
り
も
、
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
の
性
格
を
示
す
も

の
と
し
て
よ
り
適
切
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
『
あ
す
な
ろ
物
語
』

が
梶
鮎
大
の
幼
少
時
代
か
ら
壮
年
期
に
い
た
る
魂
と
感
性
の
成
長
過
程

を
、
長
編
小
説
の
形
式
で
書
い
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
『
し
ろ

ぽ
ん
ぽ
』
以
下
の
小
説
は
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
る
一

時
期
を
、
詳
密
に
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
だ
か

ら
。
さ
ら
に
言
え
ば
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
は
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
の
「
深

い
深
い
雪
の
中
で
」
の
時
期
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
『
夏
草
冬
濤
』

は
同
じ
く
「
寒
月
が
か
か
れ
ば
」
の
時
期
の
再
構
成
で
あ
る
。
そ
し
て

　
『
北
の
海
』
は
「
寒
月
が
か
か
れ
ば
」
と
「
辰
ろ
う
水
の
面
よ
り
」
の

中
間
に
位
置
す
べ
き
時
期
を
詳
密
化
し
た
小
説
で
あ
っ
た
。
（
た
だ
し

辻
の
指
摘
の
よ
う
に
、
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
以
下
の
連
作
に
「
一
人
の
魂

の
発
展
と
い
う
意
識
で
人
間
を
と
ら
え
」
よ
う
と
す
る
作
家
の
眼
が
光

っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
・
）

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
と
『
し
ろ
ぽ

ん
ぽ
』
以
下
の
小
説
と
に
は
、
や
は
り
微
妙
な
相
違
が
介
在
し
て
い
た
。

亀
井
勝
一
郎
は
か
つ
て

（
ぷ
す
な
ろ
物
語
）
を
井
上
靖
の
『
詩
と
真
実
』

で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
。
こ
の
見
方
を
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
で
は
な

く
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
以
下
の
小
説
に
あ
て
は
め
て
、
後
者
を
「
自
伝
風

小
説
」
と
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
古
　
　
　
　
　
ｙ
】
１
１
に
Ｉ
ウ
ン
ｙ
づ
ヘ
ー
ロ
マ
ン

そ
し
て
前
者
に
つ
い
て
は
三
枝
康
高
の
指
摘
に
従
っ
て
教
養
小
説

Ｘ

　
（
ゲ
ー
テ
の
『
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
』
を
も
と
と
し
た
名
称
）

と
腿
な
し
て
お
き
た
い
。
（
な
お
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
を
ゲ
ー
テ
の
『
詩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
・
こ

と
真
実
』
に
擬
す
る
考
え
方
は
、
既
に
三
伎
の
評
論
に
見
え
て
い
る
。
）

　
こ
れ
ら
の
作
品
を
以
上
の
よ
う
ド
分
類
快
作
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ

れ
の
作
品
の
性
格
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
そ
れ
を
一
層
明
確
に
す
る

た
め
に
、
次
に
著
者
自
身
に
よ
る
自
作
解
題
ぞ
ま
と
め
て
お
く
。

　
　
『
あ
す
な
ろ
物
語
』

　
小
説
「
あ
す
な
ろ
物
語
」
は
鮎
九
と
い
う
主
人
公
の
少
年
が
、
青
年
期
、

　
壮
年
期
と
生
い
育
っ
て
行
く
過
程
を
、
六
つ
の
時
期
に
分
け
て
、
小
説
の

　
形
に
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
す
な
ろ
と
同
じ
よ
う
に
、
い
つ
の
時
期
も
、

　
鮎
大
の
周
囲
に
は
あ
す
は
何
も
の
か
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
人
た
ち
が
多

　
勢
い
る
か
、
な
か
な
か
何
も
の
に
も
な
れ
な
い
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
人

　
間
と
い
う
も
の
は
、
み
な
あ
す
な
ろ
で
あ
る
。
鮎
大
も
ま
た
例
外
で
は
な

　
い
。
（
略
）
六
つ
の
挿
話
と
も
、
そ
の
舞
台
や
環
境
は
私
自
身
の
も
の
を

　
使
っ
て
お
り
、
到
る
と
こ
ろ
に
自
分
の
経
験
し
た
こ
と
も
取
り
入
れ
て
あ

　
　
　
　
　
ｘ
　
ｓ
　
ｉ
　
ｓ
　
ｉ
　
ｌ
　
ｘ
　
ｌ
　
ｌ
　
ｘ
　
ｓ
　
ｓ
　
ｓ
　
ｌ

　
る
が
、
物
語
は
完
全
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
従
っ
て
、
形
は
何
と
な

　
く
自
伝
小
説
風
で
あ
る
が
、
自
伝
小
説
と
は
言
え
な
い
。
事
実
と
虚
構
が

　
ふ
ん
だ
ん
に
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。
（
略
）

　
そ
れ
で
は
こ
の
六
つ
の
挿
話
の
中
に
居
る
主
人
公
は
あ
な
た
で
は
あ
り
ま

せ
ん
ね
と
開
き
直
っ
て
訊
か
れ
る
と
、
そ
う
で
す
、
私
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、

し
か
し
、
私
以
上
に
私
か
も
知
れ
ま
せ
ん
と
で
も
答
え
る
以
外
仕
方
な
い

よ
う
な
気
が
す
る
。
（
『
＃
Ｌ
靖
小
説
全
集
６
』
昭
和
四
七
年
一
一
月
二

〇
日
刊
こ
荷
潮
汁
）
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『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
　
Ｘ
　
Ｘ
　
Ｉ
　
Ｘ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
一
　
一
一
　
一
　
％
　
４
　
Ｘ

　
　
「
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
」
は
自
分
の
幼
少
時
代
を
、
五
十
三
歳
に
な
っ
た
私
が
回

　
　
Ｉ
　
Ｘ
　
一
　
１
　
３
　
１
　
ｘ
　
ｓ
　
ｘ
　
ｌ
　
ｌ
　
一
　
％
　
一
　
Ｘ
　
ゝ
　
４

　
想
し
て
、
小
説
の
形
に
綴
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
大
体
に
お
い
て
、
私

　
は
こ
の
小
説
に
書
か
れ
て
あ
る
よ
う
な
環
境
に
生
い
育
ち
、
こ
の
小
説
に

　
書
か
れ
て
あ
る
よ
う
な
毎
日
を
過
し
て
、
幼
年
期
か
ら
少
年
期
へ
と
移
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｘ
　
Ｎ
　
Ｉ
　
％
　
一
　
一
　
％
　
Ｘ
　
Ｘ
　
％
　
Ｉ
Ｘ
　
Ｘ

　
て
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
に
登
場
し
て
来
る
人
物
は
、
お
ぬ
い
婆
さ

　
ん
も
、
さ
き
子
も
、
上
の
家
の
祖
父
も
、
祖
母
も
。
伯
父
の
石
守
森
之
進

も
、
み
な
実
在
の
人
物
で
す
。
こ
の
作
品
に
書
か
れ
て
あ
る
事
件
も
、
作

者
の
身
辺
に
起
こ
っ
た
実
際
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
（
略
）

　
「
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
」
は
、
普
通
、
作
者
の
自
伝
風
の
小
説
と
い
う
見
方
を
さ

　
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
、
私
は
幼
少
時
代
の
自
分
に
洪

　
作
と
い
う
名
前
を
つ
け
て
、
小
説
の
中
で
、
も
う
一
度
幼
少
時
代
の
生
活

　
を
繰
り
返
し
て
貰
っ
て
み
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
（
『
井
上
靖
小

　
説
全
集
2
5
』
昭
和
四
八
年
三
月
二
〇
日
刊
・
新
潮
社
）

『
夏
草
冬
濤
』

　
こ
の
作
品
は
「
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
」
と
並
ん
で
、
作
者
の
自
伝
風
な
小
説
と
見

　
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
作
者
自
身
が
「
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
」
の
続
篇
を
書

　
こ
う
と
い
っ
た
意
図
を
も
っ
て
筆
を
執
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
（
略
）

　
洪
作
は
浜
松
に
行
っ
て
、
一
年
浪
人
し
た
の
ち
に
浜
松
中
学
に
は
い
り
、

　
家
庭
の
事
情
で
、
二
年
生
の
初
め
に
沼
津
中
学
に
転
校
し
て
い
ま
す
が
、

　
「
夏
草
冬
濤
」
で
は
、
沼
津
中
学
の
三
年
生
か
ら
四
年
生
へ
か
け
て
の
洪

　
作
の
生
活
が
取
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
（
略
）

　
「
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
」
に
於
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
私
は
少
年
期
の
一
時

〃

期
を
、
「
夏
草
冬
濤
」
に
書
か
れ
て
あ
る
よ
う
な
毎
日
を
送
っ
て
過
し
ま

し
た
。
小
林
も
、
増
田
も
実
在
の
入
物
で
す
し
、
金
枝
、
藤
尾
、
本
部
、

餅
田
、
み
な
実
在
の
人
物
で
す
。

三
島
の
大
社
前
の
親
戚
の
家
に
置
い
て
貰
っ
て
い
た
こ
と
も
、
そ
こ
の
伯

母
さ
ん
に
世
話
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
、
毎
日
徒
歩
で
沼
津
中
学
に
通
っ

た
こ
と
も
、
か
み
き
と
い
う
親
戚
の
家
の
二
人
の
早
熟
な
少
女
の
こ
と
も

成
績
が
だ
ん
だ
ん
ド
が
り
、
そ
の
た
め
に
沼
津
港
町
の
お
寺
に
下
宿
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
寺
に
活
溌
な
年
上
の
娘
さ
ん
が

居
だ
こ
と
も
、
大
体
に
お
い
て
み
な
事
実
を
、
そ
の
ま
ま
書
き
記
し
て
い

ま
す
。

こ
の
作
品
は
、
文
学
好
き
の
友
達
と
、
船
で
伊
豆
の
西
海
岸
を
旅
行
し
て

　
い
る
と
こ
ろ
で
終
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
で
、
こ
の
旅

　
は
、
少
年
期
の
私
に
と
っ
て
は
最
も
大
き
い
事
件
と
言
え
る
も
の
で
、
こ

　
の
旅
を
境
に
私
は
仲
間
の
お
蔭
で
精
神
年
齢
を
幾
つ
か
加
え
た
よ
う
に
思

　
い
ま
す
。
（
『
井
上
靖
小
説
全
集
2
6
』
昭
和
四
八
年
五
月
二
〇
日
刊
・
新

潮
杜
）

　
『
北
の
海
』

　
「
北
の
海
」
は
、
「
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
」
　
「
夏
草
冬
濤
」
に
続
く
、
少
年
か
ら

青
年
へ
の
移
行
期
を
取
扱
っ
た
自
伝
風
の
小
説
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
も
あ
り
、
誇
張
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
作
中
に
登
場
し
て
く

る
少
年
た
ち
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
モ
デ
ル
が
あ
る
。
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る

友
の
何
人
か
は
夭
折
し
、
何
人
か
は
戦
争
の
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
。
少
年

た
ち
は
、
小
説
の
中
で
は
や
た
ら
に
荒
々
し
く
、
純
粋
で
ノ
瓦
気
よ
く
跳
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び
廻
っ
て
い
る
が
、
一
方
、
こ
の
小
説
は
、
故
人
と
な
っ
た
友
へ
の
鎮
魂

の
思
い
に
加
え
て
、
今
も
健
在
で
あ
る
友
や
私
自
身
の
過
ぎ
去
っ
た
青
春

へ
の
、
い
わ
ば
鎮
魂
の
譜
で
も
あ
る
。
（
「
北
の
海
」
昭
和
五
〇
年
一
一

月
二
〇
日
刊
・
中
央
公
論
杜
の
帯
に
付
さ
れ
た
「
わ
が
青
春
へ
の
鎮
魂
譜
」
）

〈
傍
点
筆
者
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
前
章
に
お
い
て
考
え
て
き
た
よ
う
に
、
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
は
梶
鮎

大
の
魂
の
成
長
を
描
い
た
教
養
小
説
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
作
品
、
と

見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
先
駆

て
い
た
の
は
亀
井
勝
一
郎
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
「

お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

的
な
叛
Ｊ
を
示
し

解
説
」
に
お
い
て

　
こ
の
小
説
は
作
者
の
感
受
性
の
劇
の
告
白
で
あ
り
、
井
上
靖
の
「
詩

と
真
実
」
で
あ
る
。
劫
い
魂
の
Ｌ
に
刻
印
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
、
白
紙

の
よ
う
な
魂
に
き
ざ
ま
れ
て
ゆ
く
人
生
の
皺
の
よ
う
な
も
の
、
そ
れ
を

追
求
し
て
い
っ
た
小
説
で
あ
っ
た
。
「
あ
す
な
ろ
」
と
は
人
間
の
い
じ

ら
し
い
存
在
に
向
け
ら
れ
た
人
間
愛
の
象
徴
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て

そ
こ
に
こ
の
作
品
を
貫
ぬ
く
暖
か
さ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
あ
す
な

ろ
」
で
あ
る
人
間
に
よ
っ
て
、
自
分
と
い
う
人
間
も
ま
た
育
て
ら
れ
、

人
間
を
も
知
っ
て
き
た
。
そ
の
歴
史
を
書
い
た
も
の
が
『
あ
す
な
ろ
物

語
』
で
あ
る
。

　
い
か
に
も
亀
井
ら
し
い
見
方
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
『
あ
す
な
ろ

物
語
』
の
全
体
を
貫
ぬ
く
小
説
の
性
格
が
、
見
事
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

＼

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
ゲ
ー
テ
の
『
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
』
で

は
な
く
、
『
詩
と
真
実
』
に
こ
の
小
説
を
擬
し
た
の
は
い
か
に
も
ま
ず

か
っ
た
。
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
は
自
伝
風
小
説
と
は
微
妙
に
相
違
し
て

い
た
の
だ
か
ら
。
そ
こ
で
、
こ
れ
が
原
囚
と
な
っ
て
後
に
三
枝
康
高
の

批
判
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
亀
井
勝
一
郎
の
以
上
の
よ
う
な
説
を
継
承
し
な
が
ら
、
こ
の
小
説
を

劣
等
感
詣
と
し
た
青
春
小
説
と
し
て
把
え
て
い
た
の
が
、
福
田
去
年

で
あ
っ
た
。
彼
は
井
上
靖
の
精
神
に
内
在
す
る
劣
等
感
情
を
え
ぐ
り
出

し
、
そ
の
よ
っ
て
き
た
る
原
因
を
井
上
の
都
会
へ
の
気
お
く
れ
と
受
験

の
失
敗
と
に
求
め
る
。
井
上
の
短
編
「
少
年
」
そ
の
他
の
作
品
に
照
ら

し
て
、
こ
れ
は
妥
当
な
説
で
あ
ろ
う
。

　
福
田
は
井
上
の
内
面
に
見
た
こ
の
劣
等
感
情
こ
そ
、
亀
井
の
言
う
「
感

受
性
の
劇
」
の
感
受
性
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
論
す
る
。

そ
し
て
、
井
上
の
こ
の
感
情
を
鮎
太
の
あ
す
な
ろ
意
識
に
重
ね
合
わ
せ

た
う
え
で
、
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
を
井
上
靖
の
精
神
史
を
鮮
や
か
に
写

し
出
し
て
見
せ
た
小
説
で
あ
っ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。

　
福
田
の
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
と
『
し
ろ
ぽ
ん

ぽ
』
以
下
の
一
連
の
作
品
と
の
間
に
介
在
す
る
微
妙
な
相
違
を
判
然
と

さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
井
上
靖
の
精
神
に
潜
む
劣
等
感
情
を
明
確

に
示
し
、
そ
れ
が
彼
の
文
学
の
芽
を
な
す
と
指
摘
す
る
点
に
お
い
て
鋭

い
。
そ
し
て
井
上
の
「
霧
の
道
」
　
「
あ
る
偽
作
家
の
生
涯
」
　
「
澄
賢
房

覚
書
」
　
『
敦
煌
』
な
ど
を
同
列
の
作
品
系
譜
と
し
て
考
え
て
い
る
と
こ

ろ
に
、
そ
の
特
色
が
あ
っ
た
。
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『
あ
す
な
ろ
物
語
』
を
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
教
養
小
説
と
規
定
し

た
の
は
三
枝
康
高
で
あ
解
）
彼
は
関
徹
雄
の
教
養
小
説
の
説
明
を
援
用

し
て
、
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
が
『
詩
と
真
実
』
に
で
は
な
く
、
『
ウ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
』
に
こ
そ
擬
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

述
べ
た
う
え
で
、
こ
れ
を
教
養
小
説
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
彼
は
こ
の
小
説
に
つ
い
て
も
う
一
つ
の
見
解
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は

彼
の
次
の
よ
う
な
結
論
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
か
く
て
・
作
者
が
「
あ
す
な
ろ
物
語
」
の
全
篇
を
通
じ
て
語
り
た
か

　
　
っ
た
こ
と
は
、
だ
だ
た
ん
に
「
あ
す
は
檜
に
な
ろ
う
」
と
し
な
が

　
　
ら
、
檜
に
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
の
悲
哀
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ

　
　
で
は
む
し
ろ
『
ア
ス
ナ
ロ
ウ
』
の
よ
ヽ
っ
に
、
「
空
間
を
充
満
す
る

　
　
死
」
の
な
か
で
、
「
花
粉
の
よ
う
に
烈
し
く
飛
び
交
う
生
」
の
燃

　
　
焼
を
、
鮎
太
が
間
し
た
ゼ
ロ
体
験
と
し
て
運
命
的
な
匂
い
を
発
散

　
　
さ
せ
な
が
ら
、
物
語
風
に
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
い
う
「
ゼ
ロ
体
験
」
と
は
、
鮎
太
が
現
実
に
体
験
し
た
こ
と

の
な
い
人
間
と
し
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
体
験
、
ま
た
は
形
而
上
的
体
験

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
彼
が
言
お

う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
が
た
だ
単
に
「
あ
す
な

ろ
説
話
」
の
悲
哀
だ
け
を
描
い
た
も
の
で
は
な
く
、
人
間
に
内
在
す
る

死
を
見
つ
め
な
が
ら
生
命
を
燃
や
し
続
け
る
と
い
う
、
実
体
験
を
経
る

以
前
に
実
存
す
る
人
間
の
生
の
あ
り
方
、
そ
の
人
間
の
運
命
を
描
い
た

も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
人

間
の
死
に
直
面
し
な
が
ら
、
自
己
の
生
を
燃
焼
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る

鮎
大
の
体
験
を
描
い
た
「
深
い
深
い
雪
の
中
で
」
や
、
「
辰
ろ
う
水
の

面
よ
り
」
　
「
勝
敗
」
の
章
の
位
置
を
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
か
。
少
な

く
と
も
こ
れ
は
鮎
大
の
ゼ
ロ
体
験
で
は
あ
る
ま
い
。

　
と
、
こ
こ
ま
で
考
え
て
き
て
、
ふ
と
三
枝
の
言
う
「
ゼ
ロ
体
験
」
の

意
味
が
、
『
井
上
靖
・
ロ
マ
ネ
ス
ク
と
孤
独
』
　
（
有
信
堂
）
の
著
者
の

文
脈
か
ら
考
え
て
、
作
品
の
基
盤
を
な
す
作
者
の
原
体
験
の
こ
と
で
あ

る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
と
す
れ
ば
こ
れ
は
鮎
大
の
そ
れ
を
井
上
の
閲
し

た
ゼ
ロ
体
験
と
置
き
換
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
あ
る
い
は
三
枝
は
鮎

太
に
井
上
を
重
ね
て
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、

こ
の
論
に
お
け
る
亀
井
説
の
批
判
は
成
立
し
な
く
な
る
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
の
論
に
は
、
右
の
よ
う
な
論
証
を
超
え
た
主
観
的

なつ

断
定
や
、
「
星
の
植
民
地
」
　
（
第
六
章
）
の
要
約
の
錯
誤
な
ど
が
あ

言
そ
の
マ
イ
ナ
ス
の
面
が
気
に
な
る
の
贈
は
あ
る
が
、
そ
の
反
面

筆
者
の
直
観
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
鋭
い

あ
る
こ
と
も
ま
た
、

否
め
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
先
に
引
用
し
た
結
論
に
要
約

さ
れ
る
、
空
間
を
充
満
す
る
死
の
な
か
で
烈
し
く
飛
び
交
う
生
命
の
燃

焼
を
描
い
た
も
の
が
こ
の
小
説
で
あ
る
と
す
る
新
し
い
視
点
の
提
示
は

そ
の
ま
ま
そ
の
一
つ
の
例
証
で
あ
っ
た
。
（
こ
の
視
点
の
正
し
さ
は
。

　
「
深
い
深
い
雪
の
中
で
」
　
「
辰
ろ
う
水
の
面
よ
り
」
　
「
勝
敗
」
の
三
章

汀
内
容
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
と
同
時
に
、
最
後
の
一
章
を
除
く
各
章

が
日
本
の
戦
争
時
代
を
そ
の
背
景
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
納
得
で
き
よ
う
。
）

　
た
だ
、
こ
こ
に
も
問
題
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
こ

-
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の
結
論
を
導
く
た
め
に
、
三
枝
が
伴
上
靖
の
詩
「
ア
ス
ナ
ロ
ウ
」
（
『
風

景
』
昭
和
三
七
年
九
月
号
所
収
）
を
援
用
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
、
最
初
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
の
は
越
次
浜
子
で
ル
於
。

彼
女
は
井
上
が
「
あ
す
な
ろ
物
語
」
　
（
昭
2
8
）
を
書
い
た
時
点
に
お
い

て
「
ア
ス
ナ
ロ
ウ
」
　
（
昭
3
7
）
の
詩
的
体
験
を
持
っ
て
い
た
か
ど
偏
か

を
問
題
と
し
、
生
命
の
燃
焼
の
烈
し
さ
が
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
の
根
底

に
あ
る
こ
と
は
肯
定
し
な
が
ら
も
、
井
上
が
そ
の
詩
「
ア
ス
ナ
ロ
ウ
」

の
事
実
現
象
を
踏
ま
え
て
こ
の
小
説
を
書
い
た
と
は
思
え
な
い
と
、
三

枝
の
説
を
否
定
し
て
い
る
。

　
越
次
の
こ
の
考
え
方
は
的
確
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
ア
ス
ナ
ロ

ウ
」
の
原
体
験
を
な
す
井
上
の
下
北
半
島
旅
行
は
、
昭
和
三
三
年
三
月

初
旬
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
、
福
田
去
年
・
新
潮
汁
出
版

部
作
成
の
「
年
譜
」
に
よ
る
と
、
彼
が
初
め
て
下
北
半
島
を
訪
ね
た
の

は
、
昭
和
三
三
年
三
月
初
旬
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
枝
は
、
゛

当
時
『
週
刊
読
売
』
に
連
戦
中
の
小
説
『
海
峡
』
の
取
材
の
た
め
に
、

福
田
豊
四
郎
等
と
一
緒
に
そ
の
地
を
旅
行
し
て
い
る
。
「
ア
ス
ナ
ロ
ウ

の
交
配
が
寒
中
、
こ
の
よ
う
な
吹
雪
の
中
で
行
わ
れ
る
」
と
表
現
さ
れ

る
詩
の
季
節
は
、
下
北
半
島
で
は
ま
さ
に
三
月
初
旬
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
彼
は
同
じ
年
譜
に
よ
る
と
、
そ
れ
以
後
こ
の
詩
が
発
表
さ
れ
た

昭
和
三
七
年
九
月
ま
で
、
そ
の
地
を
旅
行
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
昭
和

四
七
年
一
〇
月
に
井
上
が
書
い
た
「
自
作
解
題
」
の
次
の
よ
う
な
部
分

が
、
越
次
の
考
え
を
支
え
る
傍
証
と
な
ろ
う
。

　
　
私
の
郷
里
の
伊
豆
地
方
で
は
、
棋
の
本
の
こ
と
を
あ
す
な
ろ
と
呼

Ｘ

　
　
ん
で
い
る
。
（
略
）
真
物
の
羅
漢
柏
の
ブ
め
す
な
ろ
〃
の
犬
群
落

　
　
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
下
北
半
島
を
旅
行
し
た
時
で
あ
る
。

　
　
そ
の
旅
か
ら
「
あ
す
な
ろ
」
と
い
う
一
篇
の
詩
を
得
て
い
る
。

　
　
（
略
）
真
物
の
あ
す
な
ろ
は
、
私
が
詩
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
な

　
　
か
な
か
逞
し
い
木
で
あ
る
。
（
略
）

　
　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
伊
豆
で
育
っ
た
私
は
、
あ
す
な
ろ
と

　
　
言
え
ば
棋
の
木
を
眼
に
浮
か
べ
る
し
、
伊
豆
の
人
た
ち
も
今
日
依

　
　
然
と
し
て
、
楳
の
木
を
あ
す
な
ろ
と
呼
ん
で
い
る
。
私
に
は
下
北

　
　
半
島
や
能
登
半
島
の
あ
す
な
ろ
よ
り
、
伊
豆
の
あ
す
な
ろ
の
方
が

　
　
あ
す
な
ろ
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
幼
い
頃
か
ら
そ
う
思
い
込
ん
で
育

　
　
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
間
違
い
だ
と
知
っ
て
も
、
そ
う
簡
単
に
改
め

　
　
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
そ
れ
に
あ
す
な
ろ
説
話
の
持
つ
悲
劇
的

　
　
性
格
に
は
、
下
北
半
島
や
能
登
半
島
の
大
群
落
を
な
し
て
い
る
あ

　
　
す
な
ろ
よ
り
、
伊
豆
地
方
の
雑
木
の
中
に
立
ち
混
じ
っ
て
い
る
孤

　
　
独
な
た
た
ず
ま
い
の
あ
す
な
ろ
の
方
が
ぴ
っ
た
り
し
て
い
る
。

　
こ
の
「
自
作
解
題
」
は
、
前
に
記
し
た
よ
う
に
『
あ
す
な
ろ
物
語
』

執
筆
後
お
お
よ
そ
十
九
年
経
っ
た
昭
和
四
七
年
に
書
か
れ
た
も
の
だ
け

に
、
か
え
っ
て
「
ア
ス
ナ
ロ
ウ
」
の
詩
的
体
験
と
『
あ
す
な
ろ
物
語
』

の
性
格
を
峻
別
す
る
作
者
の
意
図
が
歴
然
と
し
て
い
て
貴
重
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
越
次
自
身
は
こ
の
小
説
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
彼
女
は
吉
田
健
一
の
「
我
々
を
取
り
巻
い
て
ゐ
る
各
轜
の

哀
感
の
問
題
と
取
り
組
ん
で
い
る
作
家
（
＝
井
上
靖
）
」
と
い
う
説
頻

亀
井
勝
一
郎
の
説
（
前
山
）
を
継
承
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
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け
て
い
る
。

　
　
私
達
の
日
常
生
活
を
取
り
巻
い
て
い
る
哀
感
を
、
象
徴
的
に
言
え

　
　
ば
、
あ
す
な
ろ
の
も
つ
哀
し
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
青
春
時
代

　
　
明
日
は
檜
に
な
ろ
う
、
明
日
は
檜
に
な
ろ
う
、
と
夢
見
て
も
、
年

　
　
月
が
た
ち
ふ
り
返
っ
て
み
た
と
き
、
結
局
自
分
は
檜
に
は
な
れ
な

　
　
か
っ
た
と
い
う
後
悔
を
伴
っ
た
ほ
ろ
苦
い
哀
し
み
が
存
在
す
る
。

　
　
そ
れ
が
井
上
氏
の
い
う
「
翌
檜
の
悲
劇
」
と
い
え
る
。
（
略
）

　
つ
ま
り
彼
女
は
あ
す
な
ろ
の
持
つ
哀
し
み
を
、
私
た
ち
の
日
常
生
活

を
取
り
巻
い
。
て
い
る
哀
感
、
人
生
の
哀
感
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
悲
し

み
と
言
わ
ず
に
哀
し
み
と
い
う
時
、
そ
こ
に
あ
す
な
ろ
の
持
つ
本
質
的

な
イ
メ
ー
ジ
が
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味

に
お
い
て
、
彼
女
の
論
は
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
の
底
流
を
な
す
性
格
の

一
つ
を
す
く
い
上
げ
て
み
せ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
以
上
四
人
の
諭
を
ご
く
手
短
か
に

ま
と
め
て
お
き
た
い
。

田
井
上
靖
の
人
間
把
握
の
暖
か
さ
と
魂
の
成
長
の
歴
史
。
（
亀
井
勝
一

　
郎
）

②
劣
等
感
情
を
軸
と
し
た
青
春
小
説
、
井
上
靖
の
精
神
史
。
（
福
田
宏

　
年
）

③
教
養
小
説
、
鮎
太
の
生
命
の
燃
焼
の
物
語
。
（
三
枝
康
高
）

圃
あ
す
な
ろ
に
象
徴
さ
れ
る
日
常
生
活
を
取
り
巻
く
哀
感
、
人
生
の
哀

　
感
。
（
越
次
倶
子
）

　
こ
の
よ
う
に
要
約
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
否
定
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
論
で
あ
る
こ
と
が
納
得
さ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
説
を
継
承

し
な
が
ら
、
そ
の
基
盤
に
立
脚
し
て
も
う
一
つ
の
『
あ
す
な
ろ
物
語
』

論
を
、
次
章
に
お
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

一

一

一

　
　
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
私
は
ま
ず
二
つ
の

観
点
を
設
定
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
つ
は
鎮
魂
譜
と
し
て
の
見
方
、

も
う
一
つ
は
民
間
伝
承
の
投
影
と
い
っ
た
観
点
で
あ
る
。

　
　
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
は
全
部
で
六
章
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、

　
Ｏ
「
深
い
深
い
雪
の
中
で
」

　
�
「
寒
月
が
か
か
れ
ば
」

　
�
「
辰
ろ
う
水
の
面
よ
り
」

　
囚
「
春
の
狐
火
」

　
�
「
勝
　
敗
」

　
囚
「
星
の
植
民
地
」

　
（
０
１
㈹
は
便
宜
的
に
付
し
た
番
号
で
あ
る
が
、
論
を
簡
潔
に
す
る
た

め
に
、
以
下
こ
の
番
号
に
よ
っ
て
論
を
進
め
て
い
く
。
）

　
こ
れ
ら
の
各
章
の
構
成
に
は
、
作
者
な
り
の
一
つ
の
工
夫
が
凝
ら
さ

に
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
日
は
冴
子
の
内
面
か
ら
放
射
さ
れ
る
里
い
光

と
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
暗
」
の
章
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
�
は
行
動
的
な
雪
技
の
性
格
が
播
き
散
ら
す
明
る
い
光
に
よ
っ
て

　
「
明
」
の
章
と
な
っ
て
い
る
。
�
は
信
子
の
応
接
室
の
雰
囲
気
の
明
る
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さ
と
、
そ
の
裏
に
潜
む
時
代
の
暗
さ
が
織
り
な
す
「
明
」
　
「
暗
」
両
者

を
含
み
持
っ
た
章
で
、
目
口
の
相
反
す
る
章
を
同
時
に
継
承
す
る
よ
う

に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
回
章
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
時
代

の
暗
さ
は
、
さ
ら
に
死
の
彰
と
重
な
り
合
い
な
が
ら
四
と
国
を
ほ
の
暗

く
染
め
て
い
く
。
そ
し
て
㈹
は
、
未
来
に
明
る
い
光
芒
を
予
感
さ
せ
る

敗
戦
後
の
世
相
を
背
景
と
し
て
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の

　
「
明
」
と
「
暗
」
に
対
置
す
る
形
で
、
人
間
の
生
と
死
が
配
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
構
成
を
そ
の
根
底
に
お
い
て
支
え
て
い
る
も
の

が
、
「
あ
す
な
ろ
説
話
」
で
あ
り
、
戦
争
体
験
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
前
述
し
た
第
一
の
観
点
か
ら
こ
の
小
説
を
考
え
て
い
く
と
、

ど
う
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　
右
に
掲
げ
た
各
章
の
う
ち
、
こ
の
観
点
に
よ
っ
て
選
び
出
す
こ
と
の

で
き
る
の
は
、
目
口
四
国
の
四
章
で
あ
ろ
う
。
］
」
は
鮎
大
に
克
己
と
い

う
こ
と
ば
を
教
え
な
が
ら
、
彼
自
身
つ
い
に
あ
す
な
ろ
で
し
か
あ
り
え
な

か
っ
た
大
学
生
の
加
島
と
、
そ
の
彼
と
心
中
し
た
冴
子
へ
の
、
�
は
機

銃
の
一
斉
射
撃
を
浴
び
、
ク
リ
ー
ク
の
脹
ろ
う
水
の
面
よ
り
左
手
を
二

回
高
く
突
き
上
げ
て
死
ん
で
い
っ
た
、
鮎
大
の
高
校
時
代
の
友
人
金
子

へ
の
、
四
は
地
方
で
淋
し
く
死
ん
で
い
く
、
鮎
大
の
尊
敬
を
受
け
な
が

ら
、
杜
で
は
Ｔ
同
に
う
だ
つ
の
上
が
ら
な
か
っ
た
老
記
者
杉
村
春
三
郎

へ
の
、
そ
し
て
㈲
は
、
南
方
へ
行
く
途
中
、
軍
艦
の
甲
板
の
上
で
直
撃
弾

を
受
け
て
死
ん
で
い
っ
た
、
鮎
大
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
佐
山
町
介
へ

の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鎮
魂
譜
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
井
上
は
、
こ
の
論
の
一
章
に
お
い
て
引
用
し
た
「
わ
が
青
春
へ
の
鎮
魂

Ｘ

譜
」
に
お
い
て
、
「
こ
の
小
説
（
北
の
海
）
は
、
故
人
と
な
っ
た
友
へ

の
鎮
魂
の
思
い
に
加
え
て
、
今
も
健
在
で
あ
る
友
や
私
自
身
の
過
ぎ
去

っ
た
青
春
へ
の
、
い
ね
ば
鎮
魂
の
譜
汀
写
る
。
」
と
書
い
て
い
る
。

ま
た
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
の
「
自
作
解
題
」
に
お
い
て
、
「
今
は
亡
く
な

っ
て
い
る
多
勢
の
人
た
ち
を
も
う
一
度
蘇
ら
せ
て
、
そ
の
悦
び
や
悲
し

み
を
綴
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
（
略
）
ど
こ
か
に
鎮
魂
の
作
業
と

い
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
」
と
も
書
い
て
い
る
。
井
上
自
身
の
こ

の
よ
う
な
見
方
を
取
り
入
れ
る
な
ら
ば
、
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
全
体
を

も
一
つ
の
鎮
魂
譜
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
小

説
は
、
敗
戦
国
日
本
へ
の
鎮
魂
の
思
い
を
叙
べ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時

に
彼
の
詩
「
流
星
」
に
重
な
り
合
う
、
戦
い
と
と
も
に
徒
ら
に
過
ぎ
去

っ
た
井
上
自
身
の
青
春
と
、
戦
死
し
た
友
へ
の
鎮
魂
の
譜
で
あ
る
と
。

こ
の
結
論
が
性
急
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な

筆
者
の
原
体
験
が
、
こ
の
小
説
の
背
景
に
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
言
い
直

し
て
も
い
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
『
あ
す
な
ろ
物
語
』

は
初
め
て
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
以
下
の
一
連
の
作
品
と
、
そ
の
性
格
に
お

い
て
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
民
間
伝
承
の
投
影
と
い
う
第
二
の
観
点
か
ら
、
こ
の
小
説
の

世
界
を
考
え
て
み
た
い
。

　
　
「
あ
す
な
ろ
う
」
と
題
し
た
井
上
靖
の
作
品
に
は
、
『
あ
す
な
ろ
物

語
』
以
外
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

田
随
筆
「
あ
す
な
ろ
う
」
　
（
『
京
都
帝
国
大
学
新
聞
』
昭
和
二
Ｉ
年
五

　
月
五
日
）
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閃
随
筆
「
あ
す
な
ろ
う
」
　
（
『
き
り
ん
』
昭
和
二
三
年
七
・
八
月
合
併

　
号
）

㈹
短
篇
小
説
「
あ
す
な
ろ
う
」
　
（
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
新
緑
特
別
号
』
昭

　
和
二
五
年
五
月
）

帽
詩
「
ア
ス
ナ
ロ
ウ
」
　
（
『
風
景
』
昭
和
三
七
年
九
月
）

　
こ
れ
ら
の
作
品
の
う
ち
あ
す
な
ろ
う
の
生
の
烈
し
さ
を
歌
っ
た
帽
以

外
は
、
あ
す
な
ろ
説
話
の
持
つ
哀
感
に
人
間
の
姿
を
重
ね
て
語
っ
た
も

の
ば
か
り
で
あ
る
。
昭
和
三
三
年
三
月
初
旬
の
下
北
半
島
旅
行
の
時
に

接
し
た
あ
す
な
ろ
の
印
象
が
、
そ
れ
ま
で
彼
が
懐
い
て
い
た
あ
す
な
ろ

の
イ
メ
ー
ジ
を
打
ち
砕
い
て
帽
の
詩
が
で
き
上
が
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
、
昭
和
四
七
年
に
書
か
れ
た
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
の
自
作
解
題
（
前

出
）
に
照
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
の

世
界
に
考
察
を
加
え
て
い
く
場
合
に
は
、
こ
の
小
説
に
集
束
さ
れ
る
井

上
の
あ
す
な
ろ
観
に
焦
点
を
締
っ
て
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
次
の
井
上
自
身
の
文
章
で
あ
る
。

　
　
あ
す
な
ろ
と
い
う
木
は
、
あ
す
は
檜
に
な
ろ
う
、
あ
す
は
檜
に
な

　
　
ろ
う
と
、
毎
日
の
よ
う
に
念
願
し
て
い
る
が
、
つ
い
に
永
遠
に
檜

　
　
に
な
れ
ぬ
木
で
あ
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
の
は
い
つ
頃
の
こ
と
で

　
　
あ
ろ
う
か
。
小
学
生
の
上
級
生
頃
か
、
中
学
校
に
進
ん
だ
ば
か
り

　
　
の
頃
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
く
ら
い
の
年
齢
の
時
で
は
な
か

　
　
っ
た
か
と
思
う
。
あ
す
な
ろ
と
い
う
木
の
特
つ
こ
の
悲
劇
的
な
性

　
　
格
が
強
く
心
に
刻
ま
れ
、
そ
の
後
あ
す
な
ろ
と
い
う
木
を
特
別
な

　
　
も
の
と
し
て
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
「
自
作
解
題
」
前
出
）

　
亀
井
勝
一
郎
が
『
あ
す
な
ろ
歌
話
』
　
こ
刹
溺
・
ヌ
ほ
こ
７
餉
該
に
リ
芹

し
て
い
る
作
者
の
感
想
に
お
い
て
も
、
井
上
は
は
ぼ
同
様
の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
。
従
っ
て
子
供
の
時
に
語
り
聞
か
さ
れ
た
あ
す
な
ろ
に
ま
つ

わ
る
伝
説
が
、
彼
の
心
に
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
、
や
が
て
右
の
よ
う
な

一
連
の
作
品
を
生
ん
で
い
っ
た
と
考
え
る
ｙ
』
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て

『
あ
す
な
ろ
物
語
』
も
ま
た
、
作
者
の
こ
の
よ
う
な
深
い
関
心
に
支
え

ら
れ
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、
自
伝

小
説
で
は
な
く
「
あ
す
な
ろ
の
説
話
の
持
つ
哀
し
さ
や
美
し
さ
を
、
小

説
の
形
で
取
り
扱
っ
て
み
た
も
の
で
す
。
」
　
（
亀
井
引
用
の
作
者
の
感

想
）
と
い
う
作
者
自
身
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
は
、
作
者
の
意
図
に
お
い
て
す
で
に

『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
以
下
の
小
説
と
は
異
な
っ
た
小
説
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
に
引
用
し
た
解
題
で
井
上
が
、
こ
の
話
を
小
学
生
か

中
学
生
の
頃
に
聞
い
た
と
述
べ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
そ
れ
が
民
間
伝
承
－
１
１
‐
１
す
な
わ
ち
、
人
々
に
口
に
よ
っ
て
語
り
伝

え
ら
れ
て
い
た
も
の
１
－
Ｉ
‐
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
こ
の
説
話
は
、
樹
木
に
ま
つ
わ
る
伝
説
と
そ
の
命
名
技
術

と
い
う
フ
ォ
ー
ク
石
ア
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
井
上
が
こ
の
「
あ
す
な
ろ

説
話
」
を
ラ
イ
ト
・
モ
チ
ー
フ
（
福
田
説
）
と
し
て
小
説
を
書
い
た
と

？
っ
こ
と
は
、
自
ら
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
の
性
格
を
規
定
す
る
も
の
と

な
っ
た
。

　
こ
こ
で
必
然
的
に
生
ま
れ
て
く
る
の
が
井
上
文
学
と
民
間
伝
承
と
の

交
渉
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
か
つ
て
私
は
「
口
承
文
芸
の
片
影
」
と
い
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う
小
論
に
お
い
て
、
作
者
そ
の
も
の
の
中
に
口
承
文
芸
の
語
り
手
と
し

て
の
要
素
が
色
濃
く
存
在
し
て
い
る
も
の
の
一
人
と
し
て
井
上
靖
を
取

り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
　
「
井
上
靖
の
場
合
は
（
略
）
そ
こ
に
「
男
語
り
」
の
糸
譜
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
「
桃
李
記
」
　
「
グ
ウ
ド
ル
氏
の
手
套
」
　
「
姉
捨
」
爪
幼

き
日
の
こ
と
」
に
代
表
さ
れ
る
作
品
は
（
略
）
家
系
、
家
筋
を
語
る
作

品
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
「
額
田
女
王
」
で
あ
リ

　
「
蒼
き
狼
」
で
あ
り
、
「
後
白
河
院
」
で
あ
っ
た
。
な
お
、
「
し
ろ
ぽ

ん
ぽ
」
　
「
あ
す
な
ろ
物
語
」
な
ど
に
は
「
女
語
り
」
の
口
承
文
芸
が
姿

を
見
せ
、
そ
れ
が
小
説
に
民
俗
的
な
色
合
い
を
添
え
て
作
品
の
核
を
な

す
抒
情
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
の
代
表
的
な
短
篇
「
月
の
光
」
は

口
承
文
芸
の
「
子
求
め
」
の
モ
チ
ー
フ
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
作
品

と
な
っ
て
い
る
。
」

　
論
の
性
質
上
概
論
風
に
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
私
の
見
方

に
は
現
在
も
大
き
な
変
化
は
な
い
。
こ
こ
で
は
二
三
例
を
上
げ
な
が
ら

も
う
少
し
具
体
的
に
述
べ
て
み
よ
う
。

　
た
と
え
ば
「
か
し
わ
ん
ば
」
と
い
う
短
篇
小
説
が
あ
る
。
か
し
わ
ん

ば
と
は
和
歌
山
地
方
に
お
い
て
、
天
狗
の
前
身
で
あ
る
陰
気
な
呼
び
名

の
妖
怪
と
し
て
民
間
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

が
こ
の
小
説
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

　
　
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
に
は
神
か
く
し
に
あ
っ
た
正
吉
の
話
が
出
て
く
る
。

神
か
く
し
と
は
、
突
然
人
間
が
姿
を
消
す
と
い
う
不
思
議
な
現
象
に
対

し
て
人
々
が
名
付
け
た
呼
び
名
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
小
説
は
題
名

＼

そ
の
も
の
が
民
間
語
源
に
な
る
「
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

こ
の
小
説
全
体
の
性
格
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
神

か
く
し
」
そ
の
も
の
を
題
名
と
し
た
随
筆
も
彼
の
作
品
の
中
に
は
あ
る
。

こ
の
随
筆
や
詩
「
カ
マ
イ
タ
チ
」
は
、
近
代
社
会
の
中
で
民
間
伝
承
の

信
仰
性
が
崩
壊
し
て
い
く
過
程
を
は
か
ら
ず
も
提
示
す
る
と
い
う
、
興

味
深
い
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
ほ
か
棄
老
伝
説
の
投
影
さ
れ
て
い
る
「
嫡
捨
」
、
貴
種
流
離
譚

の
型
を
踏
襲
し
て
い
る
『
夜
の
声
』
、
け
も
の
道
の
伝
承
を
受
け
る

「
道
」
な
ど
、
民
間
伝
承
の
影
を
ほ
の
見
せ
る
彼
の
作
品
は
少
な
く
な
い
。

こ
れ
は
伊
豆
の
山
村
に
幼
少
期
を
送
っ
た
彼
の
体
験
が
、
今
で
は
失
な

わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
れ
ら
の
伝
承
を
、
文
学
の
中
に
自
然
に
甦
ら
せ
て

い
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。

　
　
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
は
こ
れ
ら
の
作
品
の
系
列
に
位
置
を
占
め
る
小

説
で
あ
る
。
民
間
伝
承
の
「
あ
す
な
ろ
説
話
」
が
全
体
の
章
を
し
め
る

ボ
ル
ト
の
役
割
を
担
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
微
妙
な
か
げ
り
Ｉ
Ｉ
民
俗
的

な
か
げ
り
ー
‐
‐
ｒ
を
作
品
に
投
影
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
こ
の
作
品

の
抒
情
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
小
説
の
中
で
、
右
に
述
べ
て
き
た
性
格
を
最
も
象
徴
的
に
示
し

て
い
る
の
は
、
「
春
の
狐
火
」
の
章
で
あ
ろ
う
。
狐
火
と
い
う
民
間
伝

承
に
基
づ
き
な
が
ら
、
孤
に
化
か
さ
れ
た
よ
う
な
一
夜
を
清
香
と
の
間

に
持
ち
、
鮎
太
が
一
段
と
成
長
し
て
い
く
こ
の
章
は
、
あ
る
意
味
で
そ

の
ま
ま
民
間
伝
承
の
世
界
で
あ
っ
た
。
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〈
注
〉

Ｔ
古
　
『
海
』
　
（
昭
和
五
一
年
六
月
号
・
中
火
公
論
杜
）
に
こ
（
現
代
の

　
　
作
家
》
特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
Ｊ
）
と
し
て
掲
械
。
後
、
同
社
よ
り
単
行

　
　
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
引
用
は
初
出
の
記
事
に
よ
る
。

（
２
）
　
『
井
上
靖
小
説
全
集
』
に
付
さ
れ
て
い
る
福
旧
宅
年
編
の
「
年
譜
」

　
　
や
、
『
幼
き
日
の
こ
と
』
　
「
私
の
自
己
形
成
史
」
な
ど
の
随
筆
と
照

　
　
合
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
で
き
る
。

（
３
）
井
上
靖
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
　
（
新
潟
文
庫
、
昭
和
三
三
年
一
一
月

　
　
三
〇
日
刊
）
の
「
解
説
」
お
よ
び
『
井
上
靖
文
庫
2
4
』
　
（
昭
和
三
六
年

　
　
　
五
月
三
〇
日
刊
・
新
潮
汁
）
の
「
解
説
」

（
４
）
三
枝
康
高
『
井
上
靖
－
ロ
フ
不
ス
ク
と
孤
独
－
』
　
（
一
九
七
三
年

　
　
一
〇
月
一
五
日
刊
・
有
信
堂
）
の
四
九
ペ
ー
づ

（
５
）
庄
（
４
）
と
同
書
の
五
五
ペ
ー
ジ
、

（
６
）
新
潟
文
庫
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
　
（
昭
和
三
三
年
一
一
月
三
〇
日
刊
）

　
　
の
乙
解
説
」
お
よ
び
、
井
上
靖
文
庫
『
あ
す
な
ろ
物
語
他
』
　
（
昭
和

　
　
三
六
年
五
月
三
〇
日
刊
・
新
潟
社
）
の
「
解
説
」

⊇
こ
　
「
井
上
靖
の
世
界
」
　
（
昭
和
四
七
年
九
月
四
日
刊
・
講
談
社
）
の

　
　
第
三
章
「
劣
等
感
情
と
文
学
の
芽
」
お
よ
び
、
『
井
上
靖
小
説
全
集

　
　
６
』
付
録
（
一
九
七
二
年
一
一
月
、
新
潟
社
）

（
８
）
注
（
４
）
と
同
書
の
う
ち
「
教
養
小
説
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
」
の

　
　
項
。

（
９
）
た
と
え
ば
、
亀
井
の
「
解
説
」
を
否
定
し
て
教
養
小
説
で
あ
る
こ

　
　
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
亀
井
は
新
潟
文
庫
の
そ
れ
で
は
、
自
伝

　
　
小
説
で
は
な
い
と
言
っ
て
お
り
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
や
は

〃

　
　
り
救
荒
小
説
的
見
ぢ
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
一
六
章
」
の
裂
弑

　
　
に
お
い
て
、
「
だ
れ
も
も
う
［
あ
す
な
ろ
］
の
希
望
を
持
つ
こ
と
の
で

　
　
き
な
い
時
代
で
あ
っ
か
こ
」
と
書
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
Ｏ
Ｃ
章
は

　
　
は
っ
き
り
と
戦
後
の
「
あ
す
な
ろ
」
た
ち
を
描
い
た
章
な
の
で
あ
る
。

（
1
0
）
た
と
え
ば
、
こ
の
小
説
を
厳
蜜
な
意
味
に
お
い
て
教
養
小
説
で
あ

　
　
る
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
や
、
私
大
と
他
の
・
登
場
人
物
と
の
関
係
が

　
　
偶
然
的
、
運
命
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
把
握
。
そ
し
て
そ
れ
ら

　
　
の
人
物
と
の
交
渉
に
私
大
が
そ
れ
な
り
の
生
の
燃
焼
を
示
す
と
い
っ

　
　
た
延
々
。

（
1
1
）
長
谷
川
泉
編
『
片
Ｌ
扇
研
究
』
　
（
昭
和
四
九
年
四
月
二
五
日
刊
・

　
　
南
窓
杜
）
所
収
越
次
恒
子
「
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
と
『
Ｌ
ろ
ば
ん
ば
』
」

（
1
2
）
　
『
＃
Ｌ
靖
小
説
全
集
3
2
』
　
（
昭
和
五
〇
年
四
月
二
〇
日
刊
・
新
潮

　
　
ザ

（
1
3
）
　
『
井
ヒ
靖
小
説
全
集
６
』
　
（
昭
和
四
七
年
一
一
月
二
〇
日
刊
・
新

　
　
潮
枕
）

（
1
4
）
　
『
日
本
の
現
代
文
学
』
　
（
昭
和
三
五
年
三
月
刊
・
雪
草
枕
）

（
1
5
）
　
『
井
上
靖
小
説
全
集
2
5
』
　
（
昭
和
四
人
年
三
月
二
つ
日
刊
・
新
潮

　
　
枕
）

（
1
6
）
　
『
口
承
文
芸
の
展
問
』
　
（
昭
和
五
〇
年
一
月
二
五
日
刊
・
桜
楓
枕
）

　
　
所
収
の
拙
稿
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
教
授
）
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