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荒　木　奈　美

　
　
　
　

は
じ
め
に

　

教
室
で
「
文
学
教
材
」
を
読
む
と
い
う
行
為
に
は
、
他
の
学
習
で
は
実
現
し
え
な
い
特
別
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
え
て
し
て
文
学
作
品
に
は
、「
言

葉
に
し
が
た
い
」
感
情
、
い
さ
さ
か
比
喩
的
に
言
え
ば
「
言
葉
に
な
る
以
前
」
に
蠢う
ご
めい
て
い
る
人
間
の
「
澱よ
ど

み
」
の
よ
う
な
感
情
が
、
私
た
ち
読
み
手
に
示
さ
れ

て
い
る
。
読
み
手
は
書
か
れ
た
「
言
葉
」
か
ら
そ
れ
ら
の
意
味
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
が
、
そ
の
解
釈
は
、
書
か
れ
た
「
言
葉
」
の
ど
こ
に
着
目
す
る
か
に
よ
っ

て
、
あ
る
い
は
時
に
は
読
み
手
の
偏
見
に
よ
る
「
誤
読
」
も
含
め
、
お
の
ず
と
読
み
手
の
と
ら
え
方
に
よ
っ
て
、
大
き
く
左
右
さ
れ
て
く
る
。
私
は
文
学
教
材
を

授
業
で
読
み
あ
う
経
験
の
中
で
、
常
に
そ
の
よ
う
な
「
言
葉
に
な
る
以
前
」
の
感
情
を
と
ら
え
る
一
人
ひ
と
り
の
解
釈
の
違
い
に
関
心
を
持
っ
て
き
た
。
そ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
「
言
葉
に
し
が
た
い
」
感
情
を
「
言
葉
」
で
表
現
し
て
い
る
文
学
教
材
が
持
つ
可
能
性
に
着
目
し
、
高
等
学
校
で
の
授
業
実
践
な
ど
を
通
じ
、
問

題
を
検
証
し
て
き
た
。

　

今
年
度
よ
り
担
当
し
て
い
る
大
学
の
演
習
で
は
、「
文
学
作
品
を
通
じ
て
対
人
関
係
の
諸
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
も
と
づ
き
、
毎
週
一
作

品
を
学
生
と
と
も
に
読
ん
で
い
る
が
、
そ
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
の
も
ま
た
、「
言
葉
に
な
る
以
前
」
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
そ
う
し
た
「
澱
み
」
に
つ
い
て
、
学
生

と
意
見
を
交
わ
し
合
う
と
い
う
経
験
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
質
問
に
対
す
る
答
え
が
文
章
上
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
な
い
問
題
と
向
き
合
う
こ
と
は
、

決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
学
習
経
験
の
中
で
、「
一
つ
の
正
解
」
に
落
ち
着
か
な
い
問
題
に
立
ち
向
か
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
学
生
は
少

な
く
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
彼
ら
は
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
、
毎
回
自
分
な
り
の
「
解
答
」
を
ひ
ね
り
出
す
。
そ
し
て
そ
の
「
解
答
」
は
、
面
白
い
ほ
ど
に

一
人
ひ
と
り
違
っ
た
内
容
と
な
る
。

　

そ
の
よ
う
な
経
験
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
澱
み
」
に
対
す
る
学
生
た
ち
の
見
解
に
触
れ
る
た
び
に
思
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ

う
な
「
言
葉
に
な
る
以
前
」
の
問
題
に
対
し
て
は
、
や
は
り
「
一
つ
の
正
解
」
は
決
し
て
な
い
の
だ
と
い
う
確
信
に
も
似
た
思
い
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
一
人

ひ
と
り
違
う
」
解
釈
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
あ
る
も
の
を
と
ら
え
返
す
こ
と
で
見
え
て
く
る
、
さ
ら
に
大
き
な
問
題
に
も
気
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　

本
稿
は
、
大
学
で
の
授
業
実
践
の
一
つ
で
あ
る
川
上
弘
美
「
神
様
」
を
め
ぐ
る
授
業
実
践
を
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
、
授
業
内
で
は
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た

問
題
を
精
査
し
た
上
で
、
さ
ら
な
る
論
点
を
明
ら
か
に
す
る
取
り
組
み
で
あ
る
。「
神
様
」
は
、
一
九
九
四
年
パ
ス
カ
ル
短
編
文
学
新
人
賞
を
受
賞
し
、「
生
ま
れ

（
二
）

231



川上弘美「神様」「草上の昼食」論

て
初
め
て
活
字
に
な
っ
た
」（
文
庫
本
あ
と
が
き
よ
り
）
と
い
う
作
家
川
上
弘
美
と
し
て
の
処
女
作
で
あ
る
が
、
短
篇
連
作
集
で
あ
る
単
行
本
『
神
様
』（
中
央
公

論
社
一
九
九
八
）
に
は
、
そ
の
数
年
後
に
書
か
れ
た
「
草
上
の
昼
食
」
が
同
時
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
草
上
の
昼
食
」
は
、
以
下
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
「
神
様
」

の
続
編
と
も
取
れ
る
内
容
で
あ
り
、
本
稿
で
は
両
作
品
を
同
じ
俎
上
に
乗
せ
た
上
で
、「
く
ま
」
と
「
わ
た
し
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
い
き
た
い
⑴
。

　
　
　
　

１　
「
く
ま
」
が
馴
染
も
う
と
し
た
人
間
社
会

　
「
神
様
」
は
、「
わ
た
し
」
の
住
む
ア
パ
ー
ト
に
「
つ
い
最
近
越
し
て
き
た
」「
雄
の
成
熟
し
た
く
ま
」
に
誘
わ
れ
て
、「
わ
た
し
」
と
「
く
ま
」
が
散
歩
に
出
る
、

と
あ
る
一
日
を
描
い
た
話
で
あ
る
。
普
通
、「
く
ま
」が
人
間
の
住
む
ア
パ
ー
ト
を
借
り
る
な
ど
、常
識
と
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら「
わ

た
し
」
は
決
し
て
そ
の
よ
う
に
は
受
け
止
め
な
い
。
そ
れ
が
熊
の
姿
形
を
し
て
い
る
こ
と
は
充
分
認
め
た
上
で
、
ご
く
一
般
的
な
「
新
し
い
ご
近
所
」
の
一
人
と

し
て
接
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

そ
の
一
方
で
「
わ
た
し
」
は
、「
く
ま
」
が
「
引
越
し
そ
ば
」
を
住
人
に
ふ
る
ま
い
一
件
一
件
挨
拶
し
て
回
る
姿
や
、「
わ
た
し
」
の
遠
い
親
戚
を
通
じ
て
知
り

合
い
で
あ
る
こ
と
を
「
縁え
に
し」
と
し
て
考
え
る
様
子
を
「
昔
気
質
」
と
と
ら
え
、「
く
ま
」
を
「
少
々
大
時
代
な
」
存
在
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
わ
た
し
」

は
、
す
で
に
引
越
し
そ
ば
の
習
慣
も
、
葉
書
を
持
っ
て
ご
近
所
回
り
を
す
る
習
慣
も
途
絶
え
て
い
る
文
化
の
中
に
あ
り
、
血
の
つ
な
が
ら
な
い
人
と
の
つ
な
が
り

を
さ
し
て
大
事
な
も
の
と
は
考
え
な
い
時
代
を
生
き
て
い
る
存
在
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

乾
彰
夫
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
始
ま
る
社
会
変
容
を
考
察
し
、「
二
十
世
紀
末
以
降
の
移
行
過
程
変
容
の
基
本
的
性
格
の
一
つ
と
し
て
ほ
ぼ
共
通
の
認
識
」
と
し
て

指
摘
し
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
後
期
近
代
」⑵ 

以
降
に
お
け
る
「『
個
人
化
』
の
進
行
」
で
あ
る
⑶
。
乾
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
〇
年
代
ま
で
は
、
同
じ
階
級
の

子
ど
も
た
ち
は
同
じ
地
域
の
学
校
に
通
い
、
同
じ
地
元
の
仕
事
に
就
き
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
同
じ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
生
き
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
集
団
性
が

あ
っ
た
が
、一
九
八
〇
年
代
以
降
、急
激
な
失
業
率
の
上
昇
、そ
れ
に
伴
う
教
育
期
間
の
延
長
や
有
期
雇
用
の
増
加
な
ど
に
よ
っ
て
、「
あ
ら
か
じ
め
敷
か
れ
た
レ
ー

ル
の
な
い
も
と
で
、
一
人
ひ
と
り
の
努
力
と
判
断
で
そ
の
過
程
を
乗
り
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
個
人
化
」
の
時
代
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。

（
三
）
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こ
こ
で
重
要
な
の
は
、こ
の「
個
人
化
」は
、制
約
の
な
い
中
で
自
由
に
行
動
す
る
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ッ
ク（Beck,U

lrich

）

に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
個
人
化
」
に
は
「
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
た
社
会
の
形
式
の
解
体
」
と
い
う
意
味
と
は
別
に
「
新
た
な
必
要
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
制
約
が
諸

個
人
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
」
と
い
う
側
面
が
あ
る
と
い
う
⑷
。「
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
を
通
じ
て
、
人
び
と
は
支
配
や
定
め
ら
れ
た
諸
条
件
の
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
へ
と
縛
り
つ
け
ら
れ
」、「
管
理
」
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
「
個
人
化
」
は
、「
現
代
に
生
き
る
す
べ
て
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
選
択
可
能
な
も
の
で

は
な
く
、
強
制
的
」
で
あ
る
。「『
自
分
固
有
の
人
生
』
を
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
自
体
が
、「
強
制
的
」
な
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

か
つ
て
は
も
の
ご
と
の
価
値
基
準
は
ほ
ぼ
す
べ
て
が
自
分
の
属
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
に
あ
り
、
私
た
ち
は
そ
の
価
値
基
準
に
し
た
が
っ
て
行
動
し
て
い
れ

ば
よ
か
っ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
原
則
が
私
た
ち
の
行
動
規
範
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
自
明
で
あ
る
限
り
、
他
者
と
の
意
思
の
疎
通
に
お
い
て
も
ぶ
れ
る
こ
と
は

そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
「
後
期
近
代
」
以
降
、
次
第
に
そ
の
価
値
基
準
は
「
個
人
」
の
も
の
と
な
る
。
各
個
人
は
自
分
自
身
あ
る
い
は
狭
い
つ

な
が
り
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
が
「
基
準
」
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
「
基
準
」
は
、社
会
に
よ
っ
て
「
管
理
」
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

本
人
は
あ
く
ま
で
も
「
社
会
の
価
値
基
準
の
一
つ
」
に
従
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
場
面
で
の
他
者
と
の
意
思
疎
通
は
、
当
然
の
帰
結
と
し
て
困
難
を
極
め

る
だ
ろ
う
。
自
分
が
「
常
識
」
と
思
っ
て
働
き
か
け
た
こ
と
が
、相
手
に
は
通
じ
な
い
。
通
じ
な
い
ど
こ
ろ
か
、ひ
ど
い
誤
解
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
人
間
社
会
の
変
容
を
前
提
と
す
る
と
、「
く
ま
」
が
熊
社
会
か
ら
や
っ
て
き
て
馴
染
も
う
と
し
た
こ
の
人
間
社
会
は
、「
わ
た
し
」
が
「
く
ま
」
の

行
動
を
「
昔
気
質
」「
少
々
大
時
代
」
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、す
で
に
「
後
期
近
代
」
に
移
行
し
た
社
会
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
必
要
以
上
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
気
を
遣
い
、
人
と
の
つ
な
が
り
に
大
げ
さ
な
ほ
ど
に
喜
ん
で
み
せ
る
「
く
ま
」
は
、
い
わ
ば
一
つ
前
の
世
代
の
人
間
社
会
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
何
と
か
そ
の
一

員
と
な
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　

２　
「
わ
た
し
」
が
「
く
ま
」
の
ふ
る
ま
い
を
通
し
て
見
つ
め
た
も
の

　
「
神
様
」
は
、
終
始
一
貫
し
て
「
わ
た
し
」
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。「
わ
た
し
」
か
ら
見
て
「
く
ま
」
は
、
常
に
本
音
を
隠
し
、
周
囲
に
細
や
か
な
気
配

（
四
）
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川上弘美「神様」「草上の昼食」論

り
を
し
な
が
ら
、「
く
ま
」
な
り
の
方
法
で
人
間
社
会
に
な
じ
も
う
と
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
。

　
「
わ
た
し
」
が
「
く
ま
」
に
呼
び
名
を
尋
ね
る
と
、「
近
隣
に
く
ま
が
一
匹
も
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
」、「
貴
方
」
と
で
も
、「
ま
あ
、ご
自
由
に
何
と
で
も
」

呼
ん
で
ほ
し
い
と
答
え
て
い
る
。
こ
こ
で
特
定
の
名
前
で
呼
ぶ
こ
と
を
要
請
し
て
い
な
い
こ
と
で
、「
く
ま
」
は
「
わ
た
し
」
に
、あ
く
ま
で
も
人
間
で
は
な
い
（
異

質
の
存
在
で
あ
る
に
は
変
わ
り
な
い
）、
熊
社
会
の
中
か
ら
出
て
き
た
一
匹
の
し
が
な
い
熊
と
し
て
、「
わ
た
し
」
に
接
し
て
も
ら
う
こ
と
を
望
ん
で
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
相
手
に
特
定
の
名
前
で
呼
ぶ
こ
と
を
要
請
す
る
の
は
、
そ
の
相
手
に
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
認
め
さ
せ
、
特
別
の
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
行
為

で
あ
る
。「
く
ま
」
は
最
初
か
ら
「
わ
た
し
」
に
そ
の
よ
う
な
対
等
の
関
係
は
望
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

川
原
ま
で
の
道
の
り
を
「
く
ま
」
と
「
わ
た
し
」
が
歩
い
て
い
る
と
き
、「
わ
た
し
」
は
「
く
ま
」
が
「
細
か
く
気
を
配
っ
て
」
く
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。

「
も
し
か
す
る
と
く
ま
自
身
が
一
服
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
の
に
、自
分
の
こ
と
よ
り
も
相
手
で
あ
る
「
わ
た
し
」
を
尊
重
し
て
く
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

よ
う
や
く
川
原
に
到
着
し
、「
く
ま
」
が
「
舌
を
出
し
て
少
し
あ
え
い
で
い
る
」
と
こ
ろ
に
、
三
人
連
れ
の
人
間
が
「
く
ま
」
の
そ
ば
に
寄
っ
て
く
る
。「
子
供
」

が
「
く
ま
」
の
毛
を
引
っ
張
っ
た
り
蹴
り
つ
け
た
り
、
こ
ぶ
し
で
腹
を
パ
ン
チ
し
て
立
ち
去
っ
て
も
、「
く
ま
」
は
感
情
を
表
に
出
さ
ず
、「
小
さ
い
人
は
邪
気
が

な
い
で
す
な
あ
」
な
ど
と
し
か
言
わ
な
い
。
個
の
欲
求
は
ひ
た
隠
し
に
し
、
人
間
社
会
に
突
如
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
異
質
な
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
の
辱
め
を
受
け

て
も
、
じ
っ
と
堪
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
わ
た
し
」
か
ら
見
た
「
く
ま
」
は
、
自
我
を
表
に
出
さ
ず
、
自
分
よ
り
も
ま
ず
相
手
を
尊
重
し
、
あ
く
ま
で
も
人
間
社
会
の
「
原
則
」
に
従
っ

て
生
き
る
存
在
と
し
て
映
っ
て
い
る
。「
く
ま
」
の
行
動
基
準
は
、
自
分
自
身
で
な
く
「
社
会
」
で
あ
る
。
自
分
が
ど
う
し
た
い
か
よ
り
も
ま
ず
相
手
で
あ
り
、

自
分
が
属
す
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
原
則
」
に
従
っ
て
生
き
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
明
ら
か
に
「
く
ま
」
は
一
つ
前
の
世
代
の
社
会
の
原
則
を

モ
デ
ル
と
し
て
い
る
存
在
な
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
「
わ
た
し
」
に
は
、「
く
ま
」
の
ふ
る
ま
い
が
「
少
々
大
時
代
」
に
映
る
。
そ
し
て
こ
の
あ
と
「
わ
た
し
」
は
「
く

ま
」
の
言
動
の
数
々
に
、
言
葉
を
失
い
、
思
考
を
停
止
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
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３　
「
わ
た
し
」
が
「
無
言
で
い
た
」
こ
と
の
意
味

　

自
分
が
ど
う
思
う
か
、
自
分
が
ど
う
し
た
い
か
を
原
則
と
し
て
自
分
の
行
動
を
決
め
る
。
こ
の
こ
と
は
「
後
期
近
代
」
に
生
き
る
者
に
と
っ
て
は
暗
黙
の
了
解

事
項
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
学
校
教
育
を
始
め
と
し
た
人
間
教
育
を
通
じ
て
、「
社
会
の
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
」「
他
人
の
迷
惑
に
な
る
こ
と
は
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
」「
相
手
の
気
持
ち
を
尊
重
し
ま
し
ょ
う
」
な
ど
と
い
っ
た
社
会
性
を
育
て
る
教
育
は
、
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
親
や
先
生
な
ど
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、
基
準

は
あ
く
ま
で
も
「
私
は
ど
う
し
た
い
か
」
と
な
る
。
そ
れ
が
現
代
社
会
の
「
原
則
」
で
あ
る
。
一
方
そ
の
よ
う
な
中
に
、
必
死
に
な
っ
て
自
我
を
押
し
殺
し
相
手

の
立
場
を
尊
重
し
、
ひ
た
す
ら
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
原
則
」
に
従
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
存
在
が
あ
ら
わ
れ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
存
在
に

ど
う
い
っ
た
「
評
価
」
を
す
る
だ
ろ
う
か
。

　
「
わ
た
し
」
は
、「
く
ま
」
が
人
間
の
子
供
に
虐
げ
ら
れ
て
い
る
姿
を
目
撃
し
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
「
く
ま
」
が
「
小
さ
い
人
は
邪
気
が
な
い
」
と
つ
ぶ
や
く

姿
を
見
て
「
無
言
」
に
な
る
が
、
こ
の
時
「
わ
た
し
」
は
い
っ
た
い
何
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
「
神
様
」
で
は
、「
わ
た
し
」
は
ほ
と
ん
ど
自
分
の
感
情
を
表
出
し
て
い
な
い
。「
わ
た
し
」
か
ら
見
た
「
く
ま
」
の
姿
が
客
観
的
な
描
写
で
語

ら
れ
る
ば
か
り
で
、
そ
こ
に
「
わ
た
し
」
自
身
の
内
面
描
写
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
文
上
で
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
た
だ
「
わ
た
し
」
が
見
た
も
の
は
何
か
と

い
う
こ
と
だ
け
と
な
る
。

　
「
わ
た
し
」
が
「
く
ま
」
と
歩
い
て
い
る
間
に
、
通
り
が
か
り
の
人
間
と
の
接
触
が
二
度
あ
る
。
最
初
は
川
原
ま
で
の
道
の
り
の
中
で
時
々
す
れ
ち
が
っ
た
車

で
あ
る
。
ど
の
車
も
「
手
前
で
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
し
、
徐
行
し
な
が
ら
大
き
く
よ
け
て
」
い
る
。「
わ
た
し
」
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
か
は
一
切
描
写
さ

れ
て
い
な
い
が
、
わ
ざ
わ
ざ
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
し
、「
わ
た
し
」
と
「
く
ま
」
を
避
け
る
よ
う
に
大
き
く
よ
け
た
こ
と
に
は
、
彼
ら
の
何
ら
か
の
意
図
を
感
じ
た

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
川
原
に
着
い
て
か
ら
出
会
っ
た
三
人
連
れ
に
つ
い
て
も
、
子
供
は
「
く
ま
」
を
攻
撃
し
て
き
た
が
、
他
の
一
人
は
「
く
ま
の
顔
を
正
面
か

ら
見
よ
う
」
と
せ
ず
、も
う
一
人
も
「
何
も
言
わ
ず
に
た
だ
立
っ
て
い
る
」。
子
供
が
「
く
ま
」
に
心
な
い
攻
撃
を
加
え
る
の
も
た
だ
傍
観
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
「
わ
た
し
」
に
は
、
こ
れ
ら
の
人
間
が
ど
の
よ
う
に
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
人
間
の
「
く
ま
」
に
接
す
る
態
度
を
見
て
ど
の
よ
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う
な
思
い
を
抱
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
わ
た
し
」
も
ま
た
同
じ
人
間
社
会
に
属
す
る
存
在
で
あ
る
が
、「
わ
た
し
」
は
「
く
ま
」
の
事
情
を
少
な
く
と
も
彼
ら
以

上
に
知
っ
て
お
り
、「
く
ま
」
の
気
持
ち
も
想
像
し
な
が
ら
彼
ら
の
行
動
を
客
観
視
で
き
る
存
在
と
言
え
る
。
彼
ら
が
「
く
ま
」
を
遠
巻
き
に
し
た
り
気
づ
か
ぬ

ふ
り
を
す
る
行
為
を
、「
わ
た
し
」
自
身
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

４　
「
く
ま
」
を
思
う
「
わ
た
し
」
の
変
化　

―
「
神
様
」
か
ら
「
草
上
の
昼
食
」
へ
―

　
「
神
様
」
で
は
語
り
の
向
こ
う
側
に
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
「
わ
た
し
」
の
人
間
社
会
に
対
す
る
も
の
の
見
方
を
考
察
す
る
た
め
に
、
前
項
の
疑
問
は
い
っ

た
ん
脇
に
置
い
た
上
で
、
同
じ
く
「
く
ま
」
と
「
わ
た
し
」
の
や
り
と
り
が
語
ら
れ
た
「
草
上
の
昼
食
」
を
見
て
い
き
た
い
。

　
「
草
上
の
昼
食
」
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
か
ら
始
ま
る
。

　
　

く
ま
に
さ
そ
わ
れ
て
、
ひ
さ
し
ぶ
り
に
散
歩
に
出
る
。

　
　

く
ま
に
は
あ
い
か
わ
ら
ず
名
前
が
な
い
。

　
「
ひ
さ
し
ぶ
り
」「
あ
い
か
わ
ら
ず
」
は
、
読
み
手
に
そ
れ
以
前
に
物
語
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
言
葉
で
あ
る
。
単
行
本
『
神
様
』
は
、「
わ
た
し
」
を

語
り
の
主
体
と
す
る
短
編
が
収
め
ら
れ
た
短
編
連
作
集
の
形
を
取
っ
て
お
り
、
読
み
手
は
こ
の
「
ひ
さ
し
ぶ
り
」
の
「
散
歩
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
必
然
的
に
こ

の
連
作
集
の
第
一
作
と
し
て
収
め
ら
れ
た
「
神
様
」
と
の
関
連
を
想
起
す
る
だ
ろ
う
。「
く
ま
」
に
は
「
あ
い
か
わ
ら
ず
」
名
前
が
な
い
と
い
う
言
葉
か
ら
も
同

様
で
あ
る
。

　

こ
の
冒
頭
部
を
手
が
か
り
と
し
て
、「
く
ま
」
と
「
わ
た
し
」
を
「
神
様
」
の
登
場
人
物
と
重
ね
て
読
む
と
、「
草
上
の
昼
食
」
で
の
「
わ
た
し
」
は
、「
神
様
」

の
「
わ
た
し
」
と
は
違
い
、
た
び
た
び
自
分
の
内
面
に
あ
る
思
い
を
表
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
車
の
運
転
に
つ
い
て
の
会
話
の
中
で
「
く
ま
が
気
を
悪
く

（
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し
た
と
思
い
あ
わ
て
て
」
言
葉
を
足
し
、「
く
ま
」
が
、
こ
ち
ら
の
社
会
で
学
校
に
入
る
の
が
難
し
か
っ
た
と
い
う
話
を
聞
き
、「
く
ま
で
あ
る
の
な
ら
な
る
ほ
ど

学
校
に
は
入
り
に
く
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
考
え
る
。「
く
ま
」
が
「
お
別
れ
」
を
打
ち
明
け
る
と
「
び
っ
く
り
し
て
背
筋
を
の
」
ば
し
、「
明
後
日
に
は

発
」
つ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
「
え
。
そ
ん
な
に
す
ぐ
。」
と
も
ら
し
、
こ
の
別
れ
話
に
自
分
が
「
自
分
の
口
が
開
か
れ
眉
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
」
ほ
ど
に
動

揺
し
た
顔
つ
き
を
し
て
い
た
こ
と
を
「
く
ま
」
か
ら
指
摘
さ
れ
る
。「
草
上
の
昼
食
」
で
は
、「
神
様
」
に
は
ほ
と
ん
ど
表
出
さ
れ
な
か
っ
た
「
わ
た
し
」
の
内
面

が
、
た
び
た
び
漏
れ
出
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
「
わ
た
し
」
は
、「
く
ま
」
に
「
で
も
、
ど
う
し
て
。」
と
、
故
郷
へ
帰
る
こ
と
に
し
た
理
由
を
訊
ね
る
が
、
こ
の
時
の
「
わ
た
し
」
の
反
応

に
注
目
し
た
い
。「
く
ま
」
は
「
し
ば
ら
く
沈
黙
し
」、「
何
か
考
え
こ
ん
」
だ
末
に
、「
結
局
馴
染
み
き
れ
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
」
と
「
目
を
細
め
」
な
が
ら
答

え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
わ
た
し
」
は
「
馴
染
ん
で
い
た
よ
う
に
思
っ
て
い
た
け
ど
。」
と
言
お
う
と
し
た
が
言
え
な
い
。
そ
し
て
「
わ
た
し
も
馴
染
ま
な
い
と

こ
ろ
が
あ
る
。」
と
思
う
。
こ
の
時
「
く
ま
」
が
う
っ
か
り
い
ん
げ
ん
を
手
づ
か
み
で
食
べ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
恥
じ
た
こ
と
に
、「
い
い
の
に
。
い
つ
も
し
て
い

る
よ
う
に
食
べ
れ
ば
い
い
の
に
。」
と
考
え
、「
ど
う
も
こ
の
ご
ろ
い
け
ま
せ
ん
。
合
わ
せ
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
て
」
と
い
う
「
く
ま
」
の
言
葉
に
は
、「
合
わ
せ

る
こ
と
な
ん
て
な
い
の
に
」
と
「
く
ま
」
に
は
っ
き
り
と
伝
え
て
い
る
。

　
「
わ
た
し
」
は
こ
こ
で
、「
く
ま
」
が
人
間
社
会
に
馴
染
も
う
と
し
て
結
局
馴
染
み
切
れ
な
か
っ
た
と
い
う
現
実
を
、
自
分
の
問
題
と
し
て
引
き
受
け
つ
つ
考
え

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
わ
た
し
も
馴
染
ま
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
。「
く
ま
」
と
自
分
の
問
題
を
「
か

ん
た
ん
に
、く
ら
べ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
悟
り
な
が
ら
も
、「
く
ま
」
が
い
ん
げ
ん
を
手
づ
か
み
で
食
べ
て
し
ま
っ
た
非
礼
を
わ
び
る
と
す
か
さ
ず
、

そ
ん
な
気
遣
い
は
不
要
と
考
え
、
人
間
社
会
の
原
則
に
「
合
わ
せ
る
」
必
要
は
な
い
と
言
い
切
っ
て
い
る
。

　

こ
の
時
の
「
わ
た
し
」
の
判
断
の
よ
り
ど
こ
ろ
は
、
あ
く
ま
で
も
自
分
自
身
か
ら
発
し
た
思
い
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
現
代
に
生
き
る
す
べ
て
の
人
間
が
、「
わ

た
し
」の
よ
う
に
社
会
の
原
則
に
気
遣
う
必
要
も
、合
わ
せ
る
必
要
も
な
い
と
は
考
え
な
い
だ
ろ
う
が
、先
に
示
し
た
よ
う
に「
わ
た
し
」は
、「
個
人
化
」さ
れ
た「
後

期
近
代
」
に
生
き
る
人
間
で
あ
る
。
自
身
の
価
値
原
則
は
己
の
中
に
あ
る
と
考
え
る
時
代
を
生
き
て
い
る
。
そ
の
「
わ
た
し
」
が
、
自
分
自
身
の
価
値
観
で
「
く

ま
」
に
助
言
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
く
ま
」
は
、「
合
わ
せ
る
こ
と
な
ん
て
な
い
」
と
い
う
「
わ
た
し
」
の
言
葉
に
対
し
、「
そ
う
で
し
ょ
う
か
」

と
言
っ
た
ま
ま
黙
っ
て
し
ま
う
。「
わ
た
し
」
も
黙
り
、
こ
こ
で
会
話
は
途
切
れ
る
。

（
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５　

重
な
ら
な
い
視
点　

―
絶
対
的
な
不
可
能
性
へ
の
気
づ
き
―

　
「
く
ま
」
と
「
わ
た
し
」
の
会
話
が
こ
こ
で
か
み
合
わ
な
か
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
よ
り
ど
こ
ろ
す
る
価
値
基
準
の
ズ
レ
が
そ
も
そ
も
の
原
因
と

考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
後
の
両
者
が
交
わ
し
た
行
動
は
象
徴
的
で
あ
る
。

　

雲
行
き
が
怪
し
く
な
り
、
雷
が
次
第
に
草
原
に
近
づ
い
て
く
る
。「
い
な
び
か
り
と
雷
鳴
が
ほ
と
ん
ど
同
時
に
鳴
」
る
よ
う
に
な
る
と
、「
く
ま
」
は
「
傘
を
地

面
に
放
り
、
体
で
わ
た
し
を
包
み
込
む
よ
う
に
し
て
地
面
に
う
ず
く
ま
」
る
。「
く
ま
自
身
の
温
か
み
と
し
め
り
け
」
を
感
じ
な
が
ら
、「
わ
た
し
」
は
「
く
ま
」

に
包
ま
れ
る
。
雷
を
怖
が
る
「
わ
た
し
」
に
「
く
ま
」
は
「
さ
ら
に
強
く
わ
た
し
を
包
み
込
み
」、「
わ
た
し
」
を
安
心
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
雷
が
「
近
く
に
落

ち
た
」
の
か
、轟
く
い
な
び
か
り
と
雷
鳴
と
と
も
に
「
か
ら
だ
全
体
に
ど
ん
」
と
い
う
衝
撃
が
走
る
と
、「
く
ま
」
は
「
わ
た
し
か
ら
身
を
離
し
、大
き
な
声
」
で
、

「
何
回
で
も
、
腹
の
底
か
ら
吠
え
た
」。「
わ
た
し
」
は
「
こ
わ
い
」
と
思
う
。
そ
れ
は
雷
に
対
し
て
の
恐
怖
と
同
時
に
、「
く
ま
」
へ
の
恐
怖
の
思
い
で
も
あ
っ
た
。

「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
、「
く
ま
」
と
の
決
定
的
な
違
い
を
感
じ
た
瞬
間
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
後
、「
く
ま
」
と
「
わ
た
し
」
は
、「
熊
の
神
様
」
と
「
人
の

神
様
」
に
つ
い
て
の
会
話
を
交
わ
す
が
、「
人
と
熊
は
違
う
も
の
な
ん
で
す
ね
」
と
「
く
ま
」
が
言
っ
た
こ
と
に
対
し
、「
わ
た
し
」
は
「
違
う
の
ね
、
き
っ
と
」

と
「
く
ま
の
吠
え
る
声
を
思
い
出
し
な
が
ら
」
そ
っ
と
つ
ぶ
や
い
て
い
る
。

　
「
神
様
」
で
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
で
は
、
一
日
の
お
別
れ
に
「
く
ま
」
と
「
わ
た
し
」
が
「
抱
擁
」
を
交
わ
す
シ
ー
ン
が
あ
っ
た
。「
く
ま
」
に
乞
わ
れ
て
、「
く
ま
」

の
故
郷
の
習
慣
と
い
う
や
り
方
で
、「
大
き
く
広
げ
」
た
腕
で
肩
を
抱
か
れ
、
頬
ず
り
さ
れ
る
と
い
う
印
象
深
い
場
面
で
あ
る
。
し
か
し
今
回
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に

は
も
う
こ
の
よ
う
な
抱
擁
は
な
い
。「
く
ま
」
と
「
わ
た
し
」
は
「
わ
ず
か
に
離
れ
て
並
ん
だ
ま
ま
」
草
原
に
立
ち
、
同
じ
方
向
の
「
彼
方
を
向
い
」
て
、
夕
日

を
眺
め
続
け
て
い
る
。「
く
ま
」
と
「
わ
た
し
」
は
草
原
に
立
ち
、
同
じ
方
向
を
向
き
、
短
い
言
葉
を
交
わ
し
、
し
ば
し
の
間
佇
む
の
で
あ
る
。
こ
の
重
な
ら
な

い
視
点
は
、
両
者
が
熊
と
人
間
の
、
そ
し
て
二
人
の
価
値
観
の
、
絶
対
的
に
埋
め
ら
れ
な
い
溝
を
感
じ
て
い
る
心
の
内
側
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
そ
し
て
実
際
こ

の
後
「
く
ま
」
と
「
わ
た
し
」
に
は
、
永
遠
の
別
れ
が
訪
れ
る
。

　
「
く
ま
」
と
の
別
れ
か
ら
二
か
月
ほ
ど
し
て
、「
わ
た
し
」
の
も
と
に
「
く
ま
」
か
ら
の
手
紙
が
届
く
。
そ
れ
は
「
神
様
」
の
文
章
さ
な
が
ら
、
一
切
感
情
表
出

（
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の
な
い
報
告
文
の
よ
う
な
文
章
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
わ
た
し
」
は
こ
の
手
紙
を
「
三
回
繰
り
返
し
て
」
読
み
、「
三
回
目
に
は
泣
き
そ
う
に
な
」
り
、

最
後
に
寝
床
で
文
面
を
思
い
出
し
て
「
少
し
だ
け
泣
」
く
。
泣
い
た
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
、「
赤
い
ピ
ー
マ
ン
の
ロ
ー
ス
ト
な
ん
か
じ
ゃ
な
く
、
魚
の
皮
を

そ
の
ま
ま
持
っ
て
来
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
。
そ
う
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
」
泣
い
た
と
あ
る
。
こ
の
時
「
わ
た
し
」
が
思
い
出
し
て
い
る
の
は
、
草
原
で
の
ピ
ク
ニ
ッ

ク
の
光
景
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
合
わ
せ
る
こ
と
な
ん
て
な
い
の
に
」
と
い
う
、
草
原
で
「
わ
た
し
」
が
つ
ぶ
や
い
た
と
き
の
感
情
に
通
じ
る
思
い
で
あ
る
。
手

紙
の
文
面
に
は
そ
の
時
の
思
い
出
以
外
は
い
っ
さ
い
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、「
わ
た
し
」
が
「
く
ま
」
の
手
紙
を
読
み
な
が
ら
考
え
て
い
た
こ
と
は
、

懸
命
に
人
間
社
会
に
馴
染
も
う
と
し
て
挫
折
し
た
、「
く
ま
」
に
対
す
る
何
ら
か
の
感
情
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
神
様
」
で
の
「
わ
た
し
」
は
、「
熊
の
神
様
」
が
「
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、想
像
し
て
み
た
が
、見
当
が
つ
か
な
」
い
ま
ま
一
日
を
終
え
て
い
た
が
、「
草
上
の
昼
食
」

で
の「
わ
た
し
」は
す
で
に
、「
熊
の
神
様
」が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
気
づ
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
最
後
の
場
面
で「
わ
た
し
」は
、た
め
ら
い
な
く「
熊

の
神
様
」
と
「
人
の
神
様
」
に
そ
れ
ぞ
れ
「
お
祈
り
」
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
す
で
に
「
人
と
熊
は
違
う
」
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
「
わ
た

し
」
が
い
る
。「
わ
た
し
」
な
り
の
価
値
観
か
ら
、
最
後
ま
で
「
く
ま
は
人
間
社
会
に
合
わ
せ
る
こ
と
な
ん
て
な
か
っ
た
」
と
考
え
て
泣
い
て
い
る
。
絶
対
的
に

重
な
り
得
な
い
「
溝
」
の
も
と
で
、「
く
ま
」
が
人
間
社
会
で
背
負
っ
て
し
ま
っ
た
苦
し
み
を
、自
分
の
価
値
観
で
も
っ
て
わ
が
身
に
引
き
受
け
て
泣
く
の
が
、「
草

上
の
昼
食
」
で
の
「
わ
た
し
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

６　

再
び
「
無
言
」
の
意
味
を
考
え
る

　

こ
こ
で
再
び
、「
神
様
」
で
「
わ
た
し
」
が
「
く
ま
」
の
人
間
と
の
や
り
と
り
を
見
て
「
無
言
」
で
い
た
と
い
う
問
題
に
戻
る
。「
草
上
の
昼
食
」
で
「
く
ま
」

に
向
か
っ
て
、
人
間
社
会
に
無
理
に
「
馴
染
む
こ
と
な
ん
て
な
い
」
し
、
人
間
に
「
合
わ
せ
る
」
必
要
も
な
い
と
言
い
切
っ
た
「
わ
た
し
」。「
く
ま
」
が
人
間
社

会
に
「
結
局
馴
染
み
き
れ
な
か
っ
た
」
と
告
白
す
る
と
す
か
さ
ず
「
わ
た
し
も
馴
染
ま
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
考
え
た
「
わ
た
し
」。
こ
の
「
わ
た
し
」
の
社

会
に
対
す
る
も
の
の
見
方
は
、「
神
様
」
の
「
わ
た
し
」
に
も
通
じ
る
思
い
で
あ
る
と
考
察
す
る
な
ら
ば
、「
神
様
」
で
「
わ
た
し
」
が
「
無
言
」
で
い
た
こ
と
に

（
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〇
）
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も
、
あ
る
一
つ
の
読
み
方
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
神
様
」
の
、
川
原
で
人
間
の
親
子
と
出
会
っ
た
シ
ー
ン
で
、「
わ
た
し
」
は
「
く
ま
」
が
人
間
に
よ
っ
て
虐
げ
ら
れ
て
い
る
姿
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
。
そ

も
そ
も
人
間
社
会
に
「
馴
染
ま
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
考
え
て
い
た
「
わ
た
し
」
は
、
自
分
の
方
は
見
る
の
に
「
く
ま
」
は
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
大
人
や
、

無
遠
慮
な
子
供
の
ふ
る
ま
い
を
、
ご
く
冷
め
た
目
で
見
つ
め
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
く
ま
」
は
、
彼
ら
に
対
し
極
め
て
紳
士
的
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
。
心

な
い
子
供
の
攻
撃
を
「
邪
気
が
な
い
」
か
ら
と
許
す
。

　
「
わ
た
し
」
は
こ
の
「
く
ま
」
の
姿
を
通
し
て
、
同
時
に
自
分
が
日
頃
か
ら
相
容
れ
な
い
と
感
じ
て
い
る
人
間
社
会
に
対
す
る
複
雑
な
思
い
を
、
怒
り
に
も
似

た
気
持
ち
で
見
つ
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
「
わ
た
し
」
は
こ
の
「
く
ま
」
と
人
間
と
の
や
り
取
り
を
見
て
、
同
時
に
「
わ
た
し
」
自
身
の
属
す
る
人

間
社
会
と
の
問
題
と
向
き
合
っ
て
い
る
。「
無
言
」
で
い
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
溢
れ
る
思
い
も
含
め
、
言
葉
に
な
る
以
前
の
感
情
が
渦
巻
い
て
い
た
結
果
だ
。

た
と
え
ば
そ
の
よ
う
な
解
釈
も
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　

７　
「
神
様
」
を
読
ん
だ
授
業
実
践
か
ら

　

川
上
弘
美
「
神
様
」
論
に
は
、
こ
の
作
品
が
高
校
教
科
書
に
採
択
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り 

（5）

、
先
行
研
究
を
た
ど
る
と
高
校
で
の
指
導
を
踏
ま
え
た

教
材
研
究
や
実
際
の
授
業
実
践
報
告
な
ど
が
散
見
さ
れ
る
。
鎌
田
均
は
、
自
身
の
高
校
で
の
授
業
実
践
を
紹
介
し
、
こ
の
教
材
を
「『
わ
た
し
』
が
『
わ
た
し
』
を

ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
か
、そ
れ
を
読
む
た
め
に
は
『
わ
た
し
』
に
見
え
る
『
く
ま
』
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
、そ
れ
を
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、

「『
く
ま
』
と
の
一
日
を
振
り
返
り
『
悪
く
な
い
一
日
だ
っ
た
』
と
受
け
と
め
る
『
わ
た
し
』
の
世
界
」
へ
と
「
向
か
っ
て
授
業
を
進
め
て
い
く
」
と
い
う
授
業
実

践
を
報
告
し
て
い
る
が
⑹
、
私
が
大
学
で
の
演
習
で
取
り
上
げ
た
際
に
学
生
に
着
目
さ
せ
た
の
も
、
こ
の
〈「
わ
た
し
」
を
語
る
「
わ
た
し
」〉
＝
「
書
き
手
」
⑺
の

「
語
り
」
の
視
点
で
あ
っ
た
⑻
。「
書
き
手
」
で
あ
る
「
わ
た
し
」
は
「
く
ま
」
を
ど
う
見
て
い
る
か
、
そ
の
見
方
に
特
徴
は
な
い
か
。
あ
る
と
し
た
ら
そ
こ
か
ら
見

え
て
く
る
も
の
は
何
か
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
目
が
向
く
よ
う
繰
り
返
し
問
い
か
け
を
し
な
が
ら
、
大
学
で
の
演
習
授
業
を
進
め
て
い
っ
た
⑼
。

（
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ま
た
学
生
と
教
材
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
話
し
合
う
際
に
は
、教
材
上
明
確
な
根
拠
が
示
さ
れ
な
い
問
題
に
対
す
る
問
い
か
け
に
特
に
注
意
を
払
う
よ
う
促
し
た
。

そ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
「
私
は
こ
う
思
う
」
と
い
う
見
解
は
、
多
く
の
場
合
、
彼
ら
の
経
験
則
か
ら
導
い
た
根
拠
を
手
が
か
り
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
通
常

で
あ
れ
ば
「
そ
れ
は
あ
な
た
の
憶
測
だ
よ
ね
」
と
一
蹴
さ
れ
る
よ
う
な
解
答
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
授
業
で
は
、そ
の
よ
う
な
見
解
が
出
た
場
合
に
も
、

あ
え
て
否
定
は
せ
ず
、
い
っ
た
ん
す
べ
て
受
け
入
れ
、
学
生
に
よ
っ
て
の
解
釈
の
違
い
を
確
か
め
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
更
新
す
る
よ
う
学
生
た
ち
に
指

示
を
出
し
た
。
少
な
く
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
に
は
、
各
々
の
学
生
の
「
経
験
世
界
」⑽
が
反
映
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
授
業
の
場
が
い
っ
た
ん
認
め
て
引
き
受

け
る
こ
と
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
は
一
人
ひ
と
り
の
考
え
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
の
ズ
レ
を
受
け
止
め
る
経
験
が
、
一
人
ひ
と

り
の
学
生
の
さ
ら
な
る
解
釈
に
つ
な
が
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
の
試
み
で
あ
る
。
そ
し
て
「
神
様
」
で
「
無
言
」
の
意
味
を
問
う
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
問
い
か
け

の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
「
わ
た
し
」
が
「
く
ま
」
と
人
間
と
の
や
り
と
り
を
見
つ
め
て
「
無
言
で
い
た
」
と
き
、「
わ
た
し
」
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
い

に
対
す
る
答
え
は
授
業
の
中
で
複
数
に
分
か
れ
た
。
１
７
人
の
学
生
た
ち
が
出
し
た
答
え
を
大
き
く
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。

　

①　
「
く
ま
」
の
健
気
で
高
潔
な
態
度
に
心
打
た
れ
た

　

②　
「
く
ま
」
の
紳
士
的
で
優
し
す
ぎ
る
態
度
を
も
ど
か
し
く
思
っ
た

　

③　

心
な
い
子
供
の
行
為
に
対
し
、「
く
ま
」
の
気
持
ち
に
な
っ
て
憤
り
を
感
じ
た

　

④　
「
わ
た
し
」
自
身
も
こ
の
子
供
ら
の
側
に
い
る
人
間
の
一
人
と
し
て
、
申
し
訳
な
く
思
っ
た

　

物
語
上
の
場
面
で
は
、
こ
の
後
、「
く
ま
」
に
は
「
わ
た
し
」
に
見
え
な
い
も
の
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
に
改
め
て
気
づ
く
描
写
が
あ
る
の
で
、
物
語
描
写
だ

け
を
頼
り
に
解
釈
す
る
の
で
あ
れ
ば
「
わ
た
し
」
が
自
分
と
「
く
ま
」
と
は
も
の
の
見
方
も
と
ら
え
方
も
根
本
的
に
違
う
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
、
と
い

う
見
解
に
つ
な
が
る
①
②
辺
り
が
妥
当
な
答
え
方
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
わ
た
し
」
が
自
分
の
感
じ
方
で
「
く
ま
」
に
感
情
移
入
し
て
い
た
と
考
え

（
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る
、
③
④
の
よ
う
な
見
解
に
着
目
し
た
い
。
③
④
は
ご
く
少
数
意
見
で
は
あ
っ
た
が
、「
わ
た
し
」
が
「
く
ま
」
と
人
間
と
の
や
り
と
り
を
見
て
、「
わ
た
し
」
自

身
の
問
題
と
向
き
合
っ
た
と
考
え
る
方
向
性
が
あ
る
。

　

授
業
で
は
「
草
上
の
昼
食
」
を
扱
わ
な
か
っ
た
の
で
、
学
生
か
ら
出
た
意
見
は
あ
く
ま
で
も
「
神
様
」
を
通
し
て
読
ん
だ
中
で
の
見
解
で
あ
る
が
、
も
し
こ
の

時
に
「
草
上
の
昼
食
」
も
提
示
し
た
上
で
、「
わ
た
し
」
の
問
題
を
考
え
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
ら
ど
う
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
草
上
の
昼
食
」
で
の
描
写
を

手
が
か
り
と
し
て
「
わ
た
し
」
の
内
面
に
さ
ら
に
迫
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
発
展
し
た
見
解
が
出
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　

８　

授
業
実
践
を
通
し
て
、
授
業
者
自
身
が
み
つ
め
た
も
の

　

実
は
そ
も
そ
も
、
こ
の
授
業
を
統
括
す
る
授
業
者
で
あ
り
、
本
稿
の
執
筆
者
で
あ
る
私
自
身
が
、
③
④
の
読
み
に
近
い
視
点
で
読
ん
で
い
た
。
初
読
か
ら
授
業

で
の
や
り
取
り
を
経
て
、
本
稿
で
「
草
上
の
昼
食
」
と
の
関
連
の
中
で
改
め
て
解
釈
し
直
し
た
、
私
自
身
の
こ
こ
ま
で
の
経
緯
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
こ
の
問
題

を
さ
ら
に
考
え
て
い
き
た
い
。

　

授
業
で
学
生
た
ち
の
読
み
に
接
す
る
前
、
私
は
「
く
ま
」
が
懸
命
に
人
間
社
会
の
一
員
と
な
ろ
う
と
し
て
い
る
姿
を
「
わ
た
し
」
が
少
し
冷
め
た
目
で
客
観
的

に
見
つ
め
て
い
る
と
読
ん
で
い
た
。「
無
言
」
の
意
味
に
つ
い
て
も
、「
わ
た
し
」
が
「
く
ま
」
の
立
場
に
立
っ
た
ら
お
よ
そ
理
解
で
き
な
い
こ
と
に
「
く
ま
」
は
、

か
な
り
無
理
を
し
な
が
ら
懸
命
に
堪
え
て
い
る
。
そ
れ
を
見
て「
わ
た
し
」は
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
か
け
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
読
ん
だ
。
そ
の
上
で「
く

ま
」
に
無
関
心
を
装
う
大
人
や
デ
リ
カ
シ
ー
の
な
い
子
供
に
対
し
て
も
じ
っ
と
堪
え
る
「
く
ま
」
を
見
て
、「
わ
た
し
」
は
多
か
れ
少
な
か
れ
怒
り
の
よ
う
な
も

の
を
感
じ
て
い
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
私
は
、「
く
ま
」
が
人
間
た
ち
に
虐
げ
ら
れ
る
姿
を
見
て
、
人
間
社
会
に
対
す
る
「
わ
た
し
」
自
身
の
批
判
意
識
を
読
み

取
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
授
業
に
臨
み
、
学
生
た
ち
と
意
見
を
交
わ
し
て
い
る
と
、
そ
の
見
解
は
前
述
の
通
り
人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
も
私
自
身
の
読
み
方

は
、
極
め
て
「
特
殊
な
」
部
類
に
属
す
る
見
解
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
自
分
自
身
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
見
解
を
持
つ
に
至
っ
た
の
か
を
自
己
省

（
一
三
）
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察
す
る
必
要
に
駆
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
作
品
に
対
す
る
と
ら
え
方
に
は
、
私
自
身
の
「
経
験
世
界
」
あ
る
い
は
私
特
有
の
も
の
の
見
方
考
え
方
が
反
映
し
て
い

る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
は
、
テ
ク
ス
ト
を
読
み
解
釈
す
る
一
連
の
経
験
を
「
ミ
メ
ー
シ
ス
の
循
環
」
と
し
て
と
ら
え
、
読
書
経
験
の
中
で
私
た
ち
が
自
身
の
経
験

に
新
た
な
意
味
を
見
出
す
そ
の
か
ら
く
り
を
考
察
し
て
い
る
⑾
。
私
は
テ
ク
ス
ト
と
し
て
目
の
前
に
示
さ
れ
た
「
神
様
」
を
繰
り
返
し
読
み
、「
無
言
」
の
意
味

を
考
え
た
が
、
リ
ク
ー
ル
の
「
ミ
メ
ー
シ
ス
の
循
環
」
の
概
念
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
結
果
見
え
て
き
た
も
の
は
、
私
自
身
の
「
経
験
世
界
」
か
ら
導
き
出
し
た

一
つ
の
解
釈
を
、
テ
ク
ス
ト
を
媒
介
と
し
て
自
己
相
対
化
す
る
営
み
と
な
る
。
私
が
自
分
な
り
の
見
解
か
ら
導
き
出
し
た
「
答
え
」
は
、
お
の
ず
と
私
自
身
の
経

験
の
再
解
釈
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
思
え
ば
私
は
、
自
分
自
身
が
成
育
歴
の
中
で
漠
然
と
な
が
ら
感
じ
て
い
た
こ
の
社
会
に
対
す
る
生
き
づ
ら
さ
を
、「
わ
た
し
」
の
思

い
と
重
ね
て
読
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
自
身
、
小
さ
い
頃
か
ら
ど
こ
に
い
て
も
所
属
し
て
い
る
は
ず
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
す
る
拭
い
き
れ
な
い
違
和

感
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
い
つ
も
冷
め
た
目
で
見
つ
め
て
い
る
自
分
自
身
も
い
た
。
し
か
し
違
和
感
を
感
じ
て
も
、
相
手
に
距
離
を
感
じ
て
も
、
そ
れ
を
決

し
て
表
に
出
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
表
に
出
し
て
も
「
普
通
と
違
う
」「
あ
な
た
は
変
わ
っ
て
い
る
」
な
ど
と
し
て
排
除
さ
れ
る
だ
け
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
私
は
「
わ
た
し
」
を
自
分
自
身
に
近
い
存
在
と
し
て
と
ら
え
、
さ
ら
に
「
く
ま
」
に
自
分
を
重
ね
て
同
情
す
る
話
と

読
ん
だ
。
違
和
感
を
感
じ
な
が
ら
も
本
音
は
出
さ
ず
に
じ
っ
と
堪
え
て
社
会
と
接
し
て
い
る
「
く
ま
」
は
、
社
会
と
の
違
和
感
を
感
じ
な
が
ら
も
必
死
で
相
手
に

合
わ
せ
る
私
自
身
の
姿
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
姿
を
も
ど
か
し
く
思
い
な
が
ら
も
傍
観
せ
ざ
る
を
得
な
い
「
わ
た
し
」
も
ま
た
、
合
わ
せ
る
こ
と
は
な
い
の
に
気

づ
け
ば
我
慢
し
て
そ
の
場
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
い
る
自
分
を
冷
め
た
目
で
見
つ
め
る
自
分
自
身
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

私
は
「
神
様
」
を
読
ん
で
解
釈
す
る
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
巡
る
経
験
を
通
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ご
く
個
人
的
な
経
験
を
テ
ク
ス
ト
に
照
ら
し
出
し
て
、
自
分
な

り
の
意
味
を
見
出
し
た
。
そ
し
て
こ
の
あ
ま
り
に
個
人
的
な
読
み
方
を
学
生
の
前
に
さ
ら
す
こ
と
で
、
自
分
の
感
じ
方
を
客
観
的
に
見
つ
め
直
す
機
会
を
得
た
。

さ
ら
に
そ
の
反
省
を
ふ
ま
え
て
扱
っ
た
教
材
を
本
稿
で
分
析
し
直
す
こ
と
で
、
新
た
な
発
見
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、日
頃
か
ら
授
業
を
通
し
て
「
正
解
が
一
つ
で
な
い
」
問
題
を
学
生
と
と
も
に
話
し
合
う
と
い
う
経
験
は
、同
時
に
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
共
通
の
価
値
基
準
を
持
た
な
い
時
代
を
生
き
る
私
た
ち
が
、
共
通
の
基
盤
探
し
を
す
る
の
で
は
な
く
、
お
互
い
の
よ
っ
て
立
つ
価
値
観
を
確
認
し
合
い
な
が
ら
、

（
一
四
）
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時
に
は
驚
き
を
も
っ
て
、
意
見
を
交
わ
し
合
う
、
こ
の
時
代
な
ら
で
は
の
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
な
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
え
て
く
る
。

　

私
自
身
が
、
年
齢
的
に
も
す
で
に
「
個
人
化
」
さ
れ
た
「
後
期
近
代
」
を
生
き
て
い
る
。
す
で
に
依
っ
て
立
つ
共
通
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
原
則
な
ど
は
な
い
中

で
、
自
分
な
り
に
生
き
る
意
味
を
考
え
、
社
会
に
よ
っ
て
「
管
理
」
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
原
則
に
従
い
な
が
ら
、
制
約
の
あ
る
自
由
の
中
で
自
分
な
り
の
価
値

観
を
求
め
て
生
き
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
私
が
、
同
じ
く
「
後
期
近
代
」
を
生
き
る
学
生
と
言
葉
を
交
わ
し
合
い
な
が
ら
、
一
つ
の
作
品
を
め
ぐ
っ

て
そ
の
解
釈
を
認
め
合
う
。
教
師
も
含
め
て
「
後
期
近
代
」
を
生
き
る
者
同
士
が
、
互
い
の
価
値
観
を
認
め
合
い
な
が
ら
、
自
身
の
考
え
を
広
げ
、
深
め
て
い
く
。

そ
れ
は
共
通
の
基
盤
探
し
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
違
う
た
め
に
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
一
つ
で
は
な
く
限
り
な
く
広
が
っ
て
い
く
が
、
私
に
は
、

そ
れ
ゆ
え
に
新
た
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
あ
り
方
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

お
わ
り
に　

　

こ
の
よ
う
に
し
て
「
神
様
」「
草
上
の
昼
食
」
を
め
ぐ
る
読
み
手
と
し
て
の
私
自
身
の
経
験
も
ふ
ま
え
た
上
で
分
析
す
る
と
、「
く
ま
」
の
生
き
づ
ら
さ
は
、
同

時
に
「
わ
た
し
」
の
生
き
づ
ら
さ
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
読
み
手
の
生
き
づ
ら
さ
に
も
通
じ
る
も
の
と
な
る
。「
神
様
」「
草
上
の
昼
食
」
は
、
社
会
が
変
容
し
、

誰
も
が
人
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
共
通
の
コ
ー
ド
を
持
た
な
い
時
代
に
窮
屈
さ
を
抱
え
て
生
き
る
、
人
間
社
会
の
あ
り
方
の
一
側
面
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
作

品
と
と
ら
え
た
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
作
品
と
、
そ
れ
と
向
き
合
う
読
み
手
の
解
釈
お
よ
び
変
容
に
じ
っ
く
り
と
向
き
合
う
こ
と
で
、
作
品
の
解
釈
は
読
み
手
自

身
に
も
開
か
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

ま
た
本
稿
は
、
私
が
研
究
主
題
と
し
て
い
る
「
文
学
教
材
を
通
し
て
育
て
る
、
教
師
と
子
ど
も
⑿
の
自
己
理
解
・
他
者
理
解
」
の
内
容
に
基
づ
き
、
授
業
実
践

を
通
し
て
方
向
性
を
探
ろ
う
と
し
た
試
み
の
一
つ
で
も
あ
る
。
後
期
近
代
に
あ
っ
て
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
や
社
会
的
自
己
の
形
成
な
ど
に
、
こ
れ
ま

で
に
な
い
よ
う
な
課
題
を
抱
え
る
青
年
の
現
状
を
目
の
当
た
り
に
し
、
今
を
生
き
る
彼
ら
が
、
こ
の
社
会
が
生
み
出
し
た
「
新
た
な
課
題
」
を
解
決
す
る
た
め
に
、

私
も
自
分
の
置
か
れ
た
立
場
か
ら
何
か
で
き
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
続
け
て
き
た
。
試
行
錯
誤
の
末
、
私
は
国
語
科
の
教
員
の
一
人
と
し
て
、
文
学
教
材

（
一
五
）
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に
よ
っ
て
彼
ら
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
至
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
経
験
上
の
実
感
で
あ
る
が
、
高
校
国
語
で
扱
う
文
学
教
材
は
そ
の

多
く
の
作
品
に
お
い
て
、
書
か
れ
た
内
容
を
通
し
て
あ
る
い
は
そ
の
書
か
れ
方
を
通
し
て
、
授
業
に
関
わ
る
「
私
」（
生
徒
お
よ
び
学
生
、
ま
た
本
稿
を
ふ
ま
え

れ
ば
授
業
者
自
身
）
の
自
己
形
成
上
の
問
題
、
他
者
と
の
関
わ
り
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
提
供
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
私
は
こ
の
文
学
教
材

に
お
け
る
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語
と
し
て
の
性
質
⒀
に
着
目
し
、
作
品
を
読
み
あ
い
、
正
解
が
一
つ
で
は
な
い
問
い
に
対
す
る<

解
答>

を
求
め
て
意
見
を
交
わ
し
合
う
そ
の
過
程

が
、
こ
れ
ま
で
の
教
育
で
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
き
た
「
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語
的
思
考(narrative thinking)

」 ⒁
を
育
て
、
結
果
と
し
て
生
徒
た
ち
の
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
確
立
や
社
会
的
自
己
の
形
成
を
助
け
る
こ
と
に
役
立
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
⒂
。
今
後
も
高
校
お
よ
び
大
学
で
の
授
業
実
践
報
告
を
通
し
て
、
青
年
期
に
あ
る

若
者
の
自
己
形
成
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

（
一
六
）
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⑴　

本
文
の
引
用
は
文
庫
版
『
神
様
』（
中
公
文
庫
２
０
０
１
）
に
よ
る
。

⑵　
「
後
期
近
代
」
は
、
Ａ
・
ギ
デ
ン
ズ
（Giddens, A

nthony

）
が
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
と
さ
れ
る
時
代
の
と
ら
え
方
を
見
直
し
て
使
用
し
た
概
念
で
あ
る
。『
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
自
己
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
』（H

arvest

社2005

）
の
中
で
は
「
ハ
イ
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
」
と
同
義
の
定
義
と
し
て
い
る
。

⑶　

乾
彰
夫
『〈
学
校
か
ら
仕
事
へ
〉
の
変
容
と
若
者
た
ち
―
個
人
化
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
』（
青
木
書
店
２
０
１
０
）

⑷　

U
lrich Beck, Individualizaion, London,SA

GE2002

⑸　

管
見
で
は
、
現
在
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
筑
摩
書
房
『
国
語
総
合　

改
訂
版
』、
明
治
書
院
『
新
精
選
国
語
総
合
』
で
あ
る
。

⑹　

鎌
田
均
「『
自
分
と
は
何
か
』
を
問
い
続
け
る
〈
言
葉
の
力
〉
―
川
上
弘
美
『
神
様
』
を
例
に
し
て
―
」（『
日
本
文
学vol.60

』
２
０
１
１
年
１
月
）

⑺　

こ
こ
で
言
う
「
書
き
手
」
と
は
、
田
中
実
の
言
う
、
作
品
上
で
物
語
の
進
行
を
支
配
し
て
い
る
役
割
と
し
て
の
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉
を
ふ
ま
え
て
い
る
。〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉

に
つ
い
て
は
、
田
中
実
『
小
説
の
力
―
新
し
い
作
品
論
の
た
め
に
』（
大
修
館
書
店
１
９
９
６
）。

⑻　

先
行
研
究
に
は
、
作
品
の
構
造
を
二
層
に
と
ら
え
、
こ
の
作
品
を
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
文
脈
と
リ
ア
ル
な
文
脈
と
が
ぶ
つ
か
り
あ
っ
て
、
具
体
的
な
意
味
の
形
成
が
困
難
に
な
っ
て
い
く
」

「
物
語
と
し
て
は
き
わ
め
て
逆
説
的
な
物
語
」
で
あ
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
か
ら
「
神
様
」
と
い
う
教
材
を
解
釈
し
て
い
く
高
柴
慎
治
の
詳
細
な
作
品
分
析
な
ど
も
あ
る
が
（「
川
上
弘
美
『
神

様
』
を
読
む
」『
国
際
関
係
・
比
較
文
化
研
究
』
静
岡
県
立
大
学
国
際
関
係
学
部
２
０
０
７
）、
今
回
は
そ
の
よ
う
な
作
品
構
造
か
ら
教
材
を
読
み
解
く
と
い
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

⑼　

授
業
で
は
、
毎
回
担
当
学
生
が
司
会
を
担
当
し
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
た
い
く
つ
か
の
質
問
を
参
加
者
に
発
し
な
が
ら
問
題
点
を
掘
り
起
こ
し
て
い
く
と
い
う
授
業
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
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⑽　
「
経
験
世
界
」
と
い
う
用
語
は
、
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
（Ricour, Paul

）
の
「
ミ
メ
ー
シ
ス
Ⅰ
（m

im
esis

Ⅰ
）」
の
定
義
を
踏
ま
え
て
い
る
。
リ
ク
ー
ル
は
『
時
間
と
物
語
Ⅰ
』（
新
曜
社

１
９
８
７
）
で
、
私
た
ち
が
テ
ク
ス
ト
を
読
み
解
釈
す
る
と
い
う
経
験
を
三
つ
の
ミ
メ
ー
シ
ス
の
循
環
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
た
。

⑾　

註
１
０
に
同
じ

⑿　

こ
こ
で
「
子
ど
も
」
と
は
、
自
己
形
成
に
お
い
て
特
に
強
い
揺
れ
動
き
の
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
中
高
生
お
よ
び
大
学
生
の
年
代
ま
で
を
広
く
想
定
し
て
い
る
。「
子
ど
も
」
と
い
う
用
語
使

用
の
是
非
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
再
検
証
し
た
い
。
エ
リ
ク
ソ
ン
（Erikson

）
は
、
青
年
期
を
「
正
常
な
発
達
の
危
機
」
と
と
ら
え
、
青
年
期
が
自
己
形
成
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
転
換

点
と
な
り
や
す
い
時
期
と
考
え
て
い
る
。（
Ｅ
・
Ｈ
・
エ
リ
ク
ソ
ン　

小
此
木
啓
吾
訳
編　
『
自
我
同
一
性
―
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
』
１
９
８
１
誠
信
書
房
）

⒀　

庄
井
良
信
は「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
概
念
と
研
究
デ
ザ
イ
ン
」（『
臨
床
教
育
学
研
究
』第
０
巻
２
０
１
１
）に
お
い
て
人
文
・
社
会
科
学
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
こ
の「
ナ
ラ
テ
ィ

ヴ
」
と
い
う
語
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
状
況
を
説
明
し
て
い
る
が
、
中
で
も
教
育
学
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
概
念
の
背
景
に
は
「
い
く
つ
か
の
隠
れ
た
モ
チ
ー
フ
」
が
潜
在
し
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
中
の
①
「
他
者
」
の
声
を
聴
く
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
点
、
②
「〈
い
ま
・
こ
こ
〉
に
生
き
て
い
る
（
生
か
さ
れ
て
い
る
）
人
間
の
生
（life/das Leben

）
の
リ
ア
リ
テ
ィ
」
を
尊

重
す
る
こ
と
か
ら
教
育
的
関
わ
り
あ
い
を
考
え
て
い
く
と
い
う
点
、
そ
し
て
③
教
育
と
い
う
営
み
を
「
教
え
る
も
の
と
学
ぶ
も
の
と
の
」「
双
方
向
的
な
『
意
味
の
創
造
』（
対
話
的
な
意
味

生
成
）
の
磁
場
」
と
し
て
考
え
る
視
点
に
深
く
共
感
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
（narrative

）
が
「
物
語
る
（narrate

）」
と
い
う
行
為
と
を
前
提
と
し
て
い
る
限
り
、ナ
ラ
テ
ィ

ヴ
そ
の
も
の
の
中
に
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
関
わ
る
自
己
と
そ
の
語
ら
れ
た
世
界
と
の
関
係
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
岡
本
夏
木
ら
は
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
『
教
育
と
い
う
文
化
』
解
題
の
な
か
で
、「
ナ

ラ
テ
ィ
ヴ
と
は
、
個
々
の
事
象
を
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
的
構
造
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
よ
っ
て
自
己
の
世
界
と
経
験
を
代
表
し
表
現
す
る
営

み
（
ま
た
は
そ
の
創
出
物
）」（
Ｊ
．
Ｓ
．
ブ
ル
ー
ナ
ー　

岡
本
夏
木
・
池
上
貴
美
子
・
岡
村
佳
子
訳
『
教
育
と
い
う
文
化
』
岩
波
書
店
２
０
０
４
）
と
定
義
し
て
い
る
。

⒁　

ブ
ル
ー
ナ
ー（Jerom

e Bruner

）は
、The Culture of Education

（1996 H
arvard

）（『
教
育
と
い
う
文
化
』２
０
０
４
）の
中
で
、人
間
が
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
を
組
織
し（organize

）

管
理
す
る
（m

anage

）
方
法
と
し
て
、「
論
理
―
科
学
思
考
（logical scientific thinking

）」
と
「
物
語
的
思
考
（narrative thinking

）」
の
二
つ
の
方
法
を
挙
げ
て
い
る
。
ブ
ル
ー
ナ
ー

は
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
こ
の
後
者
の
「
物
語
的
思
考
」
を
育
て
る
教
育
が
二
の
次
に
な
っ
て
き
た
と
論
究
し
て
い
る
。

⒂　

こ
の
問
題
関
心
に
基
づ
い
た
、
高
校
で
の
授
業
実
践
記
録
を
「
生
徒
を
読
み
の
主
体
に
す
る
と
い
う
〈
戦
略
〉」（『
月
刊
国
語
教
育
』
２
０
１
１
年
１
月
）
に
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
理
論

的
な
枠
組
の
検
証
と
し
て
、
文
科
省
の
「
確
か
な
学
力
」
政
策
が
見
落
と
し
た
「
も
う
一
つ
の
学
力
」
を
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
示
し
た
「
思
慮
深
さ
」
の
観
点
か
ら
指
摘
し
た
考
察
が
、「『
メ
タ
認

知
』
能
力
を
育
て
る
文
学
教
材
の
検
討
―
『
確
か
な
学
力
』
を
育
て
る
た
め
に
国
語
科
教
育
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
改
め
て
問
う
―
」（『
比
較
文
化
論
叢
』
２
６　

札
幌
大
学
文
化
学
部

２
０
１
１
）
に
あ
る
。
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