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平
成
29
年
度
新
宿
区
夏
目
漱
石
コ
ン
ク
ー
ル
に
応
募
し
て
い
た
だ
い
た
全
国

の
小
学
生
・
中
学
生
・
高
校
生
の
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま

た
、
入
賞
さ
れ
た
皆
さ
ん
、
本
当
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
夏
目
漱
石
を
知
り
、
そ
の
作
品
に
触
れ
る
機

会
を
創
出
す
る
と
と
も
に
、「
新
宿
区
立
漱
石
山
房
記
念
館
」
の
整
備
事
業
を

盛
り
上
げ
て
い
く
た
め
に
開
始
し
た
本
コ
ン
ク
ー
ル
も
、
今
回
で
四
回
目
を
迎

え
ま
し
た
。

　

読
書
感
想
文
コ
ン
ク
ー
ル
「
わ
た
し
の
漱
石
、
わ
た
し
の
一
行
」
に
は
全
国

の
中
学
生
・
高
校
生
あ
わ
せ
て
2
、
6 

1 

5
点
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

『
夢
十
夜
』
に
ち
な
ん
で
「
あ
な
た
が
見
た
夢
、
見
た
い
夢
を
描
い
て
み
よ

う
！
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
に
は
、
全
国
の
小
学
生
か
ら
1
、

0 

5 

8
点
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。
ど
の
作
品
も
一
人
ひ
と
り
の
着
眼
点
が
光

る
力
作
揃
い
で
、
漱
石
生
誕
1 

5 

0
年
の
記
念
の
年
で
あ
り
、
漱
石
山
房
記
念

館
が
開
館
し
た
年
で
あ
る
本
年
、
こ
の
よ
う
に
数
多
く
の
素
晴
ら
し
い
作
品
を

ご
応
募
い
た
だ
け
た
こ
と
に
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

漱
石
山
房
記
念
館
に
は
、
漱
石
作
品
や
関
連
図
書
を
手
に
取
る
こ
と
が
で
き

る
図
書
室
や
ブ
ッ
ク
カ
フ
ェ
、
美
し
い
装
幀
の
初
版
本
や
絵
葉
書
が
見
ら
れ
る

展
示
室
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
漱
石
山
房
記
念
館
に
ご
来
館
い
た
だ
き
、
漱
石
の

世
界
に
触
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ん
の
豊
か
な
感
性
、
表
現
力
を
磨
い
て

い
く
一
助
に
な
れ
ば
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

　

末
筆
に
な
り
ま
す
が
、
本
コ
ン
ク
ー
ル
実
施
に
あ
た
り
、
後
援
し
て
い
た
だ

い
た
漱
石
ゆ
か
り
の
地
の
地
方
自
治
体
、
企
業
、
大
学
、
愛
好
団
体
等
の
皆
様

を
始
め
、
審
査
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
、
保
護
者
の
皆
様
、
ご
指
導
く
だ

さ
っ
た
先
生
方
、
そ
の
他
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
多
く
の
皆
様
に
心
よ
り
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　

あ　

い　

さ　

つ
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宿
区
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健　
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新宿区立漱石山房記念館

　文豪・夏目漱石は、新宿で生まれ育ち、晩年の 9年間を「漱石山房」と呼ばれた早稲田

南町の家で暮らしました。『三四郎』『こころ』『道草』など数々の代表作が執筆され、「木

曜会」と呼ばれる文学サロンが開かれた漱石山房。

　平成 29 年 9 月 24 日、新宿区はこの跡地に、漱石にとって初の本格的記念館「新宿区立

漱石山房記念館」を開館しました。

　この記念館では、資料の収集・保管を行うとともに、漱石やその文学世界について発信

します。図書室やブックカフェでは、漱石の作品や関連図書に触れることができます。

　漱石を、文学を愛する皆さまが集い、学び、大切な「土地の記憶」を未来に継承してい

く記念館で、ゆったりとした時間をお過ごしください。

施設の概要
●開館時間　午前 10 時～午後 6時（入館は午後 5時 30 分まで）

●休 館 日　月曜日（休日の時は次の休日でない日）

　　　　　　年末年始（12 月 29 日～ 1月 3日）

●観 覧 料　一般 300 円、小中学生 100 円

　（通常展）　※団体（20 人以上）は個人の観覧料の半額

●所 在 地　新宿区早稲田南町 7番地

●問合せ先　☎ 03-3205-0209　FAX 03-3205-0211

●アクセス　東西線早稲田駅より徒歩 10 分、神楽坂駅より徒歩 15 分

　　　　　　有楽町線江戸川橋駅より徒歩 20 分

　　　　　　都営大江戸線牛込柳町駅より徒歩 15 分

　　　　　　都営バス（白 61）牛込保健センター前より徒歩 2分

漱石山房の書斎（出典『漱石寫眞帖』）漱石山房記念館
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ン
ク
ー
ル

　
「
わ
た
し
の
漱
石
、
わ
た
し
の
一
行
」【
中
学
生
の
部
・
高
校
生
の
部
】

　

夏
目
漱
石
の
作
品
（
作
品
の
指
定
な
し
）
を
読
み
、
自
分
の
心
に
深
く
残
っ

た
「
一
行
」
を
選
び
、
な
ぜ
そ
の
一
行
を
選
ん
だ
の
か
を
1
、
0 

0 

0
〜
1
、

2 

0 

0
文
字
（
4 

0 

0
字
詰
め
原
稿
用
紙
2
枚
半
〜
3
枚
程
度
）
で
表
現
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
「
一
行
」
は
文
章
の
ひ
と
く
だ
り
と
し
、
一
文
に
限
り
ま
せ
ん
。
ま
た
必
ず

し
も
一
行
に
収
ま
ら
な
く
て
も
良
い
こ
と
と
し
ま
す
。
ま
た
、
本
文
の
一
人
称

は
コ
ン
ク
ー
ル
名
称
の
「
わ
た
し
」
に
限
定
し
ま
せ
ん
。
日
本
語
で
書
か
れ
、

未
発
表
で
筆
者
自
身
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
に
限
り
ま
す
。

②
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル

　
「
あ
な
た
が
見
た
夢
、
見
た
い
夢
を
描
い
て
み
よ
う
！
」

　
　

 【
小
学
生
低
学
年
の
部
（
1
・
2
・
3
年
生
）・
高
学
年
の
部
（
4
・
5
・

6
年
生
）】

　

将
来
の
夢
で
は
な
く
、
自
分
が
「
こ
ん
な
夢
を
み
た
」
又
は
「
こ
ん
な
夢
を

み
た
い
」
を
テ
ー
マ
に
、
想
い
を
め
ぐ
ら
せ
自
由
な
発
想
で
描
い
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
夏
目
漱
石
作
品
を
読
ん
で
い
な
く
て
も
良
い
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

八
つ
切
り
サ
イ
ズ
（
27
㎝
×
38
㎝
・
縦
横
自
由
）
の
画
用
紙
に
画
材
は
、
鉛

筆
、
色
鉛
筆
、
ク
レ
ヨ
ン
、
絵
の
具
、
マ
ジ
ッ
ク
、
サ
イ
ン
ペ
ン
な
ど
自
由
。

立
体
的
で
な
い
貼
り
絵
、
切
り
絵
、
版
画
も
可
。
デ
ジ
タ
ル
作
品
は
対
象
外
。

作品募集チラシ（絵画） 作品募集チラシ（読書感想文）
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審査委員紹介
読書感想文コンクール 絵画コンクール

審 査 委 員 長 森　まゆみ（作家）

審　査　委　員

中島　国彦
早稲田大学
名 誉 教 授

藪野　健
府中市美術館館長
日 本 藝 術 院 会 員

久保庭　健吉
日本国語教育学会
常 任 理 事

南口　清二
一般社団法人
二 紀 会 理 事

吉住　健一（新宿区長）

酒井　敏男（新宿区教育長）

後 援 企 業 ・
大 学 賞 選 考

株式会社朝日新聞社
文化くらし報道部長　山口　進

株式会社紀伊國屋書店
専務取締役　藤則　幸男

株式会社新潮社
宣伝部次長　馬宮　守人

早稲田大学
文化推進部副部長　石見　清裕

早稲田大学
文化推進部長　十重田　裕一

（順不同・敬称略）

⎝
⎛

⎠
⎞

⎝
⎛

⎠
⎞

⎝
⎛

⎠
⎞

⎝
⎛

⎠
⎞

応募状況
●読書感想文コンクール

　中学生の部 1,319 点、高校生の部 1,296 点、計 2,615 点

●絵画コンクール

　小学生低学年（1・2・3年生）の部 787 点、

　　　　高学年（4・5・6年生）の部 271 点、計 1,058 点

読書感想文コンクール一次審査にご協力いただきました。

青　柳　健　治　　飯　田　和　明　　宇佐見　尚　子

岡　田　幸　一　　小　尾　　　真　　甲　野　惠　美

佐　藤　希世子　　西　本　　　守　　森　　　顕　子

山　下　憲　人　　 （あいうえお順・敬称略）
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審
査
講
評

　
　
　
　
　
　
　

審
査
委
員
長

作
家　

森　

ま
ゆ
み

　

今
年
は
夏
目
漱
石
の
生
誕
1 
5 

0
年
に
あ
た
り
ま
す
。
49
で
亡
く
な
っ
た
と

は
い
え
、
深
い
学
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
言
葉
の
含
蓄
に
は
多
く
学
ぶ
も
の
が
あ

り
ま
す
。
さ
て
今
年
も
た
く
さ
ん
の
素
晴
ら
し
い
作
品
が
集
ま
り
ま
し
た
。
昨

年
に
く
ら
べ
、「
こ
こ
ろ
」
よ
り
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
か
ら

の
1
行
が
多
か
っ
た
気
が
し
ま
す
が
、
そ
の
ほ
か
「
坑
夫
」「
硝
子
戸
の
中
」

「
書
簡
」
と
い
っ
た
地
味
な
作
品
か
ら
の
1
行
も
あ
り
ま
し
た
。
解
説
な
ど
に

惑
わ
さ
れ
ず
、
自
分
の
想
像
の
世
界
、
自
分
の
生
活
の
中
で
1
行
を
味
わ
っ
て

い
る
も
の
を
選
び
ま
し
た
。
ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
と
繊
細
な
読
み
込
み
ぶ
り
に
審

査
員
一
同
う
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
小
学
生
の
絵
の
コ
ン
ク
ー
ル
は
今
年
も
、

発
想
、
構
図
、
色
使
い
な
ど
、
伸
び
や
か
で
力
強
い
作
品
が
見
出
さ
れ
、
気
持

ち
よ
く
審
査
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
指
導
さ
れ
た
先
生
方
を
始
め
、

関
係
各
位
に
感
謝
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

読
書
感
想
文
審
査
委
員

　
　
　
　
　
　
　

早
稲
田
大
学
名
誉
教
授

中　

島　

国　

彦

　

漱
石
作
品
の
一
行
に
は
、
漱
石
の
深
い
思
い
が
込
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
様
々

な
も
の
を
汲
み
取
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
の
世
界
に
取
り
囲

ま
れ
て
い
る
わ
た
く
し
た
ち
で
す
が
、
そ
の
中
か
ら
自
分
と
の
出
会
い
を
実
感

出
来
る
一
行
を
発
見
す
る
こ
と
は
、
貴
重
な
体
験
で
し
ょ
う
。
今
年
も
、
多
く

の
中
学
生
・
高
校
生
か
ら
、
そ
う
し
た
出
会
い
を
文
章
に
綴
っ
た
感
想
文
が
寄

せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

中
で
も
、「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」「
夢
十
夜
」「
こ
こ
ろ
」
な

ど
、
毎
年
選
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
作
品
の
他
に
、「
愚
見
数
則
」
の
よ
う
な
、

こ
れ
ま
で
全
く
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
文
章
に
照
明
を
当
て
る
試
み
も
見
ら

れ
ま
し
た
。
漱
石
の
文
章
の
広
が
り
が
改
め
て
実
感
さ
れ
た
こ
と
が
、
特
に
印

象
的
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　

読
書
感
想
文
審
査
委
員

　
　
　
　
　
　
　

日
本
国
語
教
育
学
会
常
任
理
事久

保
庭　

健
吉

　

中
学
生
で
は
、
主
人
公
や
登
場
人
物
に
自
分
を
正
直
に
対
比
さ
せ
な
が
ら
、

今
後
の
生
活
目
標
や
人
間
関
係
の
在
り
方
を
見
究
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
頼
も

し
い
。
初
々
し
い
書
き
っ
振
り
も
新
鮮
で
あ
る
。「
読
ん
で
書
く
」
行
為
が
、

発
達
途
上
に
あ
る
生
徒
に
と
り
言
葉
に
よ
る
認
識
・
創
造
力
を
培
う
上
で
、
深
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い
意
味
を
持
っ
て
い
る
証
左
と
言
え
よ
う
。
漱
石
コ
ン
ク
ー
ル
の
成
果
で
あ
る
。

高
校
生
で
は
応
募
す
る
学
校
に
広
が
り
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
心
強
い
。
同

時
に
、
国
語
教
室
に
お
け
る
「
多
」
に
よ
る
読
み
も
進
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
作

品
の
主
題
や
作
者
の
意
図
を
、
当
時
の
社
会
的
背
景
や
歴
史
的
経
過
と
結
び
付

け
て
捉
え
、
そ
の
今
日
的
意
義
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。
教
師
の
助
言
・
指
導

に
よ
り
、「
個
」
の
読
み
が
切
磋
琢
磨
さ
れ
て
い
く
情
景
が
目
に
浮
か
ん
で
く

る
。
開
館
を
迎
え
た
「
漱
石
山
房
記
念
館
」
の
運
営
・
活
動
の
中
で
、
漱
石
コ

ン
ク
ー
ル
の
作
品
等
の
情
報
が
、
生
徒
、
来
館
者
、
学
校
間
で
広
く
共
有
化
さ

れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　

絵
画
審
査
委
員

　
　
　
　
　
　
　

府
中
市
美
術
館
館
長
・
日
本
芸
術
院
会
員

藪　

野　
　

健

　

夏
目
漱
石
の
『
夢
十
夜
』
か
ら
自
由
に
発
想
し
て
、
表
現
に
結
び
つ
け
て
い

ま
す
。
描
き
な
が
ら
き
っ
と
楽
し
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
富
士
山
か
ら
雲
海

に
飛
び
込
む
爽
快
さ
、「
ぼ
く
の
体
で
は
た
ら
く
ぼ
く
」
の
解
剖
図
の
よ
う
な

緻
密
さ
、
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
な
抽
象
的
な
闇
、
空
を
飛
ぶ
ワ
ク
ワ
ク
す
る
気

持
ち
と
い
っ
た
「
夢
」
の
様
々
な
あ
り
方
が
痛
快
で
す
。

と
て
も
愉
快
な
審
査
の
ひ
と
時
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　

絵
画
審
査
委
員

　
　
　
　
　
　
　

一
般
社
団
法
人
二
紀
会
理
事南　

口　

清　

二

　

夢　

そ
れ
は
心
へ
の
旅
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

見
た
い
と
思
う
人
に
は
見
え
る
。
見
た
く
な
い
も
の
ま
で
見
え
る
。

他
の
人
に
は
見
え
な
い
。
私
だ
け
の
宇そ

宙ら

。

す
ご
く
苦
し
か
っ
た
の
に
、
す
ご
く
怖
か
っ
た
の
に

よ
く
覚
え
て
い
な
い
。
き
っ
と
そ
う
な
の
だ

す
ぐ
忘
れ
る
か
ら
夢
な
の
だ
。

で
も
そ
れ
を
絵
に
し
た

不
思
議
な
世
界
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。

現
実
の
世
界
で
は
な
い
の
だ
。
富
士
山
か
ら
の
ダ
イ
ブ
。
体
の
中
の
ぼ
く
。

何
も
な
い
世
界
の
光
。

作
品
の
イ
メ
ー
ジ
の
神
秘
さ
、
想
像
力
の
す
ご
さ
。

圧
倒
さ
れ
て
い
る
私
。

　
　
　
　
　
　
　

審
査
委
員

新
宿
区
長　

吉　

住　

健　

一

　

夏
目
漱
石
コ
ン
ク
ー
ル
に
ご
応
募
い
た
だ
い
た
小
中
高
生
の
皆
様
、
ま
た
審

査
委
員
を
務
め
て
い
た
だ
い
た
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

読
書
感
想
文
で
は
、
同
じ
作
品
を
選
ん
で
い
て
も
、
心
に
残
っ
た
「
一
行
」
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が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
自
分
の
経
験
と
結
び
付
け
た
り
、
時
代
背
景
と
合
わ
せ

て
分
析
し
た
り
と
、
自
分
な
り
の
視
点
で
読
み
解
か
れ
て
い
て
、
読
書
で
得
る

も
の
の
多
様
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。

　

見
た
夢
・
見
た
い
夢
を
描
い
て
い
た
だ
い
た
絵
画
で
は
、
絵
に
込
め
ら
れ
た

メ
ッ
セ
ー
ジ
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
個
性
が
光
る
作
品
が
多
く
、
一
人
ひ
と
り
の
心

の
豊
か
さ
を
感
じ
な
が
ら
楽
し
く
拝
見
し
ま
し
た
。

　

今
後
も
漱
石
の
作
品
が
様
々
な
形
で
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

審
査
委
員

　
　
　
　
　
　
　

新
宿
区
教
育
委
員
会
教
育
長酒　

井　

敏　

男

　

本
年
も
全
国
か
ら
た
く
さ
ん
の
ご
応
募
を
い
た
だ
き
、
心
よ
り
感
謝
し
て
お

り
ま
す
。
漱
石
山
房
記
念
館
が
開
館
し
た
記
念
す
べ
き
年
に
、
漱
石
作
品
の
魅

力
を
再
発
見
さ
せ
て
く
れ
る
た
く
さ
ん
の
応
募
作
品
と
出
会
う
機
会
に
恵
ま
れ
、

幸
福
に
思
い
ま
す
。

　

読
書
感
想
文
部
門
で
は
、
他
の
著
書
と
の
比
較
も
交
え
て
深
く
考
察
し
た
文

章
、
自
分
の
心
を
露
わ
に
す
る
よ
う
な
ひ
た
む
き
な
文
章
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「
一
行
」
に
向
き
合
う
思
い
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　

絵
画
部
門
で
は
、
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
想
像
力
が
い
か
ん
な
く
発
揮

さ
れ
て
い
て
、
画
用
紙
上
に
広
が
る
応
募
者
の
皆
様
一
人
一
人
の
世
界
を
興
味

深
く
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
見
た
夢
」
と
「
見
た
い
夢
」
の
違
い
も

楽
し
め
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　

朝
日
新
聞
社
賞
選
考

　
　
　
　
　
　
　

㈱
朝
日
新
聞
社　

文
化
く
ら
し
報
道
部
長

山　

口　
　

進

　

感
想
文
、
絵
画
と
も
大
変
楽
し
く
拝
読
、
拝
見
し
ま
し
た
。

　

感
想
文
で
は
、
漱
石
の
文
章
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
「
光
る
一

行
」
を
見
つ
け
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
有
名
な
一
節
に
、
純
粋
な
感
性
で

新
た
な
光
を
当
て
た
も
の
、
な
か
な
か
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
小
説
や
文

章
か
ら
現
代
に
生
き
る
ヒ
ン
ト
を
探
し
出
し
た
も
の
、
な
ど
様
々
な
作
品
が
あ

り
ま
し
た
。
漱
石
の
著
作
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
像
を
理
解
す
る
こ
と
も
必
要
で
す

が
、
自
分
の
心
に
刺
さ
る
一
行
と
の
出
会
い
を
今
後
も
大
事
に
し
て
い
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
も
力
作
ぞ
ろ
い
で
し
た
。
作
品
が
並
ん
だ
空
間
か
ら
は
、

夢
の
楽
し
さ
、
不
思
議
さ
、
さ
ら
に
は
幻
想
性
ま
で
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て

い
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　

紀
伊
國
屋
書
店
賞
選
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　

㈱
紀
伊
國
屋
書
店　

専
務
取
締
役

藤　

則　

幸　

男

　

過
去
18
年
間
で
全
国
の
書
店
数
の
43
％
に
あ
た
る
9
、
7 

7 

0
店
が
減
少
し

て
き
て
い
る
と
の
統
計
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
大
学
生
の
読
書
時
間
ゼ
ロ
が
5
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割
に
も
な
り
、「
読
書
は
し
な
い
と
い
け
な
い
の
？
」
と
い
う
大
学
生
か
ら
の

投
書
が
新
聞
記
事
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
読
書
離
れ
が
危
惧
さ
れ
る
中
、
今
年

も
夏
目
漱
石
の
読
書
感
想
文
コ
ン
ク
ー
ル
の
審
査
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

中
高
生
の
筆
力
に
は
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
若
手
で
活
躍
し
て
い
る
将
棋
の
藤
井

聡
太
君
、
卓
球
の
張
本
智
和
君
、
有
名
校
に
合
格
し
た
タ
レ
ン
ト
の
芦
田
愛
菜

さ
ん
ら
も
皆
な
読
書
好
き
と
の
こ
と
で
す
。
若
い
人
の
読
書
力
に
は
こ
れ
か
ら

も
大
い
に
期
待
が
持
て
る
と
い
う
こ
と
を
今
回
の
選
考
を
通
じ
て
改
め
て
感
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
は
昨
年
ま
で
の
「
猫
」
か
ら

「
夢
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
に
な
り
、
子
供
た
ち
の
豊
か
で
自
由
な
想
像
力

と
表
現
力
が
一
層
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
し
て
い
ま
し
た
。
選
考
で
は
大
い
に
悩
ま
さ

れ
ま
し
た
が
、
夢
の
世
界
に
誘
っ
て
く
れ
た
子
供
た
ち
に
は
心
か
ら
感
謝
し
た

い
気
持
ち
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　

新
潮
社
賞
選
考

　
　
　
　
　
　
　

㈱
新
潮
社　

宣
伝
部
次
長

馬　

宮　

守　

人

　

漱
石
イ
ヤ
ー
で
、
文
豪
の
生
活
や
生
き
様
が
紹
介
さ
れ
た
影
響
も
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
？
今
回
は
、『
こ
こ
ろ
』『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
な
ど
の
代
表
作
ば
か
り
か
、

『
坑
夫
』
や
『
硝
子
戸
の
中
』『
私
の
個
人
主
義
』
な
ど
か
ら
も
多
様
な
一
行
が

選
ば
れ
、
漱
石
の
思
想
信
条
に
思
い
を
は
せ
た
応
募
作
も
目
立
ち
ま
し
た
。
こ

れ
も
一
行
感
想
文
の
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

小
学
生
の
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
今
回
か
ら
「
見
た
夢
」「
見
た
い
夢
」
が

テ
ー
マ
。
そ
れ
だ
け
に
、
子
ど
も
た
ち
の
想
像
の
翼
は
大
人
の
思
い
も
よ
ら
ぬ

所
ま
で
飛
翔
し
て
、
絵
の
ス
ト
ー
リ
ー
も
ス
タ
イ
ル
も
表
現
も
、
例
年
以
上
に

自
由
で
楽
し
い
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　

早
稲
田
大
学
賞
選
考

　
　
　
　
　
　
　

早
稲
田
大
学　

文
化
推
進
部
長十

重
田　

裕
一

　

今
年
も
、
例
年
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
力
作
が
そ
ろ
い
、
皆
さ
ん
の
絵
画
を

愉
し
む
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
応
募
さ
れ
た
方
々
に
、
衷
心
よ
り
御
礼
を
申

し
上
げ
ま
す
。
小
学
生
低
学
年
の
部
は
、
着
想
が
斬
新
で
、
魅
力
的
な
色
使
い

が
心
に
残
り
ま
し
た
。
早
稲
田
大
学
賞
受
賞
作
「
夢
の
猫
ネ
コ
遊
園
地
」
は
、

色
使
い
巧
み
に
、
た
く
さ
ん
の
猫
が
画
面
い
っ
ぱ
い
に
描
か
れ
た
、
印
象
的
な

作
品
で
す
。
錦
織
楽
さ
ん
の
飼
い
猫
へ
の
愛
情
が
滲
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
ま

す
。
小
学
校
高
学
年
の
部
も
、
細
部
ま
で
丁
寧
に
描
い
た
充
実
し
た
作
品
が
多

数
見
ら
れ
ま
し
た
。
早
稲
田
大
学
賞
受
賞
作
「
野
ウ
サ
ギ
」
は
、
野
兎
が
克
明

に
描
写
さ
れ
て
い
て
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
り
ま
す
。
毛
並
み
の
描
き
方
が
と
て

も
巧
く
、
西
浦
亜
季
さ
ん
の
表
現
力
が
発
揮
さ
れ
た
魅
力
的
な
作
品
で
す
。
最

優
秀
賞
・
優
秀
賞
を
は
じ
め
、
各
賞
を
受
賞
さ
れ
た
皆
様
に
、
心
よ
り
お
祝
い

を
申
し
上
げ
ま
す
。
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早
稲
田
大
学
賞
選
考

　
　
　
　
　
　
　

早
稲
田
大
学　

文
化
推
進
部
副
部
長

石　

見　

清　

裕

　

中
学
生
の
読
書
感
想
文
で
は
、「
こ
こ
ろ
」
を
取
り
上
げ
た
作
文
に
優
れ
た

も
の
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
な
か
に
は
、
明
治
と
現
代
の
世
相
や
時
代
認

識
を
比
較
し
て
考
え
て
い
る
作
文
も
あ
り
、
感
心
し
ま
し
た
。
高
校
生
で
は
、

「
夢
十
夜
」
と
「
こ
こ
ろ
」
を
取
り
上
げ
た
作
文
に
深
い
掘
り
下
げ
を
感
じ
ま

し
た
。
こ
の
両
作
品
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん

ね
。
同
じ
「
夢
十
夜
」
を
対
象
と
し
な
が
ら
、
作
文
に
よ
っ
て
解
釈
の
分
か
れ

る
場
合
が
あ
り
、
大
変
興
味
深
か
っ
た
で
す
。
全
体
を
通
し
て
、
自
分
の
経
験

や
環
境
を
漱
石
作
品
と
結
び
つ
け
る
作
文
と
、
漱
石
作
品
自
体
を
自
分
な
り
に

解
釈
し
よ
う
と
す
る
作
文
と
が
あ
り
、
傾
向
が
こ
の
二
つ
に
分
か
れ
る
よ
う
で

す
。
今
の
中
高
生
は
、
本
当
に
レ
ベ
ル
が
高
い
で
す
ね
。
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読
書
感
想
文
コ
ン
ク
ー
ル
一
次
審
査
講
評

青　

柳　

健　

治

　

中
学
生
の
み
な
さ
ん
へ

　

自
分
の
意
見
や
考
え
、
経
験
を
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
書
い
て
く
だ
さ
っ
た

原
稿
と
出
あ
え
た
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
う
れ
し
い
こ
と
で
し
た
。
が
ん
ば
れ
中

学
生
‼

飯　

田　

和　

明

　

作
品
の
内
容
と
自
分
自
身
を
つ
な
ぎ
、
対
話
し
つ
つ
、
一
行
に
基
い
て
書
か

れ
た
作
品
に
高
評
価
を
与
え
た
。
文
章
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
と

考
え
た
。

宇
佐
美　

尚　

子

　

あ
ら
す
じ
が
長
く
な
り
す
ぎ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
残
念
だ
っ
た
。
一
文
を

ど
の
よ
う
な
視
点
で
捉
え
て
い
る
か
を
、
具
体
的
に
述
べ
る
と
こ
ろ
に
主
眼
を

置
い
て
ほ
し
い
。

岡　

田　

幸　

一

　

中
学
生
に
と
っ
て
は
や
や
難
し
い
漱
石
の
世
界
を
、
現
代
の
自
分
が
暮
ら
す

身
の
回
り
に
あ
る
も
の
に
置
き
換
え
な
が
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
作
品
が
多
く

見
ら
れ
た
。
そ
こ
に
漱
石
作
品
の
普
遍
性
を
読
み
取
っ
て
く
れ
た
の
な
ら
良
い

と
思
う
。

小　

尾　
　
　

真

　

今
回
の
高
校
生
の
作
品
は
、
従
来
の
解
釈
に
捉
わ
れ
ず
、
ユ
ニ
ー
ク
な
視
点

で
主
題
に
迫
り
、
作
品
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
捉
え
て
、
自
分
の
生
き
方
に
つ

な
げ
て
い
た
記
述
が
比
較
的
多
く
目
を
ひ
い
た
。

甲　

野　

惠　

美

　

毎
年
全
生
徒
が
参
加
し
て
い
る
中
学
校
の
3
年
生
は
、
今
回
3
回
目
の
取
り

組
み
と
な
り
ま
す
。
学
年
が
進
む
に
従
っ
て
、
読
む
力
、
表
現
す
る
力
が
確
実

に
上
が
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
よ
く
あ
り
が
ち
な
筋
を
追
っ
た
読
書
感
想

文
で
は
な
く
「
わ
た
し
」
に
引
き
つ
け
て
深
く
広
く
考
え
生
き
生
き
と
表
現
し

て
い
て
、
と
て
も
魅
力
的
で
し
た
。

佐　

藤　

希
世
子

　

ど
の
作
品
も
自
分
の
中
で
心
に
残
っ
た
一
行
を
作
品
の
あ
ら
す
じ
を
ふ
ま
え

な
が
ら
書
い
て
い
ま
し
た
。
た
だ
そ
の
中
で
、
な
ぜ
そ
の
一
行
が
自
分
に
と
っ

て
心
に
残
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
読
む
人
に
わ
か
り
や
す
く
書
い
て
い
る
作

品
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
自
分
が
選
ん
だ
一
行
に

は
、
そ
の
一
行
を
選
ぶ
過
去
の
体
験
や
価
値
観
が
必
ず
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ

の
部
分
を
自
分
自
身
の
中
で
も
っ
と
明
ら
か
に
し
た
上
で
書
く
と
作
品
に
深
み

が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
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西　

本　
　
　

守

　

あ
る
生
徒
の
作
品
に
、「
読
め
ば
読
む
ほ
ど
疑
問
が
湧
き
ま
す
」
と
書
い
て

あ
り
ま
し
た
。
す
ぐ
れ
た
作
品
を
読
む
と
、
お
や
っ
と
思
っ
た
り
、
疑
問
を
も

っ
た
り
、
共
感
し
た
り
な
ど
、
深
く
、
広
く
、
豊
か
な
も
の
の
見
方
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

今
年
も
本
企
画
に
よ
り
た
く
さ
ん
の
読
み
応
え
の
あ
る
作
品
を
読
ま
せ
て
い

た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

森　
　
　

顕　

子

　

一
文
を
選
ぶ
段
階
で
、
自
分
が
そ
の
物
語
の
何
に
感
動
し
た
の
か
が
明
示
的

に
な
り
ま
す
。
そ
こ
に
迷
い
な
く
切
り
込
ん
で
文
章
に
で
き
た
も
の
は
実
感
が

こ
も
っ
た
よ
い
感
想
文
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
前
置
き
は
や
め
て
、
そ
の
字

数
分
、
本
文
に
ま
わ
す
と
、
も
っ
と
書
き
た
い
こ
と
が
書
け
ま
す
ね
。
て
い
ね

い
に
書
か
れ
た
作
品
が
多
く
み
ら
れ
ま
し
た
。

山　

下　

憲　

人

　

高
校
生
作
品
の
審
査
を
通
じ
て
の
感
想
を
記
し
ま
す
。

　

昨
年
度
と
同
様
に
、
等
身
大
の
自
分
を
作
品
世
界
や
登
場
人
物
に
重
ね
る
こ

と
で
、
思
索
を
深
め
て
い
く
と
い
う
書
き
ぶ
り
が
多
く
み
ら
れ
ま
し
た
。
漱
石

が
そ
の
作
品
に
よ
っ
て
提
示
し
よ
う
と
し
た
世
界
観
を
、
若
い
皆
さ
ん
が
真
摯

に
純
粋
に
受
け
と
め
、
さ
ら
に
は
新
し
い
認
識
や
価
値
観
を
紡
い
で
い
く
姿
に

心
強
い
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。

　

先
ほ
ど
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
等
身
大
の
自
分
を
作
品
世
界
や
登
場
人
物

に
重
ね
て
、
自
ら
の
思
索
を
深
め
て
い
く
な
か
に
お
い
て
も
、「
確
か
な
読
み
」

と
い
う
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
感
じ
ま
す
。
漱
石
が
私
た
ち
に

問
い
か
け
て
く
る
も
の
を
確
か
に
受
容
し
つ
つ
、
そ
の
確
か
さ
に
支
え
ら
れ
て

生
ま
れ
て
く
る
認
識
や
価
値
観
こ
そ
が
、
皆
さ
ん
の
こ
れ
か
ら
を
形
づ
く
っ
て

い
く
と
考
え
ま
す
。

　

漱
石
作
品
か
ら
生
ま
れ
る
思
索
を
記
す
、
あ
る
い
は
そ
の
軌
跡
を
読
み
直
し

て
み
る
こ
と
で
、
皆
さ
ん
の
「
輪
郭
」
が
紡
が
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

貴
重
な
機
会
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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《
中
学
生
の
部
》

幸
福
の
条
件

筑
波
大
学
附
属
中
学
校　

3
年

鈴
木　

理
乃

　
「
私
た
ち
は
最
も
幸
福
に
生
ま
れ
た
人
間
の
一
対
で
あ
る
べ
き
は
ず
で
す
」

こ
れ
は
先
生
が
「
私
」
に
自
分
と
妻
に
つ
い
て
語
っ
た
一
文
だ
。
私
は
こ
の
一

文
に
先
生
と
妻
の
関
係
が
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
た
。
先
生
は
な
ぜ

「
幸
福
だ
」
と
い
う
断
定
的
な
言
い
方
で
は
な
く
「
幸
福
で
あ
る
べ
き
は
ず
だ
」

と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
生
は
幸
福
で
は
な
い
と
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

私
は
家
族
の
幸
福
の
証
は
「
愛
」
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
そ
し
て
先

生
と
妻
は
お
互
い
愛
し
合
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
幸
福
な
の
だ
ろ
う
と
推
測
し
て

い
た
の
だ
。
し
か
し
私
は
読
み
進
め
る
う
ち
に
幸
福
な
家
族
に
な
る
に
は
「
お

互
い
の
信
頼
」
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
気
づ
い
た
。
例
え
ば
、
仲
の
よ
さ
そ

う
だ
っ
た
夫
婦
が
ど
ち
ら
か
の
不
倫
が
原
因
で
破
局
す
る
と
い
う
話
は
よ
く
聞

く
が
、
こ
れ
も
夫
婦
間
で
の
信
頼
が
失
わ
れ
た
か
ら
だ
と
思
う
。

　

見
せ
か
け
の
愛
で
は
な
く
、
お
互
い
の
信
頼
こ
そ
が
幸
せ
を
生
む
の
だ
。
そ

し
て
先
生
と
妻
に
は
そ
の
信
頼
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
原

因
は
先
生
が
持
つ
深
い
過
去
だ
。
先
生
は
妻
を
自
分
の
も
の
に
す
る
た
め
、
自

分
の
親
友
を
裏
切
り
、
そ
の
行
為
が
親
友
を
自
殺
に
追
い
込
ん
だ
。
そ
の
深
く

暗
い
過
去
が
先
生
に
罪
悪
感
と
い
う
暗
い
影
を
落
と
し
て
い
た
の
だ
。
先
生
は
、

妻
に
そ
の
過
去
を
悟
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
怯
え
な
が
ら
、
妻
は
そ
の
違
和
感

に
気
づ
き
何
故
夫
は
教
え
て
く
れ
な
い
の
か
不
安
に
か
ら
れ
な
が
ら
、
知
ら
な

い
う
ち
に
お
互
い
を
探
り
合
っ
て
い
た
の
だ
。
つ
ま
り
そ
の
過
去
の
秘
密
が
二

人
の
間
の
信
頼
を
妨
げ
る
壁
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。
し
か
し
先
生
は
そ
の
過
去

を
死
ん
で
も
妻
に
明
か
さ
な
か
っ
た
。
先
生
は
遺
書
で
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
妻
が
己
の
過
去
に
対
し
て
持
つ
記
憶
を
な
る
べ
く
純
白
の
ま
ま
保
存
し
て
お

く
の
が
私
の
唯
一
の
望
み
な
の
で
す
」
と
。
先
生
は
自
分
が
最
も
尊
い
と
思
う

妻
の
こ
こ
ろ
を
自
分
の
醜
い
過
去
で
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
て
言
わ
な
か

っ
た
の
だ
。
ま
た
最
も
愛
す
べ
き
妻
に
は
、
自
分
が
感
じ
た
よ
う
な
罪
悪
感
を

抱
え
生
き
る
苦
し
み
を
味
わ
っ
て
ほ
し
く
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。

　

そ
う
考
え
る
と
先
生
の
辛
さ
が
よ
く
わ
か
る
。
愛
す
る
妻
が
先
生
に
愛
以
上

の
も
の
を
求
め
て
い
て
、
自
分
も
そ
れ
を
心
の
底
か
ら
望
ん
で
い
る
。
し
か
し

妻
に
求
め
ら
れ
れ
ば
求
め
ら
れ
る
ほ
ど
自
ら
の
暗
い
過
去
と
切
り
離
せ
な
く
な

り
、
妻
の
気
持
ち
に
こ
た
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
妻
を
傷
つ

け
て
し
ま
う
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
虚
し
く
悲
し
い
矛
盾
が
あ
る
の
だ
と
私
は
初

め
て
知
っ
た
。

最
優
秀
賞

作
品
名 

『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行

私
た
ち
は
最
も
幸
福
に
生
ま
れ
た
人
間
の
一
対
で
あ
る
べ
き
で
す
。
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先
生
の
こ
こ
ろ
は
ま
る
で
、
温
か
い
血
の
流
れ
を
何
層
に
も
重
ね
ら
れ
た
冷

た
い
氷
が
覆
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
ど
ん
な
に
そ
の
血
が
温
か
く
て
も
氷
の
層
が

冷
や
し
て
し
ま
う
。
そ
の
分
厚
く
冷
た
い
氷
が
先
生
の
生
の
動
き
を
押
さ
え
つ

け
る
の
だ
。

　

私
は
ま
だ
「
愛
」
の
奥
に
あ
る
「
信
頼
」
を
知
ら
な
い
。（
た
ぶ
ん
愛
さ
え

も
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
の
だ
と
思
う
。）
愛
は
信
頼
の
た
め
の
単
な
る
プ
ロ

セ
ス
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
将
来
大
人
に
な
っ
た
ら
そ
の
答
え
が
分

か
る
と
き
が
来
る
と
思
う
。
そ
う
し
た
ら
ま
た
こ
の
本
を
読
み
返
し
て
み
た
い
。

そ
の
時
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
か
と
て
も
楽
し
み
だ
。

審
査
講
評

　

文
章
が
よ
く
練
ら
れ
て
い
て
、
言
葉
に
色
艶
が
あ
る
。
妻
と
先
生
の
関

係
に
注
目
し
て
い
る
の
が
『
こ
こ
ろ
』
の
感
想
文
と
し
て
珍
し
い
。
家
族

の
幸
福
の
証
は
「
愛
」
で
は
な
く
「
信
頼
」
で
あ
る
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
は
、

な
か
な
か
思
い
つ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
大
人
び
た
印
象
を
受
け
た
。

《
中
学
生
の
部
》

「
亡
び
る
ね
」

二
松
學
舍
大
学
附
属
柏
中
学
校　

1
年

山
本　

新

　

熊
本
か
ら
列
車
で
上
京
す
る
三
四
郎
。
そ
の
列
車
の
中
で
、
三
四
郎
は
奇
妙

な
男
と
出
会
う
。
そ
の
男
は
こ
う
い
う
。「
…
い
く
ら
日
露
戦
争
に
勝
っ
て
、

一
等
国
に
な
っ
て
も
駄
目
で
す
ね
…
。」
三
四
郎
は
こ
う
反
論
す
る
。「
然
し
こ

れ
か
ら
は
日
本
も
段
々
発
展
す
る
で
し
ょ
う
」。
だ
が
男
は
こ
う
い
っ
た
。「
亡

び
る
ね
」。
と
一
言
。
夏
目
漱
石
の
小
説
、『
三
四
郎
』
の
一
節
だ
。
こ
の
言
葉

は
、
日
本
が
日
露
戦
争
勝
利
で
浮
か
れ
て
い
た
1 

9 

0 

8
年
に
生
ま
れ
た
台
詞

だ
が
、
将
来
日
本
は
亡
び
る
と
い
う
大
胆
不
敵
か
つ
冷
静
な
予
想
を
し
て
い
る

こ
と
に
僕
は
驚
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
予
想
は
、
当
た
っ
た
。

　

日
清
戦
争
、
日
露
戦
争
と
勝
ち
進
ん
だ
日
本
に
住
ん
だ
日
本
国
民
は
、
日
露

戦
争
が
接
戦
だ
っ
た
事
も
知
ら
さ
れ
ず
、「
自
国
は
大
日
本
帝
国
と
い
う
大
帝

優

秀

賞

作
品
名 

『
三
四
郎
』

選
ん
だ
一
行

「
亡
び
る
ね
」
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国
だ
」
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
せ
い
で
、
日
本
は
第
一
次
世
界
大
戦
、
日

中
戦
争
、
第
二
次
世
界
大
戦
（
太
平
洋
戦
争
）
と
戦
争
を
し
て
い
っ
た
。
そ
し

て
、
日
本
に
残
っ
た
の
は
、
無
数
の
焼
け
野
原
で
あ
っ
た
。

　

日
露
戦
争
の
直
後
、
日
本
人
が
「
大
帝
国
」
の
幻
覚
を
見
て
い
た
の
に
、
夏

目
漱
石
は
他
国
を
侵
略
す
る
日
本
の
愚
か
さ
を
見
つ
め
、
日
本
は
亡
び
る
、
と

書
い
た
。
そ
こ
が
す
ご
い
と
こ
ろ
だ
と
思
う
。

　

漱
石
の
考
察
は
日
本
の
帝
国
主
義
の
足
元
に
も
向
け
ら
れ
る
。『
三
四
郎
』

が
発
表
さ
れ
て
か
ら
6
年
後
、
講
演
「
私
の
個
人
主
義
」
の
中
で
次
の
よ
う
に

語
る
。「（
イ
ギ
リ
ス
人
は
）
自
分
の
自
由
を
愛
す
る
と
と
も
に
他
の
自
由
を
尊

敬
す
る
よ
う
に
、
小
供
の
時
分
か
ら
社
会
的
教
育
を
ち
ゃ
ん
と
受
け
て
い
る
の

で
す
」。「
僕
は
左
を
向
く
、
君
は
右
を
向
い
て
も
差
支
え
な
い
く
ら
い
の
自
由

は
、
自
分
で
も
把
持
し
、
他
人
に
も
附
与
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
か
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
そ
れ
が
と
り
も
直
さ
ず
私
の
い
う
個
人
主
義
な
の
で
す
」。
そ
し
て
、

も
し
個
人
主
義
が
分
か
り
に
く
け
れ
ば
、「
私
の
宅
ま
で
お
い
で
下
さ
い
」、
と

聴
衆
に
呼
び
か
け
て
講
演
は
終
わ
る
。

　

漱
石
は
、「
大
帝
国
」
の
本
家
本
元
、
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
た
。
ヴ
ィ
ク
ト

リ
ア
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
自
由
主
義
が
定
着
し
、
選
挙
権
拡
大
運
動
を
経
て
、

「
議
会
の
世
紀
」
と
呼
ば
れ
た
。
個
人
主
義
を
ベ
ー
ス
に
政
治
制
度
の
革
新
を

続
け
た
イ
ギ
リ
ス
。
一
方
で
、
国
家
中
心
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
政
治
の
中
核

に
据
え
た
日
本
。
イ
ギ
リ
ス
を
自
分
の
目
で
見
て
い
た
漱
石
は
、
日
本
が
亡
び

る
の
は
当
然
、
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。

　
「
亡
び
る
ね
」
と
い
う
台
詞
が
世
に
出
て
か
ら
百
年
余
り
。
今
の
日
本
を
生

き
る
私
た
ち
は
、
み
ん
な
で
漱
石
宅
に
出
か
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

亡
び
な
い
た
め
に
。

審
査
講
評

　

作
文
と
し
て
の
完
成
度
が
と
て
も
高
い
。『
三
四
郎
』
だ
け
で
な
く

『
私
の
個
人
主
義
』
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
て
、「
漱
石
宅
に
出
か
け
る
必
要

が
あ
る
」
の
結
び
が
効
い
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
幅
広
く
考
え
る
読
書
を

続
け
て
ほ
し
い
。
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《
中
学
生
の
部
》

漱
石
の
考
え
と
現
代
の
思
想

早
稲
田
大
学
高
等
学
院
中
学
部　

1
年

渡
辺　

聡
基

　

私
が
選
ん
だ
一
行
は
、『
抗
夫
』
の
中
の
、

「
本
当
の
事
を
言
う
と
性
格
な
ん
て
纏
っ
た
も
の
は
あ
り
や
し
な
い
。」

と
い
う
文
だ
。
こ
れ
は
、
主
人
公
が
東
京
か
ら
逃
げ
て
い
る
最
中
に
た
ま
た
ま

会
っ
た
人
に
呼
び
止
め
ら
れ
、
彼
が
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

　

な
ぜ
私
が
こ
の
一
行
を
選
ん
だ
か
と
い
う
と
、
こ
の
言
葉
は
、
現
代
の
思
想

や
教
育
に
影
響
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
か
ら
だ
。
現
代
日
本
で
は
、
教

師
が
一
方
的
に
生
徒
に
教
育
を
行
っ
た
り
道
徳
心
を
備
え
付
け
る
教
育
、
い
わ

ば
固
定
的
な
教
育
が
疑
問
視
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
生
徒
を
授
業
の
中

心
と
考
え
、
生
徒
主
体
で
行
う
教
育
、
い
わ
ば
活
動
的
教
育
が
支
持
さ
れ
て
き

て
い
る
。
例
と
し
て
は
、
最
近
注
目
が
高
ま
っ
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

で
あ
る
。
ま
と
め
る
と
、
現
代
日
本
で
は
、
個
人
を
尊
重
す
る
動
き
が
高
ま
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
こ
と
が
、

「
性
格
な
ん
て
纏
っ
た
も
の
は
あ
り
や
し
な
い
。」

と
い
う
考
え
と
同
じ
で
は
な
い
か
、
と
私
は
気
付
い
た
の
で
あ
る
。

　

夏
目
漱
石
は
、
作
家
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
中
学
校
に
勤
務
し
た
経
験
も
あ

る
と
い
う
。
当
時
、
中
学
校
は
で
き
た
て
で
あ
り
、
教
師
の
漱
石
自
身
も
と
て

も
大
変
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
何
せ
、
子
供
達
が
全
員
、
お
と
な
し
く
教
師
の
話
や

説
明
を
聞
く
は
ず
が
な
い
。
そ
の
と
き
、
当
時
多
く
の
教
師
が
怒
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
漱
石
は
違
っ
て
い
た
と
私
は
思
う
。
漱
石
は
、
自
分

が
後
に
文
豪
と
な
る
身
と
し
て
、
新
し
い
視
点
、
考
え
方
を
探
し
た
訳
で
あ
る
。

そ
し
て
、
探
究
を
繰
り
返
し
、
た
ど
り
つ
い
た
答
え
が
、

「
性
格
な
ん
て
纏
っ
た
も
の
は
あ
り
や
し
な
い
。」

と
い
う
視
点
で
あ
る
。
人
は
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が
あ
り
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
違
っ

て
い
る
。
そ
れ
を
上
手
く
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
威
厳
の
あ
る
人
で

も
、
神
で
さ
え
も
難
し
い
。
だ
か
ら
、
人
ひ
と
り
ひ
と
り
を
、

「
こ
の
人
は
、
こ
う
い
う
人
だ
か
ら
。」

と
性
格
に
よ
り
固
定
し
な
い
で
、
個
性
を
大
事
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
漱
石

は
と
う
と
う
考
え
つ
い
た
の
で
あ
る
。

　

私
は
こ
の
一
行
を
考
え
て
、
こ
れ
は
、

『
漱
石
の
、
現
代
人
に
向
け
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』

で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
漱
石
が
苦
労
し
な
が
ら
確
立
し
た
こ
の
思
想
は
、
彼

が
没
し
て
か
ら
百
十
年
以
上
た
っ
た
今
で
も
生
き
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

朝
日
新
聞
社
賞

作
品
名 

『
坑
夫
』

選
ん
だ
一
行

本
当
の
事
を
言
う
と
性
格
な
ん
て
纏
っ
た
も
の
は
あ
り
や
し
な
い
。
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れ
か
ら
の
日
本
の
未
来
へ
の
一
つ
の
架
け
橋
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
漱
石
は
、

今
も
日
本
人
の
心
に
生
き
続
け
、
心
を
常
に
前
へ
と
動
か
し
続
け
て
い
る
。

審
査
講
評

　

漱
石
の
小
説
観
や
人
間
観
を
表
し
て
い
る
『
坑
夫
』
を
選
ん
だ
渋
さ
が

良
い
。
作
中
に
表
現
さ
れ
た
問
題
を
自
分
の
問
題
と
し
て
引
き
受
け
、
現

代
人
に
向
け
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

《
中
学
生
の
部
》

強
さ

大
妻
中
学
校　

1
年

依
田　

花
音

　

私
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
読
ん
で
気
に
入
っ
た
一
行
は
、「
い
く
ら
言
葉
巧
み
に

弁
解
が
立
っ
て
も
正
義
は
許
さ
ん
ぞ
。」
と
い
う
セ
リ
フ
だ
。
こ
の
セ
リ
フ
は

赤
シ
ャ
ツ
と
野
だ
い
こ
を
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
山
嵐
が
こ
ら
し
め
た
時
に
発
し
た
山

嵐
の
セ
リ
フ
だ
。
私
は
こ
の
セ
リ
フ
に
「
強
さ
」
を
感
じ
た
。
山
嵐
に
も
坊
っ

ち
ゃ
ん
に
も
共
通
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
強
さ
」
だ
と
思
う
。
た
し
か
に
力
の

あ
る
二
人
だ
が
、
力
で
は
な
い
「
強
さ
」
を
持
っ
て
い
る
と
思
っ
た
。

　

二
人
に
共
通
す
る
「
強
さ
」
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
自
分
の
考
え
を
し
っ

か
り
持
ち
、
周
り
に
流
さ
れ
な
い
芯
の
強
さ
だ
。
特
に
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
小
説
を

通
し
て
も
正
し
い
こ
と
は
正
し
い
、
間
違
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
、

と
自
分
の
意
思
を
ぶ
ら
さ
ず
に
持
っ
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
私
は
小
学
生
の

紀
伊
國
屋
書
店
賞

作
品
名 

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

選
ん
だ
一
行

い
く
ら
言
葉
巧
み
に
弁
解
が
立
っ
て
も
正
義
は
許
さ
ん
ぞ
。
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頃
、
周
り
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
経
験
が
あ
る
。
六
年
生
の
時
、
あ
る
先
生
が

授
業
の
た
び
に
み
ん
な
か
ら
か
ら
か
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
先
生
の
口
癖
や
口
調

を
か
ら
か
い
、
そ
の
た
び
に
授
業
が
止
ま
る
。
私
も
は
じ
め
の
う
ち
は
注
意
が

出
来
て
い
た
の
だ
が
、
だ
ん
だ
ん
そ
れ
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
う
ち
に
、

心
の
中
で
は
確
か
に
い
け
な
い
こ
と
だ
と
分
か
っ
て
い
て
も
周
り
の
雰
囲
気
か

ら
な
か
な
か
注
意
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
で
は
そ
の
授
業
の
雰
囲
気

を
変
え
ら
れ
な
い
ま
ま
卒
業
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
と
て
も
後
悔
し
て
い
る
。

こ
ん
な
時
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
ら
い
く
ら
周
り
が
よ
し
と
し
て
い
て
も
、
真
っ
先

に
声
を
あ
げ
る
と
思
っ
た
。

　

二
つ
目
は
、
後
先
考
え
ず
立
ち
向
か
う
勇
気
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
。
け
ん
か
を

し
か
け
れ
ば
赤
シ
ャ
ツ
達
か
ら
ど
ん
な
仕
返
し
を
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
し

か
し
、
二
人
は
そ
れ
を
分
か
っ
て
い
な
が
ら
も
堂
々
と
立
ち
向
か
っ
た
。
私
に

は
足
り
て
い
な
い
部
分
だ
。
先
に
述
べ
た
小
学
生
の
頃
の
話
で
も
、
こ
こ
で
声

を
あ
げ
た
ら
何
か
言
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
が

あ
る
。
今
で
も
、「
後
で
こ
う
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
思
い
が
邪
魔
し

て
自
分
の
思
っ
た
こ
と
を
言
い
出
せ
な
い
時
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
後
先
考
え

な
い
行
動
が
良
い
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
達
の
よ
う
に
、
自

分
が
正
し
い
と
思
う
こ
と
な
ら
後
の
こ
と
な
ん
て
気
に
せ
ず
、
そ
れ
を
一
貫
す

れ
ば
い
い
と
思
っ
た
。
も
し
そ
れ
の
し
っ
ぺ
返
し
が
来
た
と
し
て
も
、
自
分
は

正
し
い
こ
と
を
し
た
ん
だ
と
勇
気
を
持
っ
て
堂
々
と
し
て
い
れ
ば
、
き
っ
と
認

め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
た
と
え
そ
れ
が
間
違
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
さ
ん
ざ
ん

に
や
ら
れ
た
と
し
て
も
悔
い
は
残
ら
な
い
と
思
う
。

　

私
は
こ
の
本
を
通
し
て
、
強
さ
を
学
ん
だ
。
そ
し
て
、
自
分
を
も
う
一
度
振

り
返
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
れ
か
ら
、
き
っ
と
納
得
で
き
な
い
事
が
ら
を
決
め

つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
正
し
い
と
思
っ
た
こ
と
を
み
ん
な
か
ら
否
定
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
無
理
に
意
地
を
張
っ

て
人
の
意
見
を
聞
き
入
れ
な
い
こ
と
は
良
く
な
い
。
し
か
し
、
相
手
の
考
え
を

受
け
止
め
た
上
で
も
ま
だ
納
得
が
い
か
な
い
の
な
ら
ば
、
私
も
坊
っ
ち
ゃ
ん
達

の
よ
う
に
、
勇
気
を
持
っ
て
声
を
あ
げ
た
い
。

審
査
講
評

　

時
代
背
景
や
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
思
想
を
踏
ま
え
た
感
想
文
が
多
い
中

で
、
純
粋
に
作
品
の
中
身
に
絞
っ
て
、
自
分
の
経
験
・
考
え
と
擦
り
合
わ

せ
て
正
直
に
文
章
に
し
て
い
る
の
が
新
鮮
だ
っ
た
。
学
ん
だ
も
の
は
「
強

さ
」
と
「
勇
気
」
だ
と
、
潔
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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《
中
学
生
の
部
》

「
自
由
に
考
え
る
こ
と
」

新
宿
区
立
牛
込
第
二
中
学
校　

3
年

太
田　

希
瑛

　

私
が
「
三
四
郎
」
を
読
ん
で
印
象
に
残
っ
た
の
は
「
日
本
よ
り
頭
の
中
の
ほ

う
が
広
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
一
文
で
す
。
こ
の
一
文
は
本
を
読
む
前
か
ら
知

っ
て
い
た
の
で
す
が
、
前
後
の
物
語
も
含
め
て
読
む
と
、
よ
り
印
象
的
で
し
た
。

　

私
は
、
こ
の
一
文
が
表
す
も
の
は
、
想
像
し
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
間
の

自
由
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
の
「
考
え
る
」
と
い
う
行
為
は
無
限
の
可
能
性

を
秘
め
て
い
る
、
そ
う
感
じ
ま
し
た
。
日
本
も
地
球
も
、
限
ら
れ
た
世
界
で
す
。

必
ず
端
と
端
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
比
べ
て
人
の
頭
は
、
様
々
な
こ
と
を
考
え

る
こ
と
で
、
ど
ん
ど
ん
広
げ
て
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
世
界
に
生
き
る
人
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
考
え
方
も
、
物
事
の
見
方
も
違
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
大
き
な
意
味
で
も
、
考
え
る
こ
と
の
可
能
性
は
無
限
大
と
い
え
ま

す
。

　

自
由
に
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
ま
で
何
気

な
く
や
っ
て
い
た
こ
と
で
す
が
、
よ
く
「
考
え
て
」
み
る
と
、
と
て
も
す
ご
い

こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
自
由
に
考
え
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
は
、
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
一
人
一
人
、
全
て
の
人
が
無
限
の
可
能
性
を
秘

め
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
人
間
は
、
自
分
が
ど
う
考
え
る
か
に
よ

っ
て
、
人
生
を
明
る
く
も
暗
く
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
考
え
、
想
像
す
る
こ

と
は
、
希
望
を
生
み
出
す
こ
と
に
も
繫
が
る
の
で
す
。

　

私
自
身
、
今
ま
で
は
物
事
か
ら
す
ぐ
逃
げ
た
り
、
否
定
的
に
考
え
た
り
し
て
、

自
分
の
世
界
を
狭
め
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
特
に
志
望
校
決
め
で

は
、
あ
ま
り
関
心
も
持
た
ず
に
、
自
分
の
狭
い
価
値
観
で
判
断
を
し
て
、
高
校

受
験
に
希
望
が
持
て
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
高
校
の
説
明
会
や
塾
の
合
宿

で
い
ろ
ん
な
方
の
話
を
聞
い
て
、
考
え
方
が
変
わ
り
ま
し
た
。「
チ
ャ
レ
ン
ジ

す
る
の
に
遅
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
ま
ず
は
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
心
を
持
つ

こ
と
。」
そ
ん
な
一
言
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私
は

自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
っ
て
、
新
し
い
何
か
に
挑
戦
す
る
と
い
う
こ
と
が
無
か

っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
自
分
で
も
い
ろ
ん
な
こ
と
を
知
り
、
視
野

を
広
げ
よ
う
と
、
受
験
に
つ
い
て
前
向
き
に
捉
え
、
高
校
の
こ
と
を
調
べ
た
り
、

将
来
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
り
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
行
き
た
い
高
校
や
、

今
後
や
り
た
い
こ
と
が
見
つ
か
り
、
固
定
観
念
に
縛
ら
れ
ず
、
い
ろ
ん
な
考
え

方
を
す
る
こ
と
が
大
切
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。

　

今
回
「
三
四
郎
」
を
読
み
、
自
由
に
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
、
視
野
を

新
潮
社
賞

作
品
名 

『
三
四
郎
』

選
ん
だ
一
行

「
日
本
よ
り
頭
の
中
の
ほ
う
が
広
い
で
し
ょ
う
」
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広
げ
る
こ
と
、
い
ろ
ん
な
考
え
方
を
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
び
ま
し
た
。
自

由
に
考
え
る
こ
と
は
、
希
望
を
持
つ
こ
と
や
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
の
始
ま

り
で
す
。
私
は
来
年
中
学
校
を
卒
業
し
、
高
校
生
に
な
り
ま
す
。
ま
た
新
し
い

世
界
で
自
分
の
可
能
性
を
広
げ
、
幅
広
い
視
点
か
ら
物
事
を
見
ら
れ
る
よ
う
な

人
間
に
な
り
た
い
で
す
。

審
査
講
評

　
『
三
四
郎
』
の
中
で
最
も
大
事
な
一
行
を
選
ん
で
い
る
。
最
後
に
「
自

由
に
考
え
る
こ
と
は
、
希
望
を
持
つ
こ
と
や
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
の

始
ま
り
」
と
定
義
し
て
い
る
こ
と
に
、
気
づ
き
と
考
察
の
深
ま
り
を
感
じ

た
。

《
中
学
生
の
部
》

自
分
ら
し
く
生
き
る
坊
っ
ち
ゃ
ん大

妻
中
学
校　

1
年

中
井　

美
咲

　

坊
っ
ち
ゃ
ん
は
バ
カ
で
す
。
小
学
校
の
時
、
同
級
生
が
馬
鹿
に
し
た
か
ら
と

い
っ
て
二
階
か
ら
飛
び
降
り
て
腰
を
抜
か
し
た
り
、
ナ
イ
フ
を
見
せ
て
い
た
ら

友
達
に
切
れ
そ
う
も
な
い
と
言
わ
れ
、
何
で
も
切
っ
て
み
せ
る
と
言
い
、
指
を

切
っ
て
み
ろ
と
注
文
さ
れ
る
と
本
当
に
切
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
た
か
ら
で
す
。

一
見
、
周
り
の
人
の
言
葉
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
行
動
で
す

が
、
そ
こ
ま
で
は
人
は
な
か
な
か
出
来
な
い
と
思
う
事
ま
で
や
っ
て
し
ま
う
坊

っ
ち
ゃ
ん
は
、
個
性
的
で
自
分
を
持
っ
て
い
る
な
あ
と
私
は
思
う
の
で
す
。

　

私
も
友
達
に
馬
鹿
に
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
事
は
あ
り
ま
す
が
、
大
抵
の
場

合
は
我
慢
す
る
か
、
せ
い
ぜ
い
口
で
少
し
言
い
返
す
く
ら
い
で
す
。
坊
っ
ち
ゃ

ん
の
よ
う
に
大
胆
な
反
撃
を
す
る
勇
気
も
な
け
れ
ば
、
発
想
も
浮
か
び
ま
せ
ん
。

早
稲
田
大
学
賞

作
品
名 

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

選
ん
だ
一
行

人
間
は
竹
の
よ
う
に
真
っ
直
ぐ
で
な
く
っ
ち
ゃ
た
の
も
し
く
な
い
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自
分
に
は
な
い
行
動
を
次
々
と
や
っ
て
の
け
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
魅
力
に
取
り
つ

か
れ
て
ど
ん
ど
ん
読
む
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

坊
っ
ち
ゃ
ん
に
登
場
す
る
清
の
存
在
は
、
私
の
身
近
に
は
い
な
い
大
人
の
人

で
す
。
私
に
は
何
で
も
話
せ
る
友
達
は
い
ま
す
が
、
大
人
の
人
で
両
親
以
外
に

清
の
よ
う
な
人
が
い
る
か
、
改
め
て
考
え
ま
し
た
。

　

始
め
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
清
は
私
が
今
ま
で
読
ん
だ
事
の
あ
る
昔
の
小
説
に

出
て
く
る
よ
う
な
主
従
関
係
な
の
だ
と
思
っ
て
読
み
進
め
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
清
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
好
き
な
食
べ
物
や
生
活
習
慣
、
や
せ
我
慢
し
て
出
た

言
葉
な
ど
何
で
も
理
解
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
し
て
清
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
事
を
沢

山
褒
め
て
く
れ
る
の
で
す
。
清
の
古
い
考
え
方
や
価
値
観
で
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の

間
違
い
を
注
意
し
て
く
れ
た
り
も
し
ま
す
。
自
分
の
甥
っ
子
に
も
坊
っ
ち
ゃ
ん

の
事
を
と
て
も
自
慢
し
た
り
す
る
の
で
す
。

　

坊
っ
ち
ゃ
ん
が
、
少
し
変
わ
り
者
で
友
達
か
ら
冷
や
か
さ
れ
た
り
し
た
時
も
、

自
信
の
な
い
態
度
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
の
は
、
清
の
存
在
が
あ
っ
た
か
ら
な

の
か
と
も
思
い
ま
し
た
。
私
だ
け
で
な
く
、
私
の
周
り
の
友
人
で
も
今
、
両
親

以
外
の
大
人
の
人
か
ら
愛
情
を
注
い
で
も
ら
っ
た
り
、
自
分
の
事
に
関
心
を
向

け
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
る
子
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
下
宿

先
で
も
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
清
に
手
紙
を
書
い
て
い
ま
す
。
清
か
ら
も
精
一
杯
の
力

で
書
い
た
手
紙
が
送
ら
れ
て
来
ま
す
。
私
は
手
紙
ど
こ
ろ
か
両
親
以
外
の
大
人

の
人
に
メ
ー
ル
で
近
況
を
相
談
で
き
る
人
は
い
な
い
の
で
、
そ
う
い
う
点
か
ら

も
清
の
存
在
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
大
き
い
の
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

私
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
言
葉
で
今
後
の
自
分
の
生
き
方
に
も
参
考
に
し
た
い

と
思
え
る
言
葉
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
、
一
番
印
象
に
残
り

素
朴
な
の
に
力
強
い
と
思
え
た
の
は
「
人
間
は
竹
の
よ
う
に
真
っ
直
ぐ
で
な
く

っ
ち
ゃ
た
の
も
し
く
な
い
」
と
い
う
一
言
で
す
。
竹
は
大
木
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
の
力
で
も
曲
が
り
ま
す
。
し
か
し
、
ポ
キ
ッ
と
折
れ
て
し
ま
う
事
も
な
い
し
、

細
く
し
な
や
か
で
真
っ
直
ぐ
な
竹
を
た
の
も
し
い
性
格
に
例
え
て
い
る
と
こ
ろ

が
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
ら
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
私
も
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
個
性

的
な
考
え
方
を
取
り
入
れ
て
い
き
た
い
で
す
。

審
査
講
評

　

一
行
の
チ
ョ
イ
ス
が
良
い
し
、
よ
く
読
み
込
ん
で
い
る
。
清
と
い
う
存

在
の
大
切
さ
、
自
分
を
文
句
な
し
に
愛
し
信
じ
て
く
れ
る
人
が
、
成
長
し

て
い
く
上
で
必
要
な
の
だ
と
着
目
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
良
い
。
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《
中
学
生
の
部
》

正
義
の
無
鉄
砲

新
宿
区
立
牛
込
第
二
中
学
校　

1
年

中
村　

祐
允

　
「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
で
子
供
の
頃
か
ら
損
ば
か
り
し
て
い
る
。」

　

僕
は
、
こ
の
言
葉
が
、
一
番
記
憶
に
残
っ
た
。
五
年
生
の
時
に
暗
唱
す
る
機

会
が
あ
っ
た
せ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
言
葉
が
、
こ
の
物
語
の
全
て
の
よ

う
な
気
が
し
た
か
ら
だ
。
こ
の
主
人
公
は
、
子
供
の
頃
か
ら
後
先
考
え
ず
に
や

る
こ
と
が
、
い
つ
も
ハ
チ
ャ
メ
チ
ャ
だ
っ
た
。
家
族
か
ら
は
将
来
を
心
配
さ
れ
、

お
手
伝
い
の
清
だ
け
が
、
唯
一
、
こ
の
主
人
公
の
こ
と
を
「
心
が
き
れ
い
だ
、

ま
っ
す
ぐ
で
良
い
ご
気
性
」
と
褒
め
て
い
た
。
親
譲
り
と
あ
る
か
ら
、
両
親
も

同
じ
よ
う
な
性
格
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
、
子
供
の
頃
か
ら
損
ば
か
り

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
人
に
な
っ
た
今
で
も
、
損
を
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
。
自
分
で
も
こ
の
性
格
は
治
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
し
、
で
も
治
す
気

も
な
い
と
思
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

　

僕
は
、
話
の
最
初
で
こ
こ
ま
で
主
人
公
の
性
格
に
つ
い
て
、
詳
し
く
説
明
す

る
の
を
不
思
議
に
思
い
ま
し
た
。
こ
の
主
人
公
の
性
格
に
つ
い
て
、
こ
の
先
の

話
で
、
僕
が
ど
う
感
じ
る
の
か
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

な
気
が
し
た
。

　

僕
は
こ
の
主
人
公
が
大
好
き
だ
。
や
る
こ
と
が
カ
ッ
コ
い
い
。
寄
宿
生
の
イ

ナ
ゴ
事
件
の
時
も
「
い
た
ず
ら
だ
け
で
罰
は
ご
め
ん
こ
う
む
る
な
ん
て
下
劣
な

根
性
が
ど
こ
の
国
は
や
る
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
。」
と
説
教
し
た
。
そ
の
通
り

だ
な
と
思
っ
た
。
最
後
に
赤
シ
ャ
ツ
と
野
だ
い
こ
に
、
け
ん
か
を
仕
か
け
た
時

も
、
成
功
す
る
よ
う
に
応
援
し
た
し
、
な
ん
だ
か
と
て
も
心
が
ス
ッ
キ
リ
し
た
。

だ
っ
て
、
赤
シ
ャ
ツ
と
野
だ
い
こ
は
卑
怯
だ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
ち
ゃ
ん

と
や
っ
た
こ
と
へ
の
責
任
を
と
っ
て
学
校
を
辞
め
た
。

　

も
し
、
僕
が
こ
の
学
校
に
い
た
ら
性
格
か
ら
し
て
、
み
ん
な
に
合
わ
せ
て
し

ま
い
、
文
句
を
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
主
人
公
と
は
正
反
対
の
存
在
の
先
生
に

な
っ
て
い
た
と
思
う
。
で
も
、
こ
の
主
人
公
の
よ
う
な
先
生
に
出
会
え
た
ら
、

生
徒
達
も
だ
ん
だ
ん
変
わ
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
僕
も
性
格
が
変
わ
れ
た
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
思
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
僕
は
、
ど
う
し
て
こ
の
本
の
題
名
を
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
し
た

の
か
最
後
ま
で
分
か
ら
な
か
っ
た
。
ど
う
み
て
も
、
こ
の
主
人
公
は
、
僕
の
思

う
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
呼
び
方
を
し
て
い

た
の
は
清
だ
け
だ
。
清
は
主
人
公
の
家
に
い
た
お
手
伝
い
な
の
だ
か
ら
、
こ
う

呼
ん
で
い
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
清
が
一
番
、
こ
の
無
鉄
砲
な
中
に
、

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

選
ん
だ
一
行

親
譲
り
の
無
鉄
砲
で
子
供
の
頃
か
ら
損
ば
か
り
し
て
い
る
。
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こ
の
主
人
公
の
本
当
の
正
義
の
姿
を
見
抜
い
て
そ
う
呼
ん
で
い
た
と
し
た
ら
、

こ
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
、
た
だ
の
わ
が
ま
ま
な
「
お
坊
っ
ち
ゃ
ま
」
で
は
な

く
て
、
本
当
の
意
味
で
の
立
派
な
男
ら
し
い
男
性
と
い
う
気
持
ち
を
込
め
た

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
夏
目
漱
石
は
清

の
呼
ん
で
い
た
こ
の
呼
び
名
を
主
人
公
の
「
あ
だ
名
」
と
し
て
、
題
名
に
選
ん

だ
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

《
中
学
生
の
部
》

吾
輩
は
猫
で
あ
る
を
読
ん
で

新
宿
区
立
牛
込
第
二
中
学
校　

2
年

篠
原　

豪
太

　

僕
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
お
気
に
入
り
の
一
行
は
、「
あ
り
が
た
い
。

あ
り
が
た
い
。」
と
い
う
最
後
の
文
で
す
。

　

ま
ず
、
こ
の
本
は
猫
が
主
人
公
で
す
。
中
学
校
で
教
師
を
し
て
い
る
珍
野
苦

沙
弥
に
拾
わ
れ
ま
す
。
猫
は
自
分
を
吾
輩
と
語
り
、
猫
の
世
界
に
生
き
る
自
分

の
主
観
で
、
人
間
界
を
眺
め
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
い
ろ
ん
な
感
想
を
持
ち
な

が
ら
、
人
間
の
優
秀
な
点
と
愚
か
な
点
を
暴
露
し
て
い
き
ま
す
。「
吾
輩
は
猫

で
あ
る
」
の
主
人
公
で
あ
る
猫
は
、
と
て
も
賢
い
で
す
。
人
間
の
言
葉
を
理
解

し
、
猫
同
士
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
、
俳
句
を
詠
ん
だ
り
、
ま
た
失
敗

か
ら
学
ん
だ
り
し
ま
す
。
特
に
僕
が
凄
い
と
感
じ
た
の
は
次
の
セ
リ
フ
で
す
。

「
人
間
と
い
う
も
の
は
到
底
吾
輩
猫
属
の
言
語
を
解
し
得
る
く
ら
い
に
天
の
恵

に
浴
し
て
お
ら
ん
動
物
で
あ
る
。」
で
す
。
こ
れ
は
、
人
間
は
、
自
分
た
ち
猫

の
言
葉
が
分
か
ら
な
い
、
な
ん
て
か
わ
い
そ
う
な
動
物
だ
ろ
う
、
と
い
う
意
味

で
す
。
僕
は
昔
猫
を
飼
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
を
読
ん
で

「
あ
の
子
も
こ
ん
な
風
に
思
っ
て
い
た
の
か
な
」
と
考
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
今
日
の
魚
は
あ
ん
ま
り
お
い
し
く
な
い
ぞ
、
ま
さ
か
安
物
か
。」
な
ん
て
思
っ

て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

本
作
で
は
数
々
の
事
件
が
発
生
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
事
件
を
猫
で
あ
る
吾
輩

は
、
猫
の
主
観
・
視
点
・
捉
え
方
を
も
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
空
想
を
持
ち
な
が

ら
眺
め
て
い
き
ま
す
。
眺
め
た
あ
と
で
自
分
な
り
の
思
惑
を
、
そ
の
事
件
の
痕

跡
を
辿
る
形
で
補
強
し
ま
す
。
吾
輩
は
猫
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
日
本
に

住
む
人
間
に
愛
着
を
湧
か
せ
、
な
る
べ
く
自
分
も
、
人
間
が
繰
り
広
げ
る
文
化

や
生
活
に
慣
れ
親
し
も
う
と
す
る
努
力
を
し
ま
す
。
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
は
吾
輩

は
水
瓶
の
中
に
誤
っ
て
落
ち
、
そ
こ
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
吾
輩
は
ビ

ー
ル
を
飲
む
と
い
う
人
間
の
習
慣
を
会
得
し
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
の
と
き
に
亡

く
な
り
ま
す
。
人
間
で
も
、
ビ
ー
ル
に
よ
っ
て
泥
酔
し
て
事
故
を
起
こ
し
、
そ

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

選
ん
だ
一
行

あ
り
が
た
い
。
あ
り
が
た
い
。
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の
ま
ま
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
る
も
の
で
す
。
吾
輩
も
ビ
ー
ル
に
よ
っ

て
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
吾
輩
は
人
間
の
文
化
に
浸
透
し
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
最
後
の
「
あ
り
が
た
い
。
あ
り
が
た
い
。」
と

い
う
台
詞
を
吐
か
せ
た
心
情
は
「
人
間
の
世
界
に
自
分
が
溶
け
込
む
こ
と
が
で

き
、
そ
の
上
で
人
間
と
同
じ
よ
う
に
死
ぬ
こ
と
が
で
き
て
あ
り
が
た
い
」
と
い

っ
た
「
人
間
に
近
寄
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
賛
美
す
る
思
惑
」
に
あ
る
と
も

見
て
取
れ
ま
す
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
は
「
人
間
の
愚

か
さ
や
欲
深
さ
を
暴
露
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
を
受
容
し
賛
美
し
て
い
る
人
間

讃
歌
の
物
語
」
と
な
る
で
し
ょ
う
。

《
中
学
生
の
部
》

客
観
的

新
宿
区
立
牛
込
第
二
中
学
校　

2
年

森
田　

心

　
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
主
人
公
の
猫
は
賢
い
。
毎
日
毎
日
、
飽
き
る
ほ
ど

人
間
を
観
察
で
き
、
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
猫
が
人
間
を
み
て
文
句
を
言

う
な
ど
聞
い
た
こ
と
は
な
い
が
。
猫
の
視
点
で
書
か
れ
た
こ
の
本
は
、
私
に
と

っ
て
新
し
い
影
響
源
と
な
っ
た
。
言
話
を
発
せ
な
い
猫
は
人
間
を
ど
う
見
て
い

る
の
か
。
ま
た
、
ど
う
感
じ
て
い
る
の
か
興
味
が
湧
い
て
き
た
。

　
「
人
間
と
い
う
も
の
は
到
底
吾
輩
猫
属
の
言
語
を
解
し
得
る
く
ら
い
に
天
の

恵
に
浴
し
て
お
ら
ん
動
物
で
あ
る
」
こ
れ
は
、
本
の
中
に
あ
る
セ
リ
フ
だ
。
私

は
、
こ
の
セ
リ
フ
に
ピ
ン
ッ
と
き
た
。
こ
の
世
の
中
で
は
、
大
小
と
わ
ず
争
い

は
あ
る
だ
ろ
う
、
し
か
し
そ
れ
は
人
間
ど
う
し
が
同
じ
位
置
か
ら
話
を
し
て
い

る
か
ら
だ
と
思
う
。
だ
か
ら
そ
の
争
い
の
中
に
猫
が
い
れ
ば
い
い
、
つ
ま
り
、

客
観
的
に
み
る
人
を
つ
く
れ
ば
い
い
と
思
う
。
そ
れ
で
解
決
す
る
と
は
限
ら
な

い
、
さ
ら
に
課
題
が
増
え
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
逆
に
課
題
を
見
つ
け
る
こ
と

が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
違
う
視
点
か
ら
見
る
こ
と
で
影
響
を
う
け
た
り
し
、

新
し
い
課
題
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
課
題
が
次
々
出
て
く
れ
ば
争
い
は
、

良
い
方
向
へ
進
む
だ
ろ
う
。

　

こ
の
客
観
的
に
み
る
と
い
う
の
は
、
ど
の
場
面
で
も
必
要
だ
と
思
う
。
ど
ん

な
に
楽
し
く
て
鼻
歌
を
歌
っ
て
歩
い
て
い
て
も
、
は
た
か
ら
見
れ
ば
変
な
や
つ

だ
し
、
ど
ん
な
複
雑
な
理
由
が
あ
っ
て
泣
い
て
い
て
も
、
周
り
は
可
哀
想
と
ま

で
し
か
思
わ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
大
事
だ
と
思
う
。
自
分
の
価
値
観
で
物

事
を
進
め
て
も
争
い
が
起
き
る
だ
け
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
政
治
の
中
で
も
同
じ

だ
。
1
人
が
発
言
し
て
も
他
の
誰
れ
か
が
発
言
し
、
討
論
に
な
り
客
観
的
に
み
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作

作
品
名 

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

選
ん
だ
一
行

「
人
間
と
い
う
も
の
は
到
底
吾
輩
猫
属
の
言
語
を
解
し
得
る
く
ら

い
に
天
の
恵
に
浴
し
て
お
ら
ん
動
物
で
あ
る
。」
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る
人
が
出
て
良
い
方
向
へ
進
む
の
繰
り
返
し
だ
。
し
か
し
、
客
観
的
に
み
る
人

が
い
る
か
ら
、
一
担
良
い
方
向
へ
進
む
の
だ
と
思
っ
た
。

　

こ
の
本
を
読
ん
で
、
一
行
だ
け
こ
ん
な
に
深
く
考
え
る
と
は
夢
に
も
思
わ
な

か
っ
た
。
自
分
の
価
値
観
で
押
し
通
し
て
も
争
い
が
起
き
る
。
し
か
し
、
客
観

的
を
ヒ
ン
ト
に
良
い
方
向
へ
進
む
。
こ
れ
を
教
え
て
く
れ
た
こ
の
本
は
私
に
と

っ
て
影
響
源
と
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
、
争
い
が
起
き
た
と
し
て
も
、
客
観
的
と

い
う
こ
と
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
解
決
し
て
い
き
た
い
。
自
分
の
価
値
観
を
押
し
通

す
よ
り
も
、
周
り
の
人
は
ど
う
思
う
だ
ろ
う
と
考
え
て
み
て
他
の
価
値
観
を
聞

い
て
み
る
の
も
い
い
解
決
方
法
だ
と
思
う
。

《
中
学
生
の
部
》

私
の
「
こ
こ
ろ
」

新
宿
区
立
落
合
第
二
中
学
校　

1
年

横
山　

あ
い

　

私
は
「
こ
こ
ろ
」
を
読
ん
だ
。
最
初
に
こ
の
本
を
読
ん
だ
時
に
は
い
つ
も
の

読
書
の
時
の
よ
う
に
す
ん
な
り
と
は
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
十
二
歳
の

私
に
は
理
解
し
が
た
い
文
章
が
並
ぶ
中
特
に
難
し
か
っ
た
の
が
次
の
一
文
だ
っ

た
。

　
「
自
分
も
あ
の
叔
父
と
同
じ
人
間
だ
と
意
識
し
た
時
、
私
は
急
に
ふ
ら
ふ
ら

し
ま
し
た
。
ひ
と
に
愛
想
を
尽
か
し
た
私
は
自
分
に
も
愛
想
を
尽
か
し
て
動
け

な
く
な
っ
た
の
で
す
。」

　

難
し
か
っ
た
か
ら
こ
そ
興
味
を
持
ち
、
理
解
し
よ
う
と
何
度
も
読
み
返
し
た
。

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行

「
自
分
も
あ
の
叔
父
と
同
じ
人
間
だ
と
意
識
し
た
時
、
私
は
急
に

ふ
ら
ふ
ら
し
ま
し
た
。
ひ
と
に
愛
想
を
つ
か
し
た
私
は
、
自
分
に

も
愛
想
を
つ
か
し
て
動
け
な
く
な
っ
た
の
で
す
。」
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か
つ
て
自
分
を
裏
切
っ
た
叔
父
に
あ
き
れ
て
、
怒
り
を
覚
え
た
私
も
い
つ
し

か
、
目
標
と
し
て
い
た
人
で
は
な
い
そ
の
対
極
に
い
る
叔
父
の
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
い
、
親
友
を
裏
切
り
、
最
後
に
は
自
殺
に
ま
で
追
い
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。

そ
ん
な
自
分
自
身
に
あ
き
れ
て
罪
の
意
識
を
も
ち
、
つ
ぐ
な
お
う
と
す
る
も
の

の
い
つ
も
そ
の
意
識
は
暗
い
影
と
な
っ
て
つ
い
て
く
る
。
結
局
、
そ
の
暗
い
影

は
「
私
」
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
私
は
解
釈
し
た
。
人
は
み
ん
な
自
分
は
正
し
い
と
い
う
信
念
が

ど
こ
か
に
あ
る
。
し
か
し
、「
目
の
前
に
嫌
い
な
人
が
現
わ
れ
た
ら
そ
の
人
が

嫌
い
な
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
人
の
中
に
見
る
自
分
自
身
が
嫌
い
な
の
で
す
」

と
い
う
の
を
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
文
を
解
釈
し
た
こ
と
で
よ

り
強
く
そ
う
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

私
は
こ
の
物
語
り
か
ら
初
め
て
大
人
の
世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

「
こ
こ
ろ
」
の
登
場
人
物
の
や
り
と
り
か
ら
学
ぶ
こ
と
。
そ
れ
は
一
つ
の
明
か

り
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
と
周
り
の
も
の
は
暗
が
り
に
隠
れ
て
知
ら
な
い
う
ち

に
傷
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
お
話
で
い
え
ば
親
友
か
ら
恋

心
を
聞
い
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
先
を
こ
さ
れ
る
ま
い
と
先
手
を
う
つ
こ
と

に
夢
中
に
な
り
、
暗
が
り
に
隠
れ
た
「
親
友
」
を
追
い
こ
ん
で
い
た
、
と
い
う

こ
と
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
今
の
私
た
ち
に
お
い
て
の
い
じ
め
や

こ
れ
か
ら
の
社
会
の
中
で
起
こ
り
う
る
こ
と
だ
と
思
う
。
こ
こ
ま
で
大
げ
さ
で

は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
自
分
勝
手
な
行
動
で
相
手
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
こ
と

は
少
な
か
ら
ず
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
物
語
り
は
自
分
で
解
釈
し
な
が
ら
一
つ
一
つ
て
い
ね
い
に
読
む
と
私
た

ち
に
何
か
大
事
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

　

明
か
り
に
夢
中
に
な
っ
た
と
し
て
も
行
動
を
起
こ
す
前
に
少
し
で
も
周
り
を

見
れ
ば
暗
が
り
を
減
ら
す
こ
と
は
で
き
る
の
だ
と
。

　

明
か
り
を
ふ
や
す
こ
と
も
可
能
な
の
だ
と
。

《
中
学
生
の
部
》

「
告
白
」

新
宿
区
立
新
宿
中
学
校　

1
年

岡
本　

仁
冴

　

こ
の
本
を
読
み
終
え
た
直
後
の
感
想
は
、「
切
な
く
、
闇
が
深
い
」
と
も
や

も
や
し
た
気
持
ち
で
し
た
。
裏
切
ら
れ
、
裏
切
り
、
後
悔
、
懺
悔
、
そ
れ
ら
は

私
の
人
生
で
ま
だ
味
わ
っ
た
事
の
な
い
程
の
深
い
闇
で
す
。

　

先
生
と
主
人
公
と
の
間
に
は
常
に
壁
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
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作

作
品
名 

『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行

「
話
し
ま
し
ょ
う
。
私
の
過
去
を
残
ら
ず
、
あ
な
た
に
話
し
て
上

げ
ま
し
ょ
う
。」
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後
に
先
生
の
心
の
闇
に
よ
る
も
の
だ
と
分
か
る
の
で
す
が
、
読
ん
で
い
て
も
ど

か
し
く
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、「
話
し
ま
し
ょ
う
。
私
の
過
去
を
残
ら
ず
、

あ
な
た
に
話
し
て
上
げ
ま
し
ょ
う
。」
と
言
っ
た
時
に
告
白
の
決
心
、
自
分
の

中
か
ら
闇
を
人
に
伝
え
る
事
に
よ
っ
て
も
う
一
度
人
を
信
じ
る
事
、
闇
か
ら
の

開
放
、
改
た
め
て
懺
悔
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

人
に
自
分
の
後
悔
し
た
出
来
事
、
懺
悔
す
る
出
来
事
を
伝
え
る
と
い
う
事
は
と

て
も
勇
気
の
い
る
行
動
で
す
。
そ
の
勇
気
あ
る
決
心
が
こ
の
一
行
に
、
表
さ
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
先
生
の
事
を
振
り
返
る
と
先
生
は
い
つ
し
か
積
み
重
な

り
大
き
く
深
く
な
っ
た
闇
の
重
さ
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い

ま
し
た
。
主
人
公
の
た
だ
真
面
目
で
単
純
な
人
柄
に
先
生
は
最
後
の
希
み
の
よ

う
な
気
持
ち
か
ら
決
心
で
き
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
初
め
て
主
人
公
と
の

間
に
壁
が
な
く
な
っ
た
瞬
間
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
様
に

先
生
の
気
持
ち
を
推
測
し
て
い
く
と
、
読
み
終
え
た
直
後
の
感
想
か
ら
本
の
印

象
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
深
い
闇
は
あ
る
の
で
す
が
、
主
人
公
の
人

柄
が
明
る
い
希
望
と
な
り
、
先
生
の
心
に
届
い
た
の
だ
と
思
え
ま
し
た
。
死
ぬ

前
に
た
っ
た
一
人
で
い
い
か
ら
人
を
信
用
し
て
死
に
た
い
。
と
本
音
を
伝
え
ら

れ
た
事
、
秘
密
の
共
有
、
主
人
公
と
先
生
の
信
頼
関
係
が
最
後
に
築
け
た
事
は

と
て
も
大
き
か
っ
た
は
ず
で
す
。

　

人
に
は
誰
し
も
度
合
い
は
そ
れ
ぞ
れ
で
も
闇
は
存
在
す
る
と
思
い
ま
す
。
先

生
の
言
う
よ
う
に
、
善
人
も
悪
人
と
な
る
事
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
悪
い
事

ば
か
り
で
は
な
い
と
主
人
公
と
先
生
を
通
し
て
思
え
ま
し
た
。
裏
切
ら
れ
、
裏

切
り
が
あ
っ
た
が
、
人
間
不
信
の
よ
う
な
大
き
な
闇
か
ら
も
う
一
度
人
を
信
じ

る
事
が
出
来
た
先
生
は
懺
悔
出
来
た
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
ま
だ
十
数
年
し
か
生
き
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
先
ど
の
様
な
事
が
起
き
る

か
わ
か
ら
な
い
で
す
。
裏
切
る
事
、
裏
切
ら
れ
る
事
、
日
常
が
一
変
す
る
様
な

事
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
生
き
て
い
く
中
で
人
を
信
じ
、
心
の

闇
を
包
み
込
む
前
向
き
な
心
を
持
っ
て
い
た
い
と
強
く
思
い
ま
す
。

　

主
人
公
の
真
面
目
さ
、
先
生
の
人
を
信
じ
た
い
と
願
っ
た
気
持
ち
、
こ
の
本

を
回
想
し
て
分
か
っ
た
事
で
す
。
心
の
多
様
性
、
色
々
な
経
験
か
ら
生
ま
れ
る

も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

《
中
学
生
の
部
》

「
人
の
心
に
お
け
る
矛
盾
」

成
城
中
学
校　

2
年

中
野　

裕
太

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行

人
間
を
愛
し
う
る
人
、
愛
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
人
、
そ
れ
で
い

て
自
分
の
懐
に
は
い
ろ
う
と
す
る
も
の
を
、
手
を
ひ
ろ
げ
て
抱
き

締
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
、
│
こ
れ
が
先
生
で
あ
っ
た
。



32

　

人
の
心
は
複
雑
で
あ
る
。
私
は
『
こ
こ
ろ
』
を
読
ん
で
「
人
の
心
の
矛
盾
」

に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
こ
の
一
文
で
あ

る
。
先
生
は
「
人
を
愛
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
人
」
で
あ
る
の
に
「
自
分
の
懐

に
は
い
ろ
う
と
す
る
も
の
を
、
手
を
広
げ
て
抱
き
締
め
る
こ
と
の
で
き
な
い

人
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
一
文
に
私
は
切
な
さ
を
覚
え
た
。
矛
盾
と
は
切
な
い

も
の
で
あ
る
。

　

又
先
生
は
、
自
分
を
欺
い
た
叔
父
を
憎
み
、
自
分
だ
け
は
そ
ん
な
人
間
で
は

な
い
と
強
く
思
っ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
気
が
付
く
と
自
分
も
同
じ
よ
う
に
親

友
を
欺
き
、
死
に
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
先
生
の
中
に
あ
る

「
正
義
感
」
と
「
裏
切
り
の
心
」
が
矛
盾
し
な
が
ら
も
葛
藤
し
混
在
し
て
い
る
。

　

親
友
へ
の
罪
悪
感
は
自
分
の
中
に
あ
る
正
義
へ
の
罪
悪
感
で
あ
り
、
先
生
は

そ
の
罪
悪
感
と
妻
へ
の
愛
情
の
狭
間
で
葛
藤
し
続
け
る
。
し
か
し
、
そ
の
親
友

が
自
殺
し
た
の
ち
も
、「
罪
悪
感
」
を
抱
き
な
が
ら
も
結
局
は
世
間
体
を
気
に

し
て
保
身
に
回
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
更
に
は
「
人
を
信
じ
た
い
」
と
思
っ

て
い
る
の
に
「
人
を
信
じ
て
は
い
け
な
い
」
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
。

本
当
に
人
の
心
と
は
複
雑
で
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

瀬
石
は
、
人
間
が
誰
し
も
持
っ
て
い
る
正
義
感
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
矛
盾
、
そ

し
て
そ
の
両
者
の
間
で
揺
れ
動
く
心
の
葛
藤
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
人
の
正
義
感
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
、
そ
の
時
の
状
況
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
の

立
場
に
も
変
化
し
得
る
と
い
う
事
を
、
私
達
に
教
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思

う
。
人
間
と
は
そ
う
い
う
哀
し
い
生
き
物
で
あ
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
か
の
よ

う
だ
。

　

自
分
だ
け
は
叔
父
の
よ
う
な
人
間
で
は
な
い
と
自
身
を
信
じ
て
い
た
先
生
が
、

実
は
自
分
に
も
叔
父
と
同
じ
よ
う
な
心
が
あ
っ
た
と
気
付
い
た
時
の
衝
撃
は
い

か
ば
か
り
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

先
生
は
自
分
さ
え
も
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
そ
し
て
叔
父
と
同
様

に
自
ら
を
憎
む
よ
う
に
な
っ
た
。
今
ま
で
軽
べ
つ
し
て
き
た
人
間
と
自
分
を
ひ

と
く
く
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
先
生
の
心
は
、
ど
れ
程
絶
望
の
淵
に
瀕
し

て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
そ
う
し
な
が
ら
も
、
先
生
の
心
の
中
の
矛
盾
と
葛
藤
は
最
期
ま
で
続

く
。「
私
の
過
去
を
善
悪
と
も
に
、
ひ
と
の
参
考
に
供
す
る
つ
も
り
」
と
し
な

が
ら
も
、「
妻
に
は
な
ん
に
も
知
ら
せ
た
く
な
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一

見
、
妻
の
た
め
に
と
し
な
が
ら
も
、
も
う
一
方
で
私
に
は
先
生
の
保
身
に
も
思

え
た
。
先
生
は
「
人
間
を
愛
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
人
」
で
あ
り
な
が
ら
「
自

分
の
懐
に
は
い
ろ
う
と
す
る
者
を
手
を
広
げ
て
抱
き
締
め
る
こ
と
の
で
き
な
い

人
」
な
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
手
を
広
げ
て
抱
き
締
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
人
を
愛
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
人
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

人
間
と
は
常
に
矛
盾
の
中
で
葛
藤
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
現
代
に
お
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
承
知
し
た
上
で
私
達

は
生
き
る
上
で
何
を
選
択
し
て
い
く
の
か
、
し
っ
か
り
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
ろ
う
。
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《
中
学
生
の
部
》

活
き
て
生
き
る

成
城
中
学
校　

2
年　

和
田　

宙
丸

　

夏
目
漱
石
と
い
え
ば
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
か
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
が
有
名

だ
と
思
う
。
で
も
周
り
が
選
び
そ
う
な
も
の
を
選
ん
で
も
あ
り
き
た
り
な
文
に

な
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
の
で
、
あ
え
て
「
何
こ
れ
‥
」
と
思
う
よ
う
な
聞
い
た

こ
と
の
な
い
本
を
読
も
う
と
思
っ
た
。
そ
れ
で
本
屋
に
行
っ
て
み
た
ら
思
っ
て

い
た
よ
う
な
本
を
見
つ
け
た
の
で
購
入
。
冒
頭
を
読
ん
で
み
て
す
ぐ
に
後
悔
し

た
。
葭
簀
・
床
几
・
久
留
米
絣
…
訳
の
分
か
ら
ぬ
言
葉
が
続
い
て
い
る
。
何
で

こ
ん
な
本
を
買
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
や
『
吾
輩
は
猫

で
あ
る
』
等
は
読
ん
だ
こ
と
こ
そ
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
『
坑
夫
』
よ
り

は
分
か
り
や
す
い
、
と
思
う
。
四
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
の
主
人
公
の
心
情
を
描

い
た
箇
所
は
卒
倒
す
る
く
ら
い
の
圧
倒
的
文
字
数
に
、
視
力
を
幾
分
か
奪
わ
れ

た
気
が
す
る
。
と
に
か
く
分
か
り
に
く
い
文
章
を
前
に
、
必
死
に
脳
内
の
想
像

力
と
語
彙
力
を
フ
ル
回
転
し
、
頑
張
っ
て
読
み
終
え
た
。
読
み
終
え
た
後
小
さ

く
「
疲
れ
た
│
。」
と
言
っ
て
し
ま
う
程
頭
使
っ
た
。
し
か
し
こ
ん
な
に
批
判

ば
か
り
し
て
い
て
「
な
ら
違
う
本
に
す
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
」
と
言
わ
れ
そ
う

な
の
だ
が
、
こ
ん
な
に
批
判
し
て
い
て
も
こ
の
本
を
選
ん
で
感
想
文
を
書
い
て

い
る
の
に
は
、
一
応
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
二
つ
の
文
章
が
心
の
隅
に
ず

っ
と
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
堕
落
の
底
に
死
ん
で
活
き
て
る
」、「
堕
落

し
た
と
自
覚
し
な
が
ら
、
生
き
て
働
い
て
い
る
」。
こ
れ
ら
の
文
書
が
心
に
残

っ
て
い
る
理
由
は
、
主
に
読
書
時
の
私
自
身
の
生
活
習
慣
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時
の
私
と
い
え
ば
、
朝
登
校
寸
前
に
布
団
か
ら
飛
び
起
き
、
遅
刻
し
な
い

た
め
に
蒸
し
暑
い
満
員
電
車
に
体
を
捻
じ
込
み
、
部
内
で
は
昼
休
み
を
待
ち
望

み
な
が
ら
練
習
し
、
家
に
帰
っ
て
は
宿
題
も
せ
ず
に
ゲ
ー
ム
、
と
い
う
堕
落
そ

の
も
の
の
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
時
に
限
っ
て
「
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
だ
め

だ
。」
と
か
「
宿
題
終
わ
ん
な
い
ぞ
。」
と
か
思
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
に

も
こ
う
に
も
実
行
で
き
な
い
。「
堕
落
し
た
と
自
覚
」
と
は
こ
う
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

作
中
で
は
銅
山
で
働
く
男
達
に
は
「
楽
し
み
が
な
い
」
と
思
っ
た
。
彼
ら
は

「
楽
し
み
が
な
い
」、
す
な
わ
ち
娯
楽
が
な
い
中
で
必
死
に
「
楽
し
み
」
を
探
し
、

そ
の
結
果
死
体
や
新
米
を
馬
鹿
に
す
る
。「
生
き
る
」
で
は
な
く
「
活
き
る
」

と
い
う
の
は
「
こ
う
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
二
文
の
間
に
は
文
が
一
つ
も

な
い
。
そ
れ
な
の
に
「
活
き
る
」
と
「
生
き
る
」
が
共
存
し
て
い
る
。
そ
し
て

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
坑
夫
』

選
ん
だ
一
行

堕
落
の
底
に
死
ん
で
活
き
る
・
堕
落
し
た
と
自
覚
し
な
が
ら
、
生

き
て
働
い
て
い
る
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こ
の
二
文
の
後
に
は
こ
う
続
く
。「
生
き
て
│
自
分
を
救
お
う
と
し
て
い
る
。」

「
生
き
る
」
こ
と
は
も
が
く
こ
と
で
あ
る
。
堕
落
し
た
自
分
を
必
死
に
押
し
上

げ
よ
う
と
も
が
く
こ
と
で
あ
る
。
も
が
く
中
で
心
を
満
た
そ
う
と
無
理
に
で
も

「
楽
し
み
」
を
探
す
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
活
き
よ
う
と
し
た
結
果
が
作
中

の
坑
夫
ら
の
よ
う
に
な
る
の
な
ら
、
や
っ
ぱ
り
人
生
堕
落
し
た
く
は
な
い
も
の

で
あ
る
。
人
に
よ
っ
て
「
堕
落
」
の
線
引
き
は
違
う
。
そ
れ
だ
か
ら
、
こ
の
世

か
ら
犯
罪
が
消
え
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
時

間
が
あ
る
の
な
ら
、
と
り
あ
え
ず
終
わ
っ
て
い
な
い
宿
題
を
と
っ
と
と
片
付
け

て
し
ま
お
う
。

《
中
学
生
の
部
》

「
勇
気
」
を
も
っ
て
立
派
な
人
へ大

妻
中
学
校　

1
年

小
山　

明
華

　

私
が
、
も
し
も
重
き
な
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
「
正
直
」
に

白
状
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
き
っ
と
そ
の
罪
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
人
は

み
な
「
正
直
」
に
な
れ
な
く
な
る
は
ず
だ
。
私
も
な
お
さ
ら
正
直
に
な
れ
な
く

な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
た
と
え
小
さ
な
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
た
め
ら
わ
ず
「
正
直
」
に
白
状
で
き
な
い
か
ら
だ
。
い
つ
も
あ
と
も
う

ひ
と
踏
ん
張
り
の
と
こ
ろ
で
、
で
か
け
て
い
た
言
葉
が
重
い
お
も
り
の
よ
う
な

も
の
で
ふ
さ
が
れ
て
し
ま
う
。

　

こ
ん
な
自
分
に
悩
む
よ
う
に
な
っ
た
頃
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
あ
っ
た
あ
る

一
文
が
心
に
残
っ
た
。

　
「
し
た
も
の
は
し
た
の
で
、
し
な
い
も
の
は
し
な
い
に
き
ま
っ
て
る
」。
私
は

こ
の
文
を
読
ん
だ
と
き
、「
本
当
に
そ
う
だ
な
。」
と
思
っ
た
。
こ
の
お
話
の
中

で
の
罪
と
い
う
の
は
、
生
徒
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
布
団
の
中
に
イ
ナ
ゴ
を
た
く
さ

ん
入
れ
た
こ
と
だ
が
、
そ
れ
を
生
徒
達
は
初
め
、「
や
っ
て
い
な
い
。」
と
う
そ

を
つ
い
た
。
し
か
も
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
白
状
し
な
い
。
た
い
し
た
罪
で
は

な
い
は
ず
な
の
に
、「
正
直
」
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
生
徒
達
の
姿
は
ま
る

で
私
の
よ
う
だ
っ
た
。
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
の
な
ら
、
も
う
過
去
は
取
り
戻

せ
な
い
。「
し
た
も
の
は
し
た
」。
だ
か
ら
、
自
分
が
犯
し
て
し
ま
っ
た
罪
を

「
正
直
」
に
白
状
す
る
し
か
な
い
の
だ
と
気
が
付
い
た
。

　

こ
の
一
文
で
私
は
、
自
分
が
「
正
直
」
に
な
る
た
め
に
必
要
な
も
の
も
見
つ

け
た
。
そ
れ
は
「
勇
気
」
だ
っ
た
。
あ
の
重
い
お
も
り
は
「
恐
怖
」
で
あ
り
、

「
勇
気
」
を
閉
じ
込
め
て
い
た
の
だ
。
一
見
、「
勇
気
」
と
「
正
直
」
は
関
係
無

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

選
ん
だ
一
行

「
し
た
も
の
は
し
た
の
で
、
し
な
い
も
の
は
し
な
い
に
き
ま
っ
て

る
」



35

さ
そ
う
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
私
が
「
正
直
」
に
な
る
た
め
に
は
、

「
勇
気
」
が
必
要
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
罪
を
白
状
す
る
と
き
に
私
は
い
つ
も
、

怒
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
し
ま
い
、
白
状
す
る
勇
気
を
ど
う
し
て
も
持
て
な
く

な
る
か
ら
だ
。
き
っ
と
私
は
、
自
分
が
罪
を
犯
し
て
い
る
く
せ
に
、
怒
ら
れ
る

の
を
恐
れ
る
弱
い
人
間
だ
っ
た
ん
だ
。
で
も
、
今
落
ち
着
い
て
考
え
て
み
る
と
、

も
し
自
分
が
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
心
か
ら
反
省
し
た
の
な

ら
、
あ
と
は
す
ぐ
白
状
し
て
、
も
う
二
度
と
罪
を
犯
さ
な
け
れ
ば
い
い
の
で
は
、

と
も
思
え
る
。
私
が
思
う
、
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
あ
と
に
そ
の
人
が
す
べ
き

こ
と
は
、
心
か
ら
反
省
を
し
、「
正
直
」
に
白
状
す
る
こ
と
。
だ
か
ら
、
罪
を

犯
す
の
は
よ
く
な
い
こ
と
だ
け
ど
、
本
当
に
心
か
ら
反
省
を
し
、「
正
直
」
に

白
状
で
き
た
な
ら
、
そ
の
人
は
誰
よ
り
も
強
い
心
を
持
つ
「
立
派
な
人
」
へ
と

成
長
で
き
る
気
が
す
る
。
し
か
し
、
や
っ
ぱ
り
ま
だ
私
に
は
す
ぐ
白
状
す
る
こ

と
が
難
し
い
た
め
、
ま
ず
は
「
勇
気
」
を
持
つ
こ
と
か
ら
頑
張
っ
て
い
こ
う
と

思
う
。

　

結
果
、
あ
の
一
文
は
私
に
「
勇
気
」
を
与
え
て
く
れ
た
。「
得
た
も
の
が
少

な
い
。」
と
思
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
に
は
十
分
だ
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
「
勇
気
」
こ
そ
が
私
が
「
正
直
」
に
な
る
た
め
の
か
ぎ
だ
っ
た
か
ら
だ
。

私
は
こ
れ
か
ら
、
罪
を
犯
し
て
も
「
勇
気
」
を
も
っ
て
「
正
直
」
に
白
状
で
き

る
、
立
派
な
人
に
な
れ
る
よ
う
頑
張
り
た
い
。

《
中
学
生
の
部
》

一
文
で
伝
わ
る
こ
と

暁
星
中
学
校　

1
年

關
谷　

藍

　

今
回
、
選
ん
だ
夏
目
漱
石
の
一
文
は
、
新
潮
文
庫
「
そ
れ
か
ら
」
の
百
八
十

四
ペ
ー
ジ
、「
門
野
は
そ
れ
を
洋
卓
の
上
に
置
い
て
、
又
縁
側
へ
出
た
が
、
出

掛
に
、「
も
う
、
そ
ろ
そ
ろ
蛍
が
出
る
時
分
で
す
な
」
と
云
っ
た
。」
と
い
う
一

文
で
す
。
こ
の
文
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
蛍
が
出
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
6
月

頃
と
わ
か
り
ま
す
。
6
月
よ
り
少
し
前
、
つ
ま
り
5
月
下
旬
な
の
で
少
し
ず
つ

熱
く
な
っ
て
来
る
時
期
で
し
ょ
う
。
こ
の
文
で
は
門
野
の
服
装
に
つ
い
て
は
何

も
言
及
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
少
し
ず
つ
熱
く
な
っ
て
く
る
時
期
な
の
で
お
そ

ら
く
風
通
し
の
良
い
服
を
着
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
蛍

が
出
る
、
と
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
蛍
が
出
そ
う
な
こ
と
を
知
ら
せ
た

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
そ
れ
か
ら
』

選
ん
だ
一
行

門
野
は
そ
れ
を
洋
卓
の
上
に
置
い
て
、
又
縁
側
へ
出
た
が
、
出
掛

に
、「
も
う
、
そ
ろ
そ
ろ
蛍
が
出
る
時
分
で
す
な
」
と
云
っ
た
。
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い
わ
け
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
知
ら
せ
な
く
て
も
良
い
様
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
門
野
が
代
助
を
た
ま
に
は
蛍
で
も
見
に
出
か
け
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
と

も
と
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
す
べ
て
文
章
自
体
に
は
書
い
て
い
な
い
こ

と
で
あ
り
、
人
に
よ
っ
て
解
釈
が
違
う
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
一
見
本
文
に
は

関
係
な
い
文
に
も
こ
う
云
う
風
に
解
釈
の
自
由
が
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
一

番
好
き
な
文
で
あ
る
理
由
で
す
。
ま
た
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
蛍
が
出
て

い
る
と
い
う
台
詞
は
他
の
解
釈
も
で
き
ま
す
。
例
え
ば
代
助
に
た
だ
単
に
気
に

な
っ
た
話
を
振
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
と
も
判
断
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
で
は
あ
ま
り
面
白
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
つ
も
り
で
書
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
深
い
意
味
で
受
け
取
っ
て
こ
そ
本
当
に
楽
し
め
る
の
だ
と
僕
は

思
い
ま
す
。
他
の
解
釈
の
仕
方
と
し
て
は
、
代
助
に
季
節
感
を
は
っ
き
り
さ
せ

る
た
め
に
云
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
代
助
が
思
い
悩
む
こ
と
を
あ
ら
か

じ
め
予
測
し
て
、
景
気
づ
け
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
言
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
人
間
は
よ
っ
ぽ
ど
疲
れ
て
い
な
い
限
り
、
意
識
し
て
発
言
す
る
と
思
わ
れ

ま
す
。
な
の
で
、
門
野
は
上
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
発
言
し
た
と
思
う
ほ
う

が
ご
く
自
然
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
小
説
の
一
文
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
一
文
、

一
文
が
こ
の
よ
う
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
文
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
物

語
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
不
思
議
な
文
章
、
も
と
い
世
界
観
が
成
り
立
っ
て
い
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ほ
か
に
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
洋
卓
と
い
う
単
語
で
す
。

今
で
は
ほ
と
ん
ど
の
作
品
で
は
見
か
け
ら
れ
な
い
で
す
が
、（
た
ま
に
見
か
け

た
り
し
ま
す
）
書
か
れ
た
時
代
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

夏
目
漱
石
の
作
品
は
ど
れ
も
基
本
的
に
読
ん
だ
後
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
作
品

で
す
。（
た
ま
に
不
思
議
な
感
じ
を
残
し
た
ま
ま
終
わ
る
と
き
も
あ
り
ま
す
）

こ
の
読
書
感
想
文
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
め
て
、
夏
目
漱
石
の
作
品
群
が

特
別
な
印
象
を
残
す
理
由
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

《
中
学
生
の
部
》

こ
ん
な
夢
を
み
た

文
京
区
立
茗
台
中
学
校　

3
年

牧
野　

賢
士

　
「
と
こ
ろ
が
│
自
分
の
足
が
甲
板
を
離
れ
て
、
船
と
縁
が
切
れ
た
そ
の
刹
那

に
、
急
に
命
が
惜
し
く
な
っ
た
」
と
い
う
一
文
に
興
味
を
感
じ
た
。

　

漱
石
の
作
品
「
夢
十
夜
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
意
外
性
や
幻
想
的
な
雰
囲
気
な
ど

を
感
じ
る
面
白
い
も
の
だ
と
思
う
。
そ
の
中
で
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
が
、

第
七
夜
の
こ
の
一
文
だ
。

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
夢
十
夜
』

選
ん
だ
一
行

と
こ
ろ
が
│
自
分
の
足
が
甲
板
を
離
れ
て
、
船
と
縁
が
切
れ
た
そ

の
刹
那
に
、
急
に
命
が
惜
し
く
な
っ
た
。
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第
七
夜
、
大
き
な
船
に
乗
っ
て
い
る
夢
の
話
。
そ
の
船
は
毎
日
毎
夜
、
少
し

の
絶
間
な
く
黒
い
煙
を
吐
い
て
浪
を
切
っ
て
進
ん
で
い
く
。
け
れ
ど
も
、
何
処

へ
行
く
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
水
夫
に
聞
い
て
も
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
異
人

の
様
な
い
で
た
ち
の
人
も
い
る
の
だ
が
、
誰
も
普
通
で
は
な
い
様
子
で
あ
る
。

　

主
人
公
は
、
と
う
と
う
死
ぬ
こ
と
を
決
意
す
る
。
い
つ
陸
に
上
が
れ
る
の
か

分
か
ら
な
い
船
に
乗
り
続
け
る
こ
と
の
苦
痛
が
、
極
限
に
達
し
た
の
だ
ろ
う
。

つ
い
に
、
海
の
中
へ
身
を
投
じ
た
。

　

だ
が
、
こ
こ
で
急
に
命
が
惜
し
く
な
っ
た
。
ど
こ
へ
行
く
の
か
分
か
ら
な
い

船
で
も
、
や
っ
ぱ
り
乗
っ
て
い
る
方
が
良
か
っ
た
と
悟
る
が
、
無
限
の
後
悔
と

恐
怖
を
抱
い
て
黒
い
波
の
方
へ
静
か
に
落
ち
て
い
っ
た
。

　

漱
石
は
、
こ
の
夢
を
ど
ん
な
気
持
ち
で
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
同
じ

よ
う
な
夢
を
見
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
有
名
な
「
草
枕
」
の
一
文
で
は
、
こ
の

世
の
住
み
に
く
さ
を
嘆
い
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
な
ん
と
か
社
会
と
折
り
合
い

を
つ
け
て
生
き
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
は
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
や
る
せ

な
さ
を
感
じ
る
。
一
方
、
す
べ
て
を
投
げ
出
し
て
、
や
め
て
し
ま
お
う
と
す
る

諦
め
の
気
持
ち
も
感
じ
た
。
こ
の
二
つ
の
気
持
ち
の
葛
藤
が
、
こ
の
作
品
に
垣

間
見
え
る
。

　

以
前
、
私
は
、
音
も
光
も
色
も
な
い
空
間
を
ひ
た
す
ら
走
り
続
け
る
夢
を
み

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
深
い
穴
の
よ
う
な
所
に
落
ち
て
目
覚
め
る
。
何
と
も
心
地

の
悪
い
気
持
ち
で
起
き
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
見
る
夢
と
現
実
の
世
界
に
は
、

何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
。
私
は
自
分
の
夢
の
こ
と
は
覚
え
て
い
る
け
れ

ど
も
、
そ
れ
に
関
連
す
る
よ
う
な
出
来
事
は
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

第
七
夜
で
主
人
公
は
、
自
分
の
と
っ
た
行
動
を
深
く
後
悔
し
て
い
る
。
そ
れ

を
、
た
だ
の
夢
で
済
ま
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
私
は
こ
の
後
悔
の

思
い
が
気
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
す
る
も
の
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
さ

ら
に
、
私
が
昔
見
た
夢
に
も
思
い
を
は
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

　

人
は
一
生
の
う
ち
に
、
様
々
な
夢
を
見
る
。
記
憶
に
残
る
夢
は
、
な
ぜ
か
美

し
い
も
の
よ
り
も
苦
々
し
い
も
の
が
多
い
よ
う
だ
。
第
七
夜
の
夢
に
、
共
感
を

覚
え
た
の
も
、
そ
の
点
が
関
係
し
て
い
る
と
思
う
。

　

な
ぜ
、
人
は
夢
を
見
る
の
か
。
夢
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
将

来
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
追
究
す
る
の
も
悪
く
な
い
と
思
っ
た
。
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《
中
学
生
の
部
》

「
優
し
さ
」
を
拒
絶
す
る
先
生

筑
波
大
学
附
属
中
学
校　

2
年

鈴
木　

愛
渚

　

人
か
ら
「
優
し
さ
」
を
感
じ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
と
き
だ
ろ
う
か
。
私
は
作

品
を
通
じ
て
、「
先
生
」
が
、
一
貫
し
て
ひ
ど
く
寂
し
い
存
在
に
感
じ
ら
れ
た
。

そ
れ
は
、「
私
は
寂
し
い
人
間
で
す
」
と
自
身
が
自
覚
し
て
い
る
以
上
だ
と
思

う
。
私
達
が
「
寂
し
い
」
と
い
う
時
は
、
共
有
し
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
が

多
少
な
り
と
も
込
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
先
生
の
「
寂
し
い
」
に

は
、
そ
れ
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
私
は
先
生
の
精
神
の
周
り
に
、
他
者
の
「
優
し

さ
」
が
纏
い
つ
く
余
地
を
感
じ
な
か
っ
た
。
こ
の
精
神
構
造
は
、
い
か
に
し
て

形
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

先
生
は
両
親
を
失
い
、
財
産
を
叔
父
に
託
し
て
東
京
の
高
校
に
進
む
が
、
後

に
裏
切
り
に
気
づ
く
。
財
産
を
処
分
し
、
二
度
と
故
郷
の
土
を
踏
ま
な
か
っ
た
。

先
生
に
「
人
間
と
い
う
も
の
を
、
一
般
に
憎
む
こ
と
を
覚
え
た
」
と
ま
で
言
わ

せ
た
こ
の
事
件
が
人
間
形
成
に
影
響
を
与
え
た
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、

決
定
的
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
何
故
な
ら
先
生
は
、
人
の
弱
さ
や
罪
深
さ
を
嘆

き
つ
つ
、
己
は
高
潔
に
生
き
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
。「
世
間
は
ど
う
あ
ろ
う
と

も
こ
の
己
は
立
派
な
人
間
だ
と
い
う
信
念
」
と
手
紙
に
あ
る
。
そ
の
真
っ
当
に

清
く
生
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
私
は
共
感
す
る
。

　

先
生
は
奥
さ
ん
と
御
嬢
さ
ん
の
家
に
下
宿
し
、
Ｋ
が
加
わ
る
。
先
生
と
勘
当

さ
れ
た
Ｋ
の
精
神
的
立
ち
位
置
は
奇
妙
に
似
て
い
る
。

　

二
人
は
孤
独
と
寂
し
さ
を
抱
え
な
が
ら
高
潔
で
志
高
い
青
年
を
目
指
し
た
。

し
か
し
経
過
は
違
い
こ
そ
す
れ
、
二
人
と
も
自
ら
死
を
引
き
寄
せ
て
い
く
。

　

Ｋ
は
あ
ら
ゆ
る
欲
望
を
禁
じ
た
求
道
者
だ
っ
た
。
Ｋ
の
「
覚
悟
、
│
覚
悟
な

ら
な
い
事
も
な
い
」
の
呟
き
と
、「
も
っ
と
早
く
死
ぬ
べ
き
だ
っ
た
の
に
な
ぜ

こ
こ
ま
で
生
き
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
」
は
、
一
貫
し
て
い
る
。
Ｋ
は
自
分
を

裁
い
た
。
恋
は
外
道
で
あ
り
、
己
へ
の
裏
切
り
だ
っ
た
。
そ
れ
は
Ｋ
に
と
っ
て

耐
え
難
い
「
寂
し
さ
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

先
生
の
苦
悩
は
、
Ｋ
が
自
害
し
、
結
婚
し
た
後
か
ら
だ
。
生
前
の
Ｋ
へ
の
嫉

妬
は
次
第
に
激
し
く
な
り
、
手
段
を
選
ば
な
く
な
る
。
復
讐
以
上
に
残
酷
な

「
精
神
的
に
向
上
心
の
無
い
も
の
は
馬
鹿
だ
」
は
そ
の
最
た
る
も
の
だ
。
し
か

し
先
生
は
己
の
残
酷
な
本
性
に
Ｋ
が
死
ん
で
初
め
て
気
付
く
。
自
分
も
叔
父
と

同
じ
程
度
の
人
間
だ
と
自
覚
し
、
絶
望
感
に
苛
ま
さ
れ
る
。

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行

私
は
最
初
か
ら
先
生
に
は
近
づ
き
難
い
不
思
議
が
あ
る
よ
う
に
思

っ
て
い
た
。
そ
れ
で
い
て
、
ど
う
し
て
も
近
づ
か
な
け
れ
ば
い
ら

れ
な
い
と
い
う
感
じ
が
、
何
処
か
に
強
く
働
い
た
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し
か
し
、
妻
が
い
た
先
生
は
、
Ｋ
と
同
じ
手
段
は
取
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

先
生
は
自
ら
を
ま
す
ま
す
絶
対
的
孤
独
に
追
い
こ
ん
で
い
く
。

　
「
私
」
は
先
生
を
「
人
間
を
愛
し
得
る
人
、
愛
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
人
、

そ
れ
で
い
て
自
分
の
懐
に
入
ろ
う
と
す
る
も
の
を
、
手
を
ひ
ろ
げ
て
抱
き
し
め

る
事
の
で
き
な
い
人
」
と
評
し
て
い
る
。

　

先
生
の
精
神
の
周
り
に
、
他
者
の
「
優
し
さ
」
が
纏
い
つ
く
余
地
が
感
じ
ら

れ
な
い
の
は
、
こ
れ
が
原
因
で
は
な
い
か
と
思
う
。
先
生
は
御
嬢
さ
ん
を
愛
し

た
。
御
嬢
さ
ん
も
先
生
を
愛
し
た
。
し
か
し
先
生
は
最
後
ま
で
苦
悩
の
告
白
を

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

そ
の
選
択
は
、
先
生
の
中
で
完
結
し
す
ぎ
て
い
る
。「
先
生
」
が
、
一
貫
し

て
ひ
ど
く
寂
し
い
存
在
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
そ
の
せ
い
な
の
だ
ろ
う
。

《
中
学
生
の
部
》

過
去
と
自
殺

大
阪
教
育
大
学
附
属
平
野
中
学
校　

3
年

加
々
尾　

真
歩

　
「
あ
な
た
は
私
の
過
去
を
絵
巻
物
の
よ
う
に
、
あ
な
た
の
前
に
展
開
し
て
く

れ
と
逼
っ
た
。
私
は
そ
の
時
心
の
中
で
、
は
じ
め
て
あ
な
た
を
尊
敬
し
た
。
あ

な
た
が
無
遠
慮
に
私
の
腹
の
中
か
ら
、
或
る
い
き
た
も
の
を
捉
ま
え
よ
う
と
い

う
決
心
を
み
せ
た
か
ら
で
す
。
私
の
心
臓
を
立
ち
割
っ
て
、
温
か
く
流
れ
る
血

潮
を
啜
ろ
う
と
し
た
か
ら
で
す
。」

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行

あ
な
た
は
私
の
過
去
を
絵
巻
物
の
よ
う
に
、
あ
な
た
の
前
に
展
開

し
て
く
れ
と
逼
っ
た
。
私
は
そ
の
時
心
の
中
で
、
は
じ
め
て
あ
な

た
を
尊
敬
し
た
。
あ
な
た
が
無
遠
慮
に
私
の
腹
の
中
か
ら
、
或
る

い
き
た
も
の
を
捉
ま
え
よ
う
と
い
う
決
心
を
み
せ
た
か
ら
で
す
。

私
の
心
臓
を
立
ち
割
っ
て
、
温
か
く
流
れ
る
血
潮
を
啜
ろ
う
と
し

た
か
ら
で
す
。
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な
ん
と
激
し
い
言
葉
だ
ろ
う
か
。
喜
び
と
尊
敬
と
愛
情
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

小
説
「
こ
こ
ろ
」
の
先
生
が
、
生
涯
の
翳
り
を
生
ん
だ
重
い
過
去
を
伝
え
る
相

手
と
し
て
、
自
分
を
慕
う
青
年
を
認
め
た
と
き
の
正
直
な
気
持
ち
で
し
ょ
う
。

こ
の
言
葉
は
小
説
全
体
を
繰
り
返
し
読
ん
で
、
先
生
の
自
殺
の
理
由
と
、
伝
え

る
の
が
死
ぬ
直
前
で
な
い
と
い
け
な
い
理
由
を
自
分
な
り
に
見
つ
け
出
そ
う
と

し
た
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

　

先
生
が
自
殺
を
考
え
る
理
由
は
明
ら
か
で
し
た
。
罪
悪
感
と
孤
独
、「
自
分

は
生
き
る
に
値
し
な
い
」
と
囁
き
か
け
る
自
分
の
内
な
る
声
。
自
殺
は
断
罪
で

あ
り
、
生
き
地
獄
か
ら
の
脱
出
で
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
で
も
先
生
は
妻
を
愛

し
て
い
た
か
ら
、「
命
を
引
き
ず
っ
て
生
き
て
き
」
て
い
て
、
青
年
が
問
う
た

時
は
「
ま
だ
死
ぬ
の
が
嫌
だ
っ
た
」
の
で
す
。
そ
れ
が
「
明
治
の
精
神
に
殉
死

す
る
」
か
た
ち
で
あ
っ
け
な
く
決
断
し
て
し
ま
っ
た
の
が
不
思
議
で
し
た
。

　
「
明
治
の
精
神
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
手
が
か
り
を
探
す
と
「
自
由
と
独
立

と
己
れ
に
満
ち
、
そ
の
犠
牲
と
し
て
孤
独
に
耐
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
時
代

だ
と
時
代
は
語
っ
て
い
ま
し
た
。
過
去
の
習
慣
や
常
識
、
組
識
か
ら
離
れ
て
、

自
分
独
自
の
人
ま
ね
で
な
い
生
き
方
を
求
め
る
精
神
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。
明
治
時
代
は
急
速
に
発
達
し
た
社
会
と
、
変
わ
ら
な
い
意
識
を
持
っ
た
人

た
ち
が
混
在
し
て
反
目
し
合
い
、
新
し
い
生
き
方
を
す
る
人
に
と
っ
て
は
生
き

に
く
く
、
孤
独
も
そ
の
結
果
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
Ｋ
は
自
由
、
独
立
、

己
れ
を
追
及
し
よ
う
と
し
て
、
親
を
欺
き
、
財
源
を
失
っ
て
疲
れ
果
て
精
神
を

病
み
ま
し
た
。
先
生
は
自
分
を
欺
い
た
伯
父
が
万
事
丸
く
収
め
よ
う
と
計
ら
っ

た
こ
と
を
嫌
い
人
間
不
信
に
な
り
ま
し
た
。
二
人
と
も
明
治
の
精
神
の
影
響
を

受
け
て
奮
闘
し
ま
し
た
。
急
速
な
欧
米
化
と
そ
れ
に
つ
い
て
い
け
な
い
者
・
物

と
の
関
係
に
似
て
い
ま
す
。

　

先
生
は
、
前
進
し
た
く
て
も
暗
い
過
去
を
振
り
切
れ
ず
、
愛
す
る
こ
と
も
存

分
に
で
き
な
い
自
分
を
、
明
治
の
終
わ
り
と
と
も
に
終
わ
り
に
し
た
、
と
い
う

の
が
私
の
解
釈
で
す
。

　

先
生
は
青
年
を
信
頼
し
ま
し
た
が
、
人
と
深
い
心
の
つ
な
が
り
を
持
っ
た
後

の
自
分
は
信
頼
で
き
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
妻
を
占
有
す
る
た
め
に
、
自
分

が
最
も
嫌
う
卑
怯
な
や
り
方
で
裏
切
り
、
そ
の
事
が
生
涯
の
翳
り
と
な
っ
た
。

翳
り
の
存
在
を
感
じ
た
妻
は
充
分
幸
福
だ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
だ
か
ら
先
生

は
、
青
年
に
過
去
を
告
白
し
、
よ
り
深
い
つ
な
が
り
が
で
き
る
前
に
自
分
を
無

害
な
状
態
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
告
白
が
死
の
直

前
で
あ
る
理
由
だ
と
解
釈
し
ま
し
た
。

　

自
分
の
過
去
か
ら
生
き
た
教
訓
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
次
世
代
に
伝
え
て
く
れ

る
青
年
を
得
て
、
先
生
は
満
足
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
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《
高
校
生
の
部
》

多
勢
を
恃
ん
で
一
人
を
馬
鹿
に
す
る
勿
れ

日
本
放
送
協
会
学
園
高
等
学
校　

3
年

浅
田　

恵
果

　
「
多
勢
を
恃
ん
で
一
人
を
馬
鹿
に
す
る
勿
れ
、
己
の
無
気
力
な
る
を
天
下
に

吹
聴
す
る
に
異
な
ら
ず
…
」
が
私
に
と
っ
て
、
夏
目
漱
石
の
作
品
の
中
で
最
も

心
に
響
い
た
一
行
だ
。
こ
れ
は
、『
愚
見
数
則
』
に
出
て
く
る
言
葉
だ
。『
愚
見

数
則
』
と
は
、
明
治
二
十
八
年
愛
媛
県
尋
常
中
学
校
の
英
語
の
教
師
時
代
に
書

か
れ
た
漱
石
の
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
い
わ
ば
生
徒
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
文
で
あ
る
。

三
十
近
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
珠
玉
の
教
え
の
数
々
で
、
私
は
是
非
こ
れ
を
教
科

書
に
載
せ
て
ほ
し
い
と
切
に
願
っ
て
い
る
。

　

初
め
て
こ
の
言
葉
に
ふ
れ
た
時
、
私
は
と
て
も
快
い
胸
の
す
く
よ
う
な
思
い

が
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
昨
今
の
い
じ
め
問
題
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
ニ
ュ
ー

ス
や
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
専
門
家
が
「
今
は
そ
う
い
う
時
代
で
」
と
か
、「
い

じ
め
る
社
会
背
景
が
」
と
か
、「
少
年
少
女
の
心
の
問
題
で
」
等
と
決
め
つ
け

る
風
潮
に
、
釈
然
と
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
明
治
時
代
に
、
漱
石
は
は

っ
き
り
と
「
そ
れ
は
ダ
メ
だ
！
」
と
、
い
じ
め
る
側
を
毅
然
と
批
判
し
た
。
ス

ト
ン
と
腑
に
落
ち
た
気
が
し
た
。
し
か
も
そ
れ
を
、
日
本
文
学
の
大
家
夏
目
漱

石
が
述
べ
て
い
る
、
こ
の
事
実
が
私
に
と
っ
て
は
と
て
も
嬉
し
い
。

　

日
本
で
は
、
い
じ
め
問
題
が
今
な
お
深
刻
な
問
題
で
、
い
じ
め
が
原
因
の
小

中
高
生
の
自
殺
者
数
が
、
減
っ
て
は
い
な
い
悲
し
い
現
実
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
漱
石
の
こ
の
言
葉
は
、
時
代
を
超
え
て
普
遍
的
で
あ
り
、
今
日
的
意
義
が
深

い
と
い
え
よ
う
。

　
『
愚
見
数
則
』
で
は
「
多
勢
で
い
じ
め
を
す
る
人
は
、
自
分
が
無
気
力
で
あ

る
こ
と
を
言
い
ふ
ら
す
」
だ
け
で
な
く
「
人
間
の
糟
」
で
あ
り
何
の
価
値
も
な

い
、
と
明
快
な
文
で
続
け
て
い
る
。
も
し
教
育
現
場
で
漱
石
の
こ
の
教
え
が
浸

透
し
た
な
ら
ば
、
子
ど
も
達
自
身
も
、
い
じ
め
は
自
分
を
無
気
力
だ
と
示
し
、

自
分
を
人
間
の
糟
に
ま
で
お
と
し
め
る
、
愚
か
な
行
為
だ
と
自
覚
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

漱
石
の
文
は
厳
し
く
と
も
、
ふ
と
ユ
ー
モ
ア
と
優
し
さ
を
滲
ま
せ
る
の
で
、

一
層
読
者
の
心
に
届
く
。
思
わ
ず
「
憎
い
ね
え
、
や
る
じ
ゃ
な
い
か
！
」
と
言

い
た
く
な
る
。
例
え
ば
、
い
じ
め
は
「
己
れ
の
無
気
力
な
る
を
天
下
に
吹
聴
す

る
に
異
な
ら
ず
…
人
間
の
糟
な
り
」
と
批
判
す
る
と
同
時
に
、「
豆
腐
の
糟
は

馬
が
食
う
」
が
「
人
間
の
糟
は
蝦
夷
松
前
の
果
へ
行
て
も
売
れ
る
事
で
は
な

し
」
と
ユ
ー
モ
ア
で
締
め
て
い
る
。
又
漱
石
の
猫
は
〝
見
識
〞
を
有
し
て
い
る

最
優
秀
賞

作
品
名 

『
漱
石
人
生
論
集
』
の
愚
見
数
則
よ
り

選
ん
だ
一
行

多
勢
を
恃
ん
で
一
人
を
馬
鹿
に
す
る
勿
れ
、
己
の
無
気
力
な
る
を

天
下
に
吹
聴
す
る
に
異
な
ら
ず
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（『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
よ
り
）
と
い
う
の
に
、
漱
石
本
人
は
〝
愚
見
〞
を
述
べ

て
い
る
こ
と
も
可
笑
し
い
。

　

漱
石
の
代
表
的
作
品
の
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
も
、
痛
快
な
ス
ト
ー
リ
ー
で
色
あ

せ
ず
輝
い
て
お
り
『
愚
見
数
則
』
同
様
、
漱
石
の
真
直
ぐ
で
、
理
想
高
く
、

清
々
し
く
生
き
る
テ
ー
マ
を
感
じ
る
。
だ
が
、
生
徒
一
人
一
人
へ
の
温
か
く
て

真
直
ぐ
な
思
い
が
、
直
に
伝
わ
る
の
は
や
は
り
『
愚
見
数
則
』
で
あ
ろ
う
。
教

師
と
生
徒
の
上
下
関
係
の
厳
し
さ
を
容
易
に
想
像
で
き
る
時
代
に
、
柔
軟
か
つ

毅
然
と
し
た
発
想
を
持
つ
に
至
っ
た
漱
石
の
秘
密
も
、
私
は
知
り
た
い
。
こ
れ

か
ら
も
、
漱
石
の
作
品
を
通
じ
て
、
理
想
高
き
人
生
を
学
び
つ
つ
、
漱
石
の
目

か
ら
見
て
、
私
は
真
直
ぐ
な
人
、
学
問
を
追
求
す
る
人
で
あ
り
た
い
と
思
う
。

審
査
講
評

　

素
直
さ
、
強
さ
が
あ
り
、
書
き
っ
ぷ
り
が
痛
快
。
い
じ
め
な
ど
、
現
代

の
社
会
問
題
と
結
び
付
け
て
、
学
ぶ
と
こ
ろ
多
し
と
現
代
的
な
受
け
止
め

方
を
し
て
い
る
。
漱
石
が
ま
だ
20
代
の
時
の
論
を
高
校
生
が
読
み
解
く
こ

と
も
興
味
深
い
。

《
高
校
生
の
部
》

「
知
ら
ず
嫌
い
」

大
阪
教
育
大
学
附
属
高
等
学
校
天
王
寺
校
舎　

2
年

中
川　

美
咲

　

東
京
の
娘
と
言
わ
れ
れ
ば
ど
ん
な
人
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
。
現
代
の

東
京
の
娘
を
私
な
り
に
解
釈
す
れ
ば
、
化
粧
っ
気
の
濃
い
、
見
栄
張
り
で
い
つ

も
田
舎
者
を
下
に
見
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
良
い
イ
メ
ー
ジ
を

持
た
な
い
の
は
私
が
単
に
東
京
が
嫌
い
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
東
京
に
は
行
っ
た

こ
と
が
な
い
の
に
な
ぜ
嫌
い
な
の
だ
ろ
う
。
自
分
で
も
よ
く
分
か
ら
な
い
。
た

だ
、
人
参
を
食
べ
た
こ
と
の
な
い
人
が
人
参
を
嫌
い
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
感

覚
、「
食
わ
ず
嫌
い
」
な
ら
ず
「
行
か
ず
嫌
い
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う

か
。

　

三
四
郎
を
読
む
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
国
語
の
授
業
で
扱
っ
た
か
ら
で

優

秀

賞

作
品
名 

『
三
四
郎
』

選
ん
だ
一
行

そ
の
薔
薇
が
椎
の
木
陰
の
下
の
、
黒
い
髪
の
中
で
際
立
っ
て
光
っ

て
い
た
。
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あ
る
。
読
ん
で
い
く
う
ち
に
東
京
へ
行
く
こ
と
が
分
か
り
、
少
し
落
胆
し
た
。

な
ぜ
人
間
は
東
京
へ
行
き
た
が
る
ん
だ
ろ
う
、
東
京
に
は
な
ん
で
も
あ
る
わ
け

じ
ゃ
な
い
ぞ
、
と
心
の
中
で
三
四
郎
に
訴
え
た
。
名
古
屋
で
の
宿
で
臆
病
な
三

四
郎
を
見
て
い
る
と
こ
ち
ら
ま
で
は
ら
は
ら
し
た
。
臆
病
な
三
四
郎
が
こ
ん
な

こ
と
で
東
京
で
や
っ
て
い
け
る
の
か
、
と
母
親
に
な
っ
た
気
持
ち
で
読
ん
で
い

た
。

　

東
京
に
着
き
、
三
四
郎
は
二
人
の
女
性
を
見
る
。
あ
あ
、
ま
た
東
京
の
く
だ

ら
な
い
女
か
と
、
自
分
が
同
じ
女
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
そ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
二
人
の
女
は
植
物
を
見
て
い
た
。
植
物
を
眺
め
る
女
の
姿
を
想
像
し

て
、
自
分
の
持
つ
東
京
の
女
の
先
入
観
と
比
べ
、
こ
の
二
人
に
少
し
関
心
を
持

っ
た
。
自
分
の
持
つ
先
入
観
は
、
椎
の
木
な
ん
か
に
目
も
く
れ
ず
、
さ
っ
さ
と

歩
く
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
も
、
二
人
の
う
ち
の
若
い
ほ
う
の
女
は
頭

に
も
真
白
な
薔
薇
を
一
つ
挿
し
て
い
る
と
い
う
。

　

自
分
は
花
が
大
好
き
だ
。
咲
け
よ
と
言
わ
れ
て
も
な
い
の
に
、
雨
の
日
風
の

日
す
り
抜
け
て
小
さ
な
小
さ
な
花
を
一
つ
、
道
の
わ
き
に
健
気
に
咲
く
そ
の
姿

が
愛
お
し
く
て
た
ま
ら
な
い
。
だ
か
ら
自
分
は
、
花
を
身
体
に
飾
る
女
性
は
自

信
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
よ
う
で
大
変
美
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
私
が
心

に
響
い
た
一
文
、「
そ
の
薔
薇
が
椎
の
木
陰
の
下
の
、
黒
い
髪
の
中
で
際
立
っ

て
光
っ
て
い
た
。」
椎
の
木
独
自
の
自
然
光
を
浴
び
る
女
を
想
像
し
、
私
は
三

四
郎
と
同
じ
く
茫
然
し
て
し
ま
っ
た
。
美
し
い
。
そ
の
言
葉
で
私
は
人
間
の
美

し
さ
を
一
旦
考
え
て
し
ま
っ
た
。
東
京
の
女
は
下
品
で
あ
る
と
言
い
張
っ
て
い

た
自
分
に
後
悔
し
た
。
自
分
が
東
京
を
嫌
っ
て
い
た
の
は
、「
行
か
ず
嫌
い
」

で
も
な
く
「
知
ら
ず
嫌
い
」
で
は
な
い
か
。
三
四
郎
は
恋
愛
小
説
の
一
つ
だ
と

思
っ
て
い
た
が
、
自
分
な
り
の
解
釈
を
す
る
と
美
し
さ
を
学
ぶ
学
習
小
説
で
は

な
い
か
。

　

今い
つ
か度

、
東
京
へ
行
こ
う
と
思
う
。「
知
ら
ず
嫌
い
」
で
お
わ
ら
せ
な
い
た
め

に
。審

査
講
評

　

自
分
の
こ
と
を
書
き
、
何
が
是
で
何
が
非
か
、
き
っ
ち
り
触
れ
ら
れ
て

い
る
。
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
を
自
分
な
り
に
抱
い
て
い
る
印
象
を
受
け
た
。

「
学
習
小
説
」
と
い
う
言
葉
を
出
し
て
い
る
の
も
面
白
い
着
想
だ
っ
た
。
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《
高
校
生
の
部
》

真
面
目
さ

新
潟
明
訓
高
等
学
校　

3
年

渡
辺　

は
る
か

　
『
あ
な
た
は
腹
の
底
か
ら
真
面
目
で
す
か
』

　

私
は
ふ
と
こ
の
一
行
に
目
が
止
ま
っ
た
。
こ
れ
は
「
私
」
が
「
先
生
」
の
過

去
を
暴
こ
う
と
し
た
時
に
「
先
生
」
が
言
っ
た
言
葉
だ
。「
先
生
」
は
「
私
」

に
何
度
も
真
面
目
か
ど
う
か
を
尋
ね
て
い
た
。
自
分
の
過
去
を
告
白
し
て
良
い

相
手
な
の
か
、
本
当
に
信
用
で
き
る
の
か
ど
う
か
を
見
極
め
た
か
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
「
先
生
」
が
最
後
に
尋
ね
た
言
葉
が
こ
れ
だ
っ
た
。

　
「
先
生
」
が
言
っ
て
い
る
「
真
面
目
」
と
は
、
自
分
と
他
人
と
の
関
係
性
に

お
け
る
真
面
目
さ
の
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
相
手
と
自
分
が
互
い
に
信
頼
し
合

い
、
決
し
て
裏
切
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
関
係
だ
。
だ
か
ら
「
先
生
」
に
と
っ

て
唯
一
無
二
の
存
在
に
「
私
」
が
な
れ
る
の
か
、
な
っ
て
く
れ
る
の
か
を
確
か

め
る
た
め
に
あ
れ
ほ
ど
執
拗
に
「
真
面
目
」
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
の
だ
。

　

私
が
こ
の
一
行
で
目
が
止
ま
っ
た
の
は
、
私
自
身
が
「
真
面
目
」
で
は
な
い

か
ら
だ
。
私
は
人
間
関
係
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
広
く
浅
く
関
係
を
築
い
て
き

た
。
私
は
誰
か
と
一
緒
に
い
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
だ
か
ら
で
き
る
だ
け
多

く
の
時
間
を
誰
か
と
過
ご
せ
る
よ
う
に
、
多
く
の
人
と
の
表
面
的
な
関
係
だ
け

を
築
い
て
き
た
。
し
か
し
裏
を
返
せ
ば
そ
れ
は
一
緒
に
い
ら
れ
る
の
な
ら
誰
で

も
い
い
と
い
う
こ
と
だ
。
私
に
は
何
で
も
話
せ
る
本
当
の
意
味
で
の
友
人
は
い

な
い
。
一
人
の
時
で
は
な
く
、
誰
か
と
い
る
時
に
私
は
強
く
孤
独
を
感
じ
る
。

そ
れ
は
自
分
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
嫌
気
が
差
し
、
自
ら
一
人
で
い
る
こ
と
を
選
び

な
が
ら
も
「
私
」
と
い
う
他
人
を
や
は
り
求
め
ざ
る
を
得
な
い
「
先
生
」
と
よ

く
似
て
い
る
。
私
は
自
分
が
「
真
面
目
」
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
先

生
」
と
同
様
に
「
真
面
目
」
な
誰
か
と
深
い
関
係
に
あ
り
た
い
の
だ
。

　
「
先
生
」
の
遺
書
を
全
て
読
ん
だ
後
の
「
私
」
の
こ
と
は
一
切
書
か
れ
て
い

な
い
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
読
者
の
想
像
や
解
釈
を
膨
ら
ま
せ
る
と
い
う
意
味
も

あ
る
だ
ろ
う
が
、「
私
」
が
ど
う
感
じ
た
か
よ
り
も
読
み
手
自
身
が
ど
う
感
じ

た
か
を
漱
石
は
大
切
に
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
た
。「
私
」

の
心
情
を
書
い
て
し
ま
え
ば
良
く
も
悪
く
も
読
者
の
心
情
に
影
響
し
て
し
ま
う
。

漱
石
は
そ
れ
を
避
け
、
読
者
に
自
分
と
向
き
合
っ
て
欲
し
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

私
自
身
、「
私
」
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
、「
こ
こ
ろ
」
を

読
み
終
え
た
後
、
自
分
は
ど
う
思
っ
た
か
だ
け
に
集
中
で
き
た
。
そ
し
て
も
う

一
度
あ
の
一
行
に
戻
っ
た
時
、「
先
生
」
が
求
め
た
「
真
面
目
」
は
漱
石
も
求

朝
日
新
聞
社
賞

作
品
名 

『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行

あ
な
た
は
腹
の
底
か
ら
真
面
目
で
す
か



45

め
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
文
明
開
化
の
波
で
他
者
と
の
関
係
が
希
薄
な

も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
憂
い
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
は
現
代
に
も

あ
て
は
ま
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
溢
れ
、
物
質
的
に
豊
か
な
現
代
社
会
で
は
、

他
者
と
の
関
係
性
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
、
表
面
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

「
こ
こ
ろ
」
は
明
治
時
代
に
書
か
れ
た
作
品
だ
が
、
百
年
以
上
経
っ
た
今
で
も

読
み
継
が
れ
て
い
る
の
は
人
間
関
係
の
本
質
を
突
い
た
作
品
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

審
査
講
評

　
「
真
面
目
さ
」
を
自
分
と
他
者
と
の
関
係
性
に
お
け
る
「
真
面
目
さ
」

と
捉
え
て
、
現
代
へ
の
考
察
に
繫
げ
て
い
る
。「
あ
な
た
は
腹
の
底
か
ら

真
面
目
で
す
か
」
は
漱
石
か
ら
読
者
へ
の
問
い
か
け
で
も
あ
り
、
自
分
が

ど
う
思
う
か
を
き
ち
ん
と
書
い
て
い
る
。

《
高
校
生
の
部
》

美
禰
子
と
い
う
女
性

大
阪
教
育
大
学
附
属
高
等
学
校
天
王
寺
校
舎　

2
年

𠮷
田　

眞
生

　

ズ
ル
い
。
彼
女
は
本
当
に
ズ
ル
い
。
自
分
が
好
意
を
抱
い
て
い
る
美
し
い
彼

女
に
そ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
何
か
言
葉
を
返
せ
る
わ
け
が
な
い
の
だ
。
三
四

郎
目
線
で
描
か
れ
る
美
禰
子
は
つ
く
づ
く
魔
性
の
女
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

時
々
美
禰
子
本
人
は
自
分
の
こ
と
を
そ
う
は
思
っ
て
い
な
い
よ
う
な
節
も
う
か

が
え
る
の
だ
。
同
じ
女
性
と
し
て
、
そ
う
い
う
所
も
ズ
ル
い
女
だ
と
思
え
る
一

因
な
の
だ
。
だ
が
、
読
み
す
す
め
る
う
ち
に
美
禰
子
と
い
う
人
物
が
わ
か
ら
な

く
な
っ
た
。
計
算
高
い
の
か
、
純
粋
で
あ
る
の
か
。
主
要
人
物
で
あ
る
三
四
郎

の
影
か
ら
彼
女
を
す
く
い
だ
し
、
本
当
の
気
持
ち
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
考
え
て

み
よ
う
と
思
う
。

　

美
禰
子
の
登
場
は
秀
麗
で
あ
っ
た
。
赤
、
白
、
黒
で
彩
ら
れ
た
登
場
シ
ー
ン

紀
伊
國
屋
書
店
賞

作
品
名 

『
三
四
郎
』

選
ん
だ
一
行

「
私
そ
ん
な
に
生
意
気
に
見
え
ま
す
か
」
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は
そ
れ
ま
で
の
味
気
な
く
地
味
で
あ
っ
た
二
章
に
視
覚
的
変
化
を
も
た
ら
す
。

し
か
し
女
の
名
は
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
女
を
よ
り
一
層

美
し
く
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
三
四
郎
は
見
惚
れ
る
ば
か
り
で
声
の
一
つ
も

か
け
よ
う
と
し
な
い
。
美
禰
子
の
〝
異
色
〞
の
登
場
は
三
四
郎
の
度
胸
の
な
さ

に
よ
り
、
ま
た
味
気
な
い
日
常
へ
と
戻
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
私
に
は
ど
う
し
て
も
彼
女
が
魔
性
の
女
の
よ
う

に
思
え
て
し
か
た
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
女
が
誰
に
対
し
て
も
気
が
あ
る
よ

う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
主
に
元
々
恋
仲
で
あ
っ
た
野
々
宮
、
自
分
と
同
じ

「
迷
え
る
子
」
で
あ
る
と
話
し
た
三
四
郎
。
美
禰
子
は
二
人
に
自
分
の
気
持
ち

を
分
散
さ
せ
る
こ
と
で
、
二
人
を
や
き
も
き
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
美
禰
子
」

と
い
う
存
在
を
強
く
印
象
付
け
て
い
く
の
だ
。
だ
が
彼
ら
に
自
分
を
印
象
付
け

て
ど
う
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
た
だ
弄
ぶ
よ
う
に
彼
ら
二
人
の

中
の
「
美
禰
子
」
と
い
う
存
在
を
ど
ん
ど
ん
大
き
く
し
た
の
で
あ
る
。
三
四
郎

は
そ
れ
に
気
付
い
て
い
た
。
だ
が
彼
女
の
気
持
ち
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
わ
か
ら

な
い
状
態
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
美
禰
子
に
押
し
流
さ
れ
て
し
ま
う

の
だ
。

　

結
論
と
し
て
美
禰
子
が
誰
を
好
き
で
あ
っ
た
か
明
確
な
こ
と
は
言
え
な
い
だ

ろ
う
。
三
四
郎
は
美
禰
子
と
よ
し
子
の
間
で
揺
れ
、
美
禰
子
と
の
仲
を
深
め
る

こ
と
が
出
来
な
い
「
迷
え
る
子
」
で
あ
っ
た
。
ず
っ
と
大
人
び
て
見
え
た
美
禰

子
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
「
迷
え
る
子
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
好
意
を
垣
間
見
せ
、

二
人
を
愚
弄
し
た
美
禰
子
で
あ
っ
た
が
、
ど
ち
ら
に
対
し
て
も
恋
仲
に
な
る
つ

も
り
は
無
か
っ
た
と
思
う
。
そ
の
好
意
は
恋
愛
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な

く
自
己
顕
示
の
た
め
の
好
意
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
己
顕
示
を
続
け

る
う
ち
に
自
分
が
何
を
し
た
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
そ
う
し
て
美
禰
子
も

「
迷
え
る
子
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
三
四
郎
な
ん
か
よ
り
も
深
い
と
こ
ろ

に
来
て
し
ま
っ
た
「
迷
え
る
子
」
に
。
美
禰
子
に
は
二
人
へ
の
罪
の
意
識
が
芽

生
え
、
も
う
二
人
と
親
し
い
仲
に
戻
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
美
禰
子

は
別
の
男
性
と
結
婚
し
て
し
ま
う
の
だ
。
最
後
は
美
禰
子
の
意
図
的
な
す
れ
違

い
に
よ
っ
て
三
人
は
交
わ
る
こ
と
な
く
、
長
い
半
年
間
を
終
え
た
の
だ
。

審
査
講
評

　

達
者
な
文
章
で
、
特
定
の
女
性
に
的
を
絞
り
、
引
き
つ
け
て
い
る
。
同

じ
女
性
と
し
て
美
禰
子
の
気
持
ち
と
行
動
を
判
ろ
う
と
し
、
理
解
で
き
な

い
も
ど
か
し
さ
を
持
ち
つ
つ
も
、
自
分
の
考
え
・
感
情
を
よ
く
表
現
し
て

い
る
。
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《
高
校
生
の
部
》

心
の
舟

長
野
清
泉
女
学
院
高
等
学
校　

2
年

松
沢　

早
織

　
「
然
し
書
斎
に
独
り
坐
っ
て
、
頰
杖
を
突
い
た
ま
ま
、
流
れ
を
下
る
舟
の
よ

う
に
、
心
を
自
由
に
遊
ば
せ
て
お
く
と
、
時
々
私
の
聯
想
が
、
喜
久
井
町
の
四

字
に
ぱ
た
り
と
出
会
っ
た
な
り
、
其
所
で
し
ば
ら
く

徊
し
始
め
る
こ
と
が
あ

る
。」

　

漱
石
の
「
硝
子
戸
の
中
」
に
登
場
す
る
こ
の
一
文
は
、
彼
が
住
ん
で
い
た
喜

久
井
町
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
き
の
言
葉
だ
。
彼
に
縁
故
の
深
か
っ
た
こ
の

町
の
名
前
は
、
あ
ま
り
に
も
聞
き
慣
れ
て
い
た
せ
い
で
、
漱
石
の
過
去
を
誘
い

出
す
よ
う
な
響
き
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
書
斎
で
独
り
、
頰
杖
を

つ
い
て
心
を
自
由
に
遊
ば
せ
て
お
く
と
、
流
れ
を
下
っ
て
い
た
漱
石
の
心
の
舟

は
喜
久
井
町
の
四
字
に
出
会
う
な
り
思
い
ふ
け
っ
て
そ
の
周
り
を
ゆ
っ
く
り
と

ま
わ
る
。

　

漱
石
の
心
の
舟
に
は
、
漱
石
自
身
が
乗
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
、

心
の
舟
を
持
っ
て
い
る
の
は
彼
だ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
。
私
に
も
、
誰
に
で
も

一
人
に
一
艘
与
え
ら
れ
て
い
る
。
人
生
と
い
う
長
い
川
を
そ
れ
ぞ
れ
が
お
か
し

な
方
向
へ
流
れ
な
い
よ
う
に
、
上
手
に
漕
げ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
他
の
人
か
ら

上
手
く
自
分
の
舟
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
た
め
に
必
死

に
漕
い
で
い
る
。
川
の
中
に
あ
っ
た
石
の
輝
き
に
も
、
傍
ら
に
咲
い
て
い
た
小

さ
な
花
の
力
強
さ
に
も
気
付
け
な
い
ほ
ど
、
自
分
の
舟
の
こ
と
で
精
一
杯
に
な

っ
て
し
ま
う
の
が
人
生
だ
と
私
は
思
う
。
そ
ん
な
人
生
の
川
下
り
の
中
で
、
あ

え
て
漕
が
ず
に
流
れ
の
ま
ま
に
流
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
分
の
過
去
に
誘
い
出
さ

れ
た
の
が
漱
石
の
舟
だ
。
先
へ
先
へ
と
進
む
無
数
の
舟
の
間
を
抜
け
出
し
小
さ

な
花
の
力
強
さ
に
た
っ
た
一
人
気
付
い
た
よ
う
な
、
そ
ん
な
感
覚
が
し
た
。

　

時
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
い
つ
し
か
心
の
舟
は
自
分
で
漕
が
ず
と
も
勝
手
に
進

ん
で
ゆ
く
便
利
な
舟
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
せ
い
で
、
舟
が
壊
れ
た
と

き
自
分
で
漕
げ
な
い
人
や
、
違
う
方
向
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
舟
を
立
て

直
す
こ
と
が
出
来
な
い
人
が
多
い
よ
う
に
思
え
る
。
自
分
で
ど
う
す
る
こ
と
も

出
来
な
い
と
あ
き
ら
め
た
舟
は
川
の
端
で
動
か
な
く
な
り
朽
ち
て
い
く
。
ま
た
、

上
手
に
進
ん
で
い
る
よ
う
に
見
て
ほ
し
く
て
、
表
面
だ
け
を
取
り
繕
っ
た
舟
も

多
い
。
い
つ
か
は
手
を
抜
い
た
内
面
が
姿
を
見
せ
、
こ
れ
も
ま
た
動
か
な
く
な

新
潮
社
賞

作
品
名 

『
硝
子
戸
の
中
』

選
ん
だ
一
行

然
し
書
斎
に
独
り
坐
っ
て
、
頰
杖
を
突
い
た
ま
ま
、
流
れ
を
下
る

舟
の
よ
う
に
、
心
を
自
由
に
遊
ば
せ
て
お
く
と
、
時
々
私
の
聯
想

が
、
喜
久
井
町
の
四
字
に
ぱ
た
り
と
出
会
っ
た
な
り
、
其
所
で
し

ば
ら
く

徊
し
始
め
る
こ
と
が
あ
る
。



48

っ
て
し
ま
う
。
結
局
、
川
を
下
れ
て
い
る
の
は
自
分
の
力
で
漕
い
で
い
る
人
や

ま
わ
り
の
舟
の
こ
と
を
考
え
て
漕
い
で
い
る
人
、
川
の
端
か
ら
端
ま
で
見
渡
せ

て
漱
石
の
よ
う
に
時
に
は
漕
ぐ
手
を
休
め
ら
れ
る
よ
う
な
人
た
ち
だ
け
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
私
の
漕
い
で
い
る
舟
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
川
を
下
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
き
っ
と
今
ま
で
の
私
は
た
く
さ
ん
の
景
色
に
気
付
か
ず
、
上
手
に

漕
ぐ
こ
と
に
精
一
杯
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
私
の
川
下
り
は
ま
だ
ゴ
ー
ル
に

は
程
遠
い
。
気
付
か
な
か
っ
た
も
の
よ
り
、
こ
れ
か
ら
気
付
く
も
の
の
ほ
う
が

多
い
は
ず
だ
。
こ
れ
か
ら
の
人
生
で
感
じ
る
景
色
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
。

審
査
講
評

　

タ
イ
ト
ル
が
素
晴
ら
し
い
。
豊
か
な
文
章
力
に
も
感
心
し
た
。
人
生
を

川
に
例
え
る
中
で
、
川
の
中
の
石
の
輝
き
や
岸
辺
に
咲
く
小
さ
な
花
の
力

強
さ
に
も
気
付
け
な
い
ほ
ど
自
分
の
舟
を
漕
ぐ
の
に
精
一
杯
…
と
い
う
比

喩
が
見
事
だ
っ
た
。

《
高
校
生
の
部
》

現
代
に
百
合
を
咲
か
す
た
め
に

白
百
合
学
園
高
等
学
校　

3
年

坂
本　

早
希

　

一
年
前
、
神
奈
川
近
代
文
学
館
の
夏
目
漱
石
展
へ
行
っ
た
。
丁
度
漱
石
没
後

百
年
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
塩
原
金
之
助
と
記
さ
れ
た
漢
文
作
文
や
五
女
ひ
な
子

の
写
真
、
使
用
し
て
い
た
イ
ン
ク
壺
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く
の
遺
品
を
見
て
、

彼
の
半
生
を
思
い
返
す
と
と
も
に
、
か
つ
て
彼
が
本
当
に
生
き
て
い
た
の
だ
と

い
う
こ
と
を
、
初
め
て
実
感
し
た
。

　

私
は
漱
石
と
同
じ
卯
年
生
ま
れ
で
あ
る
。
歳
は
百
三
十
二
歳
違
う
。
漱
石
作

品
を
読
む
と
い
つ
も
、
彼
の
生
き
た
時
代
と
、
私
の
生
き
る
現
代
と
の
間
に
大

き
な
隔
り
を
感
じ
、
心
に
穴
が
あ
い
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
そ
れ
は
、
広
島
の

原
爆
ド
ー
ム
に
行
っ
た
と
き
や
、
東
日
本
大
震
災
後
、
ア
レ
ク
シ
ェ
ー
ビ
ッ
チ

早
稲
田
大
学
賞

作
品
名 

『
夢
十
夜
』

選
ん
だ
一
行

「
百
年
は
も
う
来
て
い
た
ん
だ
な
」
と
こ
の
時
始
め
て
気
が
付
い

た
。
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の
『
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
の
祈
り
』
を
読
ん
だ
と
き
に
感
じ
た
、
過
去
を
忘
れ
て

し
ま
い
が
ち
な
現
代
社
会
に
対
す
る
不
安
と
よ
く
似
て
い
た
。
私
の
友
人
は
、

本
屋
大
賞
の
本
は
読
む
け
れ
ど
、
川
端
康
成
は
読
ま
な
か
っ
た
。
ハ
リ
ー
ポ
ッ

タ
ー
を
互
い
に
語
り
合
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、『
即
興
詩
人
』
を
読
ん
だ
こ
と

の
あ
る
者
は
一
人
も
な
か
っ
た
。
私
が
文
学
を
愛
し
、
過
去
に
近
づ
こ
う
と
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
現
代
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
思
っ
た
。
人
は
忘
れ

る
生
き
物
で
、
忘
れ
る
こ
と
で
救
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
唯

一
の
被
爆
国
で
あ
り
な
が
ら
、
核
保
有
に
反
対
し
な
い
、
過
去
の
事
故
の
被
災

者
の
嘆
き
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
さ
ら
な
る
悲
劇
を
引
き
起
こ
す
現
代
社
会
が
、

私
は
恐
ろ
し
い
。
過
去
か
ら
学
ば
ず
、
過
ち
を
繰
り
返
す
こ
の
社
会
に
、
未
来

は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
夢
十
夜
』「
第
一
夜
」
で
男
は
赤
い
日
を
勘
定
し
な
が
ら
、
女
に
欺
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
出
す
。
し
か
し
、
彼
女
を
信
じ
て
い
た
か
ら
、
百
合
は

咲
く
こ
と
が
で
き
た
。「
百
年
は
も
う
来
て
い
た
」
の
だ
。
現
代
社
会
に
も
、

同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
だ
ろ
う
。
漱
石
の
没
後
百
年
間
、
数
々
の
遺
品
は
、
彼

を
愛
す
る
も
の
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
守
ら
れ
、
受
け
継
が
れ
、
過
去
の
息
づ
か

い
を
現
代
の
少
女
に
伝
え
た
。
日
本
だ
け
で
な
い
世
界
の
、
光
と
闇
、
両
面
を

持
っ
た
遺
産
た
ち
は
、
人
々
に
よ
っ
て
見
守
ら
れ
、
将
来
へ
の
贈
り
物
と
な
っ

て
い
く
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
私
は
思
う
の
だ
。
思
い
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
。
男
が
女
の
再
来
を
待
ち
な
が
ら
墓
を
守
り
続
け
た
よ
う
に
、
過
去
の
記
憶

を
保
護
し
て
い
く
こ
と
は
今
ま
で
も
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
可
能
な
こ
と
だ
。

そ
し
て
、
私
た
ち
が
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
た
だ
守
る
だ
け
で
は

な
く
、
折
に
触
れ
て
思
い
出
し
、
歴
史
が
伝
え
る
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
を
信
じ

る
こ
と
だ
。
過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
。

　

私
の
将
来
の
夢
は
、
日
本
文
学
の
研
究
者
に
な
る
こ
と
だ
。
漱
石
や
鷗
外
を

は
じ
め
、
時
代
を
見
つ
め
近
代
化
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
き
た
文
人
は
数
多
く
い

る
。
彼
ら
の
声
は
現
代
の
問
題
の
解
決
へ
の
糸
口
と
な
る
。
過
去
を
振
り
返
り
、

信
じ
、
現
代
社
会
の
問
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
献
身
す
る
こ
と
が
、
文
学

部
で
の
学
び
を
夢
見
る
私
の
決
意
で
あ
る
。
…
そ
し
て
、
文
学
部
で
、
私
と
同

様
に
文
学
を
愛
す
る
友
人
を
見
つ
け
、
漱
石
と
子
規
の
よ
う
な
、
生
涯
変
わ
ら

ぬ
友
情
を
築
け
て
い
け
た
ら
重
畳
だ
。

審
査
講
評

　

ま
っ
し
ぐ
ら
な
構
想
力
が
あ
り
、
筋
が
通
っ
て
い
て
力
強
い
。
現
代
の

日
本
が
直
面
し
つ
つ
も
な
ぁ
な
ぁ
に
や
り
過
ご
し
て
い
る
問
題
を
き
ち
ん

と
取
り
上
げ
、
訴
え
か
け
る
言
葉
で
書
い
て
い
る
。『
即
興
詩
人
』
が
出

て
く
る
の
も
嬉
し
い
。
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《
高
校
生
の
部
》

明
治
の
開
化
と
現
在

早
稲
田
大
学
高
等
学
院　

3
年

佐
藤　

匠

　

夏
目
漱
石
の
「
夢
十
夜
」
を
読
ん
で
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
第
七
夜
の
「
と

う
と
う
死
ぬ
こ
と
に
決
心
し
た
。」
と
い
う
一
行
で
あ
る
。

　

第
七
夜
で
は
、
あ
る
人
物
が
自
分
の
見
て
い
る
夢
の
中
で
と
あ
る
大
き
な
船

に
乗
っ
て
い
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
船
は
西
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
が
、

乗
客
も
含
め
誰
も
具
体
的
な
こ
と
は
知
ら
な
い
。
彼
は
そ
の
様
子
に
大
変
心
細

く
つ
ま
ら
な
い
と
感
じ
、
こ
の
一
行
の
通
り
飛
び
降
り
自
殺
す
る
。
し
か
し
飛

び
降
り
た
後
、
命
が
惜
し
く
な
り
、
無
限
の
後
悔
と
恐
怖
を
抱
く
こ
と
に
な
っ

た
。

　

こ
の
作
品
の
第
七
夜
を
初
め
て
読
ん
だ
の
は
、
中
学
生
の
と
き
で
あ
っ
た
。

何
が
不
満
だ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
不
満
だ
か
ら
と
い
っ
て
飛
び
降
り
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
も
そ
も
後
悔
す
る
の
な
ら
ば
そ
の
ま
ま
で
良
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
疑
問
に
思
っ
た
。
し
か
し
、
結
局
ど
の
疑
問
に

対
し
て
も
答
え
が
出
せ
ず
、
よ
く
分
か
ら
な
い
ま
ま
考
え
る
こ
と
を
放
棄
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
後
も
考
え
る
こ
と
な
く
忘
却
し
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
、
高
校
生
に
な
っ
て
特
に
あ
る
二
つ
の
こ
と
を
知
っ
て
か
ら
、
第
七

夜
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
も
う
一
度
読
ん
で
み
て
こ
の
一
行
の
意
味
が
分
か
っ

た
よ
う
な
気
が
し
た
。
ま
ず
、
知
っ
た
こ
と
の
一
つ
目
は
、
漱
石
の
、「
現
代

日
本
の
開
化
」
の
講
演
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、
明
治
の
文
明
開
化
に
対
す
る
批

判
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
芥
川
龍
之
介
の
「
舞
踏
会
」
な
ど
の
よ

う
に
、
文
明
開
化
が
様
々
な
作
品
を
通
し
て
批
判
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ

の
二
つ
の
情
報
と
、
作
品
中
の
、
西
に
向
か
っ
て
い
て
乗
客
に
異
国
人
や
西
洋

気
触
れ
の
人
が
い
る
船
、
と
い
う
描
か
れ
方
か
ら
、
漱
石
の
開
化
批
判
を
連
想

し
た
。
第
七
夜
の
主
人
公
は
、
文
明
開
化
の
日
本
を
表
す
船
に
乗
り
、
ど
こ
に

向
か
っ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
状
況
に
嫌
気
が
差
し
、「
と
う
と
う
死
ぬ
こ
と

に
決
心
し
た
」
の
だ
と
そ
の
と
き
解
釈
し
た
。
そ
し
て
、
表
面
的
な
開
化
の
批

判
を
巧
み
に
表
現
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
、
非
常
に
面
白
い
と
感
じ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
作
品
で
描
か
れ
る
文
明
開
化
は
、
今
日
の
日
本
に
も
共
通
す
る

と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
や
グ
ロ

ー
バ
リ
ズ
ム
に
よ
る
も
の
だ
が
、
日
本
が
大
き
く
変
動
し
た
と
い
う
点
は
、
文

明
開
化
の
と
き
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
表
面
的
な
開
化
が
世
界
規
模
で

発
生
し
、
相
容
れ
な
い
者
同
士
の
混
在
に
よ
る
衝
突
や
戦
争
、
テ
ロ
の
原
因
と

な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本
に
限
定
さ
れ
な
い
現
在
の
方
が
危
険
で

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
夢
十
夜
』

選
ん
だ
一
行

と
う
と
う
死
ぬ
こ
と
に
決
心
し
た
。
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あ
る
と
思
う
。

　

そ
の
た
め
私
は
、
日
本
や
世
界
が
こ
れ
か
ら
先
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
予
想

で
き
ず
、
不
安
に
思
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
「
死
ぬ
こ
と
に
決
心

し
」
て
現
状
の
流
れ
か
ら
飛
び
降
り
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
む
し
ろ
、「
無
限

の
後
悔
」
を
し
な
い
た
め
に
も
、
こ
の
ま
ま
日
本
と
い
う
「
船
」
に
乗
っ
て
、

船
の
行
き
先
を
見
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

《
高
校
生
の
部
》

漱
石
と
文
学
、
私
の
こ
れ
か
ら

早
稲
田
大
学
高
等
学
院　

3
年

舩
越　

峻

　

私
は
今
、
死
ぬ
か
生
き
る
か
、
命
の
や
り
と
り
を
す
る
様
な
精
神
を
持
っ
て

い
る
だ
ろ
う
か
。
維
新
の
志
士
の
如
き
烈
し
い
精
神
で
取
り
組
ん
だ
も
の
が
あ

る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
私
が
こ
の
一
文
を
読
ん
だ
時
に
漠
然
と
湧
き
出
た
自

問
で
あ
る
。

　

漱
石
が
明
治
三
十
九
年
十
月
二
十
六
日
に
、
自
身
の
弟
子
で
あ
る
鈴
木
三
重

吉
に
宛
て
た
書
簡
に
は
、
文
学
の
師
匠
と
し
て
の
助
言
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ

の
中
で
、
私
が
選
ん
だ
こ
の
一
文
か
ら
は
、
漱
石
の
文
学
に
懸
け
る
熱
い
思
い

が
感
じ
と
れ
る
。
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
か
ら
帰
国
し
、
作
家
と
し
て
世
に
知

ら
れ
始
め
て
い
た
漱
石
は
、
当
時
の
文
学
界
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
大
正
三
年
に
漱
石
が
講
じ
た
「
私
の
個
人
主
義
」
で
も
触
れ

て
い
た
が
、
当
時
の
文
学
界
は
西
洋
の
文
化
を
い
か
に
も
自
分
た
ち
の
意
見
の

よ
う
に
主
張
し
、
時
代
が
時
代
の
た
め
そ
ん
な
風
潮
が
流
行
の
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。
そ
ん
な
中
で
、
自
分
の
意
見
や
文
学
を
恐
れ
ず
に
発
表
す
る
こ
と
が
必

要
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

現
在
の
私
に
は
、
命
を
か
け
て
取
り
く
ん
で
い
る
も
の
が
見
あ
た
ら
な
い
。

ま
し
て
や
、
今
ま
で
の
人
生
で
そ
こ
ま
で
の
気
力
、
労
力
を
か
け
た
も
の
が
無

い
だ
ろ
う
。
一
般
的
な
家
庭
に
生
ま
れ
、
一
般
的
な
教
育
に
流
さ
れ
育
っ
て
き

た
。
よ
っ
て
、
今
の
私
は
抜
け
殻
の
よ
う
に
毎
日
を
送
っ
て
い
る
。
そ
ろ
そ
ろ

大
人
に
な
っ
て
も
良
い
頃
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
現
在
の
日
本
に
は
、
大
人
で

あ
っ
て
も
漱
石
の
よ
う
な
ひ
た
む
き
な
精
神
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
人
は
、
そ

う
多
く
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。「
生
き
る
か
死
ぬ
か
」、「
命
を
か
け
て
」
仕
事

を
し
て
い
る
人
な
ど
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
、
現
在
の
社
会
で
は
そ
の

よ
う
な
「
ひ
た
む
き
さ
」
は
馬
鹿
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
感
じ
る
こ
と
が

あ
る
。
ど
こ
か
冷
め
た
姿
勢
で
、「
命
を
か
け
る
」
な
ん
て
こ
と
と
は
、
程
遠

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
漱
石
書
簡
集
』

選
ん
だ
一
行

「
死
ぬ
か
生
き
る
か
、
命
の
や
り
と
り
を
す
る
様
な
維
新
の
志
士

の
如
き
烈
し
い
精
神
で
文
学
を
や
っ
て
み
た
い
。」
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い
人
々
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
私
の
個
人
主
義
」
で
い
う
、
他
人
や

外
部
か
ら
の
意
見
や
見
解
を
鵜
吞
み
に
し
て
、
あ
た
か
も
自
分
の
も
の
の
よ
う

に
考
え
る
人
が
大
半
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
自
己
主
張
も
で

き
ず
、
生
ぬ
る
い
大
人
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
漱
石
も
さ

ぞ
ご
立
腹
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

私
は
、
改
め
て
こ
の
一
文
を
自
分
な
り
に
解
釈
し
た
上
で
、
一
つ
の
目
標
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
自
分
が
「
命
を
か
け
て
」
取
り
組
め
る
事
を

探
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
漱
石
に
と
っ
て
の
「
文

学
」
を
自
分
な
り
に
模
索
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
容
易
な
こ
と

で
は
な
い
。「
幕
末
の
志
士
」
の
世
を
変
え
て
し
ま
う
程
の
精
神
は
は
か
り
し

れ
な
い
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
、
漱
石
も
「
文
学
」
に
懸
け
て
い
た
、
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
。
私
も
、「
ひ
た
む
き
さ
」
が
失
わ
れ
て
い
く
現
在
の
社
会
で
、

危
機
感
を
抱
い
た
漱
石
の
よ
う
に
、
自
分
の
や
る
べ
き
事
、
や
り
た
い
事
に
う

ち
こ
ん
で
い
く
こ
と
を
決
意
し
た
。
漱
石
の
書
簡
か
ら
の
こ
の
一
文
は
、
私
の

人
生
に
と
っ
て
糧
と
な
る
一
文
で
あ
っ
た
。

《
高
校
生
の
部
》

吾
輩
は
猫
で
あ
る
を
読
ん
で

群
馬
県
立
伊
勢
崎
興
陽
高
等
学
校　

3
年

上
野　

竜
朋

　

私
は
猫
を
飼
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
こ
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
。

名
前
は
ま
だ
無
い
。」
を
選
ん
だ
の
で
す
が
、
う
ち
の
猫
と
の
出
会
い
は
思
い

返
す
こ
と
約
2
年
前
の
春
の
こ
と
で
し
た
。
ち
ょ
う
ど
梅
雨
も
始
ま
り
毎
日
の

登
下
校
が
び
し
ょ
ぬ
れ
で
大
変
な
時
期
で
し
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
の
帰
り
道
に

私
は
衝
撃
的
な
光
景
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。
そ
の
日
は
前
日
か
ら
朝
に

か
け
て
大
雨
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
帰
り
道
も
小
雨
が
ポ
ツ
ポ
ツ
と
降
っ
て
い

て
と
て
も
嫌
な
空
気
で
し
た
。
そ
ん
な
帰
り
道
に
道
の
端
に
小
学
生
と
中
学
生

が
何
人
か
集
ま
っ
て
何
や
ら
心
配
そ
う
な
顔
で
何
か
を
見
つ
め
て
い
ま
し
た
。

私
は
最
初
め
ず
ら
し
い
生
き
物
で
も
出
て
き
た
の
か
と
思
い
、
そ
の
集
団
の
横

を
自
転
車
で
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
の
時
そ
の
中
央
に
茶
ト
ラ
柄
の

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

選
ん
だ
一
行

吾
輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
無
い
。
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小
猫
が
そ
の
場
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
姿
が
、
目
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。

1
度
は
通
り
過
ぎ
た
も
の
の
あ
の
時
に
見
た
学
生
達
の
心
配
そ
う
な
表
情
を
ふ

と
思
い
出
し
ま
し
た
。
そ
の
途
端
、
意
志
よ
り
も
先
に
自
転
車
の
ペ
ダ
ル
を
こ

い
で
い
ま
し
た
。
戻
っ
た
時
に
は
そ
の
場
の
人
数
も
減
っ
て
い
て
、
す
ぐ
に
子

猫
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
前
日
か
ら
の
大
雨
に
よ
っ
て
親
と

は
ぐ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
の
近
く
に
親
猫
の
姿
は
な
く
た
だ
う
ず
く
ま
る

よ
う
に
小
猫
が
い
ま
し
た
。
全
身
び
し
ょ
ぬ
れ
で
、
目
も
あ
い
て
い
な
く
て
と

て
も
震
え
て
い
ま
し
た
。
私
は
、
こ
の
子
を
助
け
な
く
て
は
と
思
い
す
ぐ
に
自

転
車
の
カ
ゴ
に
乗
せ
て
家
に
向
か
い
ま
し
た
。

　

家
に
着
い
て
す
ぐ
に
母
に
事
情
を
説
明
し
ま
し
た
。
母
は
真
剣
に
私
の
話
を

聞
い
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
車
で
近
く
の
動
物
病
院
に
つ
れ
て
い
き
ま
し

た
。
子
猫
の
状
態
は
最
悪
で
今
夜
が
山
場
だ
と
獣
医
さ
ん
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
と
同
時
に

「
君
は
と
て
も
素
晴
ら
し
い
事
を
し
た
。
よ
く
そ
こ
で
見
捨
て
な
い
で
こ
の
子

を
助
け
て
く
れ
た
。
も
し
こ
の
子
が
明
日
を
向
か
え
ら
れ
な
く
て
も
自
分
を
責

め
な
い
で
ほ
し
い
。
も
し
元
気
に
な
れ
ば
名
前
を
付
け
て
家
族
の
一
員
と
し
て

向
か
え
い
れ
て
あ
げ
て
ほ
し
い
。」

そ
う
言
わ
れ
た
事
は
い
ま
で
も
は
っ
き
り
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
無

事
に
朝
を
向
か
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
子
を
家
族
と
し
て
受
け
い
れ

る
た
め
に
必
要
な
名
前
も
私
が
「
く
ぅ
」
と
い
う
名
前
を
与
え
ま
し
た
。
あ
っ

と
い
う
ま
に
す
く
す
く
育
ち
今
で
は
毎
日
、
あ
の
日
の
弱
々
し
さ
が
う
そ
の
よ

う
に
家
の
中
を
走
り
回
っ
た
り
皆
に
飛
び
つ
い
て
き
た
り
と
ヤ
ン
チ
ャ
な
姿
を

目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
私
は
猫
を
拾
い
、
危
機
を
乗
り
越
え
家
族
に
な
る
と
い
う
こ
と

を
経
験
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
、
吾
輩
は
猫
で
あ
る
、
名
前
は
ま
だ

無
い
と
い
う
一
文
が
自
分
の
経
験
と
と
て
も
シ
ン
ク
ロ
し
て
い
て
、
と
て
も
心

に
残
り
ま
し
た
。

《
高
校
生
の
部
》

『
記
憶
』

鎌
倉
女
子
大
学
高
等
部　

2
年

中
山　

佳
那
子

　

私
が
選
ん
だ
一
行
は
、『
こ
こ
ろ
』
よ
り
、「
記
憶
し
て
下
さ
い
。
私
は
こ
ん

な
風
に
し
て
生
き
て
来
た
の
で
す
。」
と
い
う
一
行
で
す
。
こ
れ
は
、「
先
生
」

の
書
い
た
遺
書
の
最
後
の
部
分
に
書
い
て
あ
る
一
行
で
、「
こ
ん
な
風
に
」
を

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行

『
記
憶
し
て
下
さ
い
。
私
は
こ
ん
な
風
に
し
て
生
き
て
来
た
の
で

す
。』
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そ
れ
ま
で
の
部
分
で
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
が
こ
の
一
行
を
選
ん
だ
理
由
は
、

「
忘
れ
な
い
で
下
さ
い
。」
で
も
な
く
、「
覚
え
て
い
て
下
さ
い
。」
で
も
な
く
、

「
記
憶
し
て
下
さ
い
。」
と
「
私
」
に
頼
ん
だ
そ
の
背
景
が
、
あ
ま
り
に
も
深
く
、

暗
く
、
こ
の
小
説
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
こ
の
一
文
で
表
現
し
て
い
る
と
感
じ
た

か
ら
で
す
。

　

私
は
こ
の
小
説
を
「
深
く
、
暗
く
」
と
表
現
し
ま
し
た
が
、
そ
の
根
底
に
あ

る
も
の
は
「
死
」
だ
と
私
は
捉
え
ま
し
た
。
こ
の
小
説
の
中
で
は
「
死
」
が
多

く
出
て
来
ま
す
。
そ
れ
が
、
病
死
で
あ
っ
て
も
自
殺
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
死
ん

で
い
っ
た
人
、
死
に
そ
う
な
人
の
大
切
な
人
へ
の
、
感
謝
、
謝
罪
、
後
悔
の
念

が
、
こ
の
小
説
の
中
に
、「
私
」
と
「
先
生
」、「
私
」
と
「
父
」、「
先
生
と
Ｋ
」

と
の
話
の
中
で
、「
暗
く
、
深
く
」
書
か
れ
、
そ
れ
が
私
が
思
い
描
く
「
死
」

の
色
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
。
私
が
選
ん
だ
一
行
の
中
で
、「
こ
ん
な
風
に
し
て
」
と

「
先
生
」
が
自
身
の
人
生
を
表
現
し
た
部
分
が
あ
り
ま
し
た
。「
先
生
」
の
過
去

の
中
で
、「
Ｋ
」
と
の
恋
愛
面
の
三
角
関
係
が
あ
り
ま
し
た
。「
Ｋ
」
は
堂
々
と

「
先
生
」
に
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
ま
し
た
が
、「
先
生
」
は
、
奥
さ
ん
に
裏
で

こ
っ
そ
り
と
気
持
ち
を
伝
え
、
最
終
的
に
結
婚
し
ま
し
た
。
私
は
恋
愛
の
経
験

は
無
く
、
ま
し
て
や
三
角
関
係
の
経
験
な
ど
一
切
あ
り
ま
せ
ん
が
、
た
だ
一
つ

分
か
る
こ
と
は
、「
先
生
」
は
「
Ｋ
」
に
恋
愛
面
の
賭
け
に
勝
利
し
、
一
人
の

人
間
と
し
て
敗
北
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
結
婚
が
認
め
ら
れ
た
夜
に
「
Ｋ
」

は
自
分
の
部
屋
で
自
殺
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
過
去
が
「
先
生
」
の
そ
の
後

の
人
生
に
大
き
く
影
響
を
与
え
、
苦
し
ま
せ
続
け
る
出
来
事
と
な
り
ま
し
た
。

自
分
だ
け
裏
で
済
ま
せ
て
し
ま
お
う
と
い
う
「
先
生
」
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
招
い

た
出
来
事
と
、
私
は
思
い
ま
し
た
。

　

こ
の
小
説
を
全
体
的
に
見
て
、
た
く
さ
ん
の
人
の
た
く
さ
ん
の
感
情
が
む
き

出
し
に
な
っ
て
表
れ
て
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
感
謝
で
あ
り
、
謝

罪
で
あ
り
、
後
悔
で
あ
り
、
そ
れ
は
全
て
昔
も
今
も
変
わ
ら
な
い
、
生
身
の
人

間
の
「
こ
こ
ろ
」
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。「
先
生
」
が
「
私
」
に
充
て
た
長
い

長
い
遺
書
は
、
た
だ
自
分
の
過
去
を
誰
か
に
知
っ
て
欲
し
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、

「
自
分
は
こ
ん
な
人
生
を
歩
み
、
人
を
殺
し
、
ず
っ
と
死
に
た
い
と
思
っ
て
生

き
て
き
た
。」
と
い
う
事
実
を
、
自
分
を
信
じ
て
く
れ
る
「
私
」
に
記
憶
し
て

貰
い
た
か
っ
た
も
の
と
思
い
ま
し
た
。
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《
高
校
生
の
部
》

エ
ゴ
イ
ズ
ム

北
鎌
倉
女
子
学
園
高
等
学
校　

2
年

井
上　

真
奈
恵

　

こ
の
一
行
が
私
の
中
に
強
い
印
象
を
与
え
た
の
は
少
な
か
ら
ず
こ
の
感
情
に

覚
え
が
あ
る
か
ら
に
違
い
な
い
。

　

こ
の
言
葉
を
胸
の
中
で
つ
ぶ
や
い
た
先
生
は
、
同
じ
相
手
を
好
き
に
な
っ
た

友
を
妥
協
さ
せ
よ
う
と
画
策
し
て
い
る
。
自
分
の
恋
を
成
就
さ
せ
る
た
め
、
相

手
の
心
を
折
る
。
そ
れ
も
、
幼
馴
染
で
あ
る
こ
と
か
ら
Ｋ
の
生
真
面
目
な
性
格

を
逆
手
に
と
っ
て
追
い
つ
め
る
と
い
う
、
普
通
に
考
え
れ
ば
、
卑
怯
な
戦
法
で

あ
る
。
自
分
の
想
い
を
成
し
遂
げ
る
為
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、
当
然
こ
れ
は
先
生
の
エ
ゴ
で
あ
る
。
実
際
、
物
語
で
は
Ｋ
は
自
殺
す
る
と

い
う
最
悪
の
結
果
を
迎
え
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
Ｋ
を
追
い
つ
め
た
張
本
人
で

あ
る
先
生
自
身
の
人
生
を
も
狂
わ
せ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
や
り
方
は

自
己
中
心
的
で
、
少
な
く
と
も
Ｋ
に
対
す
る
先
生
の
態
度
は
エ
ゴ
イ
ス
ト
な
の

だ
ろ
う
と
読
み
取
れ
る
。
だ
が
、
私
は
ど
う
も
先
生
を
憎
め
な
い
。
む
し
ろ
共

感
す
る
部
分
さ
え
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
私
が
先
生
と
同
じ
立
場
に
な
っ

た
の
な
ら
、
Ｋ
に
全
く
同
じ
感
情
を
抱
く
と
思
う
か
ら
だ
。
自
分
の
方
が
先
に

お
嬢
さ
ん
を
好
き
で
、
後
か
ら
来
た
Ｋ
に
そ
の
想
い
人
を
取
ら
れ
て
た
ま
る
か

と
躍
起
に
な
る
気
持
ち
は
エ
ゴ
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
、
相
手
が
お

嬢
さ
ん
で
な
く
と
も
、
先
生
は
Ｋ
に
心
か
ら
の
応
援
を
す
る
気
は
な
い
し
言
葉

に
あ
る
よ
う
に
、
投
げ
か
け
る
慰
め
は
Ｋ
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
返
事
で
し
か

な
い
の
だ
。
本
人
は
真
剣
に
悩
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
結
局
相
談
相
手
で
あ
る

私
に
求
め
ら
れ
る
答
え
は
相
手
の
渇
き
を
満
た
す
よ
う
な
答
え
で
あ
り
、
む
し

ろ
そ
れ
し
か
与
え
て
や
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
二
人
の
状
況
と
、
先
生
が
行
っ
て
い
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
何
も
不
思
議
で

は
な
い
人
間
の
本
性
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
感
じ
た
。
先
生
の
行
為
は
計
画

的
に
過
激
に
な
り
、
自
ら
の
信
念
と
恋
愛
感
情
の
は
ざ
ま
で
思
い
悩
む
Ｋ
を
苦

し
め
て
い
く
。
先
生
は
自
分
の
し
て
い
る
こ
と
が
本
当
は
す
る
べ
き
こ
と
で
は

な
い
、
素
直
に
自
分
も
お
嬢
さ
ん
を
好
き
だ
と
白
状
し
フ
ェ
ア
に
争
奪
を
す
る

べ
き
だ
と
内
心
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
Ｋ
を
確
実
に
落
と
す
方
法
を
模
索
し
て

い
る
。
こ
れ
も
人
間
ら
し
い
行
動
だ
と
私
は
思
っ
た
。

　

狡
猾
な
や
り
方
を
す
る
し
か
な
い
の
は
、
対
等
に
や
り
あ
っ
た
と
き
、
自
分

が
勝
利
で
き
る
確
信
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
と
し
て
も
お
嬢
さ
ん
を
Ｋ
に
渡

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行

も
し
相
手
が
お
嬢
さ
ん
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
私
は
彼
に
都
合
の

い
い
返
事
を
、
そ
の
渇
き
切
っ
た
顔
の
上
に
慈
雨
の
如
く
注
い
で

や
っ
た
か
分
か
り
ま
せ
ん
。



56

し
た
く
な
い
、
そ
う
強
く
思
う
が
ゆ
え
に
、
確
実
な
手
段
を
と
り
た
く
な
っ
て

し
ま
う
。
人
間
は
相
手
よ
り
先
手
を
読
め
る
と
安
心
す
る
の
だ
。
そ
し
て
安
心

す
る
た
め
に
劣
等
感
の
中
か
ら
ひ
り
出
す
よ
う
に
優
越
感
を
生
み
出
す
。
さ
ら

に
言
う
な
ら
、
失
う
も
の
が
何
も
な
い
と
わ
か
っ
て
い
る
と
大
げ
さ
な
こ
と
を

し
て
み
た
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
私
が
、
こ
の
一
行
に
肯
定
的
で
あ
る
の
は
、

私
自
身
が
知
り
う
る
感
情
で
あ
る
か
ら
と
と
も
に
、
こ
の
感
情
が
何
よ
り
も
、

人
間
ら
し
い
か
ら
だ
。
動
物
の
よ
う
に
決
闘
す
る
の
で
は
な
く
、
相
手
の
精
神

部
分
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
相
手
を
弱
ら
せ
る
こ
と
は
人
間
し
か
で
き
な
い
。

こ
の
一
行
に
は
そ
の
人
間
ら
し
い
露
骨
な
表
現
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
先
生
の
一

途
な
気
持
ち
は
当
の
本
人
に
と
っ
て
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
領
域
か
ら
脱
し
か

け
て
い
る
の
だ
。

《
高
校
生
の
部
》

こ
こ
ろ
の
〝
色
〞

北
鎌
倉
女
子
学
園
高
等
学
校　

2
年

木
島　

天
音

　

先
生
が
人
を
色
に
表
し
て
見
る
表
現
は
〝
私
〞
と
先
生
の
会
話
・
先
生
の
遺

書
の
中
で
時
々
出
て
く
る
。

　
『
こ
こ
ろ
』
と
い
う
作
品
は
人
間
の
心
理
描
写
に
特
化
し
た
作
品
で
あ
る
。

作
中
で
最
も
細
や
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
〝
私
〞
が
先
生
と
呼
ぶ
人
物
の
人
間

に
対
し
て
の
重
要
な
判
断
基
準
が
出
て
く
る
の
が
そ
の
先
生
の
台
詞
だ
。
こ
の

台
詞
の
後
に
、
先
生
が
自
分
は
精
神
的
に
も
癇
性
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
が
、

〝
私
〞
や
先
生
の
奥
さ
ん
は
理
解
を
示
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
が
先
生

の
こ
こ
ろ
を
解
釈
す
る
う
え
で
重
要
な
部
分
で
あ
る
と
い
う
事
が
推
測
で
き
る
。

　

後
々
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
先
生
が
物
だ
け
で
は
な
く
、
人
に
も
潔
癖
と
い

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行

汚
れ
た
の
を
用
い
る
位
な
ら
、
一
層
始
か
ら
色
の
着
い
た
も
の
を

使
う
が
好
い
。
白
け
れ
ば
純
白
で
な
く
っ
ち
ゃ
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う
こ
と
だ
。
先
生
の
遺
書
を
読
ん
で
み
て
、
特
に
そ
の
癖
が
顕
著
に
表
れ
て
い

る
の
は
若
い
頃
の
奥
さ
ん
に
対
し
て
の
先
生
の
態
度
だ
。
先
生
は
奥
さ
ん
の
こ

と
を
汚
し
て
は
い
け
な
い
純
白
の
様
に
取
り
扱
お
う
と
し
て
い
る
の
が
判
る
。

そ
の
た
め
に
先
生
は
奥
さ
ん
に
Ｋ
と
の
事
を
話
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。

先
生
は
奥
さ
ん
の
純
白
を
自
己
の
汚
い
感
情
で
汚
し
た
く
な
か
っ
た
の
だ
。
そ

の
た
め
に
奥
さ
ん
は
そ
の
汚
れ
を
一
切
知
ら
な
い
が
、
し
か
し
先
生
に
一
滴
の

黒
、
不
明
な
部
分
の
み
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。
私
は
純
白
で
は
な
い
か
ら
、
先

生
の
す
べ
て
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
。

　

反
し
て
、
先
生
の
遺
書
の
中
で
一
番
の
重
要
人
物
で
あ
ろ
う
Ｋ
に
対
し
て
は

一
切
そ
の
様
な
描
写
が
な
い
。
こ
こ
が
一
番
面
白
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
私
は
思

っ
た
。
Ｋ
を
先
生
な
り
に
把
握
で
き
て
い
な
い
の
だ
。
先
生
は
Ｋ
の
こ
こ
ろ
の

色
が
判
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
Ｋ
の
女
嫌
い
を
直
そ
う
と
し
そ
の
結
果
奥
さ
ん
と

仲
良
く
な
る
と
嫉
妬
し
、
し
か
し
二
人
で
旅
行
に
行
っ
た
り
も
す
る
が
Ｋ
が
私

に
対
し
て
奥
さ
ん
へ
の
想
い
を
暴
露
し
て
も
、
先
生
は
自
分
も
奥
さ
ん
が
好
き

だ
と
い
え
な
い
、
そ
し
て
Ｋ
の
恋
愛
な
ど
を
し
な
い
と
い
う
最
初
の
志
を
突
き

付
け
て
攻
撃
す
る
等
の
、
先
生
の
二
・
三
転
す
る
Ｋ
へ
の
行
動
で
良
く
わ
か
る
。

　

私
は
、
先
生
本
人
は
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
が
先
生
か
ら
見
て
、
実
は
Ｋ
も

純
白
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
だ
か
ら
奥
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
、

Ｋ
に
も
思
い
の
内
を
打
ち
明
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
思
い
を

秘
め
た
ま
ま
で
い
た
か
ら
本
作
の
結
末
に
な
っ
た
の
で
は
、
と
。

　

こ
う
す
る
と
先
生
の
心
情
が
少
し
は
理
解
で
き
た
気
が
す
る
。
し
か
し
先
生

が
色
に
例
え
た
様
に
は
こ
こ
ろ
は
一
言
で
表
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ

こ
が
本
作
の
興
味
深
い
部
分
で
、
感
想
文
を
書
い
て
い
る
今
も
読
み
返
せ
ば
読

み
返
し
た
分
だ
け
色
の
数
が
変
動
す
る
、
謎
が
増
え
た
り
解
決
し
た
り
す
る
。

　
『
こ
こ
ろ
』
が
暗
く
て
つ
ま
ら
な
い
と
思
う
読
者
の
気
持
ち
も
わ
か
る
。
本

来
の
人
気
作
品
と
い
う
括
り
な
ら
、
き
っ
と
先
生
は
Ｋ
か
奥
さ
ん
に
気
持
ち
の

一
切
を
打
ち
明
け
る
と
こ
ろ
が
き
っ
と
、
作
品
と
し
て
の
山
場
で
あ
り
読
者
の

感
情
が
最
高
に
昂
る
と
こ
ろ
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
し
か
し
本
作
に
そ
れ
は

な
い
。
そ
こ
を
興
味
深
く
思
う
か
、
つ
ま
ら
な
く
思
う
か
が
、
こ
の
作
品
『
こ

こ
ろ
』
を
読
む
う
え
の
分
岐
点
で
あ
る
。

《
高
校
生
の
部
》

心
に
残
っ
た
一
行

広
島
県
立
海
田
高
等
学
校　

1
年

栗
栖　

香
枝

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
夢
十
夜
』
│
第
一
夜
│

選
ん
だ
一
行

「
百
年
は
も
う
来
て
い
た
ん
だ
な
」
と
こ
の
時
は
じ
め
て
気
が
付

い
た
。
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私
が
選
ん
だ
一
行
は
「『
百
年
は
も
う
来
て
い
た
ん
だ
な
』
と
こ
の
時
は
じ

め
て
気
が
付
い
た
。」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
一
行
は
亡
く
な
っ
た
女
性

を
百
年
間
も
待
ち
続
け
、
女
性
の
墓
か
ら
咲
い
た
百
合
を
見
て
主
人
公
で
あ
る

男
性
が
言
っ
た
も
の
で
す
。

　

私
が
こ
の
一
行
を
選
ん
だ
理
由
は
、
読
む
人
、
読
む
回
数
に
よ
っ
て
異
な
る

意
味
に
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
一
行
だ
か
ら
で
す
。
一
つ
目
の
意
味
は
亡
く

な
っ
た
女
性
と
再
会
で
き
た
喜
び
で
す
。
私
は
最
初
、
百
合
に
は
ど
ん
な
意
味

が
あ
る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
何
度
も
読
ん
で
い
る
う
ち
に

女
性
と
百
合
に
共
通
点
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
女
性
の

真
っ
白
な
頰
と
百
合
の
真
っ
白
な
色
、
女
性
の
涙
が
頰
へ
垂
れ
た
こ
と
と
百
合

に
露
が
落
ち
た
こ
と
、
女
性
の
静
か
な
調
子
と
百
合
が
ふ
ら
ふ
ら
動
い
た
こ
と

で
す
。
ま
た
、
百
合
は
女
性
の
お
墓
か
ら
咲
い
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
百
合
は
女
性
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
私
の
選

ん
だ
最
後
の
一
行
に
は
、
再
び
女
性
と
会
う
こ
と
の
で
き
た
喜
び
と
感
動
、
女

性
を
思
い
続
け
て
き
た
百
年
が
あ
っ
と
い
う
間
だ
っ
た
と
い
う
男
性
の
気
持
ち

が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。

　

二
つ
目
の
意
味
は
男
性
の
亡
く
な
っ
た
女
性
と
も
う
会
う
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
悲
し
み
で
す
。
私
は
一
つ
目
の
意
味
の
中
で
疑
問
が
一
つ
残
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
百
合
は
本
当
に
女
性
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
う
思
っ
た
理
由
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
来
て
い
た
」
と
過

去
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
百
年
が
過
ぎ
て
い
た
こ
と
を
百
合
が
咲
い
て
は

じ
め
て
気
が
付
い
た
こ
と
で
す
。
百
合
が
女
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
百
合
は
百
年

目
に
咲
く
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
か
ら
す
る
と
百
合
が
咲
い

た
時
に
は
も
う
百
年
は
過
ぎ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
百
合

は
女
性
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

私
は
女
性
は
星
と
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
百
合
は
、
女
性
が
男
性
に
百

年
た
っ
た
か
ら
待
た
な
く
て
も
良
い
と
伝
え
る
た
め
に
咲
い
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
遥
か
上
か
ら
ぽ
た
り
と
落
ち
て
き
た
露
は
星
と
な
っ
た
女
性
の
涙

で
、
百
年
も
自
分
を
思
い
、
待
っ
て
く
れ
て
い
た
嬉
し
さ
と
も
う
二
度
と
逢
え

な
い
悲
し
い
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。
選
ん
だ
最
後
の
一

行
に
は
、
男
性
だ
け
で
な
く
女
性
の
悲
し
い
気
持
ち
、
ま
だ
好
き
だ
と
い
う
気

持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
本
は
直
接
言
葉
で
表
し
て
い
な
い
の
に
読
む
人
に
そ
れ
を
伝
え
て
い
る

の
が
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
直
接
言
葉
で
表
し
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、

読
む
人
、
回
数
に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
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《
高
校
生
の
部
》

前
向
き

広
島
県
立
海
田
高
等
学
校　

1
年

藤
原　

ゆ
り
あ

　

私
は
夏
目
漱
石
の
作
品
の
一
つ
で
あ
る
「
坑
夫
」
と
い
う
本
の
中
の
「
つ
ま

り
自
分
が
苦
し
ん
で
る
ん
だ
か
ら
、
自
分
で
苦
み
を
留
め
る
よ
り
ほ
か
に
道
は

な
い
訳
だ
。」
と
い
う
一
行
が
、
一
番
心
に
印
象
強
く
残
り
ま
し
た
。

　

一
文
を
読
ん
だ
時
、
明
る
い
前
向
き
な
一
行
が
印
象
に
印
っ
た
と
い
う
人
の

方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
「
苦
み
」
と
い
う
明

る
い
感
じ
と
は
真
反
対
な
言
葉
が
入
っ
て
い
る
一
行
を
選
び
ま
し
た
。
理
由
は

二
つ
あ
り
、
一
つ
目
は
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
一
行
に
深
く
共
感
す
る
こ
と
が
で
き

た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
二
つ
目
は
、
最
初
、
特
に
何
も
考
え
ず
読
ん
だ
ら
暗
い

雰
囲
気
し
か
感
じ
な
い
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
、
よ
く
読
ん
で
み
る
と
前
向
き
な

こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

　

私
が
こ
の
一
行
に
共
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
以
前
に
私
も
似
た
よ
う

な
こ
と
を
思
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
私
は
高
校
に
入
学
し
た
時
、
ク

ラ
ス
に
同
中
の
女
の
子
が
一
人
も
い
な
く
て
、
友
達
が
い
な
い
状
態
で
し
た
。

他
の
子
達
は
、
同
中
の
子
が
ほ
と
ん
ど
い
て
、
和
に
と
て
も
入
り
に
く
く
、
和

に
入
っ
た
後
も
な
か
な
か
自
分
の
本
当
の
性
格
を
出
せ
ず
、
馴
染
め
な
く
て
毎

日
泣
き
、
本
当
に
辛
か
っ
た
こ
と
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。
で
も
私
は
、
自

分
で
こ
の
状
態
を
変
え
な
け
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
こ
の
ま
ま
な
ん
だ
ろ

う
と
考
え
、
絶
対
に
こ
の
状
態
を
止
め
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
中
学
の
友
達
に

気
持
ち
を
共
感
し
て
も
ら
う
の
は
精
神
的
に
楽
に
な
り
良
い
こ
と
で
す
。
し
か

し
、
高
校
で
は
何
も
変
わ
ら
な
い
と
気
付
き
私
は
、
中
学
の
友
達
に
し
て
い
た

同
じ
接
し
方
を
し
て
、
い
つ
も
通
り
の
自
分
で
い
だ
し
た
ら
す
ぐ
に
馴
染
む
こ

と
が
で
き
、
嫌
だ
っ
た
状
態
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
て
、
今
と
な
っ
て
は

あ
の
時
頑
張
っ
て
良
か
っ
た
な
と
本
当
に
思
い
ま
す
。
こ
の
経
験
か
ら
、
辛
い

こ
と
は
自
分
で
な
ん
と
か
し
な
い
と
、
終
わ
る
の
は
遅
く
な
る
と
知
る
こ
と
が

で
き
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
い
う
場
面
に
な
っ
た
時
は
自
分
で
何
と
か
し
て
い
こ

う
と
思
い
ま
す
。

　
「
自
分
で
苦
み
を
留
め
る
よ
り
ほ
か
に
道
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
自
分

の
力
で
な
ん
と
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
、
私
は
前
向

き
に
頑
張
る
感
じ
が
伝
わ
っ
て
き
て
良
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

ほ
か
に
道
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
逃
げ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
逃

げ
ず
に
向
き
合
う
こ
と
で
自
分
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
メ
ン
タ
ル

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
坑
夫
』

選
ん
だ
一
行

つ
ま
り
自
分
が
苦
し
ん
で
る
ん
だ
か
ら
、
自
分
で
苦
み
を
留
め
る

よ
り
ほ
か
に
道
は
な
い
訳
だ
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を
き
た
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
と
考
え
た
ら
す
ご
く
良
い
一
行
だ
な
と
思
い
、
印
象

に
も
と
て
も
残
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
辛
い
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
時
は
こ
の
一
行
や
、

高
校
入
学
し
て
か
ら
の
自
分
を
思
い
出
し
頑
張
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

《
高
校
生
の
部
》

臆
病
者
の
届
か
な
い
叫
び

広
島
県
立
海
田
高
等
学
校　

2
年

笹
木　

萌
々
子

　

友
達
が
少
な
く
、
人
付
き
合
い
が
苦
手
で
親
を
困
ら
せ
て
ば
か
り
で
し
た
。

気
が
利
か
な
い
悲
し
い
人
。
そ
れ
が
私
で
す
。
そ
ん
な
私
が
嫌
い
な
私
と
向
き

合
う
き
っ
か
け
を
こ
の
一
行
は
く
れ
ま
し
た
。

　
「
た
だ
、
あ
な
た
に
会
い
た
い
か
ら
行
っ
た
の
で
す
」
と
い
う
一
言
を
読
ん

だ
時
、
最
初
は
た
だ
「
こ
う
言
わ
れ
た
ら
嬉
し
い
な
」
と
か
そ
の
告
白
の
よ
う

な
フ
レ
ー
ズ
に
少
し
ド
キ
ド
キ
し
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
同
時
に
、

そ
の
よ
う
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
自
分
に
対
し
て
恥
ず
か
し
い
と
思
い
ま
し
た
。

誰
か
に
知
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
ど
こ
か
へ
隠
そ
う
と
し
て
い
た
自
分

も
い
ま
し
た
。
私
は
そ
の
感
情
に
対
し
て
恥
ず
か
し
さ
と
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、「
自
分
ら
し
く
な
い
」
と
か
「
何
、
考
え
て
い
る
ん
だ
」

と
自
分
を
ど
こ
か
責
め
て
い
ま
し
た
。「
私
ご
と
き
が
、
こ
ん
な
こ
と
を
思
っ

て
、
ご
め
ん
な
さ
い
」
と
い
つ
も
の
よ
う
に
、
謝
ま
り
た
く
な
り
ま
し
た
。
部

活
な
ど
で
人
間
関
係
を
築
く
上
で
も
、
周
り
の
人
か
ら
嫌
わ
れ
た
く
な
い
た
め
、

い
つ
も
謝
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
、
自
分
の
本
当
の
弱
さ
か
ら
目
を
そ
む
け
て
い

ま
し
た
。
そ
も
そ
も
、
そ
こ
ま
で
過
剰
に
他
人
の
目
を
気
に
し
て
い
る
必
要
は

な
か
っ
た
と
今
は
思
い
ま
す
。
自
意
識
過
剰
だ
と
い
う
自
分
の
弱
さ
に
気
付
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
中
学
生
の
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
こ
ん
な
私
も
恋
を
し

て
い
ま
し
た
。
初
め
は
自
覚
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
も
う
そ
の

時
か
ら
、
そ
の
人
の
こ
と
を
目
が
追
っ
て
い
ま
し
た
。
話
し
か
け
て
も
ら
え
る

よ
う
に
、
明
る
い
雰
囲
気
を
心
が
け
て
い
ま
し
た
。
そ
の
人
が
い
る
こ
と
自
体

が
奇
跡
だ
っ
た
と
今
は
思
い
ま
す
。
同
じ
学
校
の
同
じ
教
室
に
い
る
と
い
う
毎

日
が
今
は
少
し
恋
し
い
で
す
。
当
然
、
物
語
の
よ
う
に
明
る
い
感
情
ば
か
り
で

は
な
く
、
嫉
妬
や
そ
の
人
の
一
言
に
一
喜
一
憂
し
た
り
と
、
つ
ら
い
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
り
、「
そ
れ
で
も
、
楽
し
か
っ
た
」
と
思
う
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
き
っ
と
、
主
人
公
の
よ
う
に
自
分
の
言
葉
で
気
持
ち

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
三
四
郎
』

選
ん
だ
一
行

「
た
だ
、
あ
な
た
に
会
い
た
い
か
ら
行
っ
た
の
で
す
」
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を
伝
え
て
い
れ
ば
、
三
年
経
っ
た
今
で
も
後
悔
し
て
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
ず
っ
と
、
漠
然
と
し
て
い
た
根
本
的
な
理
由
が
分
か
り
ま
し
た
。

自
分
の
言
葉
で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
主
人
公
が
少
し
羨
ま
し
い
で
す
。
き
っ

と
不
安
で
仕
方
が
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
は
そ
の
人
か
ら
ど
う
思
わ
れ
る

の
か
が
怖
か
っ
た
で
す
。
そ
し
て
、
私
は
そ
の
怖
さ
か
ら
逃
げ
ま
し
た
。

　

小
説
の
一
行
に
対
し
て
、
こ
ん
な
に
親
近
感
が
湧
い
た
り
、
心
を
動
か
さ
れ

た
り
す
る
の
は
初
め
て
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
こ
ん
な
私
と
向
き
合
っ
て
い

き
た
い
で
す
。
…
違
う
。「
こ
ん
な
私
」
と
今
ま
で
何
度
も
言
っ
て
き
ま
し
た
。

い
つ
も
周
り
の
人
に
気
を
遣
っ
て
、
気
を
遣
わ
せ
て
き
ま
し
た
。
も
う
、
周
り

の
人
の
顔
色
を
う
か
が
っ
て
い
く
の
は
、
疲
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、

ど
う
し
た
ら
正
解
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
模
範
解
答
さ
え
あ
れ
ば
い
い
の
に
、
そ

れ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
答
え
が
見
つ
か
る
ま
で
は
、
ど
ん
な
に
苦
痛

で
も
一
日
一
日
を
生
き
て
い
く
以
外
、
選
択
肢
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
な
り
の

答
え
を
探
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

《
高
校
生
の
部
》

正
解
は
あ
っ
た
の
か

立
命
館
高
等
学
校　

2
年

名
古　

あ
か
り

　

私
の
心
に
深
く
残
っ
た
一
行
は
夢
十
夜
の
第
七
夜
の
中
の
「
と
こ
ろ
が
│
│

自
分
の
足
が
甲
板
を
離
れ
て
、
船
と
縁
が
切
れ
た
そ
の
刹
那
に
、
急
に
命
が
惜

し
く
な
っ
た
。
心
の
底
か
ら
よ
せ
ば
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
。」
と
い
う
部
分
で

す
。

　

夢
十
夜
の
中
で
も
特
に
第
七
夜
は
夏
目
漱
石
の
心
境
や
本
心
が
見
え
隠
れ
し

て
い
る
と
感
じ
好
き
な
話
な
の
で
、
そ
こ
か
ら
一
文
を
選
ぶ
こ
と
に
し
ま
し
た
。

私
は
本
文
中
の
よ
う
な
経
験
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
読
ん
で
い
る
と
後
悔

し
て
い
る
様
子
が
す
ご
く
伝
わ
っ
て
き
て
、
私
ま
で
不
安
な
気
持
ち
に
な
っ
た

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
夢
十
夜
・
第
七
夜
』

選
ん
だ
一
行

と
こ
ろ
が
│
│
自
分
の
足
が
甲
板
を
離
れ
て
、
船
と
縁
が
切
れ
た

そ
の
刹
那
に
、
急
に
命
が
惜
し
く
な
っ
た
。
心
の
底
か
ら
よ
せ
ば

よ
か
っ
た
と
思
っ
た
。
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の
で
、
わ
か
り
や
す
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

　

主
人
公
は
自
分
の
人
生
を
無
意
味
だ
と
感
じ
自
殺
す
る
こ
と
を
決
意
し
ま
す

が
、
人
生
を
投
げ
出
し
た
ら
楽
に
な
れ
る
の
か
、
解
決
さ
れ
る
の
か
と
い
う
と

そ
れ
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
主
人
公
が
自
殺
を
決
め
た
の
は
、
何
で
生
き
て
い

る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
り
自
分
の
人
生
が
つ
ま
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
が
、
生
き
る
目
的
が
わ
か
ら
な
く
て
も
生
き
る
意
味
が
な
い
と
い
う
理
由

に
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
生
き
る
目
的
を
考
え
て
一
時
的
な

も
の
で
な
く
『
生
き
て
い
て
よ
か
っ
た
』
と
思
え
る
人
は
な
か
な
か
い
な
い
と

思
う
し
、
み
ん
な
生
き
る
目
的
な
ん
て
知
ら
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
う

い
う
点
で
は
、
こ
の
作
品
を
読
ん
で
生
き
る
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

周
り
に
人
が
い
る
の
に
問
い
か
け
て
も
思
っ
た
よ
う
な
問
い
が
返
っ
て
こ
ず
、

自
分
を
わ
か
っ
て
く
れ
る
人
で
は
な
い
し
、
自
分
の
疑
問
に
共
感
し
て
く
れ
る

人
で
も
な
い
。
心
細
く
て
不
安
な
心
境
と
そ
の
情
景
が
想
像
で
き
て
、
そ
こ
に

黒
い
海
が
見
え
た
ら
飛
び
込
ん
で
し
ま
い
た
い
と
思
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

主
人
公
は
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
以
上
何
か
し
な
い
と
い
け
な
い
、
で
も
自

分
は
何
を
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
し
、
何
を
す
る
こ
と
が
よ
い
こ
と
な
の

か
わ
か
ら
な
い
と
思
い
自
分
を
追
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
船

に
乗
っ
て
い
て
も
生
き
る
意
味
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
結
局
飛
び
込
ん
で
も

待
っ
て
い
た
の
は
飛
び
込
ま
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
い
う
後
悔
と
、
黒
い
波
が

立
つ
海
へ
沈
む
恐
怖
。
暗
い
結
末
が
待
っ
て
い
た
と
い
う
の
も
「
心
の
底
か
ら

よ
せ
ば
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
。」
と
い
う
と
こ
ろ
に
含
ま
れ
て
い
る
気
が
し
ま

し
た
。

　

し
か
し
、
生
き
る
意
味
が
な
い
と
思
い
自
殺
を
決
意
し
て
飛
び
降
り
た
の
に
、

そ
の
瞬
間
に
「
急
に
命
が
惜
し
く
な
っ
た
。
心
の
底
か
ら
よ
せ
ば
よ
か
っ
た
と

思
っ
た
。」
と
そ
れ
を
と
て
も
後
悔
し
た
と
い
う
表
記
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
、

あ
れ
ほ
ど
思
い
つ
め
て
い
て
決
意
し
た
こ
と
な
の
に
結
局
後
悔
す
る
の
か
。
と

思
い
私
に
と
っ
て
予
想
し
な
か
っ
た
衝
撃
的
な
展
開
だ
っ
た
の
で
『
わ
た
し
の

一
行
』
に
決
め
ま
し
た
。

《
高
校
生
の
部
》

「
百
年
」
に
込
め
ら
れ
た
女
性
の
思
い

立
命
館
高
等
学
校　

2
年

森
本　

夏
未

　
「
百
年
待
っ
て
い
て
下
さ
い
」
と
い
う
部
分
が
、
私
の
心
に
残
っ
た
一
文
で

す
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
一
文
は
男
性
に
、「
こ
の
世
に
存
在
し
な
く
な
る
自
分
を
、

佳　
　
　

作

作
品
名 

『
夢
十
夜
・
第
一
夜
』

選
ん
だ
一
行

「
百
年
は
も
う
来
て
い
た
ん
だ
な
」
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あ
な
た
は
死
ぬ
ま
で
私
を
愛
せ
ま
す
か
？
」
と
い
う
間
接
的
な
問
い
か
け
だ
と

思
う
か
ら
で
す
。

　

夢
の
話
だ
と
は
言
え
、
百
年
間
も
生
き
て
い
ら
れ
る
訳
が
あ
り
ま
せ
ん
。
も

う
す
ぐ
死
ん
で
し
ま
う
女
性
が
、
自
分
の
好
き
な
男
性
に
一
生
愛
し
て
も
ら
え

る
か
試
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
一
度
し
か
な
い
人
生
だ
か
ら
、
男
性
が

「
次
の
人
と
恋
し
よ
う
」
と
思
い
、
新
し
い
女
の
人
と
愛
し
合
う
こ
と
を
、
女

性
は
恐
れ
た
の
だ
と
考
え
ま
し
た
。

　

男
性
は
、
女
性
を
百
年
待
ち
続
け
る
こ
と
を
約
束
し
、
お
墓
の
そ
ば
で
ず
っ

と
待
っ
て
い
る
場
面
が
感
動
的
で
し
た
。
日
を
い
く
つ
も
い
く
つ
も
眺
め
、
ま

だ
か
ま
だ
か
と
待
ち
続
け
て
い
る
男
性
は
、
本
当
に
女
性
の
こ
と
を
愛
し
て
い

た
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
男
性
が
「
自
分
は
女
に
欺
さ
れ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
」
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
瞬
間
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
瞬
間
真
っ
白

な
百
合
が
咲
き
、
男
性
は
「
そ
の
花
が
待
ち
続
け
た
女
性
の
分
身
で
、
百
年
は

も
う
き
て
い
た
の
だ
な
」
と
思
い
ま
し
た
。
私
は
こ
の
こ
と
か
ら
、
女
性
は

「
あ
な
た
の
私
を
愛
す
る
気
持
ち
が
途
切
れ
た
と
き
、
一
度
会
い
に
来
ま
す
」

と
い
う
思
い
を
、「
百
年
待
っ
て
い
て
下
さ
い
」
と
い
う
一
文
に
込
め
た
の
だ

と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
物
語
で
百
合
が
咲
く
と
き
、
遥
の
上
か
ら
ぽ
た
り
と
露

が
落
ち
て
く
る
と
い
う
描
写
が
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
の
露
は
、
女
性
の
涙
だ
と

考
え
ま
し
た
。
女
性
は
自
分
が
死
ぬ
と
き
に
男
性
と
交
わ
し
た
、
百
年
（
死
ぬ

ま
で
）
自
分
を
愛
し
続
け
、
待
ち
続
け
る
と
い
う
約
束
を
男
性
が
守
れ
な
か
っ

た
の
で
、
悲
し
く
て
泣
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
物
語
で
い
う
「
恋
」
と
は
、
愛
し
合
っ
て
い
る
男
女
が
一
緒
に
楽
し
く

過
ご
す
こ
と
で
は
な
く
、
離
れ
た
場
所
か
ら
、
相
手
の
こ
と
を
ず
っ
と
想
っ
て

い
る
状
態
の
こ
と
だ
と
私
は
考
え
ま
し
た
。
男
性
が
女
性
の
こ
と
を
疑
っ
て
し

ま
い
気
持
ち
が
一
瞬
で
も
切
れ
た
の
で
、
男
女
の
恋
は
終
わ
り
、
女
性
が
悲
し

み
な
が
ら
男
性
に
会
い
に
来
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
男
性
が
女
性
の
こ
と
を
疑

わ
ず
に
待
ち
続
け
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
、
二
人
は
ず
っ
と
恋
を
し
た
状
態
で

い
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
確
か
に
、
長
い
間
実
在

し
な
い
相
手
を
想
い
続
け
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
、
女
の
人
と
約
束
し
た
の

だ
か
ら
し
っ
か
り
待
っ
て
い
て
欲
し
か
っ
た
で
す
。
出
来
な
い
の
な
ら
、
軽
く

約
束
し
な
い
方
が
い
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
夏
目
漱
石
の
こ
の
物
語
に
は
、「
百
年
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が

た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
女
性
が
待
っ
て
い
て
下
さ
い
と
お
願
い
し
た
の
も
百

年
で
あ
っ
た
し
、
百
年
後
に
会
い
に
来
た
女
性
は
百
合
の
花
で
、
百
と
い
う
文

字
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
百
合
に
は
、「
百
年
後
に
合
う
」
と
い
う
意
味
が
込

め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
た
の
で
、
と
て
も
粋
な
計
ら
い
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　
「
百
」
と
い
う
文
字
が
含
ま
れ
て
い
て
、
男
女
間
の
愛
を
試
す
よ
う
な
「
百

年
待
っ
て
い
て
下
さ
い
」
と
い
う
一
文
が
私
の
心
に
残
り
ま
し
た
。
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小
学
生
低
学
年（
１･

２･

３
年
生
）の
部

最優秀賞

説　　明

審査講評

タイトル

富士山から雲海へダイブ！
東京学芸大学附属竹早小学校　3年　新谷　杏奈

今年の夏休み、初めて富士山登山をしました。御来光も見えて頂上にも１２時間かけて登ることができま
した。その富士山から下に見えた美しい雲海へダイブした夢をみました。

構図が大胆で、色使いも良い。夢らしい夢を描いた作品。



67

小
学
生
低
学
年（
１･

２･

３
年
生
）の
部

説　　明

タイトル

ぼくの体の中は肺は部屋、胃はレストランで頭は社長室です。足から腸までエレベーターがつながってい
てひびきさいぼうがはたらいています。

優秀賞

ぼくの体ではたらくぼく
新宿区立愛日小学校　3年　佐藤　響

審査講評
めずらしい作品で、今までにない着想である。



68

小
学
生
低
学
年（
１･

２･

３
年
生
）の
部

説　　明

審査講評

タイトル

朝日新聞社賞

おかしのくにのおかしのまちのおかしのいえ
新宿区立鶴巻小学校　1年　村田　七海

おかしがいっぱいはえてくるしあわせなせかい

鮮やかな色彩感覚で、真っ先に目に飛び込んできた。多くの色を使いながら統一感もあり、「夢のような
お菓子の世界」をうまく絵に定着させている。



69

小
学
生
低
学
年（
１･

２･

３
年
生
）の
部

説　　明

審査講評

タイトル

紀伊國屋書店賞

わたしと白鳥の旅
松山市立味酒小学校　3年　西﨑　ひかる

わたしの見たい夢は、白鳥の背中に乗って、大空を旅する夢です。白鳥の背中に乗って大空を飛んだら、どんなに
気持ちがいいだろうな、と思いながら描きました。工夫したところは、白鳥を大きく描いて、ちぎり絵にしたことです。

よく見るとちぎり絵になっていて手が込んでいる。大らかさがある作品。

　



70

小
学
生
低
学
年（
１･

２･

３
年
生
）の
部

説　　明

タイトル

とべ！でかぴょんた
東京学芸大学附属世田谷小学校　1年　立澤　樹

私が飼っているまだ1㎝くらいのかえるのぴょんたです。ぴょんたは夢の中で毎日ちょっとずつ成長していきました。そしてある晩のことで
す。私達が寝ている間に大きくなったぴょんたは、自分の部屋を壊し、私達の部屋も壊し、とうとう外へ飛び出しました。目が覚めた私
達はびっくり！家ごとぴょんたの背中に乗っていたのです。ぴょんたがジャンプする度に家も飛び上がります。というのが私の見た夢です。

審査講評
ストーリーが面白く、巨大なぴょんたの表現もダイナミック。

新潮社賞
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小
学
生
低
学
年（
１･

２･

３
年
生
）の
部

説　　明

審査講評

タイトル

早稲田大学賞

夢の猫ネコ遊園地
聖徳学園小学校　2年　錦織　楽

僕の家で飼っている猫のレオと寝ている時に一緒に猫だらけの遊園地で遊んでいる夢を見ている所を
描きました。こんな夢を見たいです。

審査員も子どもの頃に取り組んだ技法で、懐かしかった。非常に手をかけて作られている。



72

小
学
生
低
学
年（
１･

２･

３
年
生
）の
部

佳作
新
宿
区
立
津
久
戸
小
学
校　
３
年　
小
柴　
凛

小人とおまつりに行き、金魚すくいで遊びました。そのあと、小人と花火を見ました。

  説  明  

タ
イ
ト
ル

小
人
た
ち
と
お
ま
つ
り
に
行
っ
た
よ

新
宿
区
立
津
久
戸
小
学
校　
３
年　
鱒
沢　
桜
太
郎

ぼくはカッパがすきなの
で、ゆめで、カッパの世界
へ行きたいと思いました。
　

  説  明  

タ
イ
ト
ル

カ
ッ
パ
の
世
界　



73

小
学
生
低
学
年（
１･

２･

３
年
生
）の
部

佳作
新
宿
区
立
早
稲
田
小
学
校　
１
年　
山
本　
惟
織　

ぼくがしゃぼんだまをふいたら、うみになりました。しゃぼんだまのうみのなかを、
さかなたちがたのしそうにおよいでいるえにしました。

  説  明  

タ
イ
ト
ル

し
ゃ
ぼ
ん
だ
ま
の
う
み

タ
イ
ト
ル

空
の
上
は
、
星
の
く
に　

新
宿
区
立
富
久
小
学
校　
２
年　
尾
澤　
き
ら
り

空の上のくにをかきたいと思いメリーゴーラウンドや、かんらん車をイメージして、かきました。わたしが、いちばんす
きなところは、にじ色の、ハートのにじです。にじ色の、トンネルにしようと思いました。でも、ハートのにじのほうが、かわ
いいと思いました。アトラクションをいっぱいかこうと思いました。この絵をかいたことは、夏休みの一生の思い出です。

  説  明  



74

小
学
生
低
学
年（
１･

２･

３
年
生
）の
部

佳作
新
宿
区
立
柏
木
小
学
校　
２
年　
徳
島　
和
咲　

私のおたん生日には大きなケーキをたべたいな。家族みんなでお祝いしたい！

  説  明  

新
宿
区
立
西
新
宿
小
学
校　
２
年　
児
玉　
悠
晟　

見たい夢を描きました。夜中にミサイルが飛んできても、毎日安心して眠れますように。
こんな怪獣がいてくれたらいいなあ。

  説  明  

タ
イ
ト
ル

お
う
ち
で
ケ
ー
キ

タ
イ
ト
ル

世
界
の
平
和
を
守
る
怪
獣



75

小
学
生
低
学
年（
１･

２･

３
年
生
）の
部

佳作

安
芸
太
田
町
立
上
殿
小
学
校　
３
年　
栗
栖　
姫
久　

わたしはおばけと友だちになりたいです。親子や家族のしるしはおなかにかいてある
☆や♡です。おなかにかいているもので親子や家族がわかります。ほかにも体の色
でもくべつがつきます。

  説  明  

沼
田
市
立
池
田
小
学
校　
１
年　
大
河
原　
青
葉

海で泳いでいたら、遠くに流されてしまい見たことがないくらいきれいな海にたどり
着いて、色んな生き物と一緒に泳いだ夢

  説  明  

タ
イ
ト
ル

見
た
こ
と
が
な
い
く
ら
い
き
れ
い
な
海

　

タ
イ
ト
ル

真
夜
中
の
友
だ
ち　
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小
学
生
低
学
年（
１･

２･

３
年
生
）の
部

佳作
松
山
市
立
味
酒
小
学
校　
３
年　
亀
井　
悠
涼　

親友と森の中で、虫にのってたたかったり、遊んだり、たんけんしたりして、楽しい
時間をすごしたいな。

  説  明  

松
山
市
立
北
久
米
小
学
校　
３
年　
中
山　
緋
菜　

わたしはジュースをのんでいて、妹はジュースでおよいでのんでいます。

  説  明  

タ
イ
ト
ル

こ
ん
虫
に
の
っ
て	

タ
イ
ト
ル

ゆ
め
の
ジ
ュ
ー
ス
の
物
語
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小
学
生
低
学
年（
１･

２･

３
年
生
）の
部

佳作
松
山
市
立
石
井
北
小
学
校　
２
年　
岡
本　
紬
希

ある日、雲の上で遊ぶ夢をみました。けれど、おなかが空きました。今度は、おなかが
空いても大丈夫なように、おかしの町も描きました。もう一度、みたい夢です。

  説  明  

熊
本
市
立
古
町
小
学
校　
３
年　
東
鶴　
結
衣　

色々な夢を見て、それらを組み合わせて作った夢です。

  説  明  

タ
イ
ト
ル

あ
そ
ん
だ
後
は
、
お
か
し
の
町
へ　

タ
イ
ト
ル

空
の
庭
園



78

小
学
生
低
学
年（
１･

２･

３
年
生
）の
部

佳作

ぼくが見たいゆめは、へんなガチャがいっぱいあって、それにほう石とかオーブをはめ
ると、くびが２回てんして口からたまごが出てくる。たまごの中から、モンスターや
おばけが出てくる。でもあまりわるいことはしない。

  説  明    説  明  

玉
名
市
立
大
野
小
学
校　
２
年　
徳
山　
瑛
太

玉
名
市
立
玉
名
町
小
学
校　
２
年　
津
田　
偉
生

ティラノサウルスどうしがたたかっているところを本当にゆめでみてみたいからです。

  説  明  

タ
イ
ト
ル

テ
ィ
ラ
ノ
サ
ウ
ル
ス	

Ｖ
Ｓ	

テ
ィ
ラ
ノ
サ
ウ
ル
ス

タ
イ
ト
ル

ガ
チ
ャ
が
い
っ
ぱ
い　
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小
学
生
高
学
年（
４･

５･

６
年
生
）の
部

説　　明

審査講評

タイトル

最優秀賞

空中散歩
新宿区立西新宿小学校　5年　平出　玲音

夜の新宿区を夜を飛んで見たらきれいで楽しそうだと思って「空中散歩」という題名にきめました。

黄色とグレーで表現した夜景が美しく、新宿らしさがある。飛んでいる姿も楽しそう。



81

小
学
生
高
学
年（
４･

５･

６
年
生
）の
部

説　　明

タイトル

優秀賞

毎日見たい夢
新宿区立柏木小学校　5年　中田　美優

母方のおじいちゃん、おばあちゃんは私が生まれる前に亡くなりました。兄がとてもかわいがってもらっ
たという話や家族の中で２人の話が出るたび、私も会いたかったと強く思います。この絵は、おじいちゃん、
おばあちゃんにあこがれの昭和の世界でいっぱい甘えている幸せな夢をみたいと思い書きました。

審査講評
畳の模様やコンセントの差込口など、細部までよく描いている。会ったことのない祖父母を描いているのが興味深い。



82

小
学
生
高
学
年（
４･

５･

６
年
生
）の
部

説　　明

審査講評

タイトル

光
新宿区立西新宿小学校　6年　遠井　信武

なにもない空間に穴が、一つだけポッと出てくる。というゆめを見たのでそのままかきました。

水墨画に近い味わいで、異彩を放っている。穴は何を表しているのか、穴の先には何があるのか、夢を
見た人は穴とどうかかわるのか……。夢想を限りなく広げてくれる作品。

朝日新聞社賞
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小
学
生
高
学
年（
４･

５･

６
年
生
）の
部

説　　明

審査講評

タイトル

紀伊國屋書店賞

みんなＨＡＰＰＹ
日本女子大学附属豊明小学校　6年　渡部　里桜

世界の人々 がみんな幸せで、笑顔でハッピーに暮している絵です。

とてもキレイにまとまっていて、心洗われるようなテーマの作品。
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小
学
生
高
学
年（
４･

５･

６
年
生
）の
部

説　　明

タイトル

新潮社賞

全宇宙 !!夢の世界の大パーティー
松山市立北久米小学校　6年　笠井　大雅

絵の中にたくさんの人々 を登場させ、たくさんのつながりをつくって夢でしかできない物語をできあがらせ
ました。また空想の世界である夢は、いつも色々な色合いを考えられるようあえてモノクロにしました。と
ても楽しいパーティーなのでたくさんの人達に想像して考えてもらいたいです。

審査講評
イマジネーションをどんどん膨らませて、ギュッと凝縮させている作品。本の装幀になりそう。
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小
学
生
高
学
年（
４･

５･

６
年
生
）の
部

説　　明

タイトル

早稲田大学賞

野ウサギ
日本女子大学附属豊明小学校　6年　西浦　亜季

夢の中で私は野ウサギになっていました。何だろう、とてもおいしそうなものを見つけました。その時き
つねがこちらに近づいてきました。どうか見つかりませんように…。

審査講評
毛並までとてもリアル。実際にウサギを飼っているのではと思わせる作品。



小
学
生
高
学
年（
４･

５･

６
年
生
）の
部

86

佳作
新
宿
区
立
津
久
戸
小
学
校　
６
年　
廣
瀬　
真
依

私の好きな店が並ぶ町を竜にのって旅をするという夢を見たので書きました。

  説  明  

タ
イ
ト
ル

竜
に
の
っ
て
町
中
を

新
宿
区
立
市
谷
小
学
校　
５
年　
迫
田　
ほ
の
か　

夏休み、岩手県へホームスティに行った時、ホタルを初めて見ました。その時は、２匹
だけだったのでたくさん見ることができたら、すてきだと思って描きました。

  説  明  

タ
イ
ト
ル

ホ
タ
ル
が
た
く
さ
ん
見
れ
る
夜　
　



小
学
生
高
学
年（
４･

５･

６
年
生
）の
部

87

佳作
新
宿
区
立
東
戸
山
小
学
校　
５
年　
長
谷
川　
宝　

しかにのって朝日を見る夢が見たいです。山の上にあるのは朝日です。

  説  明  

タ
イ
ト
ル

夢
の
朝
日

新
宿
区
立
戸
塚
第
二
小
学
校　
４
年　
荒
川　
玄　

黒くぬるのにてこずったので、りんかくをみてください。

  説  明  

タ
イ
ト
ル

ワ
ー
プ
成
功



小
学
生
高
学
年（
４･

５･

６
年
生
）の
部

88

佳作
新
宿
区
立
戸
塚
第
二
小
学
校　
４
年　
胡　
宇
沢　

これは、中国と日本の旗がマジックで使われているところです。この絵の中に「あ」
という字とくつがあります。ぜひさがしてみてください。

  説  明  

新
宿
区
立
戸
塚
第
二
小
学
校　
４
年　
杉
浦　
正
太　

ぼくがかいたえは、ロボットがかくれていてかめになっています。

  説  明  

タ
イ
ト
ル

マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー　
　

タ
イ
ト
ル

ふ
し
ぎ
な
ロ
ボ
ッ
ト
が

か
く
し
て
あ
る
や
し
き



小
学
生
高
学
年（
４･

５･

６
年
生
）の
部

89

佳作
新
宿
区
立
戸
塚
第
二
小
学
校　
４
年　
長
谷
川　
太
耀　

自分が見ている夢が自分でねていて、その夢がまた自分がねていて、その数無限に
自分がねている夢です。

  説  明  

タ
イ
ト
ル

無
限
の
夢　

タ
イ
ト
ル

ひ
つ
じ
さ
ん
と
夜
の
お
さ
ん
ぽ　

新
宿
区
立
西
新
宿
小
学
校　
６
年　
戴　
然　

私は、アニマルでとっても
かわいい、ひつじと雲の上
でさんぽしてみたいと思っ
たので、この絵をかきまし
た。現実ではできないよ
うな事ができたらいいと
思います。

  説  明  



小
学
生
高
学
年（
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佳作
越
生
町
立
梅
園
小
学
校　
４
年　
関
根　
琉
之
介

ぼくの学校の校庭が水族館になっていて、屋上が動物園。楽しそうで、本当にあった
らいいなと思った。１年生の時に見た夢を絵にしました。

  説  明  　

タ
イ
ト
ル

勉
強
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
学
校

川
越
市
立
霞
ヶ
関
小
学
校
（
ぺ
ル
ル
・
ド
絵
画
教
室
）　
６
年　
安
藤　
遥
斗	  説  明  

みんなが寝静まった頃、神
の使いのドラゴンが現れ
た。そのドラゴンは自然を
破壊した人間に警告した。

タ
イ
ト
ル

自
然
を
守
る
ド
ラ
ゴ
ン　
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佳作

沼
田
市
立
池
田
小
学
校　
５
年　
大
河
原　
花
音　

海でジンベイザメのボートに乗って散歩をするゆめ

  説  明  

タ
イ
ト
ル

海
の
散
歩　

鶴
ヶ
島
市
立
長
久
保
小
学
校
（
ぺ
ル
ル
・
ド
絵
画
教
室
）　
６
年　
山
口　
舜

花がたくさんさく季節に、森のお花畑で小人たちがお花の上でダンスパーティをして
いる様子をかきました。

  説  明  

タ
イ
ト
ル

小
人
の
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー	
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空撮だけではもったいない。
創造する、バードビュー。

ドローン空撮をコンサルティングから撮影・編集までワンストップで。
空撮データを活かした印刷物の制作、地図のデータ作成など。マーケティングリサーチへの活用の提案も。

映像 印刷物 地図 マーケ
ティング Webサイトも順次公開！
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〈賞〉　　�最優秀賞、優秀賞、朝日新聞社賞、紀伊國屋書店賞、新潮社賞、早稲田大学賞、

佳作

・本書に掲載した内容の無断転用を禁じます。

・選んだ一行は、原則、応募者本人が応募票に記載したとおり表示しています。したがっ

て原文とは表記が異なる場合があります。

・文中には、今日の観点からみると不当・不適切と考えられる表現がありますが、原文の

歴史性・文学性を考慮して、そのままとしました。

・作品集作成にあたり、作品によっては句読点や判読不明文字など付け加えました。

・絵画は実際の作品と色合いが多少異なる場合があります。

・絵画作品のタイトル・説明文は、原則、応募者本人が応募票に記載したとおり表記して
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