
未

明

否

定

論

争

と

近

代

児

一
九
五
三
年
、
「
少
年
文
学
の
旗
の
下
に
」
と
題
さ
れ
た
一
文
が
早
大
童
話
会
に
よ
っ
て
発

表
さ
れ
た
。
こ
の
宣
言
文
以
降
、
六
O
年
の
初
め
に
か
け
て
一
連
の
未
明
否
定
論
が
若
手
の
児

童
文
学
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
。
乙
れ
ら
の
論
は
、
未
明
叢
話
の
批
判
を
通
し
て
新
し
い
児
童

文
学
観
を
う
ち
た
て
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
当
時
の
雰
囲
気
を
西
本
鶏
介
氏
は
、
「
未

明
否
定
者
に
あ
ら
ざ
れ
ば
児
童
文
学
者
に
あ
ら
ざ
る
と
い
っ
た
風
潮
が
、
ぼ
く
た
ち
の
ま
わ
り

神
白
噌

ι

に
う
ず
ま
い
て
い
ま
し
た
」
と
言
う
。
そ
れ
か
ら
二

O
年
、
児
童
文
学
界
に
お
け
る
未
明
評
価

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
続
橋
達
雄
氏
は
近
著
『
未
明
童
話
の
研
究
』
(
昭
和
白
年

明
治
書
院
)
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。

ど
の
よ
う
な
批
判
が
あ
ろ
う
と
、
小
川
未
明
の
童
話
は
、
日
本
の
近
代
児
童
文
学
史
に

そ
び
え
た
つ
巨
峰
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
未
明
童
話
を
無
視
し

た
日
本
児
童
文
学
史
は
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
未
明
章
話
の
本
格

的
な
研
究
が
待
た
れ
る
。

(
P
制
)

ま
た
、
西
本
鶏
介
氏
は
次
の
よ
う
に
一
言
う
。

未
明
否
定
に
よ
っ
て
日
本
の
児
童
文
学
は
ど
れ
ほ
ど
の
進
歩
を
な
し
え
た
か
。
未
明
は
す

当
に
克
服
さ
れ
、
否
定
さ
れ
た
か
。
(
略
)
早
急
な
判
断
は
つ
つ
し
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
が
、
結
論
か
ら
い
え
ば
未
明
は
、
否
定
も
克
服
も
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
ぼ
く

の
考
え
で
す
U

〈
「
伝
統
は
克
服
さ
れ
た
か
」
『
日
本
児
童
文
学
』

5
2
・
H
P
U
)

一
九
五

0
年
代
半
ば
の
華
々
し
い
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
未
明
の
位
置
は
揺
ら
い
で
は
い
な

い
。
乙
の
論
争
を
ふ
り
返
り
、
猪
熊
葉
子
氏
は
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。

・
:
・
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
子
ど
も
た
ち
に
考
え
さ
せ
、
か
っ
そ
の
道
を
さ
し
示
し
て

い
る
よ
う
な
作
品
の
み
が
、
児
童
文
学
の
あ
る
ぺ
き
姿
で
あ
る
と
す
る
、
日
本
の
児
童
文

警
界
に
根
づ
よ
く
存
在
す
る
実
践
求
道
的
な
発
想
法
を
改
め
な
い
か
ぎ
り
、
未
明
童
話
の

文
学
的
価
値
は
決
し
て
発
見
さ
れ
え
な
い
乙
と
を
書
き
そ
え
て
お
き
た
い
。
(
「
小
川
未

明
」
『
日
本
の
児
童
文
学
作
家
1
』
昭
和
必
年
明
治
書
院

p
m
)

ご近己

旦主

文

学

観

キ黄

幸

山

未
明
否
定
論
争
は
、
児
童
文
学
観
の
確
立
を
も
含
め
て
、
日
本
の
児
童
文
学
界
に
と
っ
て
な

お
今
日
の
問
題
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
古
田
足
日
・
鳥
越
信
・
い
ぬ
い
と
み
乙
氏
ら
に
よ
る
未
明
童
話
批
判
に

は
ど
う
い
う
特
色
が
見
ら
れ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
、
次
に
、
近
代
児
童
文
学
と

は
何
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
わ
た
く
し
の
考
え
を
述
ぺ
て
み
た
い
。

古
田
・
鳥
越
・
い
ぬ
い
氏
ら
が
、
未
明
童
話
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
次
の
点
で
あ

、
Q
o

d
i
、
人
物
の
性
格
が
明
瞭
で
な
く
、
人
間
と
人
間
、
人
間
と
環
境
と
の
葛
藤
も
ほ
と
ん
ど
な

向
白
白
羽
M

W

位。。

2
、
未
明
の
童
話
に
は
、
運
命
に
対
す
る
抵
抗
心
が
見
ら
れ
な
い
。

注

4

3
、
未
明
童
話
の
中
心
に
あ
る
も
の
は
「
気
分
」
で
あ
る
。

絡
は

Eυ

4
、
未
明
の
童
話
の
世
界
は
暗
く
、
テ
1
7
は
ネ
ガ
テ
ィ
ず
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
指
摘
は
、
彼
ら
児
童
文
学
者
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
文
学
の
側
か
ら
も
な
さ

れ
る
。
例
え
ば
、
杉
浦
明
平
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

:
:
:
ど
こ
か
ら
も
明
り
が
さ
し
て
乙
ず
、
終
始
暗
い
色
一
い
ろ
で
ぬ
ら
れ
て
い
る
た
め
、

物
陰
で
う
ど
め
く
人
物
た
ち
に
は
性
格
も
特
徴
も
ほ
と
ん
ど
見
わ
け
ら
れ
な
い
と
と
に
な

る。

(
P
2
)

:
:
:
未
明
の
童
話
に
は
、
人
間
ど
う
し
の
葛
藤
が
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
欠
け
て
い
る
の

で
、
や
っ
と
つ
か
ま
え
た
幻
想
の
か
け
ら
も
生
長
の
し
ょ
う
が
な
く
、
貧
弱
な
ま
ま
に
終

ら
ざ
る
を
え
な
い
。

(
P
9
)

:
:
:
誕
生
と
同
時
に
か
れ
は
人
生
に
迫
害
さ
れ
る
も
の
と
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
か

ら
、
抵
抗
心
な
ど
お
こ
し
ょ
う
が
な
い
で
は
な
い
か
。

(
P
8
)
(
「
小
川
未
明
論
」

『
文
学
』

5
2
・
5)

来
明
童
話
に
対
す
る
ー
か
ら
4
の
よ
う
な
指
摘
は
、
別
に
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
誰
で
も

~ 4~ ー



首
肯
し
う
る
妥
当
な
も
の
、
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
問
題
は
こ
の
先
に
あ
る
。
彼
ら
は

こ
れ
ら
の
特
徴
を
指
摘
す
る
や
否
や
、
そ
乙
か
ら
直
線
的
に
未
明
童
話
批
判
H
未
明
否
定
へ
と

突
き
進
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

鳥
越
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

未
明
童
話
の
テ
!
?
は
す
べ
て
、
不
ガ
チ
ブ
な
も
の
|
|
人
が
死
ぬ
、
草
木
が
枯
れ
る
、
町

が
ほ
ろ
び
る
等
々
ー
ー
で
あ
り
、
そ
の
内
包
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ア
ク
チ
ブ
な
方
向
へ
転

化
し
て
い
か
な
い
点
で
児
童
文
学
と
し
て
失
格
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
読
み
物
と
し
て
の

面
白
さ
も
全
然
な
く
、
加
え
て
誕
渋
な
文
章
に
大
き
な
抵
抗
を
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

(
「
未
明
童
話
の
評
価
の
た
め
に
」
『
東
京
新
聞
』
昭
和
お
年
6
月
1
日
)

未
明
童
話
の
テ
1
7
に
は
確
か
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
が
多
い
。
だ
が
そ
の
「
暗
さ
」
乙
そ

彼
の
作
品
が
多
く
の
人
を
引
き
付
け
た
要
因
な
の
で
あ
る
。
鳥
越
氏
は
「
内
包
す
る
エ
、
不
ル
ギ

ー
が
ア
ク
チ
ブ
な
方
向
九
転
化
し
て
い
か
な
い
」
と
い
う
一
言
で
も
っ
て
未
明
嚢
話
を
否
定
し

て
し
ま
っ
た
。
乙
乙
で
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
「
内
包
す
る
エ
、
ネ
ル
ギ
l
が
ア
ク

チ
ブ
な
方
向
九
転
化
し
て
い
か
な
い
」
と
い
う
乙
と
と
、
そ
れ
が
「
児
童
文
学
と
し
て
失
格
で

あ
る
」
と
い
う
乙
と
と
は
い
か
な
る
論
理
で
結
ぼ
れ
る
の
か
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
乙
の
二
つ

を
結
ぶ
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
、
未
明
の
文
学
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
近
代
児
童
文
学
と
は

何
か
と
い
う
二
つ
の
大
問
題
に
正
面
か
ら
答
え
る
ζ

と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

だ
が
鳥
越
氏
は
未
明
童
話
の
現
象
面
と
、
児
童
文
学
は
健
全
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
良

識
と
を
、
直
ち
に
結
び
つ
け
て
し
ま
っ
て
い
る
。

『
子
ど
も
と
文
学
』
グ
ル
ー
プ
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
い
ぬ
い
と
み
こ
氏
は
「
赤
い
ろ
う
そ

く
と
人
魚
」
の
特
徴
と
し
て
次
の
点
を
挙
げ
て
い
る
。

:
:
:
舞
台
装
置
に
な
っ
て
い
る
「
も
の
す
ご
い
」
ふ
ん
い
気
だ
け
は
わ
か
り
ま
す
が
、
そ

乙
に
登
場
し
て
き
た
人
焦
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
そ
の
姿
を
思
い
う
か
べ
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

(
P
5
1
6
)

ど
ん
な
に
幻
想
的
な
話
で
あ
っ
て
も
(
略
)
し
っ
か
り
と
し
た
骨
ぐ
み
が
必
要
と
恩
わ
れ

る
の
に
、
乙
乙
に
は
、
非
現
実
の
世
界
を
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
読
者
に
う
っ
た
え
る
よ

う
な
、
設
定
が
あ
り
ま
せ
ん
。

(
P
6
)

:
:
つ
ぎ
に
私
た
ち
が
ふ
し
ぎ
に
思
っ
た
の
は
、
乙
乙
に
出
て
く
る
お
じ
い
さ
ん
や
お
ば

あ
さ
ん
が
(
略
)
不
安
定
な
人
間
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
乙
と
で
じ
た
。

(
P
8
)

・
:
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
I
l
a
-
つ
の
均
勢
の
と
れ
た
築
き
あ
げ
ら
れ
た
幻
想
の
世

界
ー
ー
を
楽
し
も
う
と
、
期
待
し
て
読
ん
で
い
っ
た
私
た
ち
の
求
め
る
も
の
と
は
遼
か
っ

舟
国

au

た
の
で
し
た
。

(
P
9
)
(
『
子
ど
も
と
文
学
』
忌
笥
・
印
福
音
館
書
后
)

『
子
ど
も
と
文
学
』
グ
ル
ー
プ
が
求
め
て
い
た
の
は
、
テ
1
7
・
筋
・
登
場
人
物
の
性
格
等

マ

マ

注

7

が
、
一
は
っ
き
り
と
わ
か
り
や
す
く
「
目
に
与
る
」
形
で
表
わ
さ
れ
た
児
童
文
学
作
品
だ
と
言
え

る
。
乙
の
、
グ
ル
ー
プ
の
一
員
で
あ
る
渡
辺
茂
夫
氏
は
、
昔
話
に
は
子
ど
も
の
文
学
と
し
て
た
い

注
8

せ
つ
な
「
基
本
的
な
要
素
」
が
合
ま
れ
て
い
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

乙
の
(
昔
話
の
乙
と
1

引
用
者
)
エ
ッ
セ
ン
ス
と
は
、
自
に
見
え
る
具
体
的
、
し
か
も
客

観
的
な
出
来
事
で
あ
っ
て
、
個
人
的
な
感
情
と
か
情
緒
す
な
わ
ち
主
観
的
な
も
の
抽
象
的

な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
(
『
子
ど
も
と
文
学
』

p
m
)

こ
う
い
う
児
童
文
学
観
か
ら
す
れ
ば
、
「
さ
び
し
い
、
稽
い
気
分
だ
け
が
、
く
り
返
し
述
ぺ

注

9

ら
れ
て
い
る
だ
け
」
の
未
明
童
話
は
、
当
然
批
判
の
対
象
に
な
る
だ
ろ
う
。
未
明
童
話
の
特
徴

を
指
摘
し
た
後
、
い
ぬ
い
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

ー
!
ふ
し
ぎ
な
話
だ
。

|
|
乙
れ
が
日
本
の
児
童
文
学
の
近
代
的
達
成
の
一
つ
だ
と
は
:
:
:

|
|
作
者
は
子
ど
も
に
む
か
つ
て
書
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
P

お
と
な

|
|
犬
人
の
た
め
の
「
童
話
」
と
し
て
み
て
も
、
な
お
ぢ
ら
不
十
分
だ
。
(
『
同
前
』

p
m
)

だ
が
乙
れ
は
、
自
分
た
ち
の
描
く
児
童
文
学
観
か
ら
す
る
未
明
童
話
の
裁
断
に
他
な
ら
ぬ
。

大
藤
幹
夫
氏
は
、
「
未
明
に
と
っ
て
必
要
だ
っ
た
の
は
、
人
魚
そ
の
も
の
で
は
な
く
人
魚
を
と

注
目

り
ま
く
雰
囲
気
(
日
世
界
)
で
は
な
か
っ
た
の
か
」
と
述
ぺ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
『
子
ど

も
と
文
学
』
グ
ル
ー
プ
の
未
明
批
判
は
、
未
明
の
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
ぶ
つ
か
っ
た
所

注
口

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
「
次
元
の
ち
が
う
」
す
れ
違
い
と
し
て
終
わ
る
し

、A
t
h
o

カ
た
し

い
ぬ
い
、
鳥
越
氏
ら
の
未
明
否
定
論
は
、
新
し
い
児
童
文
学
運
動
を
興
す
乙
と
に
は
成
功
し

た
が
、
そ
れ
は
、
未
明
童
話
と
正
面
か
ら
対
決
し
た
所
に
興
っ
た
運
動
と
は
一
一
-
一
一
回
い
難
い
。

-4G-

さ
て
、
児
童
観
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
未
明
童
話
を
否
定
し
、
昔
話
の
中
に
児
童

文
学
の
基
本
的
要
素
を
み
よ
う
と
し
た
『
子
ど
も
と
文
学
』
グ
ル
ー
プ
の
児
童
観
に
つ
い
て
見

て
み
よ
う
。
彼
ら
が
否
定
し
た
未
明
に
は
、
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
児
童
観
が
あ
っ
た
。

弱
い
者
は
、
常
に
強
い
者
に
苛
め
ら
れ
て
来
た
。
婦
人
が
さ
う
で
あ
り
、
子
供
が
さ
う
で

あ
り
、
無
産
者
が
さ
う
で
あ
っ
た
。
(
略
〉
し
か
し
、
時
勢
は
、
推
移
し
た
。
今
や
婦
人

は
平
等
の
権
利
を
主
張
し
、
無
産
階
級
の
解
放
は
、
ま
た
決
定
的
の
事
実
と
見
ら
る
る
に

至
っ
た
。
も
は
や
彼
等
は
、
手
の
下
の
罪
人
の
や
う
な
待
遇
を
受
け
ず
に
済
む
こ
と
も
恐



ら
く
は
遠
く
は
あ
る
ま
い
。
(
略
)
ち
ゃ
う
ど
、
資
本
家
が
、
労
働
者
を
酷
使
し
た
や
う

に
、
男
子
が
女
子
を
束
縛
し
た
や
う
に
、
子
供
は
常
に
、
そ
の
親
達
か
ら
、
ま
た
大
人
か

ら
虐
待
さ
れ
て
来
た
の
だ
。
そ
し
て
、
無
産
者
ゃ
、
婦
人
は
、
い
つ
し
か
、
自
分
遠
の
境

退
か
ら
奮
起
し
て
、
横
暴
な
権
力
の
下
か
ら
脱
し
て
、
解
放
を
期
す
る
乙
と
が
出
来
て

も
、
ひ
と
り
、
子
供
は
、
い
つ
ま
で
も
、
手
の
下
の
罪
人
で
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
。
(
略
)
私
は
、
恩
ふ
。
多
く
の
子
供
は
、
親
達
に
対
し
て
、
大
人
に
対
し
て
、
対
抗

し
得
な
い
と
乙
ろ
か
ら
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
絶
対
に
弱
い
が
た
め
に
、
曽
て
、
命
令
に
服
従

せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
、
言
ひ
付
け
ら
る
れ
ば
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
そ
れ
が
多
く
の
子
供
の
運
命
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
誰
も
、
曽
て
、
子
供
等
の
た
め

に
乙
の
暴
虐
な
運
命
に
対
し
て
抗
訴
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
。
絶
対
に
服
従
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
、
子
供
と
し
て
は
、
あ
た
り
ま
へ
で
あ
る
と
恩
は
れ
て
来
た
。
そ
し
て

今
日
、
な
ほ
子
供
の
運
命
に
対
し
て
怪
し
む
者
を
み
な
い
の
で
あ
る
。
永
久
に
、
子
供

は
、
手
の
下
の
罪
人
で
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
だ
ら
う
か
F

(
略
)
孤
児
院
か
ら
と
称
し

て
、
ま
だ
、
年
も
い
か
な
い
子
供
を
、
軒
毎
に
立
た
せ
て
、
物
を
第
一
川
ら
せ
る
の
や
、
ま
だ

四
っ
か
、
五
つ
の
子
供
を
地
面
に
坐
ら
せ
て
、
通
る
人
々
に
頭
を
下
げ
さ
し
て
、
銭
を
」
押
し
-

は
し
め
る
の
な
ど
を
、
私
は
、
見
る
時
に
、
血
が
逆
上
す
る
。
そ
の
者
の
罪
は
、
ま
さ
に

死
に
値
す
る
と
感
ず
る
の
で
あ
る
。
(
略
)
乙
の
故
に
、
私
は
、
子
供
等
の
代
弁
者
と
な

り
、
た
め
に
抗
議
し
、
主
張
し
、
ま
た
そ
の
世
界
の
一
切
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぬ
芸

術
の
必
要
を
感
ず
る
。
同
時
に
、
一
方
こ
の
時
代
の
少
年
を
慰
撫
す
る
芸
術
を
も
必
要
な

り
と
す
る
の
で
あ
る
。
(
「
子
供
は
虐
待
に
黙
従
す
」
『
小
川
未
明
作
品
集
第
五
巻
』
昭

和
初
年
1
月

講

談

社

p
m
1
m
)

未
明
は
、
子
供
を
乙
の
社
会
の
一
番
の
弱
者
と
見
、
そ
う
い
う
社
会
に
対
し
て
深
い
怒
り
ぞ

感
じ
て
い
る
。
で
は
、
い
ぬ
い
氏
た
ち
の
考
え
る
子
供
と
は
何
か
。
『
子
ど
も
と
文
学
』
グ
ル

ー
プ
は
ど
の
よ
う
な
子
供
を
発
見
し
た
か
。
彼
ら
は
繰
り
返
し
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
使
っ
て

い
る
。
「
生
き
た
子
ど
も
」
「
子
ど
も
ら
し
い
感
受
性
」
「
外
界
を
如
訟
う
と
す
る
飽
ぺ
乙
と

を
知
ら
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
「
人
生
経
験
の
浅
い
子
ど
も
た
ち
」
等
々
。
乙
れ
は
ほ
と
ん
ど
無

内
容
な
語
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
乙
乙
か
ら
は
統
一
さ
れ
た
児
童
像
は
浮
か
ん
で
こ
な
い
。
そ

う
い
う
子
ど
も
た
ち
の
「
理
解
力
を
考
え
て
み
た
り
、
子
ど
も
を
お
も
し
ろ
が
ら
せ
た
り
す
る

注
日

乙
と
」
、
乙
れ
が
彼
ら
の
考
え
る
児
童
文
学
観
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
児
童
観
と
児
童
文
学
観

は
、
「
子
供
は
虐
待
に
黙
従
す
」
に
見
ら
れ
た
未
明
の
確
固
と
し
た
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
ま
こ

と
に
漠
然
と
し
た
も
の
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
鳥
越
氏
及
び
『
子
ど
も
と
文
学
』

グ
ル
ー
プ
の
未
明
否
定
論
は
、
児
童
文
学
の
創
作
技
術
に
つ
い
て
詳
細
に
触
れ
は
し
た
が
、
未

明
に
対
抗
し
乙
れ
を
克
服
し
得
る
だ
け
の
新
し
い
児
童
観
を
う
ち
だ
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た

い
。
古
田
氏
は
言
う
。

つ
ま
り
鳥
越
は
未
明
を
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、
除
外
し
、
結
果
と
し
て
敬
遠
し
て
し
ま

っ
た
乙
と
に
な
り
ま
す
。
(
略
)
も
っ
と
も
根
本
的
な
も
の
は
、
未
明
と
対
決
す
る
姿
勢

が
な
か
っ
た
乙
と
で
す
。
(
「
内
に
あ
る
伝
統
と
の
た
た
か
い
を
」
『
児
童
文
学
の
思

想
』

sa年
牧
書
底

p
n
l
n
)

P

『
子
ど
も
と
文
学
』
及
び
鳥
越
信
の
「
未
明
批
判
」
d

と
い
う
く
く
り
方
を
ぼ
く
は

L

ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
ぼ
く
と
で
は
違
っ
て
い
る
と
い
う
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
一
口
に
申
し
ま
す
と
『
子
ど
も
と
文
学
』
及
び
鳥
越
君
は
外
側
か
ら
未
明
を
批
判
し

た
。
(
「
討
論
小
川
未
明
を
め
ぐ
っ
て
」
『
前
出
』

P
U
1
M
)

で
は
か
く
言
う
古
田
氏
は
ど
う
だ
つ
た
の
か
。
事
実
、
古
田
氏
の
「
さ
よ
な
ら
未
明
」
は
単

純
な
未
明
否
定
論
に
終
っ
て
は
い
な
い
。
氏
は
未
明
童
話
の
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
着
目
し
、
乙

れ
を
変
革
に
役
だ
つ
も
の
に
転
換
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

乙
の
詩
(
未
明
の
「
海
の
太
陽
」
引
用
者
)
に
は
原
始
的
な
工
、
不
ル
ギ
l
が
満
ち
て
い

る
。
(
略
)
原
始
心
性
の
う
ち
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
エ
、
不
ル
ギ
l
に
目
を
向
け
よ
う
。

(
「
さ
よ
な
ら
未
明
」
『
現
代
児
童
文
学
論
』

S
S年
く
ろ
し
お
出
版

p
n
)

童
話
を
書
く
乙
と
は
自
分
と
子
ど
も
に
呪
文
を
か
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
呪
文
は
実
は
変

革
の
た
め
の
技
術
で
あ
る
。
し
か
し
、
呪
文
で
は
変
革
は
行
な
え
な
い
。
変
革
に
ゃ
く
だ

つ
も
の
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
行
動
で
あ
る
。
(
『
同
右
』

P
初
)

乙
う
い
う
古
田
氏
の
未
明
論
は
、
鳥
越
氏
や
『
子
ど
も
と
文
学
』
、
グ
ル
ー
プ
に
み
ら
れ
た
よ

う
な
未
明
童
話
へ
の
一
方
的
裁
断
に
終
つ
て
は
い
な
い
。
で
は
古
田
氏
は
「
原
始
心
性
そ
の
も

注
目

の
を
対
象
化
し
」
乙
れ
を
克
服
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
だ
ろ
う
か
。

小
野
和
子
氏
は
「
一
本
の
根
な
し
草
・
古
田
足
日
『
さ
よ
な
ら
未
明
』
批
判
」
(
『
教
育
国

語』

0
5
3
・
白
)
で
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。

未
明
を
「
資
質
の
人
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
古
田
は
、
そ
の
資
質
の
中

味
を
説
明
す
る
た
め
に
「
原
始
心
性
」
と
い
う
こ
と
ば
を
も
ち
い
た
。
「
原
始
心
性
」
と

い
う
乙
と
ば
は
、
悟
性
が
立
入
る
こ
と
を
許
さ
な
い
(
あ
る
い
は
潔
し
と
し
な
い
)
世
界

を
暗
示
す
る
点
に
お
い
て
、
や
は
り
「
資
質
」
と
い
う
乙
と
ば
に
よ
く
似
て
い
る
。

(
P

必
)・

:
一
歩
つ
つ
乙
ん
で
乙
と
ば
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
具
体
的
に
探
ろ
う
と
す
る
と
、
実

は
何
も
か
も
明
ら
か
で
な
い
。

(
P
必
)

古
田
自
身
に
よ
っ
て
、
一
度
も
吟
味
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
「
原
始
心
性
」
と
い
う
主
張
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は
、
乙
と
ば
の
「
魔
術
」
と
い
う
も
の
で
し
か
な
い
。
〈
P
U
)

未
明
の
も
っ
て
い
た
も
の
を
「
原
始
心
性
」
と
い
う
よ
う
な
得
体
の
知
れ
な
い
概
念
に
よ

っ
て
お
き
か
え
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
そ
乙
に
は
、
未
明
が
生
き
た
日
本
近
代
に
対
す

る
、
ま
乙
と
に
未
明
的
な
個
性
の
闘
い
が
あ
る
の
だ
。

(
P
印
)

「
原
始
心
性
」
と
い
う
と
と
ば
を
切
り
札
に
、
未
明
を
内
部
か
ら
と
ら
え
克
服
し
よ
う
と
し

た
古
田
氏
の
試
み
は
、
小
野
氏
に
よ
っ
て
「
こ
と
ば
の
魔
術
」
「
得
体
の
知
れ
な
い
概
念
」
と

し
て
退
け
ら
れ
て
い
る
。

古
田
氏
も
ま
た
、
「
伝
統
」
を
現
代
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
乙
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る。

四

一
九
五

0
年
代
半
ば
か
ら
六
O
年
に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
古
田
、
鳥
越
、
い
ぬ
い
氏
ら
の
未

明
批
判
は
、
今
日
ど
の
よ
う
に
-
評
価
さ
れ
て
い
る
か
。
『
子
ど
も
と
文
学
』
に
つ
い
て
、
猪
熊

葉
子
氏
は
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。

(
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
「
人
魚
姫
」
は
|
引
用
者
)
す
ぺ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
愛
の
実
践
と
い

う
目
的
に
合
致
す
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
の
世
界
は
、
正
体
不
明
の
閣
の
力
を
認
識
す
る
た
め

に
つ
く
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
『
子
ど
も
と
文
学
』
の
未
明
論
は
、
も
と
も
と
そ
の
構

造
原
理
を
異
に
す
る
世
界
に
適
用
さ
れ
る
ぺ
き
評
価
の
規
準
で
未
明
の
作
品
を
評
価
し
て

し
ま
っ
た
乙
と
に
な
る
。
そ
乙
に
否
定
的
な
評
価
が
生
じ
た
の
は
当
然
の
乙
と
で
あ
っ

た
。
(
「
小
川
未
明
」
『
前
出
』

P
倒
)

鳥
越
氏
に
つ
い
て
は
、
関
英
雄
氏
が
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。

(
鳥
越
信
の
よ
う
に
|
引
用
者
)
未
明
童
話
の
ネ
ガ
チ
ブ
な
側
面
の
み
を
お
さ
え
て
、
そ

乙
に
一
切
の
評
価
を
置
く
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
児
童
文
学
の
本
質
論
に
立
っ
た
も
の
で

あ
る
と
い
っ
て
も
、
大
河
原
治
時
代
の
政
治
的
批
判
に
近
い
と
の
疑
い
を
抱
か
せ
る
。

(
「
未
明
童
話
を
ど
う
見
る
か
」
『
新
編
児
童
文
学
論
』
呂
田
∞
・
叶
新
評
論

P

、
大
藤
幹
夫
氏
は
次
の
よ
う
に
一
七
一
一
ロ
う
。

明
る
さ
暗
さ
の
問
題
に
お
い
て
み
る
だ
け
で
な
く
、
未
明
の
も
つ
八
美
意
識
V
の
点
か
ら

と
ら
え
な
お
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
児
童
文
学
以
前
の
文
学
と
し

て
の
検
討
で
あ
ろ
う
。
(
「
小
川
未
明
批
判
の
方
向
の
再
検
討
」
『
日
本
児
童
文
学
』

]
5
2
L
H
P
必
)

と
れ
ら
の
未
明
批
判
に
対
す
る
「
反
批
判
」
に
共
通
す
る
も
の
は
、
も
っ
と
未
明
の
世
界
そ

の
も
の
に
即
し
て
未
明
童
話
を
と
ら
え
よ
、
と
言
っ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
古
因
氏
の
、
「
ぼ

く
を
単
純
な
未
明
否
定
論
者
と
思
っ
て
い
る
人
は
、
も
う
一
度
『
さ
よ
な
ら
未
明
』
を
お
読
み

下
さ
い
」
注
伊
い
う
弁
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
田
氏
も
合
め
て
、
五

0
年
代
半
ば
の
論
争
で

は
、
未
明
童
話
の
本
質
的
な
部
分
は
明
ら
か
に
な
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
今
日
の
お
お

か
た
の
意
見
で
あ
る
。

五

さ
て
、
五
0
年
代
半
ば
か
ら
六
O
年
に
か
け
て
の
一
連
の
未
明
否
定
論
と
は
何
だ
っ
た
の

か
。
未
明
否
定
論
が
、
後
の
日
本
児
童
文
学
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
鳥
越
氏
は
次
の
よ

う
に
述
ぺ
て
い
る
。

た
し
か
に
子
ど
も
九
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
点
で
は
一
歩
も
二
歩
も
前
進
し
た
が
、
や
や

古
風
に
い
え
ば
、
作
家
魂
と
で
も
い
う
ぺ
き
も
の
は
喪
失
し
て
、
単
な
る
消
費
文
化
財
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
乙
の
場
合
、
先
の
「
子
ど
も
と
文
学
」
が
執
筆
者
た
ち
の
意

図
と
は
別
に
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
拍
車
を
か
け
る
理
論
的
な
根
拠
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
(
『
日
本
児
童
文
学
案
内
』

5
8年
理

論

社

p
m
)

古
田
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
子
ど
も
の
文
学
は
お
も
し
ろ
く
、
は
っ
き
り
わ
か
り
や
す
く
」
と
い
う
『
子
ど
も
と
文

学
』
の
主
張
は
、
日
本
の
児
童
文
学
の
さ
ま
、
ざ
ま
な
欠
点
と
同
時
に
、
文
学
性
も
タ
ラ
イ

の
水
ど
と
す
て
て
し
ま
い
そ
う
な
方
向
を
持
っ
て
い
ま
す
。
(
「
内
に
あ
る
伝
統
と
の
た

た
か
い
を
」
『
前
出
』

P
M
)

「
子
ど
も
九
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
い
く
ら
進
ん
で
も
、
作
品
か
ら
文
学
性
が
失
な
わ
れ
て
し

ま
え
ば
、
児
童
文
学
は
も
は
や
文
学
と
は
呼
ぺ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
鳥
越
氏
も
古

田
氏
も
乙
う
な
っ
た
原
因
を
『
子
ど
も
と
文
学
』
の
せ
い
に
し
て
い
る
。
だ
が
乙
の
よ
う
な
事

態
に
立
ち
至
っ
た
の
は
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
鳥
越
、
古
田
両
氏
を
も
合
め
て
、
未
明
否

定
論
者
が
未
明
童
話
の
本
質
を
未
明
文
学
の
内
部
か
ら
明
ら
か
に
し
得
な
か
っ
た
こ
と
に
よ

る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
未
明
が
「
子
供
は
虐
待
に
黙
従
す
」
で
み
せ
た
ほ
ど
の
強
い
児
童
観

を
、
戦
後
の
日
本
の
児
童
文
学
者
は
う
ち
た
て
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
「
少
年
文
学
の
旗
の
下

に
」
に
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。

従
っ
て
我
々
の
進
む
ぺ
き
道
も
、
真
に
日
本
の
近
代
革
命
を
め
ざ
す
変
革
の
論
理
に
立
つ

以
外
に
は
な
く
、
そ
の
論
理
に
裏
付
け
ら
れ
た
創
作
方
法
が
、
少
年
小
説
を
主
流
と
し
た

も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
乙
と
も
、
ま
た
自
明
の
理
で
あ
る
。

ま
た
、
児
童
と
文
学
と
の
関
係
を
鳥
越
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

児
童
文
学
も
ま
た
、
そ
れ
が
児
童
文
学
と
呼
び
う
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
作
品
が
子
ど
も
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の
た
め
に
書
か
れ
た
か
ど
う
か
、
読
者
と
し
て
子
ど
も
が
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
と

い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
作
品
が
多
く
の
子
ど
も
た
ち
に
読
ま
れ
、
作
品
と
子

ど
も
た
ち
と
の
関
に
、
イ
ン
タ
レ
ス
ト
が
交
流
し
た
か
ど
う
か
が
き
め
手
で
あ
る
。

(
「
児
童
文
学
と
は
何
か
」
『
新
編
児
童
文
学
九
の
招
待
』
忌
議
年
風
濡
社

P
必

1
必
傍
点
|
引
用
者
)

こ
れ
で
は
、
児
童
文
学
は
乙
れ
を
与
え
る
側
の
論
理
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
る
か
、
反
対
に
現
象

と
し
て
の
子
ど
も
た
ち
に
ど
乙
ま
で
も
迎
合
し
て
ゆ
く
し
か
な
い
。

文
学
性
を
喪
失
し
た
未
明
批
判
後
の
児
童
文
学
作
品
に
つ
い
て
、
つ
い
に
次
の
よ
う
な
批
判

が
で
て
き
た
。
乙
れ
も
ま
た
当
然
の
乙
と
で
あ
ろ
う
。

児
童
文
学
を
真
の
近
代
文
学
の
位
置
に
高
め
る
と
し
な
が
ら
、
テ
!
?
そ
の
も
の
ま
で
子

供
向
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
方
は
、
む
し
ろ
お
の
れ
の
内
面
に
対
し
て
忠

実
な
未
明
文
学
の
方
が
よ
ほ
ど
説
得
力
が
あ
り
ま
す
。
(
「
伝
統
は
克
服
さ
れ
た
か
」
西

本
鶏
介
『
前
出
』

P
回

)

万
屋
秀
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

文
学
で
、
こ
れ
程
ま
で
に
読
者
の
こ
と
を
考
え
る
の
は
、
や
は
り
行
き
過
ぎ
で
は
な
い

か
。
も
は
や
文
学
で
は
な
く
、
児
童
学
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の

だ
。
(
「
古
田
足
日
論
」
『
現
代
児
童
文
学
の
可
能
性
』
昭
和
田
年
大
阪
教
育
図
書

p
m
)
 

若
手
児
童
文
学
者
ら
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
未
明
童
話
批
判
は
、
当
時
の
児
童
文
学
界
に
新

鮮
な
衝
撃
を
与
え
た
。
乙
の
時
、
児
童
文
学
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
原
理

的
考
察
が
、
未
明
童
話
と
い
う
具
体
に
即
し
て
始
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
貴
重

な
機
会
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
児
童
文
学
界
は
乙
れ
を
見
送
っ
た
。
そ
の
結
果
が
先

の
鳥
越
氏
の
こ
と
ば
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
児
童
文
学
作
品
の
「
消
費
文
化
財
」
化
で
あ
る
。

乙
う
い
う
乙
と
に
な
っ
た
原
因
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
な
、
い
ぬ
い
、
鳥
越
氏
ら
の
論
の
欠

陥
に
も
あ
る
が
、
も
う
一
つ
指
摘
さ
れ
る
の
は
戦
後
の
児
童
文
学
界
の
力
量
不
足
で
あ
る
。
万

屋
氏
は
言
う
。

(
児
童
文
学
停
滞
の
原
因
の
根
本
は
|
引
用
者
)
児
童
文
学
作
家
の
作
家
的
資
質
・
力
量

の
平
均
化
・
停
滞
に
あ
る
乙
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

戦
後
の
児
童
文
学
者
た
ち
は
、
あ
ま
り
に
も
児
童
文
学
だ
け
の
世
界
に
へ
ば
り
つ
き
す

ぎ
て
い
る
の
だ
。
(
「
古
田
足
日
論
」
『
前
出
』

p
m
l
m
傍
点
!
万
屋
)

一
九
五

0
年
代
半
ば
の
未
明
否
定
論
争
は
、
未
明
亜
流
の
「
童
心
主
義
的
」
児
童
文
学
を
打

ち
砕
く
役
目
は
果
し
た
が
、
そ
れ
は
戦
後
の
日
本
児
童
文
学
の
歩
み
に
と
っ
て
、
諸
刃
の
剣
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

...... ，、

近
代
児
童
文
学
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
乙
れ
に
つ
い
て
、
わ
た
く
し
の
考
え
を
述
ぺ
て
ゆ
き

た
い
。
『
子
ど
も
と
文
学
』
は
言
う
。

日
本
の
近
代
童
話
の
開
拓
期
に
あ
た
っ
て
、
わ
が
国
の
代
表
的
な
作
家
た
ち
は
、
な
ん
と

い
う
さ
か
だ
ち
の
努
力
を
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

乙
の
人
び
と
は
、
「
子
ど
も
の
文
学
」
か
ら
た
い
せ
つ
な
子
ど
も
を
追
い
出
す
ζ

と
に

一
所
懸
命
努
め
た
の
で
し
た
。
(
略
)
わ
が
国
の
子
ど
も
の
文
学
か
ら
す
て
ら
れ
た
の

は
、
し
か
し
、
子
ど
も
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

低
俗
な
お
と
ぎ
話
が
、
げ
び
た
お
も
し
ろ
さ
に
み
ち
て
い
る
と
い
う
の
で
、
人
び
と
は

子
ど
も
の
文
学
か
ら
お
も
し
ろ
さ
を
追
い
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

(
P
M
1お
)

未
明
は
本
当
に
「
さ
か
だ
ち
の
努
力
」
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
童
話
か
ら
「
子

ど
も
」
と
「
お
も
し
ろ
さ
」
を
追
い
出
そ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
赤
い
ろ
う
そ
く
と
人

魚
」
に
つ
い
て
、
猪
熊
葉
子
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

乙
の
作
品
の
与
え
る
感
動
は
確
か
に
明
る
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
あ
の

「
非
人
称
の
あ
る
も
の
」
の
ふ
る
う
運
命
的
な
お
そ
ろ
し
い
力
を
、
未
明
は
乙
の
物
語
の

な
か
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
乙
と
か
ら
暗
さ
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

乙
乙
に
未
明
が
描
い
て
み
せ
た
の
は
、
ま
さ
に
カ
イ
ザ
l
の
い
う
と
乙
ろ
の
「
そ
の
世
界

を
見
る
も
の
に
合
理
的
解
釈
を
も
感
情
的
説
明
を
も
許
さ
な
い
、
陰
暗
な
も
の
や
矛
盾
し

た
も
の
の
独
自
な
世
界
」
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
意
味
で
い
う
な
ら
、
乙
の
作
品
は
も
と

も
と
、
空
想
世
界
独
自
の
論
理
の
一
貫
性
は
も
ち
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
逆
に
そ
の
た

め
に
乙
そ
、
運
命
の
不
条
理
さ
を
表
現
し
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
乙
に
こ
の
物
語
が
与

え
る
暗
い
感
動
、
あ
る
い
は
戦
懐
が
生
ま
れ
る
の
だ
。
(
「
小
川
未
明
」
『
前
出
』

p

幻
)

未
明
否
定
論
が
否
定
の
根
拠
に
し
た
と
乙
ろ
の
作
品
の
「
暗
さ
」
「
ネ
ガ
チ
ブ
な
テ
!
?
」

は
、
乙
乙
で
は
「
運
命
の
不
条
理
さ
」
の
表
現
と
し
て
逆
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
い
ぬ
い
氏
の

指
弾
し
た
「
さ
び
し
い
暗
い
気
分
」
「
道
ゆ
き
の
不
自
然
さ
」
乙
そ
未
明
童
話
の
ね
ら
っ
た
世

界
で
あ
っ
た
。
確
か
に
乙
の
作
品
に
は
人
魚
の
性
格
は
明
確
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し

北
海
の
「
う
ね
う
ね
と
動
」
く
「
も
の
す
ご
い
波
」
は
、
充
分
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

未
明
が
描
き
た
か
っ
た
の
は
、
「
人
質
姫
」
に
つ
い
て
の
明
る
い
お
話
な
ど
で
は
な
く
、
閉
ざ

さ
れ
た
境
遇
の
中
で
不
遇
な
ま
ま
終
る
し
か
な
い
人
聞
の
運
命
と
、
そ
う
あ
る
し
か
な
い
世
界

に
対
す
る
岡
山
誼
の
声
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
日
本
の
近
代
に
身
を
嘱
さ
れ
な
け
ば
な
ら
な
か
っ
た
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来
明
の
内
心
の
坤
き
で
あ
る
。

山
間
稔
氏
は
言
う
。

故
郷
喪
失
の
漢
と
し
た
孤
立
感
は
、
資
本
主
義
化
し
つ
つ
あ
る
都
会
で
の
生
の
不
安
と

恐
怖
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
未
明
の
自
己
疎
外
意
識
を
発
見
し
う
る
の
だ
が
、

彼
の
場
合
、
疎
外
を
す
る
ど
く
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
し
き
り
に
疎
外
か
ら
の
脱
出
が
主

観
的
・
情
緒
的
に
求
め
ら
れ
、
つ
い
に
は
生
の
欲
求
自
体
が
絶
対
化
さ
れ
る
に
い
た
る
の

で
あ
る
。
(
「
小
川
未
明
に
お
け
る
思
想
と
美
学
」
『
文
学
』

5
2
・
5

P
お
)

だ
が
未
明
は
「
強
烈
な
生
欲
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
方
で
は
、
生
の
た
め
に
争
い
た
た
か

う
こ
と
を
嫌
悪
し
、
お
そ
れ
た
。
(
略
)

こ
の
「
臆
病
さ
」
が
弱
者
九
の
同
情
を
生
み
だ
す
。
(
略
)
疎
外
さ
れ
、
自
ら
を
人
間

と
し
て
崎
型
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
九
の
異
常
な
関
心
を
生

み
、
そ
こ
に
抑
圧
さ
れ
ゆ
が
め
ら
れ
た
自
己
の
生
の
姿
を
発
見
す
る
。
こ
の
意
識
、
あ
る

い
は
そ
乙
か
ら
あ
み
だ
さ
れ
る
美
学
は
実
存
主
義
的
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
「
臓
病
さ
」
は
同
病
相
憐
れ
ん
で
の
泣
き
ど
と
に
終
る
の
で
は
な
く
、
失

意
の
う
ち
に
宿
る
怨
念
と
窮
鼠
の
反
逆
と
を
こ
め
て
の
、
人
生
観
・
芸
術
観
の
積
極
的
な

主
張
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
。
(
『
同
前
』

P
お
)

未
明
の
作
品
に
流
れ
る
暗
さ
、
絶
望
感
、
孤
立
感
は
、
大
正
中
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て

日
本
の
近
代
が
か
か
え
込
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
社
会
矛
盾
の
文
学
的
形
象
化
だ
と
、
山
田
稔

氏
は
言
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
未
明
章
話
に
乙
そ
日
本
の
「
近
代
」
は
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。「

子
供
は
虐
待
に
黙
従
す
」
に
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
日
本
の
近
代
化
の
矛
盾
は
労
働

者
階
級
の
み
な
ら
ず
、
社
会
的
に
最
も
弱
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
子
ど
も
の
上
に
こ
そ
集
中
的
に

現
わ
れ
て
き
た
。
自
ら
の
不
通
を
訴
え
る
す
べ
も
持
た
ず
、
い
つ
ま
で
も
「
手
の
下
の
罪
人
」

で
あ
る
他
な
い
子
ど
も
に
と
っ
て
世
界
は
ど
の
よ
う
に
見
え
た
だ
ろ
う
か
。
未
明
が
「
赤
い
ろ

う
そ
く
と
人
魚
」
で
描
い
て
見
せ
た
世
界
乙
そ
子
ど
も
の
自
に
映
っ
た
世
界
だ
と
言
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。
己
れ
の
陥
っ
た
境
遇
を
八
日
本
資
本
主
義
の
興
隆
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
乙
ろ

の
社
会
矛
盾
V
と
し
て
論
理
的
に
と
ら
え
る
術
を
も
た
ぬ
子
ど
も
に
と
っ
て
、
囲
り
の
世
界
は

不
分
明
な
も
の
、
不
合
理
な
も
の
、
不
透
明
な
も
の
、
不
条
理
な
も
の
と
し
て
見
え
た
に
違
い

な
い
。
人
魚
の
母
娘
の
み
せ
た
嘆
き
と
人
間
世
界
九
の
呪
い
乙
そ
、
不
遇
な
境
遇
の
中
で
生

き
る
し
か
な
い
子
ど
も
た
ち
の
心
の
深
奥
に
流
れ
る
声
で
あ
っ
た
。
未
明
童
話
が
と
ら
え
た

「
そ
の
世
界
を
見
る
も
の
に
合
理
的
解
釈
を
も
感
情
的
説
明
を
も
許
さ
な
い
、
陰
晴
な
も
の
や

目

U

-

J

矛
盾
じ
た
も
の
の
独
自
な
世
界
」
色
は
)
ま
た
、
近
代
田
本
の
児
童
た
ち
が
お
か
れ
た
世
雰
で

も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
未
明
童
話
に
乙
そ
予
ど
も
は
抱
え
こ
ま
れ
て
い
た
。
未
明
は
「
日
本

の
近
代
童
話
の
開
拓
期
に
あ
た
っ
て
」
決
し
て
「
さ
か
だ
ち
の
努
力
を
演
じ
」
た
の
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
近
代
児
童
文
学
と
は
何
か
。
『
子
ど
も
と
文
学
』
は
望
ま
し
い
児
童
文
学
作
品
と
し

て
、
「
具
体
供
行
動
性
、
リ
ズ
ム
、
ス
リ
ル
、
素
材
の
親
近
性
、
明
る
ド
、
ユ
ー
モ
ア
な
ど

の
要
素
の
強
い
」
も
の
を
挙
げ
た
。
そ
れ
故
「
個
人
的
な
感
情
と
か
情
緒
」
、
「
作
者
の
人
生

注
目

観
な
り
哲
学
な
り
感
情
な
り
を
、
微
に
入
り
細
に
わ
た
っ
て
述
ぺ
」
た
作
品
は
、
好
ま
し
く
な

い
と
し
た
の
で
あ
る
。
乙
れ
ら
の
特
徴
は
確
か
に
彼
ら
の
学
ぼ
う
と
す
る
昔
話
と
共
通
す
る
点

を
持
っ
て
い
る
。
だ
が
昔
話
か
ら
学
ぶ
だ
け
で
は
八
近
代
V
児
童
文
学
は
成
立
し
な
い
だ
ろ

う
。
近
代
と
呼
ば
れ
る
た
め
に
は
児
童
文
学
は
ど
の
よ
う
な
変
質
を
遂
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

か。
伊
藤
整
は
近
代
小
説
の
成
立
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。

物
語
り
が
本
の
形
に
な
っ
て
室
内
に
持
ち
込
ま
れ
で
も
、
そ
れ
は
初
め
は
何
人
か
の
入
聞

が
一
人
の
読
み
手
を
囲
ん
で
耳
を
傾
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
次
の
段
階
と

し
て
、
一
人
で
読
む
乙
と
が
一
般
的
に
な
っ
た
。
(
略
)

「
室
の
中
で
一
人
で
読
む
も
の
」
と
い
う
所
へ
来
た
小
説
は
、
当
然
室
の
中
で
一
人
で

書
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
公
衆
の
前
で
朗
請
さ
れ
な
が
ら
伝
え
ら
れ
て
育
っ
た
物
語
り
と

し
て
、
も
っ
と
も
典
型
的
な
も
の
は
ホ
オ
マ
ア
の
作
品
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
が

公
衆
の
中
に
い
る
時
の
、
分
散
し
た
気
の
配
り
方
と
多
数
人
の
感
動
の
集
積
と
し
て
の
感

銘
の
し
か
た
を
予
定
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
作
品
の
質
は
室
の
中

で
一
人
で
読
ま
れ
る
も
の
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
も
の
で
あ
る
の
が
当
然
だ
。
客
観
性
と

い
う
言
葉
で
暗
示
さ
れ
る
性
質
が
、
そ
乙
で
は
色
々
な
点
に
強
く
現
わ
れ
る
。
あ
ま
り
デ

リ
ケ
エ
ト
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
は
、
暗
記
さ
れ
る
に
も
理
解
さ
れ
る
に
も
不
便
で
あ

っ
た
ろ
う
。
(
略
)

:
つ
ま
り
小
説
と
い
う
芸
術
で
は
演
者
と
鑑
賞
者
が
顔
を
合
せ
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ

る
。
顔
を
合
せ
な
い
。
そ
し
て
演
者
即
ち
作
者
は
密
室
で
一
人
で
そ
れ
を
作
り
演
じ
、
読

者
は
密
室
で
一
人
そ
れ
を
味
う
。
そ
の
条
件
に
お
い
て
初
め
て
、
他
人
に
言
う
の
を
は
ば

か
る
よ
う
な
内
密
の
も
の
、
罪
深
い
も
の
、
煽
情
的
な
も
の
、
告
白
な
ど
が
は
け
口
を
見

出
し
て
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
読
む
方
も
、
他
人
の
秘
密
な
ひ
と
り
ど
と
を
聞

き
、
他
人
の
隠
し
た
が
る
行
為
や
考
え
を
知
る
と
い
う
戦
闘
聞
を
味
う
よ
う
に
な
っ
た
。

(
略
)
そ
れ
は
時
と
し
て
は
神
に
訴
え
る
罪
あ
る
人
聞
の
切
な
い
声
で
あ
り
、
ま
た
時
と

し
て
は
、
情
欲
的
な
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
打
ち
あ
け
話
で
も
あ
る
。

nu-
戸

h
d



そ
し
て
、
そ
こ
に
近
代
の
小
説
が
成
立
し
た
と
私
は
考
え
た
い
の
だ
。

と
仮
装
」
『
小
説
の
方
法
』
)

乙
の
理
論
は
近
代
児
童
文
学
の
成
立
を
考
え
る
時
に
も
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

の
前
で
朗
請
さ
れ
な
が
ら
伝
え
ら
れ
て
育
っ
た
物
語
り
」
の
特
徴
|
|
「
あ
ま
り
デ
リ
ケ
エ
ト

な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
は
、
暗
記
さ
れ
る
に
も
理
解
さ
れ
る
に
も
不
便
で
あ
っ
た
ろ
う
」
ー
ー

は
、
ま
さ
に
『
子
ど
も
と
文
学
』
の
う
ち
だ
し
た
、
望
ま
し
い
児
童
文
学
作
品
の
特
徴
と
一
致

す
る
。
そ
し
て
未
明
否
定
論
者
た
ち
が
批
判
の
根
拠
と
し
た
「
ネ
ガ
チ
ブ
な
テ
!
?
」
「
子
ど

も
の
た
鈎
ゆ
文
学
を
『
児
童
の
た
め
に
書
く
の
で
は
な
く
』
『
作
家
の
忠
実
な
自
己
表
現
の
た

め
に
書
」
い
て
い
る
、
と
い
っ
た
特
徴
は
、
伊
藤
整
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
近
代
小
説
の
成
立

そ
の
も
の
を
指
す
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戦
後
う
ち
だ
さ
れ
た
児
童
文
学
観
乙
そ

前
近
代
的
な
も
の
で
あ
り
、
自
己
φ
内
な
る
児
童
観
に
忠
実
で
あ
り
得
た
未
明
に
乙
そ
、
人
近

代
V
児
童
文
学
は
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
未
明
は
読
者
と
作
者
の
つ
な
が
り
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
ぺ
だ
U
る。

私
は
常
に
思
う
、
童
話
作
家
は
児
童
の
為
に
作
品
を
書
く
の
で
ば
な
い
。
児
童
に
聴
か
せ

る
の
を
目
的
と
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
児
童
は
自
分
達
の
背
後
か
ら
来
る
大
衆
で

あ
る
。
最
も
正
直
で
、
純
真
な
感
激
性
に
富
ん
だ
大
衆
、
そ
れ
が
児
重
で
あ
る
。
童
話
作

家
の
童
心
に
立
っ
て
、
正
直
な
る
告
白
と
、
至
純
の
感
激
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
作
品

は
、
期
せ
、
守
し
て
そ
れ
ら
の
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
〈
『
童
話
研
究
』
忌

Z
2
 

N

∞
・
]
{
)

未
明
の
こ
の
こ
と
ば
を
、
い
ぬ
い
氏
は
文
字
ど
お
り
「
児
童
の
た
め
に
書
く
の
で
は
な
い
」

と
受
け
と
っ
た
。
だ
が
こ
の
こ
と
ば
は
、
近
代
児
童
文
学
に
お
け
る
読
者
と
作
者
と
の
あ
り
得

ぺ
き
つ
な
が
り
方
を
示
唆
し
て
い
る
。

伊
藤
整
は
「
(
近
代
小
説
に
於
て
は
|
引
用
者
)
作
者
は
密
室
で
一
人
そ
れ
を
作
り
演
じ
、

読
者
は
密
室
で
一
人
そ
れ
を
味
う
」
と
述
ぺ
た
。
そ
し
て
乙
う
い
う
事
態
は
、
「
近
世
以
後
の

注

n

個
人
の
解
放
」
「
個
我
の
権
威
の
確
立
に
伴
っ
て
生
れ
た
」
と
言
う
。
未
明
は
「
正
直
な
る
告

白
と
、
至
純
の
感
激
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
作
品
は
、
期
せ
ず
し
て
そ
れ
ら
の
大
衆
に
受
け
入

れ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
」
と
述
ぺ
た
。
「
期
せ
ず
し
て
」
と
い
う
こ
と
ば
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
は

重
い
。
作
品
は
直
接
読
者
の
興
味
を
ね
ら
っ
て
書
か
れ
る
の
で
は
な
い
が
、
子
供
は
そ
れ
を
選

ぶ
の
で
あ
る
。
こ
乙
に
は
作
者
の
主
体
を
認
め
る
と
同
時
に
、
一
人
の
個
我
と
し
て
の
児
童
の

存
在
を
認
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
み
ら
れ
る
。
子
ど
も
は
作
品
を
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

自
己
の
内
商
の
必
然
に
従
っ
て
選
び
と
る
の
で
あ
る
。
乙
の
時
、
「
密
室
で
一
人
そ
れ
を
作
」

う
た
作
者
の
芦
と
、
「
密
室
で
一
人
そ
れ
を
味
う
」
読
者
の
内
心
の
芦
と
は
結
び
つ
く
。
乙
う

(
「
内
な
る
声

「
公
衆

い
う
読
者
の
存
在
を
未
明
は
信
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
個
と
し
て
の
作
者
と
個
と
し
て
の
読
者

の
存
在
を
重
ん
じ
た
未
明
の
児
童
文
学
観
こ
そ
、
近
代
の
名
を
被
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

だ
が
、
附
言
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
近
代
児
童
文
学
観
が
成
立
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
子
ど
も

の
文
学
か
ら
完
全
に
八
語
り
V
の
性
格
が
消
え
失
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。
大
人
が
作
品
を
選
ん
で
子
ど
も
に
与
え
、
大
人
が
乙
れ
を
読
ん
で
聞
か
せ
る
と
い
っ
た

児
童
文
学
に
ま
つ
わ
る
特
殊
な
条
件
は
、
語
り
手
と
聞
き
手
と
が
直
接
顔
を
合
わ
せ
る
と
い
う

物
語
り
成
立
の
条
件
と
似
て
い
る
。
乙
う
い
う
特
殊
な
条
件
が
な
く
な
ら
な
い
限
り
、
児
童
文

学
に
内
在
す
る
前
近
代
的
な
人
語
り
V
の
性
格
が
な
く
な
る
乙
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
『
子
ど
も

と
文
学
』
に
み
ら
れ
た
、
昔
話
に
学
ぶ
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
る
余
地
も
、
ま
た
そ
乙
に
あ

る
の
で
あ
る
。
前
近
代
的
文
学
観
と
近
代
的
文
学
観
と
が
並
行
し
て
存
立
し
得
る
所
に
児
童
文

学
界
の
特
徐
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
原
理
的
な
児
童
文
学
理
論
の
出
現
を
む
つ
か
し
く
し
て

い
る
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

七

に
J
V

さ
て
、
未
明
に
と
っ
て
童
話
の
創
造
が
不
可
避
で
あ
っ
た
理
由
は
何
か
。
彼
の
つ
か
ん
だ
世

界
が
、
子
ど
も
の
自
に
映
る
そ
れ
と
重
な
る
乙
と
が
で
き
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
山
田
稔
氏
は

言
v

つ。
(
未
明
に
お
い
て
は
|
引
用
者
)
完
全
平
等
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
ね
が
う
性
急
な
憧
様
、
あ

る
い
は
純
粋
な
反
俗
感
情
は
、
反
都
会
主
義
、
反
資
本
主
義
、
反
物
質
主
義
の
段
階
か
ら

一
挙
に
、
楽
園
と
し
て
の
原
始
世
界
、
幼
少
期
、
さ
ら
に
は
出
世
以
前
の
状
態
、
生
の
根

源
と
し
て
の
自
然
、
そ
し
て
死
の
世
界
、
乙
う
い
っ
た
一
連
の
も
の
へ
と
飛
躍
す
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
帰
る
ぺ
き
故
郷
を
も
た
ぬ
永
遠
の
郷
愁
者
の
、
あ
る
い
は
未
来
を
拒
ま

れ
た
ヱ

l
ト
ピ
ス
ト
の
、
さ
ら
に
い
う
な
ら
政
治
を
も
た
ぬ
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
、
過
去
あ

る
い
は
「
幼
少
期
」
九
の
い
わ
ば
「
退
行
現
象
」
が
み
と
め
ら
れ
は
し
ま
い
か
。
(
「
小

川
未
明
に
お
け
る
思
想
と
美
学
」
『
前
出
』

P
お
)

「
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
ね
が
う
性
急
な
慣
慢
」
が
一
挙
に
「
幼
少
期
」
あ
る
い
は
「
生
の
根
源
と

し
て
の
自
然
」
に
む
か
う
こ
と
が
、
は
た
し
て
「
退
行
現
象
」
と
一
一
言
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
問

題
は
別
と
し
て
、
乙
こ
に
は
、
未
明
が
何
ゆ
え
に
童
話
を
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
と
い
う

問
題
が
よ
く
語
ら
れ
て
い
る
。
未
明
に
と
っ
て
子
供
の
世
界
と
は
、
自
分
の
む
乙
う
に
ひ
ろ
が

る
他
者
の
国
で
は
な
く
、
そ
れ
な
く
し
て
は
己
れ
の
存
在
を
確
認
し
得
ぬ
、
い
わ
ば
自
分
自
身

の
〈
存
在
原
理
V
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
始
め
て
児
童
文
学



は
、
児
童
に
と
っ
て
も
、
大
人
に
と
っ
て
も
、
ま
た
作
家
に
と
っ
て
も
不
可
欠
の
〈
近
代
文
学

の
あ
る
ジ
ャ
ン
ル

V
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。一

九
七
八
・
八

注
2 1 

「
伝
統
は
克
服
さ
れ
た
か
」
(
『
日
本
児
童
文
学
』

5
2
・
H

P
田〉

「
ζ

れ
は
、
他
の
人
間
、
環
境
と
の
相
関
作
用
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
描
か
れ
て
い
な
い

こ
と
を
意
味
し
:
:
:
」
(
古
田
足
日
「
近
代
童
話
の
崩
壊
」
司
現
代
児
嚢
文
学
論
』

く
ろ
し
お
出
版

P
W
)

「
人
魚
の
娘
に
性
格
が
あ
る
と
は
い
え
ず
、
老
夫
婦
の
性
格
を
個
性
的
な
も
の
と
し

て
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
U

(

『
同
右
』

P
貯
)

「
・
:
赤
い
ろ
う
そ
く
が
波
の
上
を
た
、
だ
よ
っ
て
い
く
風
景
の
お
そ
ろ
し
さ
、
悲
し
さ

を
知
る
ζ

と
は
で
き
て
も
、
そ
の
恐
ろ
し
さ
に
打
ち
勝
つ
カ
を
、
子
ど
も
は
発
見
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
U

(

『
同
右
』

P
U
〉

「
:
・
観
念
世
界
の
形
象
で
あ
る
作
品
の
主
要
素
と
な
る
も
の
は
、
人
物
や
事
件
で
な

く
、
作
品
全
体
の
気
分
、
調
子
に
あ
る
以
(
司
問
右
』

p
u
v

「
2
:
:
た
だ
、
さ
び
し
い
、
暗
い
気
分
だ
け
が
、
く
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け

な
の
で
・
:
i」
(
「
小
川
未
明
」
司
子
ど
も
と
文
学
』
福
音
館

P
6
v

「
そ
の
世
界
は
(
略
)
呪
術
の
暗
い
ふ
ん
い
気
に
満
ち
て
い
る
は
(
「
さ
よ
な
ら
未

明
」
『
現
代
児
童
文
学
論
』
く
ろ
し
お
出
版
包
留
年

p
m
)

「
未
明
意
話
の
テ
!
?
は
す
べ
て
ネ
ガ
チ
ブ
な
も
の
・
・
:
:
」
(
「
未
明
童
話
の
評
価

の
た
め
に
」
鳥
越
信
〉

こ
の
本
は
最
初
、
昭
和
お
年
に
中
央
公
論
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
但
し
本
稿
で
は
福

音
館
の
も
の
を
使
用
し
た
。

『
子
ど
も
と
文
学
』

P
川

注
7
に
同
じ

p
m

注
7
に
同
じ

P
6

「
小
川
未
明
批
判
の
方
向
の
再
検
討
」
(
『
日
本
児
童
文
学
』

H
Sで同

注

m
k同
じ

P
必

い
ず
れ
も
司
子
ど
も
と
文
学
』

注
7
に
同
じ

P
お

注
5
に
同
じ

p
m品
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pmM〉

日
「
内
に
あ
る
伝
統
と
の
た
た
か
い
を
」
(
『
児
章
文
学
の
思
想
』
牧
書
底

路
「
小
川
未
明
」
猪
熊
葉
子

P
回

げ

注

7
K
同
じ

p
m

時
四
注
7
に
同
じ

p
m

m
注
7
に
同
じ

P
附

加

注

7
に
同
じ

p
m
傍
点
l
い
ぬ
い

幻
本
文
は
『
子
ど
も
と
文
学
』

p
nか
ら
引
用
し
た
o

m
『
小
説
の
方
法
』

〔
附
記
)
本
稿
は
「
未
明
童
話
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
し
て
、
『
土
木
明
童
話
研
究
』
に

掲
載
し
た
原
稿
に
、
大
幅
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
『
未
明
童
話
研
究
』
は
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
研
究
誌
。
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