
七
つ
の
〈
赤
い
船
〉

|
未
明
童
話
を
烏
服
す
る
素
材
と
し
て

は
じ
め
に

小
川
未
明
の
童
話
の
傾
向
を
つ
か
も
う
と
す
る
試
み
は
、
こ
れ
ま
で
、
船
木
椋

郎
氏
、
鳥
越
信
氏
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
作
風
の
変
化
を
、

作
家
の
経
験
に
対
応
さ
せ
な
が
ら
特
徴
づ
け
る
こ
と
で
い
ず
れ
も
成
功
し
て
い
る
。

し
か
し
、
船
木
氏
の
著
書
の
「
目
次
」
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
未
明
童
話
を

多
角
的
な
視
点
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
ら
を
統
括
す
る
視

点
を
得
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
ι
豆
こ
の
よ
う
な
中
に
お
い
て
、

未
明
童
話
全
体
の
大
き
な
一
つ
の
見
通
し
と
な
る
も
の
を
得
た
い
と
い
う
の
が
本

稿
の
目
ざ
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七つのく赤い船〉

と
こ
ろ
で
、
未
明
童
話
に
は
、
類
似
の
素
材
を
用
い
た
作
品
が
多
い
。
こ
れ
ら

類
似
の
素
材
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
特
徴
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
試
み

-
4》

も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
も
、
通
時
的
な
視
点
を
持
つ
ま
で
に

は
至
っ
て
い
な
い
。
私
は
、
未
明
童
話
に
繰
り
返
し
見
ら
れ
る
類
似
の
素
材
に
注

目
す
る
こ
と
で
、
作
品
の
変
化
の
様
相
を
一
望
し
、
作
家
の
思
考
の
方
向
性
を
探

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
中
、
注
目
す
る
に
い
た
っ
た
の
が
、

〈
船
〉
と
い
う
素
材
、
と
り

柏

陽

子

原

わ
け
〈
赤
い
船
〉
と
い
う
素
材
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
未
明
の
処
女
童
話
集
が

『
赤
い
船
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
こ
と
、
そ
の
表
題
作
「
赤
い
船
」
は
、

「
『
憧
標
』
が
描
か
れ
、

異
な
お
」
、

『
情
緒
的
』
で
あ
る
こ
と
が
そ
れ
ま
で
の
児
童
文
学
と

「
新
時
代
の
先
駆
」
と
し
て
、
昭
和
に
入
っ
て
以
来
、
高
く
評
価

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
た
め
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
こ
の
〈
赤
い
船
〉
は
、

二
十
品
『
日
本
少
年
』
)
、 「

赤
い

船
L-

(ま
ω
・
叶
『
少
女
』
)
、

「
黒
い
旗
物
語
」
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「
黒
い
塔
」

「
赤
い
船
の
お
客
」

2
E
-
H
『
少
女
倶
楽
部
』
)
、
「
赤
い

(
的

N

・
ω
『
未
明
童
話
集
』

2
丸
善
株
式
会
社
)
、
「
幼
友
だ
ち
」

{包
-
C

『
せ
う
が
く
三
年
生
』
i
M
H
O
-

叶
『
小
学
四
年
生
』
)
と
い
う
、
明
治
末

か
ら
、
大
正
、
昭
和
初
期
に
わ
た
っ
て
発
表
さ
れ
た
七
作
品
に
見
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

(昆
-
H
N

『
金
の
輪
』

南
北
社
)
、

(
4
H
ω

・

印
『
童
話
』
)
、

「
海
か
ら
き
た
使
い
」

船
と
つ
ば
め
」

も
と
よ
り
、
千
余
編
と
も
言
わ
れ
る
未
明
童
話
の
中
の
七
作
品
と
い
う
と
、
い

か
に
も
僅
少
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

〈
赤
い
船
〉
の
内
包
す
る
も
の
、
さ
ら
に
は

は
未
明
童
話
全
体
に
わ
た
る
分
布
の
状
況
は
、
明
ら
か
に
何
ら
か
の
意
味
を
示
唆

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
未
明
童
話
に
お
け
る
〈
赤
い
船
〉

に
着
目
し
、
そ
の
内
実
と
、
そ
れ
ら
が
未
明
童
話
全
体
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意

義
を
持
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。



七つの〈赤い船〉

先
に
概
観
を
述
べ
て
お
く
と
、
七
作
品
は
〈
赤
い
船
v

の
内
包
す
る
意
味
や
、

未
明
童
話
全
体
に
お
け
る
位
置
の
変
化
な
ど
か
ら
、
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
正
十
年
頃
ま
で
の
「
赤
い
船
」

「
黒
い
旗
物
語
」

「
海
か
ら
来
た
使

「
黒
い
塔
」
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
の
「
赤
い
船
の
お
客
」

い
」
「
赤
い
船
と
つ
ぼ
め
」
、
昭
和
十
年
頃
の
「
幼
友
だ
ち
」
で
あ
る
。
こ
れ
を

I
、
E
、
E
と
区
分
し
、
次
に
個
々
の
内
部
の
検
討
に
入
り
た
い
。

弱
者
に
よ
り
そ
う
〈
赤
い
船
〉

以
下
、
こ
の
七
作
品
に
見
ら
れ
る
〈
赤
い
船
〉
を
、
そ
の
順
次
に
従
っ
て
、
仮

に
第
一

i
第
七
と
番
号
を
つ
け
て
み
お
。

第
一
の
〈
赤
い
船
〉

作
品
「
赤
い
船
」
は
、
主
人
公
露
子
の
憧
れ
が
、

「
村
」
か
ら
「
東
京
」
へ
、

「
海
」
か
ら
「
外
国
」
へ
と
広
が
っ
て
い
く
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品

で
の
〈
赤
い
船
〉
は
、
「
外
国
」
へ
向
か
う
船
で
あ
り
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
露

子
の
憧
れ
と
空
想
と
を
担
う
も
の
で
あ
る
。

そ
う
思
う
と
、
な
ん
と
な
く
あ
の
赤
い
船
が
懐
か
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
あ

の
赤
い
船
は
太
平
洋
を
渡
っ
て
、
美
し
い
国
へ
い
く
の
か
と
思
い
ま
す
と
、

あ
の
赤
い
船
に
ど
ん
な
人
が
乗
っ
て
い
て
、
な
に
を
し
て
い
る
か
と
考
え
ま

し
た
。

(
中
略
)

露
子
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
赤
い
船
の
姿
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

自
分
も
、
そ
の
船
に
乗
っ
て
外
国
へ
い
っ
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
オ
ル
ガ

ン
や
ピ
ア
ノ
ゃ
、
い
い
音
楽
を
聞
い
た
り
、
習
っ
た
り
し
た
い
も
の
だ
と

考
え
ま
し
た
。

「
貧
し
い
家
に
生
ま
れ
」
た
主
人
公
露
子
に
つ
い
て
、

畠
山
兆
子
氏
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
お
。

』
の
作
品
に
お
け
る
、

と
め
ど
な
く
広
が
っ
て
い
く
露
子
の
憧
れ
に
は
、
陰
り
の
な
い
明
る
さ
を
み

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
憧
れ
は
現
実
が
厳
し
け
れ
ば
厳
し
い
ほ
ど
、
逃
避
と

し
て
の
激
し
さ
を
増
す
と
い
わ
れ
て
い
る
。
露
子
の
世
界
が
憧
れ
で
・
つ
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も
を
と
り
ま
く
現
実
が
、
逆
に
厳
し
い
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
露
子
は
現
実
が
不
幸
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
外
国
へ
行
っ
て
音
楽
を
習
い
た
い
と
い
う
、
実
現
す
る
こ
と
の
な
い
夢

を
追
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
東
京
の
家
に
は
「
ち
ょ
う
ど
露
子
の
姉
さ
ん
に
当
た
る
く
ら
い
の
お

方
が
あ
り
ま
し
て
、
よ
く
露
子
を
あ
わ
れ
み
、
か
わ
い
が
ら
れ
ま
し
た
」
と
あ
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
た
だ
に
、
露
子
の
「
不
幸
」
な
「
現
実
」
が
、
憧
れ
で
隠
さ

れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、
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「
露
子
は
、
自
分
の
母
さ
ま
や
、
ハ
メ
さ
ま
の

こ
と
を
思
い
出
し
、
ま
た
村
の
小
学
校
の
こ
と
な
ど
を
思
い
出
し
て
、
い
つ
し
か

熱
い
涙
が
、
ほ
お
を
流
れ
た
」
と
い
う
郷
愁
も
、
「
ピ
ア
ノ
を
お
弾
き
な
さ
る
お

姉
さ
ま
が
、
す
き
と
お
る
お
声
で
、
外
国
の
歌
を
う
た
い
な
さ
る
お
姿
は
、
い
つ

も
よ
り
か
い
っ
そ
う
神
々
し
く
見
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
水
晶
の
よ
う
な
お
目
は

星
の
ご
と
く
輝
い
て
、
一
授
が
浮
か
ん
で
い
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
」
と
い
う
お
姉

さ
ま
の
様
子
に
触
発
さ
れ
た
感
傷
で
あ
ろ
う
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
畠
山
氏
の
指

A
1
0
v
 

摘
は
、
や
や
深
読
み
の
危
険
を
は
ら
む
。
こ
の
作
品
は
、
大
き
く
は
、
〈
赤
い

船
〉
に
象
徴
さ
れ
る
憧
れ
、
あ
る
い
は
夢
の
世
界
を
描
き
出
し
て
い
る
と
雪

，っ。

--J-、
f
f
 
「
黒
い
旗
物
語
」

「
黒
い
塔
」
と
の
か
か
わ
り
で
見
る
と
き
、
こ
の
作

「
盟
問

品
に
一
抹
の
「
陰
り
」
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

「
黒
い
旗
物
語
」



い
塔
」
で
は
、
貧
し
い
も
の
、
不
幸
な
も
の
が
主
人
公
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、

〈
赤
い
船
V

は
そ
れ
ら
弱
者
に
よ
り
そ
う
と
い
う
傾
向
を
見
せ
て
い
る
。
〈
赤
い

船
〉
の
も
と
で
、
「
貧
し
さ
」
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
行
く
の
を
見

「
貧
し
い
家
に
生
ま
れ
た
」
露
子
の
空
想
世
界
を
担
う
〈
赤
い
船
〉
は
、

ヲ
匂
レ
」
キ
己
、

こ
の
作
品
の
「
陰
り
」
を
包
み
隠
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
黒
い
旗
物
語
」
を
見
て
み
よ
う
汁
土

そ
れ
で
は
次
に
、

第
二
の
〈
赤
い
船
〉

「
赤
い
船
」
で
は
、

「
貧
し
い
」
と
い
う
現
実
は
、
憧
れ
に
覆
わ
れ
て
い
た
。

「
黒
い
旗
物
一
也
巴
で
は
、
主
人
公
を
乞
食
の
子
供
と
設
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
全
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。
人
情
を
求
め
て
北
の
港
町

に
や
っ
て
き
た
爺
と
子
供
の
二
人
の
乞
食
は
、
人
々
の
迫
害
に
あ
っ
て
晩
秋
の
海

に
姿
を
消
す
。
あ
る
晩
、
海
の
響
き
が
恐
ろ
し
く
鳴
っ
た
か
と
思
う
と
、
朝
、
港

の
近
く
に
「
地
平
線
か
ら
抜
け
上
が
っ
た
よ
う
に
真
っ
赤
な
船
」
が
「
黒
い
旗
」

を
二
本
の
マ
ス
ト
に
翻
し
な
が
ら
浮
か
ん
で
い
た
。
す
る
と
、
町
に
は
再
び
乞
食

の
子
供
の
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
子
供
は
、
船
に
い
る
お
爺
さ
ん
の
た
め

に
、
船
か
ら
も
ら
っ
た
宝
で
着
る
物
や
食
べ
る
物
を
買
い
た
い
と
、
町
の
人
々
に

頼
む
。
し
か
し
、
人
々
は
、
以
前
と
同
様
に
子
供
を
追
い
返
し
て
し
ま
う
。
そ
の

夜
、
町
は
火
事
で
滅
ん
で
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、

こ
の
作
品
は
、
単
純
な
構
造
、
平
板
な
人
物
造
形
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
独
特
の

暗
い
、
不
気
味
な
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
雰
囲
気
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る

七つのく赤い船〉

の
が
〈
赤
い
船
〉
で
あ
る
。
こ
の
〈
赤
い
船
〉
を
、
町
の
人
々
は
「
あ
の
い
や
な

「
あ
れ
は
あ
た
り
ま
え
の
船

色
を
し
た
船
は
、
ど
こ
か
ら
き
た
の
だ
ろ
う
。
」
、

と
違
う
よ
う
だ
。
き
っ
と
幽
霊
船
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
、

「
幽
霊
船
と
い

う
も
の
は
見
る
も
の
で
な
い
」
と
言
う
。

ら
っ
て
き
た
」
、

「
さ
ん
ご
や
真
珠
や
金
の
塊
」
を
「
船
か
ら
も

「
お
爺
さ
ん
は
船
に
待
っ
て
い
ま
す
」
と
言
う
。

と
こ
ろ
が
、
乞
食
の
子
供
は
、

〈
赤
い
船
〉

は
、
町
の
人
々
に
と
っ
て
は
思
避
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
主
人
公
に
と
っ
て
は
救

い
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
〈
赤
い
船
〉
は
、
結
末
に
お
い
て
、

「
こ
の
町
か
ら
火
事
が
出
て
」

「
一
軒
も
残
ら
ず
焼
き
は
ら
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
い
ま
で
も
北
海
の
地
平
線

に
は
お
り
お
り
黒
い
旗
が
見
え
ま
す
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
非
情
な
町
の
人
々
に

対
す
る
報
復
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の

中
に
あ
っ
て
、

〈
赤
い
船
〉
は
弱
者
に
よ
り
そ
い
、
強
者
に
制
裁
を
加
え
る
と
い

切っ、

一
つ
の
意
思
を
持
つ
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

「
赤
い
船
」
の
〈
赤
い
船
〉
は
、
外
国
に
向
か
う
実
在
の
船
で
あ
っ
た
が
、
海

を
見
つ
め
る
主
人
公
露
子
か
ら
「
だ
ん
だ
ん
遠
ざ
か
っ
て
」
行
き
、
現
実
を
覆
い

隠
す
空
想
の
中
で
、
露
子
の
憧
れ
を
支
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、

n
H，
v
 

ヮ“

「
黒
い
旗
物
語
」
の
〈
赤
い
船
〉
は
、
実
在
の
危
ぶ
ま
れ
る
「
幽
霊
船
」
、

思
議
」
な
船
で
あ
り
、
弱
者
を
擁
護
す
る
、
あ
る
意
思
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い 「不

る
と
こ
ろ
で
、
町
の
滅
び
と
い
う
結
末
は
、
同
じ
く
大
正
期
に
発
表
さ
れ
た
名
作

「
赤
い
ろ
う
そ
く
と
人
魚
」

「
真
っ
暗
な
、
星
も
見
え
な
い
、
雨
の
降
る
晩
に
、
波
の
上
か
ら
、

(45
・
N
¥
与
t
J
N
¥
N
O

『
東
京
朝
日
新
聞
』
)
に
も

見
ら
れ
る
。

赤
い
ろ
う
そ
く
の
灯
が
、
漂
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
高
く
登
っ
て
、
い
つ
し
か
山
の
上

の
お
宮
を
さ
し
て
、
ち
ら
ち
ら
と
動
い
て
ゆ
く
の
を
見
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
/

幾
年
も
た
た
ず
し
て
、
そ
の
ふ
も
と
の
町
は
ほ
ろ
び
て
、
減
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
」
と
い
う
「
赤
い
ろ
う
そ
く
と
人
魚
」
の
結
末
か
ら
は
、

〈
赤
い
ろ
う
そ

く
〉
が
、

「
黒
い
旗
物
語
」
の
〈
赤
い
船
〉
と
同
じ
役
割
を
は
た
し
て
い
る
こ
と



七つのく赤い船〉

が
う
か
が
え
る
。
作
品
構
造
、
人
物
造
形
の
複
雑
さ
か
ら
、
「
赤
い
ろ
う
そ
く
と

人
魚
」
は
「
黒
い
旗
物
語
」
の
発
展
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
的
土
、

こ
れ
は
ま
た
、
こ
の
時
期
、
作
品
を
創
作
す
る
上
で
、
あ
る
索
材
に
願
い
と
呪
い

を
託
す
と
い
う
方
法
を
、
未
明
が
と
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
と
な

れ
ば
、

〈
赤
い
船
〉
は
、
・
未
明
の
中
で
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
素
材
で
は
な

か
っ
た
か
と
、
こ
こ
か
ら
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
次
の
「
黒
い
塔
」
で
も
、
人
間
の
非
情
さ
に
対
す
る
怒
り
と
、
街
の
滅

び
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
「
黒
い
塔
」
で
は
〈
赤
い
船
V

の
果
た
す
役
割
は
変

化
し
て
い
る
。
次
に
、
そ
の
こ
と
を
見
て
み
た
い
。

第
三
の
〈
赤
い
船
〉

「
黒
い
塔
」
は
、
病
気
や
事
故
と
い
う
不
運
を
通
し
て
、
肉
親
か
ら
も
街
の
人

人
か
ら
も
疎
ま
れ
る
主
人
公
の
姉
の
姫
の
物
語
で
あ
る
。
あ
る
日
、
姉
の
姫
は
、

自
分
を
手
招
き
す
る
よ
う
に
見
え
る
塔
か
ら
海
を
眺
め
て
心
を
慰
め
よ
う
と
、
人

人
が
「
幽
霊
塔
」
と
言
う
「
白
い
塔
」

1
2
v

に
登
る
。
す
る
と
、
ふ
い
に
襲
っ
て
き

た
つ
な
み
に
よ
っ
て
、
街
は
滅
ん
で
し
ま
う
。
し
か
し
、

れ
た
姉
の
姫
は
、

一
人
、
塔
の
上
に
残
さ

〈
赤
い
船
〉
に
よ
っ
て
救
い
出
さ
れ
、
ど
こ
へ
と
も
な
く
去
っ

て
い
く
。
そ
し
て
、
夜
が
明
け
る
と
、
塔
も
水
没
し
一
面
が
海
に
な
っ
た
。

』
の
作
品
は
、

「
そ
の
船
は
絵
に
も
見
た
こ
と
の
な
い
、
ま
た
話
に
も
聞
い
た

こ
と
の
な
い
よ
う
な
、
き
れ
い
な
」
船
と
、
美
し
さ
が
強
調
さ
れ
る
点
で
、

い
船
」
と
通
じ
て
い
る
。
ま
た
、
非
人
情
な
人
々
と
、
彼
等
に
迫
害
さ
れ
る
主
人

公
、
〈
赤
い
船
〉
に
よ
る
主
人
公
の
救
い
と
、
町
/
街
の
滅
び
と
い
う
設
定
は
、

「
黒
い
旗
物
語
」
と
よ
く
似
て
い
る
。
「
黒
い
塔
」
の
〈
赤
い
船
〉
は
、
先
の
二

作
品
の
〈
赤
い
船
〉
が
、
統
合
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

赤

と
こ
ろ
が
「
黒
い
塔
」
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
「
黒
い
旗
物
語
」
と
異
な
っ
て

「
お
母
さ
ま
や
妹
の
い
る
お
城
を
見
な

が
ら
案
じ
て
、
ど
う
か
し
て
お
母
さ
ま
や
妹
の
身
の
上
に
危
害
の
な
い
よ
う
に
」

も
い
る
。

一
つ
に
は
、
街
へ
の
制
裁
が
、

と
い
う
姉
の
姫
の
祈
り
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
り
、

な
い
と
思
っ
て
、
心
細
さ
に
ふ
る
え
て
」
、

こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

「
姫
は
と
て
も
命
が
助
か
ら

「
塔
の
頂
に
泣
い
て
」
い
た
と
い
う

二
つ
に
は
、

〈
赤
い
船
〉
に
、
呪
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い

「
黒
い
旗
物
缶
巴
で
見
た
、
呪
わ
れ
た
も
の
と
い
う
役
割
は
、

い
塔
」
で
は
、
作
中
の
「
白
い
塔
」
に
移
っ
て
お
り
、
姉
の
姫
に
は
「
不
思
議
な

高
い
塔
」
が
「
手
招
ぎ
す
る
」
よ
う
に
見
え
た
よ
う
に
、
弱
者
へ
よ
り
そ
う
意
思

点
で
あ
る
。

「黒

「
黒
い
塔
」
で
は
、
呪
い
が
「
白
い
塔
」
に
、
救
い
が

〈
赤
い
船
〉
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
担
わ
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「
小
烏
は
、
い
ま
も
な
お
姫
の
ゆ
く
え
を
た
ず
ね
て
、
夏
に
な
る

も
そ
こ
に
見
ら
れ
る
。
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三
つ
に
は
、

と
北
へ
、
冬
に
な
る
と
南
へ
、
旅
を
し
て
、
あ
わ
れ
な
姫
を
探
し
て
い
ま
す
。
」

と
い
う
結
末
で
あ
る
。
姉
の
姫
は
死
を
免
れ
た
。
し
か
し
、
〈
赤
い
船
〉
は
決
し

て
姉
の
姫
を
「
あ
わ
れ
」
な
状
態
か
ら
救
い
得
て
い
な
い
、
と
の
提
示
が
こ
こ
に

あ
る
o

非
情
な
人
々
へ
の
制
裁
は
、
姉
の
姫
の
悲
し
み
を
さ
ら
に
増
す
結
果
と
な
る
。

ま
た
、

〈
赤
い
船
〉
は
「
あ
わ
れ
」
な
姉
の
姫
を
乗
せ
て
さ
ま
よ
う
。
こ
こ
に
、

超
自
然
的
な
力
に
よ
る
滅
び
ゃ
救
い
は
、
な
ん
ら
、
人
間
の
非
情
さ
が
生
み
だ
す

不
幸
を
解
決
し
得
な
い
、
ま
た
、
個
人
の
運
命
を
変
え
得
な
い
と
い
う
、

「
黒
い

旗
物
証
巴
に
は
無
か
っ
た
問
題
意
識
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
の
よ

う
な
違
い
が
「
黒
い
旗
物
語
」
と
「
黒
い
塔
」
の
聞
に
は
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
不
幸
の
原
因
を
追
究
し
て
い
く
中
で
生
じ
た
、

一
つ
の
「
ゆ
ら
ぎ
」
と
で
も

言
え
よ
う
か
。



以
後
、
こ
の
「
ゆ
ら
ぎ
」
は
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
か
。
次
に
、

E

を
見
て
み
よ
う
。11 

〈
赤
い
船
〉
か
ら
の
離
反

-
群
に
お
け
る
〈
赤
い
船
V

は
、
弱
者
の
救
い
、
強
者
の
滅
び
の
象
徴
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
あ
る
「
ゆ
ら
ぎ
」
も
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

E
群

に
お
け
る
〈
赤
い
船
〉
は
、
美
し
い
と
い
う
要
素
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
、
そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
の
主
題
が
I
群
の
作
品
を
反
復
そ
し
て
変
容
す
る
形
で
展
開
す
る
。

す
な
わ
ち
、
「
赤
い
船
」
の
世
界
が
「
赤
い
船
と
お
客
」
に
引
き
継
が
れ
変
容
し
、

「
黒
い
旗
物
語
」
「
黒
い
塔
」
の
世
界
が
「
海
か
ら
来
た
使
い
」
で
統
括
さ
れ
、

「
赤
い
船
と
つ
ば
め
」
で
新
し
い
滅
び
の
意
味
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、

作
品
を
見
て
い
こ
う
。

第
四
の
〈
赤
い
船
〉

「
赤
い
船
の
お
客
」
は
、
笛
を
吹
く
こ
と
で
夢
心
地
に
な
る
中
で
目
に
す
る

〈
赤
い
船
〉
を
通
し
て
、
主
人
公
二
郎
が
、
現
実
を
認
識
し
て
い
く
過
程
が
描
か

れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
様
子
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

-
こ
の
と
き
、
二
郎
は
、
ふ
と
沖
の
方
を
見
ま
す
と
、
そ
こ
に
は
わ
き
出
た
よ

う
に
、
赤
い
船
が
青
い
海
の
波
間
に
浮
か
ん
で
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

二
郎
は
、
お
伽
噺
に
で
も
あ
る
よ
う
に
、
美
し
い
船
だ
と
思
い
ま
し
た
。

七つのく赤い船〉

(
中
略
)
し
ば
ら
く
す
る
と
、
赤
い
船
の
姿
は
う
す
れ
、
洋
服
を
着
た
人
の
姿

も
う
す
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

二
郎
は
、
ま
る
で
夢
を
見
て
い
る
よ
う
な
心
地
が
さ
れ
た
の
で
し
た
。

-
そ
し
て
、
沖
の
方
を
な
が
め
ま
す
と
、
赤
い
船
が
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
し

て
、
青
い
青
い
、
波
の
聞
に
浮
き
出
て
い
る
の
で
し
た
。

(
中
略
)

二
郎
は
目
を
開
け
な
が
ら
、
自
分
は
、
夢
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
た
の
で
し
た
。

-
そ
れ
は
昨
日
の
晩
方
、
港
の
方
へ
歩
い
て
ゆ
く
と
、
町
の
中
で
背
の
す
ら
り

っ
と
し
た
、
ほ
お
の
色
の
美
し
い
、
り
っ
ぱ
な
着
物
を
着
た
旅
の
女
の
人
を

見
た
の
で
し
た
。

(
中
略
)

二
郎
は
沖
の
方
を
見
ま
す
と
、
赤
い
船
が
、
今
日
も
停
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

や
は
り
、
夢
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
の
作
品
は
、
作
品
全
体
を
主
人
公
の
空
想
が
覆
い
、

界
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
作
品
「
赤
い
船
」
と
の
共
通
点
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
空
想
を
め
ぐ
っ
て
、
次
の
点
で
大
き
く
「
赤
い
船
」
と
の
違
い
を
見

〈
赤
い
船
〉
が
そ
の
世

せ
て
い
る
。
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先
に
見
た
「
赤
い
船
」
の
結
末
は
、

〈
赤
い
船
〉
を
中
心
に
し
た
、
遠
く
へ
と

広
が
っ
て
行
く
露
子
の
憧
れ
と
空
想
と
で
閉
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
こ

の
「
赤
い
船
の
お
客
」
の
結
末
で
は
、

「
あ
る
果
物
屋
の
前
で
、
ふ
た
た
び
昨
日

の
美
し
い
女
の
人
に
出
あ
い
ま
し
た
。
/
彼
は
思
わ
ず
顔
を
赤
ら
め
て
、
そ
の
人

を
見
送
り
ま
す
と
、
/
『
こ
の
ご
ろ
、
港
に
は
い
っ
て
き
た
、
赤
い
船
の
お
客
さ

ま
だ
よ
。
』
と
、
町
の
女
房
た
ち
が
、
う
わ
さ
し
て
い
る
の
を
き
い
た
の
で
あ
り

ま
す
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
二
郎
の
視
点
は
「
沖
の
方
」
か
ら
「
町
」
へ
、
空
想

か
ら
現
実
へ
と
移
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
憧
僚
の
対
象
も
、

〈
赤
い
船
〉
か
ら
「
お

客
」
の
女
性
へ
と
移
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、

〈
赤
い
船
〉
と
主
人
公
と
の
関
係

が
、
薄
ら
い
で
き
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
こ
の
作
品
に
見
る
明
る
い
雰
囲
気
、
現
実
へ
の
志
向
性
、

〈
赤
い
船
〉

と
主
人
公
と
の
距
離
、
怒
り
や
呪
い
と
い
っ
た
要
素
の
不
在
は
、
-
群
で
見
た
作
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品
世
界
と
の
断
絶
を
感
じ
さ
せ
も
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
に
続
く
作
品
に
よ
っ

て
、
さ
ら
に
積
極
的
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

第
五
の
〈
赤
い
船
〉

「
海
か
ら
き
た
使
い
」
は
、
天
使
の
子
供
が
、
貧
し
い
少
女
の
姿
に
な
っ
て
下

〈
赤
い
船
〉
は
天
使
が
乗
る
も
の
と
し

界
に
や
っ
て
く
る
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

て
、
作
品
官
頭
に
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

天
国
か
ら
、
下
界
に
達
す
る
道
は
ハ
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。
赤
い
船
に
乗
っ

て
、
雲
の
間
ゃ
、
波
の
間
を
分
け
て
か
ら
、
怖
ろ
し
い
旋
風
に
、
体
を
ま
か

せ
て
二
日
二
晩
も
長
い
旅
を
つ
づ
け
て
か
ら
、
よ
う
や
く
、
下
昇
の
海
の
上

に
静
か
に
、
降
り
る
こ
と
も
、
そ
の
一
つ
で
あ
れ
ば
、

(
後
略
〉

ま
た
、
下
界
に
降
り
て
き
た
少
女
を
、
再
び
〈
赤
い
船
〉
が
迎
え
に
来
る
と
こ

ろ
で
は
、
「
町
の
人
々
は
、
不
思
議
な
景
色
が
見
え
な
く
な
る
と
、
家
の
方
に
帰

り
ま
し
た
が
、
少
女
だ
け
は
、
岩
の
上
に
立
っ
て
、
沖
の
方
を
い
勺
し
ん
に
望
ん

一
そ
う
の
赤
い
船
が
、
こ
ち
ら
を
さ
し
て
こ
い
で

で
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に
、

き
た
の
で
す
。
少
女
を
迎
え
に
き
た
の
で
し
た
。
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ

の
作
品
の
〈
赤
い
船
〉
は
、
天
使
の
乗
り
物
と
し
て
あ
り
、
人
間
と
は
関
係
を
持

こ
、
品
、
。

+
J
S
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suw

さ
て
、
主
人
公
の
少
女
は
、
天
使
で
あ
り
、
人
間
を
超
越
し
た
力
を
持
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
少
女
の
祈
り
で
、
情
け
深
い
娘
の
母
親
の
病
気
が
快
方
に
向
か
っ

た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
し
か
し
、
少
女
の
力
は
、
「
祈
り
」
と
し
て
消
極
的
に

し
か
発
揮
さ
れ
な
い
。
よ
り
目
立
つ
の
は
、
人
間
の
諸
相
に
対
す
る
同
情
や
腹
立

ち
で
あ
り
、
そ
の
現
実
の
中
で
親
切
に
ふ
る
ま
う
在
り
方
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

超
自
然
の
力
を
積
極
的
に
行
使
し
て
の
、
貧
し
い
者
の
救
い
も
、
非
情
な
者
へ
の

制

裁

も

な

い

。

こ

れ

は

先

に

見

た

、

「

黒

い

塔

」

と

の

大

き

な

「
黒
い
旗
物
語
」

違
い
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
作
品
で
、

〈
赤
い
船
v

は
、
天
使
の
乗
り
物
と
い
う
超
現
実
的
な

も
の
で
あ
る
が
、
人
間
存
在
に
な
ん
ら
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

〈
赤
い
船
〉
が
弱
者
に
よ
り
そ
う
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
日

の
見
え
な
い
按
摩
に
、
そ
の
理
由
の
一
つ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
按
摩
は
、

体
が
不
自
由
で
あ
り
、
そ
の
た
め
道
に
落
と
し
た
銭
を
拾
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
通
り
す
が
り
の
人
々
は
、
誰
も
按
摩
を
助
け
よ
う
と
せ
ず
、
中
に
は
、
按
摩

の
落
と
し
た
銭
を
後
で
来
て
拾
お
う
と
考
え
る
者
も
い
る
。
そ
れ
を
見
て
少
女
は
、

「
な
ん
と
い
う
、
人
間
は
、
あ
さ
ま
し
い
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
」
、

「
薄
情
」
だ
と
驚
暁
し
、
す
ぐ
に
肢
摩
を
助
け
る
。
こ
こ
で
は
、
通
行
人
の
非
情

さ
を
悪
な
る
も
の
と
し
て
、
相
対
的
に
弱
者
で
あ
る
按
摩
は
菩
な
る
も
の
と
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
。

つ釘ntu
 

し
か
し
一
方
で
は
、
少
女
を
め
ぐ
っ
て
、
按
摩
は
次
に
挙
げ
た
よ
う
な
打
算
的

な
面
も
見
せ
る
。

盲
目
の
お
じ
い
さ
ん
は
、
お
ば
あ
さ
ん
の
そ
で
を
ひ
き
ま
し
た
。

「
や
さ
し
い
子
で
も
あ
る
し
、
両
親
が
な
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
幸
い
、
家

の
子
に
し
て
は
ど
う
だ
な
?
」

(
中
略
)

「
そ
う
、
お
ま
え
さ
ん
の
よ
う
に
、
や
す
や
す
と
き
め
て
い
い
も
の
で
す
か

。
」
と
、
怒
り
声
を
出
し
て
い
い
ま
し
た
。

「
お
ば
あ
さ
ん
、
よ
く
考
え
て
み
る
が
い
い
。
こ
ん
な
子
供
が
あ
っ
た
ら
、

ど
れ
ほ
ど
、
家
の
役
に
た
っ
か
し
れ
な
い
ぜ
。
」
と
、
按
摩
は
い
い
ま
し
た
。

お
ば
あ
さ
ん
は
、
な
る
ほ
ど
と
う
な
ず
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
急
に
、
声
を

や
さ
し
く
し
て
、
少
女
に
向
か
っ
て
、

「
ど
こ
の
お
嬢
さ
ん
で
す
か
、
知
り
ま
せ
ん
が
、
い
ま
の
お
話
の
よ
う
な
身



の
上
で
し
た
ら
、
私
の
家
の
子
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
か
。

(
後
略
)
」

こ
の
よ
う
な
、
按
摩
の
老
人
夫
婦
に
対
す
る
批
判
は
、
こ
の
作
品
に
描
か
れ
て

「
老
人
夫
婦
は
、
け
っ
し
て
、
心
の
悪
い
人
で
は
あ
り
ま

つ
ら
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
が
ま
ん
を
い
た
し
ま
し

は
い
な
い
。
し
か
し
、

せ
ん
で
し
た
か
ら
、
少
女
は
、

た
。
」
と
い
う
箇
所
に
、
弱
者
を
そ
の
ま
ま
警
な
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ

と
に
対
す
る
違
和
感
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
し
1
2

こ
こ
に
は
、
弱
者
の
内
に
も
「
あ
さ
ま
し
い
心
」
が
あ
り
、
弱
者
と
強
者
、
非

情
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
二
つ
に
簡
単
に
割
り
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
人
間
理
解
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
人
間
理
解
は
、
怒
り
を
差
し
向
け
る
対

象
の
喪
失
を
招
き
、
救
う
べ
き
対
象
を
も
不
明
に
し
、
つ
い
に
、
作
品
世
界
に
お

い
て
滅
び
と
救
い
が
一
面
的
に
は
機
能
し
な
く
な
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
い
っ

た。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
人
間
の
複
相
を
認
め
な
が
ら
も
、
決
し
て
人
間
に
対
し

て
あ
き
ら
め
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
結
末
に
お
け
る
「
小
さ
な
や
さ
し
い
天
使

は
、
下
界
で
見
た
こ
と
と
知
っ
た
こ
と
を
語
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
正
直
な
、
哀

れ
な
人
た
ち
に
、
幸
福
を
与
え
て
や
り
た
い
と
答
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
」
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
、
非
人
情
を
悪
と
し
そ
れ
を
追
究
し
罰
す
る
と
い

う
発
想
か
ら
、
善
な
る
も
の
の
希
望
と
行
動
的
な
生
き
方
に
よ
っ
て
幸
福
を
生
み

だ
そ
う
と
い
う
発
想
へ
の
、
転
換
の
表
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
六
の
〈
赤
い
船
〉

七つのく赤い船〉

「
赤
い
船
と
つ
ば
め
」
は
、

「
つ
ば
め
を
迎
え
に
、
王
さ
ま

「
南
の
国
か
ら
」

〈
赤
い
船
〉
に
乗
り
遅
れ
た
主
人
公
の
つ
ぼ
め
が
、
暴
風
の

中
、
自
分
の
翼
で
海
を
越
え
、
無
事
に
目
的
地
に
着
く
こ
と
の
で
き
た
と
い
う
作

が
、
よ
こ
さ
れ
た
」

品
で
あ
る
。
こ
の
中
で
〈
赤
い
船
〉
は
、

「
は
る
か
目
の
下
の
波
間
に
、
赤
い
船

が
、
暴
風
の
た
め
に
、
く
つ
が
え
っ
て
い
る
の
を
見
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
王
さ
ま

の
お
迎
え
に
出
さ
れ
た
赤
い
船
で
す
。
」
と
い
う
末
路
を
た
ど
る
。
そ
し
て
、
結

末
で
は
、

「
王
さ
ま
は
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
、
自
ら
の
力
を
た
よ
る
こ
と
の
い
ち

ば
ん
安
心
な
の
を
悟
ら
れ
、
あ
く
る
年
か
ら
、
赤
い
船
を
出
す
こ
と
を
見
合
わ
せ

ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
」
と
い
う
、
個
人
の
生
へ
の
注
視
と
、

〈
赤
い
船
〉
か

ら
の
離
反
が
示
さ
れ
る
。

「
自
分
の
力
を
た
よ
る
こ
と
」
が
「
い
ち
ば
ん
安
心
」
と
い
う
新
し
い
生
き
方

の
表
明
は
、
こ
の
作
品
単
独
で
見
れ
ば
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
の
作
品
を
通
し
て
見
る
と
き
に
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

「
赤
い
船
と

つ
ば
め
」
に
お
け
る
〈
赤
い
船
v

の
転
覆
は
、
同
情
、
怒
り
、
願
い
と
い
う
さ
ま

ざ
ま
な
思
い
を
〈
赤
い
船
〉
に
託
す
こ
と
で
、
社
会
に
対
す
る
理
想
の
実
現
を
訴

え
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
主
題
と
、
ま
た
、
天
的
な
美
に
彩
ら
れ
た
〈
赤
い
船
〉
の

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
空
想
世
界
と
を
否
定
す
る
と
い
う
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
ダ
イ
ナ
ミ

q
J
 

n
J
 

ズ
ム
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

か
く
し
て
、

I
群
に
お
い
て
見
ら
れ
た
社
会
批
判
の
中
で
の
「
ゆ
ら
ぎ
」
は
、

E
群
に
お
い
て
〈
赤
い
船
〉
か
ら
離
反
し
て
行
く
に
と
も
な
い
、
個
人
の
生
の
注

A
1
4
v
 

視
へ
と
変
容
を
遂
げ
て
い
く
。
そ
し
て
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な

〈
赤
い
船
〉
転
覆
の
主
題
は
、
作
者
未
明
の
あ
る
悲
痛
な
思
い
を
秘
め
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
、
最
後
の
〈
赤
い
船
〉
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

l
 

l
 

l
 
再
び
現
わ
れ
る
〈
赤
い
船
〉

第
七
の
〈
赤
い
舶
〉



七つのく赤い船〉

〈
赤
い
船
〉
の
転
覆
以
後
、
〈
赤
い
船
〉
は
し
ば
ら
く
作
品
の
中
に
出
て
こ
な

い
。
再
び
見
ら
れ
る
の
は
、
未
明
童
話
の
中
で
は
珍
し
く
中
編
な
い
し
長
編
と
言

え
る
「
幼
友
だ
ち
」

(包
-
C

『
せ
う
が
く
三
年
生
』
j
M
H
O
-

吋
『
小
学
四
年
生
)

の
中
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
少
年
幸
一
と
少
女
ゆ
き
子
の
北
国
で
の
交
友
と
、
幸
一

の
東
京
で
の
生
活
、
ゆ
き
子
と
の
再
会
が
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
中
で
〈
赤
い
船
〉
は
、
ゆ
き
子
の
友
達
が
持
っ
て
い
る
本
の
中
に

次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

「
ね
え
、
ゆ
き
子
さ
ん
、
こ
の
お
話
は
そ
れ
は
お
も
し
ろ
い
の
よ
。
」
と
、

い
勺
て
、
二
人
は
、
桜
の
木
の
下
の
、
ベ
ン
チ
に
腰
を
か
け
ま
し
た
。
坊
や

は
外
が
い
い
と
み
え
て
、
よ
く
背
中
で
眠
っ
て
い
ま
す
。

「
こ
の
お
父
さ
ん

は
、
赤
い
船
に
乗
っ
て
、
世
界
じ
ゅ
う
の
港
々
を
歩
い
て
い
る
の
よ
。
自
分

の
娘
が
、
小
さ
い
時
分
、
何
者
か
に
つ
れ
ら
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
。
そ

し
て
、
名
高
い
易
者
に
見
て
も
ら
う
と
、
ど
こ
か
の
港
に
、
娘
は
生
き
て
い

る
と
い
う
の
。
け
れ
ど
、
ど
こ
の
固
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
港
の
名
も
わ
か

ら
な
い
の
。
そ
し
て
、
娘
さ
ん
は
、
毎
日
、
毎
日
、
海
の
方
を
な
が
め
て
、

お
父
さ
ん
か
、
お
母
さ
ん
が
迎
え
に
き
て
く
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
い
っ

た
の
よ
。
こ
れ
を
き
く
と
お
父
さ
ん
は
、
娘
を
探
し
あ
て
る
ま
で
は
、
も
う

け
っ
し
て
お
家
に
帰
ら
な
い
と
い
っ
て
、
こ
う
し
て
、
赤
い
船
に
乗
っ
て
、

娘
の
い
る
港
を
さ
が
し
て
い
る
の
が
書
い
て
あ
る
の
。
読
む
と
、
怖
ろ
し
い

こ
と
や
、
不
思
議
な
こ
と
が
あ
る
の
よ
。
こ
ん
ど
、
ゆ
き
子
さ
ん
に
貸
し
て

あ
げ
る
か
ら
読
ん
で
ご
ら
ん
な
さ
い
ね
。
」

ゆ
き
子
は
、

「
こ
の
話
を
き
い
た
だ
け
で
」
、

「
『
卒
業
し
た
ら
、
ゆ
き
子
を

東
京
へ
出
し
な
さ
い
。
』
と
、
こ
の
あ
い
だ
、
伯
父
さ
ん
か
ら
、
い
っ
て
き
た
こ

と
な
ど
が
思
い
出
さ
れ
」
て
「
悲
し
く
」
な
る
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
話
題
は
「
な

へ
ん
な
空
ね
。
」
と
天
候
の
こ
と
に
移
っ
て
い
く
。
以
後
、
ゆ
き
子
は
、

故
郷
を
立
つ
日
を
前
に
し
て
涙
ぐ
み
は
す
る
も
の
の
、
東
京
へ
着
い
て
み
れ
ば
、

伯
父
の
家
族
に
温
か
く
迎
え
ら
れ
、
看
護
婦
に
な
る
た
め
の
勉
強
も
で
き
る
望
み

が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

J
e
-
-

、、

，h
み
h

，ヵ

〈
赤
い
船
〉
の
出
て
く
る
本
は
、
当
該
箇
所
で
の
み
郷
愁

の
涙
を
さ
そ
う
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
の
〈
赤
い
船
〉
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
が
、

「
雪
原
の
少
年
」

(
8
・
?
出
1

0

・0
『
国
民
新

「
幼
友
だ
ち
」
よ

り
前
に
発
表
さ
れ
た
作
品
、

間
』
)
に
〈
銀
色
の
船
〉
と
し
て
見
ら
れ
る
。

年
、
正
二
の
創
っ
た
詩
に
出
て
く
る
。

〈
銀
色
の
船
〉
は
、
主
人
公
の
少

彼
は
、
こ
の
間
に
も
、
吹
雪
と
戦
い
な
が
ら
、
雑
誌
に
投
書
す
る
、
詩
の
文

句
を
、
顕
の
中
で
考
え
て
い
ま
し
た
。

す
き
と
お
る
紫
色
に
、
ぶ
ど
う
の
実
が
熟
し
、

34 

赤
と
ん
ぼ
の
小
さ
な
翼
が
輝
く
こ
ろ
私
の
乗
る
銀
色
の
船
が
、

車
問
い
空
と
波
の
聞
を
分
け
て
、
か
わ
い
そ
う
な

私
を
迎
え
に
く
る
。

正
二
も
、
ま
た
、

「
幼
友
だ
ち
」
中
の
〈
赤
い
船
〉
の
出
て
く
る
本
の
登
場
人

物
と
同
様
に
、
生
き
別
れ
の
肉
親
が
い
る
と
行
者
に
占
わ
れ
、
彼
は
そ
の
言
葉
を

信
じ
て
、
母
の
迎
え
を
待
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
正
二
が
詩
に
描
い
て
い
る
の

は
、
美
し
い
憧
れ
と
願
い
の
世
界
で
あ
り
、
そ
の
中
に
お
い
て
〈
銀
色
の
船
V

は、

彼
の
救
い
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、

「
雪
原
の
少
年
」
と
「
幼
友
だ
ち
」
の
聞
に
発
表
さ
れ
て
い
る

(留・

ω
『
現
代
』
)
に
も
、
〈
銀
色
の
船
〉
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で

は
、
主
人
公
の
青
年
の
希
望
、
憧
れ
と
し
て
の
〈
銀
色
の
船
〉
が
次
の
よ
う
に
語

「
希
望
」

ら
れ
て
い
る
。



夏
の
晩
方
の
こ
と
で
し
た
。

海
を
な
が
め
て
い
ま
し
た
。

一
人
の
青
年
が
、
が
け
の
上
に
腰
を
下
ろ
し
て
、

(
中
略
)

「
昨
夜
も
同
じ
夢
を
見
た
。
は
じ
め
は
白
鳥
が
、
小
さ
な
翼
を
金
色
に
か
が

や
か
し
て
、
空
を
飛
ん
で
く
る
よ
う
に
思
え
た
。
そ
れ
が
私
を
迎
え
に
き
た

船
だ
っ
た
の
だ
。
」

青
年
は
、
だ
れ
か
知
ら
ぬ
が
、
海
の
か
な
た
か
ら
自
分
を
迎
え
に
く
る
も
の

が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
も
う
長
い
間
の
信
仰

で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
不
自
由
な
、
醜
い
、
矛
盾
と
焦
燥
と
欠
乏
と
腹
立
た

し
さ
の
、
現
実
の
生
活
か
ら
、
解
放
さ
れ
る
日
は
、
そ
の
と
き
で
あ
る
よ
う

な
気
が
し
た
の
で
す
。

こ
の
〈
銀
色
の
船
〉
は
、

が
ら
、
青
年
の
前
に
現
わ
れ
る
。
そ
し
て
青
年
は
、

「
常
夏
の
花
の
よ
う
な
赤
い
旗
」
を
ひ
ら
め
か
せ
な

「
と
う
と
う
、
幻
が
現
実
と

ま
っ
た
」
、

「
そ
し
て
幸
福
が
、
刻
々
に
、
自
分
に
向
か
っ
て
近
づ
い
て
く
る
」

と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
救
い
と
し
て
の
〈
船
〉
の
あ
り
ょ
う
は
、

-
群
で
見
て
き
た
〈
赤
い
船
〉
と
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
の
〈
銀
色
の
船
〉
は
、
青
年
を
招
か
ず
、
「
黒
い
箱
」
を
置

い
て
行
く
だ
け
で
あ
る
。
青
年
は
、
船
の
姿
が
ま
っ
た
く
見
え
な
く
な
っ
て
か
ら
、

「
黒
い
箱
」
に
近
づ
き
、
聞
け
よ
う
と
す
る
。
す
る
と
、

「
こ
の
と
き
、
思
い
が

「
白
い
ひ
げ
を
の
ば
し
た
老
人
」
に
呼
び
止
め
ら
れ
、

「
幸
福
と
正
反
対
の
死
」
が
青
年
の
頭
に
ひ
ら
め
く
。
青
年
は
「
お
れ
は
、
ま
だ

け
な
く
」
現
わ
れ
た
、

七つの〈赤い船〉

死
ん
で
は
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
箱
を
開
け
ず
に
海
辺
を
去
っ
た
。
後
に
青
年
は
、

』
の
話
を
人
に
す
る
が
、

「
『
君
は
、
夢
を
見
た
の
だ
。
』
と
だ
れ
も
信
じ
て
く

「
そ
の
う
ち
に
、
彼
の
青
春
も
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

れ
」
な
い
。
そ
し
て
、

り
ま
す
o

」
と
作
品
は
閉
じ
ら
れ
る
。

こ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
〈
赤
い
船
〉
の
要
素
が
、
統
合
さ
れ
た
形
で

描
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
作
品
に
は
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
な
い
、

「
不
自
由
な
、
醜
い
、
矛
盾
と
焦
燥
と
欠
乏
と
腹
立
た
し
さ
の
、
現
実
の
生
活
」

は、

I
群
で
見
て
き
た
滅
び
の
世
界
を
指
す
と
も
吾
一
守
え
よ
う
し
、
船
に
よ
る
「
現

〈
赤
い
船
〉
の
救
い
に
も
等
し
い
。
ま
た
、

実
の
生
活
」
か
ら
の
「
解
放
」
は
、

「
黒
い
箱
」
を
聞
け
ず
に
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
「
現
実
の
世
界
」

を
生
き
る
(
「
死
ん
で
は
な
ら
な
い
」
)
と
い
う
決
意
は
、

E
群
の
〈
赤
い
船
〉

か
ら
の
離
反
と
似
て
お
り
興
味
深
い
。

と
な
れ
ば
、
青
年
の
信
仰
と
希
望
と
経
験
と
が
、
誰
に
も
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
、

「
青
春
も
去
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
す
る
の
結
末
の
感
慨
は
、

〈
赤
い
船
〉
離
反
以

後
の
、
作
者
の
心
中
告
白
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
作
者
の
体
験
的
要
素

の
豊
富
な
「
雪
原
の
少
年
」
の
中
で

L
1
5
v

あ
る
い
は
「
幼
友
だ
ち
」
の
中
で
、
再

F
h
d
 

q
喝

υ

び
〈
赤
い
船
〉
を
描
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
や
は
り
捨
て
る
の
で
き

な
い
、
作
者
未
明
の
〈
赤
い
船
〉
に
託
し
た
幸
福
実
現
へ
の
強
い
願
い
と
憶
れ
と

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

〈
赤
い
船
〉
と
よ
く
似
た
内
実
を
持
つ
「
雪
原
の
少
年
」

「
希
望
」
の
〈
銀
色
の
船
〉
を
経
て
、
「
幼
友
だ
ち
」
で
、
〈
赤
い
船
〉
が
再
び

以
上
の
よ
う
に
、

残
像
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
幼
友
だ
ち
」
の
〈
赤
い
船
〉
は
、
娘

探
し
の
冒
険
談
、

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の

〈
赤
い
船
〉
の
世
界
を
描
い
て
い
け
た
な
ら
ば
、
未
明
童
話
に
は
新
た
な
地
平
が

展
開
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
虚
構
の
世
界
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
つ
く

【'目
A‘
侭

u

り
出
そ
う
と
す
る
に
は
、
未
明
は
あ
ま
り
に
も
正
直
す
ぎ
た
」
た
め
に
、
「
幼

友
だ
ち
」
を
最
後
に
、
〈
赤
い
船
〉
は
、
未
明
童
話
の
中
に
姿
を
見
せ
る
こ
と
は

な
く
な
る
の
で
あ
る
。



七つのく赤い船〉

お
わ
り
に

七
つ
の
作
品
に
お
い
て
、

〈
赤
い
船
〉
は
、
微
妙
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
見

せ
て
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
未
明
童
話
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
示
し

て
い
よ
う
。
ま
た
、
「
赤
い
船
」
か
ら
始
ま
っ
た
〈
赤
い
船
〉
の
さ
ま
よ
い
は
、

「
救
い
」
「
滅
び
」
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
変
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
変
化

は
、
と
か
く
感
情
的
、
直
感
的
と
い
わ
れ
、
論
理
性
に
乏
し
い
作
家
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
小
川
未
明
が
、
理
想
を
追
求
し
て
い
く
中
で
、
社
会
変
革
の
願
い
か
ら

個
人
の
生
の
在
り
方
重
視
へ
と
移
行
し
て
い
く
様
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
〈
赤
い
船
〉
と
の
訣
別
と
い
う
形
で
描
か
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の

後
〈
銀
色
の
船
〉
と
し
て
憧
れ
の
世
界
が
描
か
れ
、
再
び
〈
赤
い
船
〉
が
作
中
に

登
場
す
る
の
を
見
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
浪
漫
的
な
救
い
と
い
う
も
の
へ
の
憧
れ

を
抱
き
続
け
て
い
る
作
者
の
心
象
が
う
か
が
え
る
。

か
く
て
、
七
つ
の
〈
赤
い
船
〉
と
は
、
未
明
童
話
の
作
品
世
界
の
変
化
と
、
作

者
未
明
の
心
象
世
界
の
さ
ま
よ
い
を
示
し
た
一
つ
の
表
徴
と
し
て
、
未
明
童
話
を

烏
敵
す
る
視
点
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
通
し
は
、
小
川
未
明
の
歩
ん
だ
歴
史
的
な
事
実
か
ら
も
見
て
と

る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
い
く
つ
か
、
小
川
未
明
に
関
す
る
歴
史
的
な
事
柄

に
触
れ
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、

I
群
と
し
た
「
赤
い
船
」
「
黒

い
旗
物
語
」
「
黒
い
塔
」
の
発
表
さ
れ
た
時
期
は
、
「
童
話
を
作
っ
て
五
十
年
」

(
M
N
0

・N
『
文
事
春
秋
』
)
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

大
杉
栄
氏
と
知
り
合
っ
た
の
は
、
大
正
二
年
、
二
女
の
鈴
江
が
生
ま
れ
た
こ

(
中
略
)
初
め
は
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
崇
拝
者
で
、
ア
ナ
ー

キ
ス
ト
だ
っ
た
の
で
す
が
、
私
の
考
え
方
も
、
社
会
機
構
の
改
革
に
よ
っ
て

ろ
の
こ
と
で
す
。

社
会
を
よ
く
す
る
よ
り
も
、
ま
ず
人
間
の
人
格
を
尊
重
し
、
理
解
し
て
ゆ
く

ほ
う
が
よ
い
と
い
う
、
空
想
的
社
会
主
義
者
だ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
大
杉

君
の
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
と
か
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
ほ
う
に
、
合
う
も
の
を
感
じ

ま
し
た
。
そ
れ
で
大
杉
君
の
影
響
を
受
け
て
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
も
の
を
読

み
、
前
に
ト
ル
ス
ト
イ
を
読
ん
だ
時
と
同
じ
よ
う
に
、
非
常
に
温
か
い
も
の

を
感
じ
ま
し
た
。
人
道
主
義
に
う
た
れ
た
の
で
す
。
(
中
略
)

こ
う
し
て
私
は
社
会
問
題
を
深
く
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
大
正
九
年
、
日
本

社
会
主
義
同
盟
の
発
起
に
参
加
し
ま
し
た
。

ま
た
こ
の
間
、
長
男
を
大
正
六
年
に
、
長
女
を
大
正
七
年
に
亡
く
し
て
い
る
。

そ
の
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
岡
上
鈴
江
氏
著
の
『
父

小
川
未
明
』

(Em
・
ω
・

w ←d 

新
評
論
)
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

長
男
を
失
ぃ
、
さ
ら
に
四
年
後
に
は
長
女
を
失
っ
て
、
現
実
の
死
に
当
面
し

た
父
は
、
激
し
く
胸
を
か
き
む
し
ら
れ
、
鋭
く
鞭
打
た
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

亡
く
な
っ
た
姉
が
火
葬
場
に
運
ば
れ
た
時
、
火
葬
場
は
混
ん
で
い
た
。
悲
痛

に
く
れ
て
い
た
父
は
、
そ
こ
で
、
先
に
処
理
さ
れ
る
べ
き
は
ず
の
娘
の
小
さ

な
棺
が
あ
と
ま
わ
し
に
さ
れ
、
あ
と
か
ら
着
い
た
金
持
ち
の
家
の
棺
が
さ
き

-36-

に
処
理
さ
れ
る
の
を
自
の
前
で
見
た
。

「
貧
乏
だ
か
ら
、
あ
と
ま
わ
し
に
す
る
の
か
!
」

と
、
悲
し
み
は
怒
り
に
変
わ
り
、
激
し
く
怒
鳴
っ
た
と
い
う
。

ご
緒
に
い
っ
て
下
す
っ
た
方
た
ち
が
、

『
ま
あ
ま
あ
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
で

ど
な
っ
た
り
す
る
も
の
じ
ゃ
な
い
』
と
、
な
だ
め
で
く
だ
さ
っ
た
が
:
:
:
」

社
会
主
義
、
人
道
主
義
へ
の
接
近
と
、
愛
す
る
者
の
死
や
貧
し
さ
と
い
う
こ
と

を
体
験
的
に
知
っ
た
作
者
の
呪
い
、
怒
り
、
悲
し
み
に
彩
ら
れ
た
作
品
は
、
名
作

「
赤
い
ろ
う
そ
く
と
人
魚
」
を
は
じ
め
、
こ
の
時
期
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ



う
な
側
面
を
、

I
群
の
〈
赤
い
船
〉
は
よ
く
示
し
て
い
よ
う
。

ま
た
、

I
群
と
E
群
の
〈
赤
い
船
〉
の
間
に
見
ら
れ
た
断
絶
の
頃
は
、
大
正
十

二
年
九
月
の
関
東
大
震
災
を
経
験
、
ま
た
、
社
会
主
義
者
と
し
て
政
府
に
に
ら
ま

れ
て
い
た
と
い
う
経
験
な
ど
が
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
岡
上
鈴
江
氏

の
前
掲
書
に
、
大
杉
栄
を
殺
害
し
た
甘
粕
大
尉
の
部
下
が
探
り
に
来
た
こ
と
と
と

も
に
、
震
災
後
の
こ
と
が
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

父
は
何
処
に
い
く
に
も
尾
行
さ
れ
、
そ
し
て
、
つ
い
に
大
正
十
五
年
に
治
安

維
持
法
が
公
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
尾
行
は
実
に
根
づ
よ
く
、
終
戦
近

く
ま
で
つ
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
と
と
も
に
、
さ
ら
に
複
雑
な
事
情
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の

こ
と
を
木
佐
木
勝
氏
は
「
木
佐
木
日
記

(4E
・
E
-
位
)
」
(
∞
ω
0

・0
・
営

『
図
書
新
聞
』
)
で
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

自
分
も
四
十
を
過
ぎ
た
の
で
、
社
会
運
動
の
第
一
線
に
出
て
活
動
す
る
気
力

も
な
く
な
っ
た
が
、
今
後
は
文
筆
で
無
産
階
級
文
学
の
た
め
に
尽
く
し
た
い

と
語
っ
て
い
た
。
(
中
略
)
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
作
家
小
川
末
明
は
、
無

産
派
文
学
の
闘
士
に
生
ま
れ
か
わ
っ
た
が
、
こ
の
青
年
の
よ
う
な
純
情
な
作

家
は
、
今
ま
た
新
た
な
転
換
期
に
当
面
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

何
か
今
夜
の
未
明
氏
の
し
ん
み
り
と
し
た
回
顧
的
な
話
の
中
に
、
未
明
氏
が

今
運
動
と
作
品
の
行
詰
ま
り
を
感
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
か
っ

た。

七つの〈赤い船〉

そ
し
て
、
大
正
十
五
年
、
い
わ
ゆ
る
「
童
話
作
家
宣
言
」
が
な
さ
れ
る
の
で
あ

〈
赤
い
船
〉
の
転
覆
す
る
「
赤
い
船
と
つ
ば
め
」

で
あ
る
。
そ
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
弾
圧
、
戦
時
体
制
へ
の
強
化
が
は
か
ら
れ

「
幼
友
だ
ち
」
で
の
〈
赤
い
船
〉
を
最
後
に
、

る
。
こ
の
こ
ろ
書
か
れ
た
の
が
、

る
、
お
よ
そ
昭
和
十
年
以
降
、

〈
赤
い
船
〉
は
作
品
か
ら
姿
を
消
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
七
つ

の
〈
赤
い
船
〉
は
、
未
明
童
話
を
烏
撒
し
、
さ
ら
に
は
作
家
小
川
未
明
の
さ
ま
よ

い
を
表
徴
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
を
深
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
が
、
小
川
未
明
は
、
生
涯
に
千
を
越
え
る
作
品
を
書

い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
昭
和
十
年
ま
で
の
初
出
が
わ
か
っ
て
い
る
作
品
だ
け
で

も
二
百
七
十
あ
る
。
未
明
童
話
の
変
容
と
そ
の
意
味
を
言
う
た
め
に
は
、
今
後
、

さ
ら
に
多
く
の
作
品
に
当
た
り
、
検
討
を
重
ね
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思

っ
て
い
る
。

注(
1
)
船
木
松
郎
氏
は
『
小
川
未
明
童
話
研
究
』

中
で
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

「
幾
分
の
時
間
の
相
違
は
あ
る
け
れ
ど
、
だ
い
た
い
、
次
の
段
階
に
分
け
ら

(∞∞
ω
-
N
-
H
U
 
宝
文
館
)
の

ウ

t
nペ
υ

れ
る
。

小
説
に
お
い
て
は
、

一
、
初
期
|
明
治
三
十
七
年
か
ら
大
正
六
年

(H8品
l

ロ
)
ま
で
を
ネ
オ

.
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
時
代
。

二
、
中
期
|
大
正
七
年
か
ら
大
正
十
五
年

(5H∞
』
包
)
ま
で
を
人
道
主

義
的
社
会
主
義
時
代

と
、
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。
大
正
十
五
年
以
後
は
未
明
は
小
説
の
筆
を

絶
っ
て
、
童
話
文
学
に
専
心
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

童
話
に
お
い
て
は
、

一
、
初
期
l
明
治
四
十
二
年
か
ら
昭
和
六
年

2
8
?臼
)
ま
で
を
ネ
オ

-
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
時
代
。



七つのく赤い船〉

二
、
後
期
|
昭
和
七
年
か
ら
昭
和
二
十
七
年

28NOUN)
ま
で
を
リ
ア

リ
ズ
ム
時
代
。

に
分
け
ら
れ
る
。
」

(
2
)
烏
越
信
氏
は
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
3
5児
童
文
学
』

角
川
書
居
}
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

「五

O
年
に
及
ぶ
未
明
童
話
の
足
跡
は
、
通
常
、
三
期
ま
た
は
四
期
に
分
け

(
伺

ω吋
・

J
1

・

ωH

ら
れ
る
だ
ろ
う
。

(
中
略
)

第
一
期
は
初
期
の
ネ
オ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
、
第
二
期
は
大
正
期
の
人

道
主
義
の
時
代
、
第
三
期
は
昭
和
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
生
活
童
話
の
時

代
で
あ
る
。
四
期
に
わ
け
る
と
す
れ
ば
、
大
正
末
か
ら
昭
和
は
じ
め
ま
で

を
、
社
会
主
義
の
時
代
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
」

{
3
)
船
木
氏
の
前
掲
書
の
目
次
を
見
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

作
品
研
究

ー「

E 
ネ
オ
・
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
時
代

憧
僚
と
少
年
的
エ
ロ
ス
/
二
唯
心
的
・
詩
的
の
世
界
/
三

孤
独
と
霊
魂
の
探
究
/
四
潜
在
意
識
と
夢
の
花
/
五
物
と
心
の

抗
争
/
六
良
心
の
追
求
/
七
文
明
批
評
と
自
然
に
帰
れ
/
八

浪
漫
的
ア
イ
ロ
ニ
イ
の
徴
笑
/
九
美
し
い
ヒ
ュ
ウ
マ
ニ
テ
イ
の
世

界
/
一

O

感
情
型
の
子
供
像

リ
ア
リ
ズ
ム
時
代

児
童
観
の
進
展
/
二

理
智
型
と
感
情
型
の
子
供
像
/
三

我
明
朗
の
共
感
世
界
/
四

セ
ン
ス
の
追
求
/
六

新
日
本
の
子
供
像
/
五

良
心
と
敬
愛
の
世
昇
/
七

戦
後
の
子
供
像

美
と
モ
ラ
ル

/ 
八

理
想
と
憂
愁
」

そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
考
察
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
未
明
童
話
の
内
実
の
豊
か
さ
を
示
す
一
方
、
作
品
の
列
挙
と
い

う
観
も
否
め
な
い
。
通
時
的
な
作
風
の
変
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
つ
か
む

の
が
難
し
く
感
じ
ら
れ
る
。

(
4
)
続
橋
利
雄
氏
「
小
川
未
明
『
こ
じ
き
』
も
の
に
み
ら
れ
る
類
型
性
」
(
的

色
・
∞
『
児
童
文
芸
』
)
や
、
高
橋
依
子
氏
「
小
川
未
明
童
話
に
み
る
母

(
5
・A
H

『
女
子
教
育
』
)
な
ど
、
未
明
童
話
に
お
け
る
素
材
の

親
像
」

傾
向
に
関
す
る
論
が
見
ら
れ
る
。

(
5
)
藤
本
芳
則
氏
「
小
川
未
明
『
赤
い
船
』
の
位
置
|
童
話
集
『
お
と
ぎ
は
な

し
集
赤
い
船
』
の
史
的
位
相
の
再
検
討
の
た
め
に

i
」

阪
青
山
短
大
国
文
』
)
を
参
考
に
し
た
。

(
6
)
山
内
秋
生
氏
「
明
治
大
正
の
童
話
界
」

(
g
-
N
『大

(
M
N

・
5
・
5
『
日
本
童
話
選
集
』

。百
円
《
U

第
二
集
)

「
黒
い
塔
」
と
「
赤
い
船
と
つ
ば
め
」
の
二
作
品
は
、
初
出
誌
が
判
明
し

て
い
な
い
。
「
赤
い
船
と
つ
ば
め
」
は
、
「
一
九
二
六
・
九
」

2
5
・

s

と
い
う
奥
付
け
が
あ
る
。
(
括
弧
内
の
元
号
で
の
表
記
は
私
に
記
し
た
)

(
8
)
引
用
す
る
作
品
の
本
文
は
、
『
定
本
小
川
未
明
童
話
全
集
』
全
十
六
巻

講
談
社
)
に
よ
る
。
た
だ
し
、
ル
ピ
は

(
7
)
 (白

H

・ロ
-
H
O
;
白
ω

・N
-

巴

私
に
省
略
し
た
。

無

(
9
)
畠
山
兆
子
氏
「
小
川
未
明
・
童
話
作
家
へ
の
出
発
|
「
少
年
文
庫
」
か
ら

『
赤
い
船
』
へ

i
」

2
8
・
口
『
児
童
文
学
研
究
』
)

(ω)
藤
本
芳
則
氏
も
前
掲
の
論
に
お
い
て
同
様
の
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
続
橋
達
雄
氏
が
、
「
童
話
集
『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』
の
一
考
察
」
(
∞
む

「
黒
い
旗
物
語
」
と
「
赤
い
蝋
燭
と

-ω

『
野
州
国
文
学
』
)
の
中
で
、



人
魚
」
の
比
較
を
詳
し
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

黒
い
旗
の
骨
格
を
そ
の
ま
ま
引
継
い
で
い
る
と
言
え
よ
う
。
」
と
結
論
づ

「
人
魚
の
物
語
は
、

け
て
お
ら
れ
る
。

(
ロ
)
タ
イ
ト
ル
の
「
黒
い
塔
」
は
、
作
品
の
中
に
は
出
て
こ
な
い
。
作
品
の
中

に
出
て
く
る
塔
は
「
白
い
塔
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ズ
レ
は
、
意
図
さ

れ
た
も
の
な
の
か
は
、
検
討
を
進
め
て
行
か
な
く
て
は
わ
か
ら
な
い
。
し

か
し
、
「
黒
い
旗
物
語
」
で
の
、
主
人
公
の
乞
食
の
子
供
{
貧
)
、
「
火

事
」
に
よ
る
町
の
滅
び
に
対
し
て
、
「
黒
い
塔
」
で
の
、
主
人
公
の
姫
の

(
富
)
、
「
つ
な
み
」
に
よ
る
街
の
滅
び
と
い
う
対
比
が
、
「
黒
」
と
い

う
共
通
の
色
彩
語
を
冠
し
た
タ
イ
ト
ル
か
ら
浮
き
上
が
っ
て
来
る
よ
う
で

「
黒
い
塔
」
も
、
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
に
連
な
る
作
品

あ
る
。
ま
た
、

と
言
え
よ
う
。

{
臼
)
以
後
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
は
、

「
黒
い
旗
物
語
」
の
よ
う
な
、
社
会
批

「
赤
い
船
と
つ
ぼ
め
」
の
よ
う
に
、

判
を
中
心
に
据
え
る
作
品
よ
り
も
、

個
人
の
生
き
方
を
提
示
す
る
作
品
が
増
え
て
く
る
。
ま
た
、

の
よ
う
な
、
象
徴
的
な
素
材
を
用
い
た
作
品
も
姿
を
消
し
、
い
わ
ゆ
る
、

ネ
オ
・
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
か
ら
リ
ア
リ
ズ
ム
の
時
代
へ
と
作
風
は
移
行
す

〈
赤
い
船
〉

る

(
U
)
人
間
で
は
な
い
娘
と
暮
ら
し
を
と
も
に
し
、
「
心
の
悪
い
人
で
は
な
い
」

と
さ
れ
つ
つ
も
打
算
的
な
心
も
あ
る
、
人
間
の
弱
さ
を
露
呈
す
る
老
夫
婦
、

七つのく赤い船〉

「
つ
ら
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
が
ま
ん
」
す
る
娘
、
と
い
う
設
定
は
、

赤

い
蝋
燭
と
人
魚
」
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
も
ま
た
、

魚
」
の
一
脈
で
あ
る
作
品
だ
と
言
え
よ
う
。

(
日
)
続
橋
達
雄
氏
「
未
明
童
話
『
雪
原
の
少
年
』
の
一
考
察
」

「
赤
い
蝋
燭
と
人

(∞ω
H
-
H
O
 

『
野
州
国
文
学
』
)

(
日
一
)
猪
熊
葉
子
氏
は
、
「
小
川
未
明
」

学
@
日
本
の
児
童
文
学
作
家
1

』

正
義
感
」
や
「
儒
教
的
教
養
」
の
せ
い
で
、

そ
れ
に
目
を
っ
ぷ
り
、
虚
構
の
世
界
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
つ
く
り
出
そ
う
と

す
る
」
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
「
未
明
は
あ
ま
り
に
も
正
直
す
ぎ
た
」

と
述
べ
る
。
〈
赤
い
船
〉
の
一
連
の
さ
ま
よ
い
に
も
、
作
者
未
明
の
、
幸

福
追
求
に
対
す
る
同
様
の
姿
が
う
か
が
え
る
。

(白色・

ω
・
5
『
講
座
H
日
本
児
童
文

明
治
書
院
)
の
中
で
、

「
も
ち
前
の

「
暗
い
現
実
を
み
な
が
ら
、

(
か
し
わ
ば
ら

ょ
う
こ
)

口同
d

『
υ




