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に
共
有
さ
れ
て
い
る
価
値
、
規
範
、
信
念
、
知
識
、
技
術
、
伝
承
な
ど
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
」
（
１
）

と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
災
害
直
後
の
避
難
行
動
も
一
つ
の
社

会
的
に
構
成
さ
れ
た
文
化
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
当
然
、
文
学
作
品
に

お
い
て
描
か
れ
た
災
害
時
の
避
難
行
動
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
時
代
や

地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
避
難
行
動
が
記
録
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
あ

る
い
は
、
描
き
込
ま
れ
た
避
難
行
動
を
通
じ
て
社
会
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
価

値
観
を
抽
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
、「
災
害
文
化
」
の
視
点
や
問
題
意
識
か
ら
刺
激
を
受
け
た
文
学

研
究
と
し
て
、
自
然
災
害
で
は
な
い
も
の
の
、
大
正
初
期
の
少
女
小
説
に
描
か

れ
た
火
災
か
ら
の
避
難
行
動
に
関
す
る
表
象
を
一
つ
の
論
点
に
、
永
代
美
知
代

「
少
女
小
説
　
大
火
の
後
」（『
少
女
』
四
号
、
一
九
一
三
年
四
月
　
以
下
「
大

火
の
後
」）
を
論
じ
る
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
、「
大
火
の
後
」
が
持
つ
記
録
性

の
評
価
と
、
避
難
の
イ
メ
ー
ジ
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
関
わ
り
か
ら
自
由
で
は

な
か
っ
た
と
い
う
限
界
を
把
握
し
、「
大
火
の
後
」
の
位
置
づ
け
を
行
っ
て
い

は
じ
め
に

東
日
本
大
震
災
以
後
、
多
く
の
文
学
作
品
が
再
読
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
た
。
あ

る
い
は
、
震
災
後
に
発
表
さ
れ
た
作
品
に
関
し
て
も
多
く
の
論
考
が
書
か
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
論
点
は
放
射
能
や
津
波
な
ど
の
被
害
や
政
府
の

対
応
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
作
家
の
反
応
が
中
心
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
当
然
な
が
ら
こ
れ
ら
の
論
点
は
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
有
効
性
に
対

し
て
何
ら
意
見
を
述
べ
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、
本
論
で
試
み
と
し
て
行
い

た
い
こ
と
の
一
つ
は
災
害
か
ら
の
避
難
行
動
と
い
う
、
い
わ
ば
災
害
を
描
い
た

文
学
作
品
に
お
い
て
周
縁
化
さ
れ
た
論
点
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
あ
る
。

災
害
研
究
の
分
野
で
は
「
災
害
文
化
」
と
い
う
領
域
が
存
在
し
「
災
害
文
化

と
は
災
害
常
襲
地
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
見
出
さ
れ
る
文
化
的
な
防
災
策
と
定
義

さ
れ
、災
害
の
抑
止
や
災
害
前
兆
の
発
見
、災
害
発
生
後
の
対
応
に
お
い
て
人
々

の
と
る
べ
き
対
応
を
指
示
す
る
。
災
害
文
化
も
他
の
文
化
と
同
様
に
、
住
民
間

奥

　

村

　

尚

　

大

︱ 

少
女
小
説
に
記
録
さ
れ
た
火
災 

︱

永
代
美
知
代
「
少
女
小
説
　
大
火
の
後
」
論
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の
中
だ
け
で
は
な
く
、
少
女
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
見
て
も
特
徴
的
な
作

品
で
あ
る
と
い
え
る
。
モ
デ
ル
と
な
っ
た
「
神
田
大
火
」
は
、
一
九
一
三
年
二

月
二
〇
日
の
午
前
一
時
一
五
分
に
発
生
、
同
日
八
時
三
〇
分
に
鎮
火
し
た
。
火

元
は
救
世
軍
大
学
殖
民
館
湯
殿
で
、
死
者
二
名
、
焼
失
戸
数
は
二
〇
一
八
戸
と

さ
れ
て
い
る
（
６
）

。
神
田
区
が
被
災
地
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
多
く
の
学
校
が
焼
失

し
た
。「
大
火
の
後
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
「
神
田
大
火
」
か
ら
約
一
カ
月
半

後
の
『
少
女
』
四
号
に
お
い
て
で
あ
る
か
ら
、
火
災
発
生
か
ら
非
常
に
短
い
ス

パ
ン
で
執
筆
・
発
表
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
な
執
筆
背
景
も
作
品

の
注
目
す
べ
き
特
徴
の
一
つ
だ
ろ
う
。

以
上
よ
り
、「
大
火
の
後
」
を
論
じ
る
こ
と
は
、
災
害
を
描
い
た
文
学
に
関

す
る
研
究
、
少
女
小
説
に
関
す
る
研
究
、
そ
し
て
岡
田
（
永
代
）
美
知
代
に
関

す
る
研
究
な
ど
、
多
く
の
研
究
分
野
に
対
し
て
接
続
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
。

一
、
モ
デ
ル
の
推
定

分
析
に
入
る
前
に
「
大
火
の
後
」
の
梗
概
を
確
認
す
る
。
作
品
は
全
三
章
で

構
成
さ
れ
て
お
り
、
第
一
章
の
「
乱
打
さ
れ
る
警
鐘
」
で
は
、
寮
で
眠
っ
て
い

た
慶
子
は
火
事
を
知
ら
せ
る
警
鐘
の
音
で
目
を
覚
ま
す
。
慶
子
は
両
親
の
形
見

で
あ
る
写
真
を
持
ち
出
そ
う
と
す
る
が
、
同
室
の
友
人
と
ぶ
つ
か
り
落
と
し
て

し
ま
う
。
慶
子
は
写
真
を
探
す
が
、
見
つ
か
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
避
難
せ
ざ
る
を

え
な
い
。
第
二
章
の
「
火
事
場
の
あ
と
」
で
は
、
火
事
の
翌
朝
、
慶
子
の
友
人

き
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
学
研
究
に
お
け
る
「
災
害
文
化
」
的
な
視

点
の
有
効
性
・
可
能
性
を
示
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

岡
田
（
永
代
）
美
知
代
（
一
八
八
五
年
〜
一
九
六
八
年
）
は
、田
山
花
袋
『
蒲

団
』
に
登
場
す
る
横
山
芳
子
の
モ
デ
ル
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
翻
訳
や
少
女

小
説
な
ど
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
で
多
く
の
作
品
を
書
い
た
。
本
論
で
注
目
す
る

災
害
に
関
し
て
言
え
ば
、「
大
火
の
後
」
が
発
表
さ
れ
る
以
前
に
大
分
県
佐
伯

を
襲
っ
た
洪
水
を
描
い
た
「
小
説
　
洪
水
の
後
」（『
婦
人
評
論
』
第
二
巻
六
号    

一
九
一
三
年
三
月
）
が
書
か
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
有
元
伸
子
が
述
べ
る
よ
う
に
「「
蒲
団
」
の
女
主
人
公
・
横
山
芳

子
の
モ
デ
ル
と
し
て
強
大
な
フ
ィ
ル
タ
ー
の
も
と
で
扱
わ
れ
、
小
説
家
・
翻
訳

家
と
し
て
の
彼
女
自
身
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
い
」
（
２
）

と
い
う
状
況

で
あ
る
。
現
在
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
広
島
の
女
性
作
家
　
岡
田
（
永
代
）
美
知

代
』
（
３
）が

公
開
さ
れ
る
な
ど
、作
品
に
触
れ
る
こ
と
は
か
つ
て
よ
り
も
容
易
に
な
っ

た
。
ま
た
、
個
々
の
作
品
の
分
析
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
多
く
の
作

品
が
分
析
さ
れ
な
い
ま
ま
残
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
研
究
が
期
待
さ
れ
る
。
な

お
、
先
行
し
て
な
さ
れ
た
美
知
代
の
少
女
小
説
に
関
す
る
分
析
と
し
て
い
く
つ

か
の
研
究
（
４
）

が
挙
げ
ら
れ
る
が
、「
大
火
の
後
」
は
分
析
対
象
に
入
っ
て
い
な
い
。

美
知
代
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
、
ま
だ
注
目
さ
れ
て
い
な
い
作
品
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、「
大
火
の
後
」
は
こ
れ
か
ら
確
認
し
て
い
く
よ
う
に
「
神
田
大
火
」

と
呼
ば
れ
る
実
際
の
火
災
を
描
い
た
作
品
（
５
）

で
あ
る
と
い
う
点
で
、
美
知
代
作
品
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し
か
ば
同
館
を
焼
き
落
し
た
る
後
火
の
手
は
見
る
見
る
四
方
に
拡
が
り
て
附
近

の
消
防
署
よ
り
駆
附
け
消
火
に
死
力
を
傾
注
し
た
る
も
遂
に
消
切
れ
ず
二
時
十

分
迄
に
既
に
約
八
十
戸
を
焼
失
し
た
り
、（
中
略
）
尚
急
を
聞
き
て
近
衛
歩
兵

第
一
、二
連
隊
よ
り
各
二
個
中
隊
宛
出
動
し
大
活
動
を
開
始
し
居
れ
る
も
未
だ

鎮
火
の
見
込
立
た
ず
只
今
猿
楽
町
方
面
へ
飛
火
し
既
に
二
十
戸
を
焼
き
た
り

（
二
十
日
午
前
二
時
半
）」
（
８
）

と
な
っ
て
い
る
。
冬
の
深
夜
に
救
世
軍
に
お
い
て
出

火
し
た
火
事
（
９
）

で
、
軍
隊
も
出
動
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
共
通
点

が
多
く
、「
神
田
大
火
」
が
モ
デ
ル
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い

な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
で
は
、
ま
す
子
と
慶
子
の
通
う
学
校
の
モ
デ
ル
は
ど
こ
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
仏
英
和
高
等
女
学
校
（
現
：
白
百
合
学
園
）
で

あ
る
。推
定
で
き
る
場
面
と
し
て
、以
下
の
二
つ
の
場
面
が
あ
る
。一
つ
目
が「
そ

れ
を
買
っ
て
見
ま
す
と
、
三
崎
町
か
ら
猿
楽
町
へ
掛
け
て
一
面
黒
く
塗
ら
れ
た

中
に
自
分
の
学
校
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
ま
す
子
は
今
更
の
や
う
に
ハ
ッ
と
し

ま
し
た
」、
と
い
う
焼
け
跡
で
「
号
外
屋
」
か
ら
買
っ
た
新
聞
を
読
む
場
面
で

あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
ま
す
子
の
学
校
が
「
神
田
大
火
」
の
焼
失
区
域
内
に

あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る）

10
（

。
次
に
確
認
し
た
い
の
は
、
学
校
の
焼
け
跡
に
た

ど
り
着
い
た
ま
す
子
が
「
門
番
の
爺
や
」
と
会
話
を
す
る
場
面
で
あ
る
。

『
寮
の
皆
様
は
？
』

『
先
生
方
と
御
一
緒
に
駿
河
台
の
武
田
さ
ん
へ
お
立
退
き
な
り
ま
し
た
』

の
ま
す
子
は
学
校
が
焼
け
た
こ
と
を
知
る
。
父
は
火
事
場
の
後
は
危
な
い
た
め

学
校
を
休
む
よ
う
に
言
う
が
、
慶
子
が
心
配
な
ま
す
子
は
火
事
場
に
向
か
う
。

学
校
に
よ
う
や
く
た
ど
り
着
く
と
門
番
の
爺
や
か
ら
慶
子
は
「
駿
河
台
の
武
田

さ
ん
」
の
も
と
へ
避
難
し
た
と
知
ら
さ
れ
る
。
第
三
章
の
「
玉
川
砂
利
の
道
」

に
お
い
て
は
ま
す
子
は
武
田
の
家
で
ま
す
子
と
再
会
す
る
。
慶
子
は
親
の
い
な

い
自
分
以
外
の
級
友
た
ち
は
親
族
が
迎
え
に
来
て
、避
難
所
か
ら
帰
っ
た
こ
と
、

両
親
の
写
真
が
焼
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
、
位
牌
だ
け
は
持
ち
だ
せ
た
こ
と
を

ま
す
子
に
話
し
、
物
語
は
終
わ
る
。
な
お
、「
胴
桐
の
火
桶
を
抱
い
て
」
や
「
小

路
に
立
っ
た
霜
柱
を
」
と
い
う
表
現
か
ら
作
中
の
季
節
は
冬
に
設
定
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

火
災
に
関
す
る
描
写
の
中
で
モ
デ
ル
を
推
定
で
き
る
場
面
と
し
て
、「
今
暁

一
時
半
神
田
三
崎
町
三
丁
目
救
世
軍
大
学
館
三
階
よ
り
出
火
せ
り
夜
来
の
烈

風
は
附
近
熟
睡
中
の
市
民
が
身
を
以
て
避
難
す
る
間
も
無
く
忽
ち
地
を
匍
ふ
が

如
く
に
広
が
り
て
四
辺
を
火
の
海
と
化
し
東
南
に
向
つ
て
延
焼
し
つ
ゝ
あ
り
市

中
の
各
消
防
警
官
等
は
勿
論
軍
隊
よ
り
も
出
動
し
て
極
力
消
防
に
従
事
し
つ
ゝ

あ
る
も
風
威
に
乗
じ
た
る
猛
火
は
何
時
鎮
火
す
べ
く
も
見
え
ず
只
今
迄
に
已
に

二
百
戸
を
焼
き
尽
く
せ
り
。（
午
前
二
時
記
）
と
読
ん
で
居
る
と
、
新
聞
を
持

つ
手
が
わ
な
わ
な
震
へ
て
来
ま
し
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
（
７
）
。
こ
の
記
述
は
ま

す
子
が
読
ん
だ
新
聞
の
「
欄
外
」
に
書
か
れ
た
記
事
と
し
て
登
場
し
た
。
現
実

の
「
神
田
大
火
」
に
つ
い
て
の
『
朝
日
新
聞
』
の
記
述
は
「
今
暁
一
時
半
神
田

区
三
崎
町
の
二
の
十
一
救
世
軍
殖
民
館
よ
り
発
火
し
折
柄
西
北
の
風
吹
き
頻
り
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が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
期
の
学
校
案
内）

14
（

を
確
認
す
る
と
、
仏
英
和
高

等
女
学
校
は
フ
ラ
ン
ス
語
や
英
語
な
ど
の
外
国
語
教
育
に
「
全
力
を
注
い
で
居

る
」）

15
（

こ
と
や
生
徒
の
多
く
が
寄
宿
生
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら

の
情
報
を
総
合
す
る
と
、
ま
す
子
と
慶
子
の
通
う
学
校
の
モ
デ
ル
は
仏
英
和
女

学
校
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
火
災
か
ら
の
避
難
の
流
れ
に
関
し
て
も
仏

英
和
高
等
女
学
校
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同

時
代
の
読
者
は
こ
の
作
品
を
「
神
田
大
火
」
を
扱
っ
た
作
品
で
、
仏
英
和
高

等
女
学
校
を
モ
デ
ル
に
し
た
学
校
を
舞
台
に
し
て
い
る
と
読
ん
だ
の
で
は
な

い
か
）
16
（

。
た
だ
し
、原
田
熊
雄
を
モ
デ
ル
に
し
た
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
「
武
田
」

と
い
う
人
物
に
つ
い
て
「
同
窓
会
の
会
長
で
、
こ
の
学
校
第
一
回
の
卒
業
生
の

家
な
の
で
す
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
確
認
す
る
限
り
原
田
家
に
そ
の

よ
う
な
事
実
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
実
際
に
華
族
だ
っ
た
原
田
熊
雄
の
邸
宅
を

モ
デ
ル
と
し
た
で
あ
ろ
う
「
武
田
」
の
邸
宅
に
つ
い
て
「
厳
し
い
、
ま
る
で
華

族
様
の
お
邸
の
や
う
な
気
取
つ
た
玄
関
先
に
立
つ
と
」
と
記
述
し
て
お
り
、「
武

田
」
は
華
族
と
し
て
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
か
ら
も
美
知
代

が
「
武
田
」
と
実
際
の
原
田
熊
雄
と
は
別
の
人
物
と
し
て
脚
色
し
描
こ
う
と
し

た
と
い
う
意
図
が
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、『
白
百
合
学
園
創
立
百
周
年
記
念
誌
』
に
お
い
て
は
「
し
た
が
っ

て
、
大
正
２
年
の
大
火
当
時
、
原
田
家
に
は
、
家
族
と
し
て
は
母
照
子
し
か
い

な
か
っ
た
」と
さ
れ
て
お
り
、原
田
家
に
避
難
し
た
こ
と
に
つ
い
て「
お
そ
ら
く
、

『
あ
ら
さ
う
！
』

武
田
と
云
ふ
の
は
同
窓
会
の
会
長
で
、
こ
の
学
校
第
一
回
の
卒
業
生
の

家
な
の
で
す
。ま
す
子
は
そ
の
番
地
も
邸
も
よ
く
知
つ
て
居
り
ま
し
た
。

以
上
の
や
り
取
り
か
ら
わ
か
る
の
は
、
慶
子
を
含
む
寮
生
や
教
師
が
「
駿
河

台
の
武
田
」の
邸
宅
へ
と
避
難
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。実
際
の「
神
田
大
火
」

に
関
す
る
『
読
売
新
聞
』
の
報
道
に
お
い
て
「
▲
仏
英
和
女
学
校
　
の
寄
宿
生

徒
は
全
部
無
事
に
裏
猿
楽
町
六
原
田
方
に
避
難
せ
り（
後
略
）」）

11
（

と
さ
れ
て
い
る
。

「
裏
猿
楽
町
六
原
田
方
」
と
は
華
族
の
原
田
熊
雄
の
邸
宅
を
指
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。『
白
百
合
学
園
創
立
百
周
年
記
念
誌
』に
お
い
て
も「
こ
の
と
き
ス
ー

ル
た
ち
が
寄
宿
し
た
駿
河
台
の
原
田
家
と
い
う
の
は
、
は
っ
き
り
し
た
確
証
は

な
い
が
、前
後
の
事
情
な
ど
か
ら
考
え
て
、男
爵
原
田
熊
雄
の
生
家
と
み
て
ほ
ゞ

間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
」「
原
田
熊
雄
の
生
家
は
、
焼
失
し
た
修
院
、
学
校
に

近
い
裏
猿
楽
町
６
番
地
に
あ
り
、
敷
地
３
、０
０
０
坪
の
宏
壮
な
邸
宅
で
あ
っ

た
」）

12
（

と
述
べ
ら
れ
、原
田
熊
雄
の
邸
宅
が
避
難
先
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

新
聞
で
示
さ
れ
た
「
裏
猿
楽
町
六
」
と
い
う
記
述
と
も
一
致
す
る
た
め
、
原
田

熊
雄
の
邸
宅
に
避
難
し
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。つ
ま
り
、「
駿
河
台
の
武
田
」

は
原
田
熊
雄
を
モ
デ
ル
に
し
た
登
場
人
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

他
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
学
校
の
特
徴
と
し
て
、
ま
す
子
は
「
仏
蘭
西

大
使
館
」
か
ら
来
た
「
年
若
い
貴
婦
人
」）

13
（

と
フ
ラ
ン
ス
語
で
会
話
を
交
わ
し
て

い
る
。
そ
こ
か
ら
、
ま
す
子
と
慶
子
の
学
校
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ぶ
こ
と
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起
き
、「
私
」
の
学
校
も
そ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
る
。
寮
生
た
ち
は
避
難
す
る
が
、

北
寮
の
二
階
の
病
室
に
一
人
で
寝
て
い
た
た
め
に
「
佐
野
さ
ん
」
だ
け
が
取
り

残
さ
れ
る
。「
野
呂
さ
ん
」
は
制
止
を
振
り
切
っ
て
北
寮
へ
向
か
い
、
火
事
か

ら
「
佐
野
さ
ん
」
を
救
い
出
す
、
と
い
う
も
の
。

「
火
事
の
晩
」
の
梗
概
は
、
仙
子
は
花
子
と
名
付
け
ら
れ
た
西
洋
人
形
を
寮

へ
と
持
ち
込
む
。
人
形
は
寮
舎
の
評
判
に
な
る
が
、「
意
地
わ
る
」
で
「
に
く

ま
れ
て
い
た
」
松
子
だ
け
は
人
形
を
褒
め
な
か
っ
た
。
あ
る
時
、
人
形
が
突
然

消
え
て
し
ま
う
。
仙
子
は
探
し
回
る
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
あ
る

真
夜
中
火
事
の
避
難
訓
練
が
行
わ
れ
る
。
寮
生
た
ち
は
規
則
通
り
小
高
い
丘
に

集
合
す
る
。
寝
ぼ
け
て
い
た
松
子
は
信
玄
袋
の
代
わ
り
に
人
形
を
持
ち
出
し
て

し
ま
う
。
そ
の
人
形
は
失
く
し
て
い
た
仙
子
の
西
洋
人
形
で
あ
り
、
松
子
の
盗

み
が
発
覚
す
る
。
仙
子
は
「
い
え
先
生
、
も
し
ほ
ん
と
の
火
事
な
ら
、
お
人
形

も
疾
う
に
焼
け
死
ぬ
所
で
し
た
の
に
、
松
子
さ
ん
が
救
ひ
だ
し
て
下
す
つ
た
の

で
す
か
ら
…
…
」
と
述
べ
て
松
子
の
罪
を
許
す
、
と
い
う
も
の
。

以
上
よ
り
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
二
作
品
に
描
か
れ
た
火
災
は
緊
急
的
な
状

況
を
発
生
さ
せ
る
た
め
の
装
置
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
「
火
事
の
晩
」
の
場

合
は
盗
み
の
発
覚
が
、「
火
炎
に
包
ま
れ
ゆ
く
野
呂
さ
ん
」
で
は
「
野
呂
さ
ん
」

の
評
価
が
一
転
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
行
動
が
描
か
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
こ

れ
に
対
し
て
「
大
火
の
後
」
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
通
り
、
多
く
の
同

時
代
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
作
品
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
他
の

二
作
品
と
比
べ
る
と
火
事
を
描
く
態
度
が
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

母
校
や
ス
ー
ル
た
ち
の
身
を
案
じ
た
西
園
寺
新
子
姉
あ
る
い
は
西
園
寺
公
自
身

（
中
略
）
を
通
じ
て
原
田
家
に
話
が
あ
り
、
ス
ー
ル
た
ち
の
寄
宿
な
っ
た
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
）
17
（

。
そ
の
説
明
に
基
づ
い
て
考
え
る

と
、
西
園
寺
新
子
と
い
う
仏
英
和
高
等
女
学
校
の
卒
業
生
が
避
難
に
関
わ
っ
て

お
り
、
そ
れ
が
美
知
代
の
事
実
誤
認
に
基
づ
く
の
か
、
意
図
的
な
脚
色
に
基
づ

く
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
あ
る
程
度
は
実
際
の
原
田
家
の
事
情
を
作
品
内
部

に
取
り
入
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、「
大
火
の
後
」
の
モ
デ
ル
の
扱
い
の
特
徴

と
し
て
は
実
際
の
火
災
や
学
校
を
モ
デ
ル
と
し
て
使
用
し
つ
つ
も
、
人
物
名
を

変
え
る
、
学
校
の
名
前
を
出
さ
な
い
な
ど
、
固
有
名
を
避
け
て
描
い
て
い
る
の

が
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
描
か
れ
た
被
災
地

前
節
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、「
大
火
の
後
」
は
実
際
の
「
神
田
大
火
」

を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
火
災
を
描
い

た
の
か
と
い
う
の
が
重
要
に
な
る
。「
大
火
の
後
」
は
美
知
代
が
書
い
た
「
火

炎
に
包
ま
れ
ゆ
く
野
呂
さ
ん
」）

18
（

や
、
同
時
期
の
少
女
小
説
で
あ
る
三
津
木
春
影）

19
（

「
火
事
の
晩
」）

20
（

と
比
べ
る
と
、
明
ら
か
に
火
災
の
描
き
方
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。

「
火
炎
に
包
ま
れ
ゆ
く
野
呂
さ
ん
」
は
、
×
×
女
学
校
の
三
年
生
の
野
呂
お

千
香
は
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
や
下
級
生
か
ら
「
ぐ
づ
や
」「
薄
野
呂
さ
ん
」
と
い
う

あ
だ
名
を
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
二
月
の
あ
る
夜
学
校
裏
の
パ
ン
屋
で
火
事
が
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萬
壽
代
は
白
百
合
出
身
で
あ
っ
た
と
い
う）

21
（

。
相
澤
芳
亮
は
「
美
知
代
の
作
品
中

に
は
実
名
や
名
前
を
変
え
た
り
な
ど
し
て
、
た
び
た
び
兄
弟
妹
が
登
場
す
る
こ

と
が
あ
る
」）

22
（

と
指
摘
し
て
お
り
、「
大
火
の
後
」
の
場
合
も
同
様
に
、
ま
す
子

と
い
う
名
前
は
萬
壽
代
（
ま
す
よ
）
を
も
じ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ

る
。
萬
壽
代
の
生
年
は
一
八
九
八
年
で
あ
り）

23
（

、「
神
田
大
火
」
が
起
き
た
時
期

は
一
四
歳
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
仏
英
和
高
等
女
学
校
の
本
科
は
「
年
齢
満

十
二
歳
以
上
」
か
ら
で
修
業
年
限
は
「
四
ヶ
年
」）

24
（

で
あ
る
こ
と
か
ら
時
期
的
に

も
萬
壽
代
が
所
属
し
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
以
上
よ
り
、
萬
壽

代
が
ま
す
子
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
も
し
も
美
知
代

が
話
を
聞
い
た
と
す
れ
ば
萬
壽
代
か
ら
で
あ
ろ
う
）
25
（

。

記
録
性
が
表
れ
て
い
る
場
所
と
し
て
、
例
え
ば
、「
焼
け
た
品
物
を
片
附
け

る
人
夫
の
傍
に
立
つ
た
き
り
、
馬
鹿
か
と
思
う
や
う
な
呆
然
し
た
容
子
の
主
人

ら
し
い
男
」
や
「
大
通
り
の
両
側
に
は
太
い
針
金
の
柵
が
結
は
れ
て
大
勢
の
警

官
が
見
張
つ
て
居
た
。
そ
の
一
方
の
人
道
が
開
い
て
、
其
処
か
ら
沢
山
な
人
々

が
出
入
つ
て
居
る
」
と
い
っ
た
描
写
や
先
述
の
「
仏
蘭
西
大
使
館
」
の
「
年
若

い
貴
婦
人
」
な
ど
、
被
災
地
で
見
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
多
く
の
事
象
を
描
き

込
ん
で
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
被
災
地
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て

も
、
被
災
地
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
「
午
前
二
時
記
」
の
新
聞
か
ら
翌
朝
の
「
御

用
聞
」の
噂
話
、「
号
外
屋
」の
焼
失
箇
所
が
「
一
面
黒
く
塗
ら
れ
た
」新
聞
、「
今

や
つ
と
非
常
線
を
解
い
た
ば
か
り
」
と
い
う
「
巡
査
」
の
言
葉
と
い
う
よ
う
に
、

よ
り
情
報
は
具
体
的
に
な
り
、
同
時
性
を
も
っ
て
い
く
と
い
う
特
徴
的
な
描
か

「
大
火
の
後
」
で
、
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
題
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に

火
災
の
後
の
被
災
地
を
描
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
半
部
の
慶
子
に
焦
点
を

当
て
た
火
災
発
生
直
後
の
描
写
が
視
覚
と
聴
覚
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
に
つ
い
て

の
み
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ま
す
子
が
焼
け
跡
を
訪
れ
る
場
面
は
以

下
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
嗅
覚
や
生
理
的
な
反
応
も
描
か
れ
て
い
る
。

成
る
程
、
焼
跡
と
云
つ
て
も
、
四
辺
一
面
焼
け
渡
つ
た
家
々
の
屋
敷
跡
か

ら
、
プ
ス
プ
ス
と
烟
が
立
ち
昇
つ
て
、
如
何
に
も
物
凄
い
惨
憺
た
る
光
景

で
あ
る
。
歩
く
度
に
灰
が
立
ち
舞
ふ
て
、
い
ぶ
い
烟
と
一
緒
に
眼
口
を
襲

ふ
た
。
暫
ら
く
行
く
う
ち
に
ま
す
子
は
幾
度
と
な
く
涙
ぐ
ん
で
来
る
眼
を

拭
い
た
が
、
拭
い
て
も
〳
〵
後
か
ら
後
か
ら
涙
が
湧
い
て
、
鼻
の
奥
が
ヒ

リ
〳
〵
す
る
や
う
に
も
感
じ
る
の
で
し
た
。

此
処
に
も
其
処
に
も
大
勢
の
人
だ
か
り
し
て
居
て
、
焼
け
た
品
物
を
片

附
け
る
人
夫
の
傍
に
立
つ
た
き
り
、
馬
鹿
か
と
思
う
や
う
な
呆
然
し
た
容

子
の
主
人
ら
し
い
男
も
あ
つ
た
。

こ
の
よ
う
な
描
写
の
違
い
か
ら
考
え
る
に
、
美
知
代
自
身
が
実
際
に
被
災
地

を
訪
れ
て
取
材
し
た
か
、
被
災
地
に
訪
れ
た
人
か
ら
話
を
聞
い
た
可
能
性
は
高

い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
作
品
の
記
録
性
が
表
れ
て
い
る
の
は
、

ま
す
子
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
と
言
え
る
。
な
お
、
晩
年
の
美
知

代
か
ら
英
語
を
教
わ
る
な
ど
親
炙
し
た
原
博
己
氏
に
よ
る
と
、
美
知
代
の
妹
の
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で
、「
大
火
の
後
」
に
描
か
れ
た
避
難
は
「
火
事
の
晩
」
で
描
か
れ
た
避
難
と

共
通
す
る
点
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
大
火
の
後
」
に
お
け
る
舎
監
の
「
見

苦
し
く
な
い
や
う
に
、
取
り
乱
し
た
身
装
を
つ
く
ら
つ
て
か
ら
、
一
時
も
早
く

安
全
な
場
所
に
立
ち
退
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
避
難
の
際
に
も
「
身
装
」
を
つ
く
ろ
う
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る）

27
（

。
つ

ま
り
、
火
災
と
い
う
緊
急
時
に
お
い
て
も
「
見
苦
し
く
な
い
」
服
装
や
振
る
舞

い
を
す
る
少
女
が
共
通
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。「
火
事
の
晩
」
に
お
い
て

は
、「
規
則
と
申
す
の
は
、
ま
づ
着
物
、
袴
、
足
袋
を
キ
チ
ン
と
着
け
る
こ
と
、

髪
を
乱
さ
ぬ
事
、一
番
大
切
な
物
三
種
類
以
上
の
袋
に
入
れ
て
も
ち
だ
す
こ
と
、

濡
手
拭
を
必
ず
持
つ
事
、
草
履
を
は
く
こ
と
」）

28
（

と
し
て
、
同
様
の
服
装
に
関
す

る
描
写
が
「
規
則
」
と
し
て
登
場
し
、「
火
炎
に
包
ま
れ
ゆ
く
野
呂
さ
ん
」
に

お
い
て
は
、
他
の
作
品
の
よ
う
に
直
接
的
に
服
装
に
関
す
る
記
述
が
行
わ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
避
難
の
際
に
「
帯
を
し
め
る
」
と
い
う
記
述
が

見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
火
事
の
場
面
の
挿
絵
に
描
か
れ
た
二
人
の
少
女
が

着
物
を
着
て
い
る）

29
（

こ
と
か
ら
考
え
て
、
避
難
の
際
に
「
見
苦
し
く
な
い
」
服
を

着
る
少
女
が
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
現
実
の
避
難
の
様
子
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
確
認
し

て
い
き
た
い
。『
白
百
合
学
園
創
立
百
周
年
記
念
誌
』に
お
い
て
は「
神
田
大
火
」

は
文
部
省
認
可
直
後
に
起
き
た
「
思
い
が
け
な
い
災
禍
」
と
し
て
大
き
く
取
り

上
げ
ら
れ
て
お
り
、
以
下
の
よ
う
な
証
言
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

れ
方
を
す
る
。

逆
に
被
災
地
か
ら
「
駿
河
台
の
武
田
さ
ん
」
へ
向
か
い
、
被
災
地
か
ら
遠
ざ

か
る
際
は
「
火
事
場
か
ら
可
成
り
離
れ
た
と
こ
ろ
で
も
、商
店
と
云
ふ
商
店
は
、

皆
な
大
戸
を
お
ろ
し
て
、
店
を
閉
め
て
居
り
ま
し
た
。（
中
略
）
で
も
駿
河
台

間
近
へ
来
る
と
、
平
生
の
通
り
商
店
は
商
売
を
し
て
居
り
ま
し
た
」
と
描
か
れ

て
お
り
、「
見
舞
」
の
品
を
買
い
た
い
ま
す
子
の
目
を
通
し
て
被
災
地
の
周
縁

部
と
も
い
え
る
商
店
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
被
災
地
の
記
述
だ
け
で
は
な

く
、
ま
す
子
の
空
間
移
動
を
通
じ
て
火
災
に
関
す
る
情
報
が
錯
綜
す
る
様
子
や

被
災
地
周
辺
の
状
況
も
描
か
れ
て
お
り
、
火
災
を
複
層
的
に
描
く
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

他
に
、
慶
子
の
立
場
に
関
し
て
で
あ
る
が
、「
遠
い
北
海
道
に
伯
父
様
が
あ

る
ば
か
り
」で
迎
え
が
来
な
い
と
い
う
状
況
は
、被
災
者
に「
貧
民
階
級
」が「
極

め
て
少
な
く
或
一
部
の
人
を
除
い
て
は
悉
く
親
戚
知
人
等
の
世
話
に
な
つ
て
居

る
」）

26
（

と
い
う
特
徴
を
持
つ
「
神
田
大
火
」
で
は
少
数
派
の
事
例
だ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
物
を
主
人
公
の
一
人
と
し
て
配
置
す
る
こ
と
で
「
或

一
部
」
と
さ
れ
て
い
た
被
災
者
の
中
の
少
数
派
を
前
景
化
さ
せ
る
こ
と
に
成
功

し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

三
、
少
女
小
説
に
描
か
れ
た
避
難

「
大
火
の
後
」
は
被
災
地
に
関
す
る
描
写
の
記
録
性
が
高
く
、
火
災
を
扱
っ

た
少
女
小
説
の
中
で
も
特
徴
的
な
作
品
で
あ
る
こ
と
は
確
認
し
て
き
た
。
一
方
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キ
時
ハ
最
モ
沈
着
機
敏
ニ
臨
機
ノ
処
置
ヲ
取
ラ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス
ベ
シ
」）

31
（

と
あ
り
、

服
装
に
関
す
る
記
述
は
確
認
で
き
な
い
。
青
森
県
立
第
一
高
等
女
学
校
に
お
い

て
も
同
様
で
「
舎
監
ノ
指
示
ヲ
受
ク
ベ
シ
」）

32
（

と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
雑
誌
『
台
湾
愛
国
婦
人
』
の
「
東
京
雑
信
」
に
お
い
て
「
記
者
の

嘗
て
関
係
せ
し
都
下
某
女
学
校
の
寄
宿
舎
非
常
心
得
」
の
「
火
事
」
関
す
る
心

得
と
し
て
「
夜
間
に
於
て
は
、
迅
速
に
衣
装
を
著
け
得
る
や
う
、
平
素
の
覚
悟

第
一
な
り
、
其
為
前
夜
枕
頭
に
一
切
を
整
理
す
べ
き
」
や
「
逃
出
す
時
、
通
常

の
衣
装
の
上
に
羽
織
を
重
ぬ
べ
し
。
手
拭
と
櫛
と
を
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
紹
介

さ
れ
て
い
る）

33
（

。
紹
介
さ
れ
た
「
寄
宿
舎
非
常
心
得
」
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
た

め
事
実
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
な
い
も
の
の
、
火
事
か
ら
の
避
難
に
際
し
て
服

装
を
整
え
る
こ
と
が
規
則
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
ケ
ー
ス
も
存
在
し

た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
近
藤
浩
一
路
『
校
風
漫
画
』（
博

文
館
　
一
九
一
七
年
九
月
）
に
お
い
て
日
本
女
子
大
学
の
火
災
避
難
訓
練
の
様

子
に
つ
い
て
「
先
づ
髪
を
乱
さ
ぬ
事
、
必
要
品
二
品
を
持
出
す
事
の
二
要
項
を

実
行
し
て
寮
を
飛
び
出
し
運
動
場
に
整
列
す
る
」、「
各
生
徒
を
点
検
し
て
ま

わ
る
と
袴
を
裏
向
け
に
は
い
た
も
あ
り
」）

34
（

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
避
難
の
際
に

服
装
を
整
え
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
男
子
学
生
の
避
難
規
則
と
し
て
は
、
岐
阜
県
立
農
林
学
校
の
「
火
災

消
防
及
避
難
細
則
」
に
お
い
て
「
本
校
内
ノ
火
災
ニ
際
シ
テ
ハ
其
儘
ノ
服
装
ニ

テ
（
後
略
）」、「
本
校
近
傍
ノ
火
災
及
消
防
演
習
ニ
際
シ
テ
ハ
正
帽
正
服
脚
絆

靴
著
用
運
動
場
（
中
略
）
ニ
集
合
シ
当
直
舎
監
ノ
指
示
を
受
ク
ヘ
シ
」
と
し
て
、

何
事
か
と
寝
台
を
そ
っ
と
抜
け
出
し
、
よ
ろ
い
戸
の
隙
間
か
ら
外
を
の
ぞ

い
て
驚
き
ま
し
た
。
火
の
粉
が
校
庭
に
降
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
マ
・

メ
ー
ル
・
オ
ウ
グ
ス
チ
ヌ
は
「
私
の
命
令
が
あ
る
ま
で
寝
て
い
な
さ
い
」

と
申
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
、
と
も
か
く
靴
下
を
は
い
て
ベ
ッ
ト
の
中
に
戻

り
、
マ
・

メ
ー
ル
の
ご
命
令
を
待
ち
ま
し
た
。
や
が
て
「
早
く
起
き
て

大
切
な
物
を
３
階
へ
取
り
に
行
く
よ
う
に
」
と
の
こ
と
で
し
た
。
あ
の
頃

は
子
供
の
こ
と
と
て
、さ
し
て
大
事
な
物
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。小
箱
に
入
っ

て
い
た
人
形
と
襟
巻
を
抱
え
て
外
に
出
ま
し
た
。
そ
し
て
ご
命
令
通
り
に

２
列
に
並
び
、
髪
の
毛
は
羽
織
の
中
に
入
れ
、
小
さ
い
方
の
手
を
し
っ
か

り
握
っ
て
歩
き
出
し
ま
し
た）

30
（

。

服
装
に
関
し
て
は
「
靴
下
」
と
「
羽
織
」
に
つ
い
て
し
か
確
認
で
き
ず
、「
大

火
の
後
」
の
よ
う
に
舎
監
か
ら
服
装
を
整
え
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
と
は
考
え
に

く
い
。
そ
の
た
め
、
避
難
に
関
す
る
描
写
は
美
知
代
に
よ
る
創
作
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
現
実
の
避
難
に
関
す
る
規
則
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を

確
認
し
た
い
。
た
だ
し
、
仏
英
和
高
等
女
学
校
の
規
則
を
確
認
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
た
め
、
同
時
期
の
他
の
女
学
校
の
規
則
や
避
難
に
関
わ
る
言
説
か

ら
予
測
す
る
し
か
な
い
。
長
野
県
私
立
松
本
高
等
女
学
校
の
「
寄
宿
舎
生
徒
心

得
」
に
お
い
て
は
「
火
災
其
ノ
他
の
変
災
起
レ
ル
時
ハ
決
シ
テ
狼
狽
軽
挙
ニ
陥

ル
ナ
ク
直
チ
ニ
舎
監
ニ
通
知
シ
テ
其
ノ
指
揮
ヲ
受
ク
ベ
シ
若
シ
通
知
ノ
時
間
ナ
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況
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
対
象
と
し
て
「
見
苦
し
く
な
い
」
服
装
や
振
る
舞
い

を
す
る
こ
と
が
「
あ
る
べ
き
少
女
像
」
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
少
女
小
説
は
避
難
に
際
し
て
服
装
を
整
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い

う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
「
あ
る
べ
き
少
女
像
」
と
し
て
強
化
す
る
方
に
働
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、「
大
火
の
後
」
に
関
す
る
分
析
を
行
っ
た
。
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き

た
よ
う
に
こ
の
作
品
は
「
神
田
大
火
」
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
り
、
そ
の
発
表
ま

で
の
ス
パ
ン
も
短
い
。
お
そ
ら
く
、
読
者
は
実
在
の
火
災
を
「
題
材
と
し
た
」

あ
る
い
は
「
記
録
し
た
」
作
品
で
あ
る
と
い
う
読
み
の
コ
ー
ド
を
用
い
て
作
品

を
解
釈
し
た
可
能
性
が
高
い
。
美
知
代
自
身
の
こ
の
作
品
に
つ
い
て
の
言
葉
が

残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
推
測
す
る
し
か
な
い
が
、
作
中
に
挿
入
さ
れ
た
新
聞
記

事
と
い
う
形
式
か
ら
、
お
そ
ら
く
、
自
然
主
義
の
影
響
だ
け
で
は
な
く
、
新

聞
社
に
勤
め
て
い
た
永
代
静
雄
の
影
響
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
点
で
、「
大
火
の
後
」
は
他
の
少
女
小
説
と
比
較
し
て
も
特
徴
的
な

作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

ま
た
、
焼
け
跡
が
危
険
だ
と
言
う
「
父
」
や
「
巡
査
」
の
制
止
を
振
り
切
り

焼
け
跡
へ
と
向
か
い
、
そ
の
惨
状
を
見
る
と
い
う
ま
す
子
の
主
体
的
な
人
物
像

も
大
き
な
特
徴
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
美
知
代
自
身
の
取
材
、
あ
る
い
は
、
モ
デ

ル
の
存
在
と
い
っ
た
よ
う
な
現
実
の
体
験
が
こ
の
よ
う
な
人
物
造
形
を
可
能
に

服
装
に
関
す
る
規
定
が
確
認
で
き
た）

35
（

。
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
言
説
と
男
子

学
生
の
規
則
か
ら
の
推
測
で
あ
る
が
、
実
際
の
女
学
生
の
避
難
行
動
に
つ
い
て

も
服
装
が
規
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

問
題
は
、
男
女
共
に
避
難
の
際
に
服
装
を
整
え
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た

と
推
測
で
き
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
三
作
の
少
女
小
説

や
『
校
風
漫
画
』
な
ど
、
女
学
生
の
み
が
避
難
時
に
服
装
を
整
え
る
イ
メ
ー
ジ

と
強
く
結
び
つ
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
36
（

。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
服
装
に

関
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
が
そ
れ
だ
け
強
力
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

久
米
依
子
は
、「
こ
う
し
て
少
女
読
者
た
ち
は
雑
誌
の
誌
面
を
通
じ
て
、
ど

の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
が
自
分
た
ち
を
「
愛
ら
し
い
」
と
捉
え
、
尊
重
す
る
の
か

学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
メ
デ
ィ
ア
が
先
導
し
位
置
付
け
た
新
し
い
少
女
像
を
、

読
者
自
ら
が
積
極
的
に
取
り
込
み
、内
面
化
す
る
」）

37
（

と
指
摘
す
る
。「
大
火
の
後
」

に
お
い
て
は
「『
ど
う
だ
、
綺
麗
ぢ
や
な
い
か
』
／
火
事
場
に
集
つ
た
弥
次
馬

共
は
斯
う
囁
き
合
つ
た
。
そ
し
て
、
聖
母
マ
リ
ヤ
に
も
似
た
尼
僧
の
後
に
つ
ゞ

く
晴
着
姿
の
少
女
達
を
、絵
の
や
う
に
美
し
く
思
つ
て
見
る
の
で
あ
り
ま
し
た
」

と
し
て
避
難
す
る
少
女
達
を
審
美
的
な
目
で
ま
な
ざ
す
「
弥
次
馬
共
」
が
登
場

す
る
。
ま
た
、「
火
事
の
晩
」
に
お
い
て
は
慌
て
た
た
め
に
服
が
乱
れ
て
い
る

生
徒
は
「
一
々
滑
稽
な
服
装
」
と
描
か
れ
、互
い
の
服
装
を
笑
い
合
う
一
方
で
、

服
装
を
し
っ
か
り
し
て
い
た
仙
子
は
「
一
年
に
似
合
は
ず
よ
く
整
つ
て
ゐ
る
」

と
先
生
か
ら
「
誉
め
ら
れ
」
る）

38
（

。
こ
れ
ら
の
反
応
か
ら
火
災
と
い
う
危
険
な
状
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三
月
十
九
日
閲
覧
）

（
４
）
相
澤
芳
亮
「
女
性
作
家
・
岡
田
（
永
代
）
美
知
代
論
―
小
説
『
英
文
の
お
手
紙
』

の
一
考
察
」（『
立
正
大
学
大
学
院
日
本
語
・
日
本
文
学
研
究
』
一
三
号
、
二
〇
一
三

年
二
月
）、
有
元
伸
子
「
永
代
美
知
代
の
少
女
小
説
に
み
る
〈
労
働
〉」（『
内
海
文
化

研
究
紀
要
』
四
二
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）、
遠
藤
伸
治
「
岡
田
美
知
代
と
「
蒲
団
」

―
自
然
主
義
と
少
女
小
説

―
」（『
国
文
学
攷
』
二
二
一
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
５
）
他
に
「
神
田
大
火
」
を
描
い
た
文
学
作
品
と
し
て
永
井
龍
男
『
石
版
東
京
図
絵
』

（
一
九
六
七
年
一
月
〜
六
月
『
毎
日
新
聞
』）
が
あ
る
。
な
お
、『
石
販
東
京
図
絵
』
内

で
は
「
神
田
大
火
」
に
関
し
て
、
鈴
志
野
勤
「
神
田
の
大
火
」（『
細
工
師
　
足
立
屋

五
代
物
語
　
４
代
篇
』
建
具
工
芸
社
　
一
九
六
六
年
七
月
）
と
仲
田
定
之
助
「
火
事

―
下
町
っ
子
（
二
十
）」（『
新
文
明
』
十
四
巻
五
号
　
一
九
六
四
年
五
月
）
が
引
用
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
子
供
向
け
の
読
み
物
と
し
て
被
災
者
の
少
年
天
羽
良
司
に
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
し
た
「
神
田
の
大
火
事
」（『
幼
年
の
友
』
五
巻
四
号
　
一
九
一
三
年
四
月
）

が
あ
る
。

（
６
）「
●
烈
風
中
の
大
火
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
一
三
年
二
月
二
一
日
朝
刊
　
三
頁
）
を

参
考
に
作
成
。
焼
失
戸
数
や
火
災
の
時
間
な
ど
の
具
体
的
な
数
字
は
火
災
直
後
の
混

乱
の
た
め
新
聞
各
紙
で
異
な
っ
て
い
る
が
、
本
論
で
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
と
な
ら
な
い

た
め
、『
読
売
新
聞
』
の
情
報
を
基
に
し
た
。

（
７
）
美
知
代
の
夫
で
あ
っ
た
永
代
静
雄
が
勤
務
し
て
い
た
『
東
京
毎
夕
新
聞
』
の
記
事
が

典
拠
と
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
の
、
確
認
す
る
限
り
「
神
田
大
火
」
が
起
き
た

翌
日
、
一
九
一
三
年
二
月
二
一
日
の
『
東
京
毎
夕
新
聞
』
を
所
蔵
す
る
図
書
館
・
資

料
館
は
な
か
っ
た
。

（
８
）「
神
田
の
大
火
」（『
朝
日
新
聞
』
一
九
一
三
年
二
月
二
〇
日
　
五
頁
）

（
９
）
出
火
の
時
間
に
つ
い
て
は
各
新
聞
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
深
夜
で
あ
る

こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
出
火
元
と
出
火
時
間
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
。「
神
田

し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
意
図
的
に
そ
の
よ
う
に
造
形
さ
れ
た
の
か
は

わ
か
ら
な
い
が
、
危
険
な
焼
け
跡
で
の
記
録
を
通
し
て
、
ま
す
子
と
い
う
人
物

は
見
る
主
体
と
し
て
の
位
置
を
獲
得
し
た
の
で
は
な
い
か
。

一
方
で
描
か
れ
た
避
難
行
動
の
表
象
か
ら
は
、
大
正
期
の
女
学
生
の
避
難
行

動
へ
の
イ
メ
ー
ジ
が
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ

れ
は
火
事
と
い
う
危
機
的
な
状
況
に
際
し
て
も
服
装
を
乱
す
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
危
険
だ
と
さ
れ
て
い
る
焼
け
跡
に
向
か
う
ま
す
子
が
描
か

れ
た
一
方
で
、
火
災
の
中
に
あ
っ
て
も
服
装
を
乱
す
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
だ
け
服
装
に
関
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
が
強

力
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

現
代
の
目
か
ら
見
れ
ば
緊
急
を
要
す
る
火
災
か
ら
の
避
難
に
お
い
て
服
を
着

替
え
る
こ
と
が
描
か
れ
る
の
は
奇
妙
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
災

害
文
化
」
が
定
義
す
る
よ
う
に
、
避
難
行
動
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
や
表
象
も
ま

た
社
会
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

注（
１
）
日
本
自
然
災
害
学
会
『
防
災
事
典
』（
築
地
書
館
　
二
〇
〇
二
年
七
月
　
項
目
名
「
災

害
文
化
」
項
目
執
筆
者
林
春
男
）
引
用
に
際
し
て
「
，」
を
「
、」
に
改
め
た
。

（
２
）
有
元
伸
子
「
広
島
の
女
性
作
家
・
岡
田
（
永
代
）
美
知
代
研
究
（
１
）　
―
研
究
の

現
状
と
課
題
」（『
内
海
文
化
研
究
紀
要
』
三
九
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）

（
３
）h

ttps://h
om

e.h
irosh

im
a-u

.ac.jp/okadam
ich

iy
o/in

dex.h
tm

l

　（
二
〇
二
一
年
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た
る
赤
煉
瓦
は
、
大
砲
小
砲
の
瘡
痍
を
受
け
た
る
古
城
の
石
壁
に
も
似
て
雄
々
し
く

も
亦
凄
惨
成
り
、（
後
略
）」
と
し
て
、「
灰
燼
の
神
田
街
／
△
損
害
の
程
度
計
上
す
べ

か
ら
ず
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
一
三
年
二
月
二
一
日
朝
刊
　
五
頁
）
に
お
い
て
は
「
仏

英
和
女
学
校
の
焼
け
残
っ
た
／
▲
赤
煉
瓦
の
壁
が
宛
ら
敗
残
の
古
都
ボ
ム
ペ
イ
の
や

う
な
凄
惨
な
姿
を
見
せ
て
ゐ
る
同
校
の
避
難
所
を
訪
ね
る
と
（
後
略
）」
と
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。

（
17
）（
11
）
に
同
じ

（
18
）「
火
炎
に
包
ま
れ
ゆ
く
野
呂
さ
ん
」（『
少
女
世
界
』
十
巻
三
号
　
一
九
一
五
年
三
月
）

（
19
）
三
津
木
春
影
（
一
八
八
一
〜
一
九
一
五
年
）
は
少
女
小
説
の
他
に
、
怪
奇
小
説
と
探

偵
小
説
を
中
心
に
多
く
の
少
年
小
説
を
残
し
て
い
る
。

（
20
）
三
津
木
春
影
「
火
事
の
晩
」（『
白
金
の
時
計
』
岡
村
盛
花
堂
　
一
九
一
四
年
三
月
）

（
21
）
府
中
市
上
下
歴
史
文
化
資
料
館
を
通
じ
て
、
原
氏
に
尋
ね
て
い
た
だ
い
た
。

（
22
）
相
澤
芳
亮
「
女
性
作
家
・
岡
田
（
永
代
）
美
知
代
論
―
小
説
『
英
文
の
お
手
紙
』
の

一
考
察
」（『
立
正
大
学
大
学
院
日
本
語
・
日
本
文
学
研
究
』
十
三
号
、
二
〇
一
三
年

二
月
）

（
23
）（
22
）
に
同
じ

（
24
）「
第
二
章
　
高
等
女
学
校
」（
岩
崎
徂
堂
編
『
男
女
東
京
修
学
案
内
』
大
学
館    

一
九
一
一
年
九
月
）

（
25
）
さ
ら
に
言
え
ば
、『
英
文
の
お
手
紙
』
に
お
い
て
萬
壽
代
は
実
名
の
ま
ま
、
実
麿
は

「
純
兄
様
」
と
い
う
名
前
で
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
相
澤
芳
亮
「
女
性
作
家
・
岡
田

（
永
代
）
美
知
代
論
―
小
説
『
英
文
の
お
手
紙
』
の
一
考
察
」
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
作
中
で
彼
ら
は
同
じ
家
に
住
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
、
当
時
萬
壽
代
は
岡
田

美
知
代
の
兄
で
あ
り
夏
目
漱
石
の
後
任
と
し
て
第
一
高
等
学
校
教
授
を
し
て
い
た
実

麿
の
家
に
住
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
実
際
の
萬
壽
代
の
父
は
上
下
町
の
実
家
に

い
た
と
考
え
ら
れ
、
お
そ
ら
く
、「
大
火
の
後
」
で
は
二
十
歳
年
齢
が
離
れ
た
実
麿
が

「
お
父
様
」
と
し
て
脚
色
さ
れ
て
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
作
中
で
ま
す
子
が

三
崎
町
の
大
火
」（『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
一
三
年
二
月
二
〇
日
二
頁
・
七
頁
欄
外
）

に
お
い
て
は「
今
暁
二
時
二
十
分
頃
神
田
区
三
崎
町
よ
り
出
火
せ
り
」、「
神
田
の
大
火
」

（『
都
新
聞
』
一
九
一
二
年
二
月
二
〇
日
　
二
頁
　
欄
外
）
に
お
い
て
は
「
今
暁
一
時

四
十
分
神
田
三
崎
町
二
の
救
世
軍
殖
民
館
よ
り
出
火
し
」
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）（
図
：
１
）
作
中
同
様
、
被
災
地
が
示
さ
れ
た
実
際
の
新
聞
に
お
い
て
も
、
黒
く
塗

ら
れ
た
消
失
区
域
の
中
に
「
一
六
、
仏
英
和
学
校
」
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。

（
11
）「
●
焼
け
た
学
校
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
一
三
年
二
月
二
一
日
朝
刊
　
三
頁
）

（
12
）「
原
田
家
の
こ
と
」（『
白
百
合
学
園
創
立
百
周
年
記
念
誌
』
白
百
合
学
園
　
一
九
八
二

年
一
二
月
）。
な
お
、
同
時
代
の
資
料
の
「
原
田
熊
雄
君
」（
古
林
亀
治
郎
編
『
現
代

人
名
辞
典
』
中
央
通
信
社
　
一
九
一
二
年
六
月
）
に
「
神
田
区
裏
猿
楽
町
六
」
と
い

う
原
田
熊
雄
の
住
所
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。

（
13
）「
▲
仏
大
使
館
の
感
謝
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
一
三
年
二
月
二
一
日
　
五
頁
）
に
「
昨

暁
神
田
の
大
火
に
際
し
仏
国
大
使
館
も
危
険
に
瀕
せ
し
が
幸
に
警
官
及
び
兵
士
の
尽

力
に
よ
り
類
焼
を
免
れ
た
る
を
以
て
非
公
式
に
我
政
府
に
感
謝
し
来
れ
り
と
」
と
い

う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
よ
う
な
出
来
事
あ
る
い
は
新
聞
記
事
を
基

に
し
て
書
か
れ
た
場
面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
14
）「
十
三
　
高
等
女
子
英
仏
和
学
校
」（
太
田
英
隆
『
男
女
学
校
評
判
記
』
明
治
教
育
会    

一
九
〇
九
年
二
月
）、「
第
二
章
　
高
等
女
学
校
」（
岩
崎
徂
堂
編
『
男
女
東
京
修
学
案

内
』
大
学
館
　
一
九
一
一
年
九
月
）
を
参
照
。

（
15
）「
十
三
　
高
等
女
子
英
仏
和
学
校
」（
太
田
英
隆
『
男
女
学
校
評
判
記
』
明
治
教
育
会    

一
九
〇
九
年
二
月
）

（
16
）「
聖
母
マ
リ
ア
に
も
似
た
尼
僧
」
と
い
う
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
の
記
述
や
「
焼
け
残
り
の
煉
瓦
塀
」
と
い
う
建
物
の
特
徴
に
関
す
る
記
述

も
、
仏
英
和
高
等
女
学
校
を
想
起
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
な
お
、
仏
英

和
女
学
校
の
「
赤
煉
瓦
」
が
焼
け
残
っ
た
こ
と
は
「
▲
夜
の
焼
跡
」（『
朝
日
新
聞
』

一
九
一
三
年
二
月
二
一
日
朝
刊
　
五
頁
）
に
お
い
て
「
■
仏
英
和
女
学
校
の
焼
残
り
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（
34
）
近
藤
浩
一
路
「
火
事
の
練
習
（
女
子
大
学
）」（『
校
風
漫
画
』
博
文
館
　
一
九
一
七
年

九
月
）。
ま
た
、「
珍
態
奇
趣
は
さ
な
が
ら
百
鬼
夜
行
を
眼
前
に
見
る
や
う
で
あ
る
」

と
し
て
服
装
を
乱
し
た
女
学
生
を
滑
稽
化
し
て
描
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
女
学
生

の
服
装
に
対
し
て
作
用
し
て
い
た
強
力
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
が
確
認
で
き
る
と
考

え
る
。

（
35
）「
火
災
消
防
及
避
難
細
則
」（『
岐
阜
県
立
農
林
学
校
一
覧
』
岐
阜
県
立
農
林
学
校    

一
九
一
七
年
一
〇
月
）

（
36
）
管
見
の
限
り
、
少
年
向
け
の
小
説
で
「
大
火
の
後
」
な
ど
の
よ
う
に
避
難
す
る
際
に

服
装
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
作
品
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

（
37
）「
構
成
さ
れ
る
少
女
Ⅰ

―
少
女
雑
誌
の
創
刊
と
少
女
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
発
見
」

（
久
米
依
子
『「
少
女
小
説
」
の
生
成
　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・

ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
世
紀
』
青

弓
社
　
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
38
）（
20
）
に
同
じ

―
お
く
む
ら
・
な
お
ひ
ろ
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
在
学
―

電
車
に
乗
る
「
曙
町
の
停
留
所
」
の
「
曙
町
」
と
は
お
そ
ら
く
本
郷
区
駒
込
曙
町
を

指
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
岡
田
実
麿
は
『
日
本
紳
士
録
　
第
十
六
版
』（
交
詢

社    
一
九
一
一
年
一
二
月
）
に
よ
る
と
「
本
郷
区
駒
込
富
士
前
町
三
」に
住
ん
で
お
り
、

富
士
前
町
と
曙
町
は
隣
接
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
岡
田
実
麿
の
家
か
ら
「
曙
町
の

停
留
所
」
へ
徒
歩
で
向
か
い
、
そ
こ
か
ら
電
車
で
焼
け
跡
へ
と
向
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
な
お
、
途
中
で
「
屋
敷
町
の
細
い
小
路
」
を
通
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

が
、
お
そ
ら
く
曙
町
の
土
井
利
與
子
爵
の
邸
宅
及
び
私
道
を
指
し
て
い
る
と
推
測
さ

れ
る
。「
駒
込
曙
町
」（
東
京
市
区
調
査
会
『
東
京
市
及
接
続
郡
部
地
籍
地
図
　
上
卷
』

一
九
一
二
年
十
一
月
）
参
照
。

（
26
）「
●
神
田
大
火
余
聞
」（『
朝
日
新
聞
』
一
九
一
三
年
二
月
二
二
日
　
五
頁
）

（
27
）
重
田
眞
義
・
鍛
治
恵
「
日
本
の
ね
む
り
衣
の
歴
史
」（
睡
眠
文
化
研
究
所
・
吉
田
集

而
編『
ね
む
り
衣
の
文
化
誌
　
眠
り
の
装
い
を
考
え
る
』冬
静
社
　
二
〇
〇
三
年
三
月
）

よ
り
、「
浴
衣
が
ね
む
り
衣
と
し
て
一
般
大
衆
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
明

治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
と
「
パ
ジ
ャ
マ
が
一
般
的
に

紹
介
さ
れ
た
の
は
昭
和
初
期
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
眠
る
際

に
着
用
し
て
い
た
服
は
浴
衣
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

（
28
）（
20
）
に
同
じ

（
29
）（
図
２
）
な
お
、
挿
絵
は
「
野
呂
さ
ん
」
が
逃
げ
遅
れ
た
「
佐
野
さ
ん
」
を
助
け
る

場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。「
野
呂
さ
ん
」
の
着
物
は
二
つ
前
の
挿
絵
（
他
の
生
徒

か
ら
陰
口
を
受
け
る
場
面
と
思
わ
れ
る
）
と
同
じ
柄
で
あ
る
。

（
30
）「
安
藤
姉
の
回
想
」（（
11
）
に
同
じ
）

（
31
）「
寄
宿
舎
生
徒
心
得
」（『
長
野
県
松
本
市
立
高
等
女
学
校
一
覧
』
長
野
県
松
本
市
立

高
等
女
学
校
　
一
九
〇
八
年
九
月
）

（
32
）「
仮
寄
宿
舎
細
則
」（『
青
森
県
立
第
一
高
等
女
学
校
一
覧
』
青
森
県
立
第
一
高
等
女

学
校
　
一
九
〇
七
年
二
月
）

（
33
）
歌
橋
「
東
京
雑
信
」（『
台
湾
愛
国
婦
人
』
十
二
巻
　
一
九
〇
九
年
一
一
月
）
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図１：『読売新聞』一九一三年二月二一日　五頁）

図２：『火炎に包まれゆく野呂さん』の挿絵


