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「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
三
号
（
令
和
四
年
三
月
刊
）

一

　は
じ
め
に

　

論
者
（
玉
木
）
は
、
2
0
2
0
年
度
上
半
期
に
、
川
上
弘
美
「
神
様
」「
神
様

2
0
1
1
」
を
教
材
と
す
る
小
説
単
元
学
習
を
行
っ
た
。
こ
の
自
主
単
元
で
は
、

学
習
者
が
他
者
の
読
み
に
触
れ
自
己
の
読
み
を
更
新
し
、
そ
の
到
達
点
を
文
章

化
す
る
授
業
を
続
け
た
。
玉
木
（
2
0
2
1
）
は
そ
の
実
践
報
告
で
あ
る
。

　

2
0
2
0
年
度
の
下
半
期
に
は
、
川
上
弘
美
「
草
上
の
昼
食
」
と
「
お
め
で

と
う
」
を
教
材
と
す
る
自
主
単
元
学
習
を
行
っ
た
。
こ
の
二
小
説
は
、
そ
れ
ぞ

れ
「
神
様
」
と
関
連
性
を
持
つ
作
品
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
次
の
三
点
を
検
討
す
る
。

①
学
習
者
は
、「
草
上
の
昼
食
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
の
か
。

②「
草
上
の
昼
食
」
を
用
い
て
、
ど
ん
な
小
説
単
元
が
編
成
で
き
る
か
。

③
学
習
者
は
、
1
年
間
の
小
説
単
元
学
習
を
通
し
て
何
を
考
え
た
の
か
。

　
「
お
め
で
と
う
」
に
つ
い
て
は
、
論
者
の
作
品
理
解
と
、
学
習
者
の
読
み
取
り

が
乖
離
す
る
面
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
お
め
で
と
う
」
の
実
践
は
、
教
材

（
研
究
）
論
の
観
点
か
ら
別
稿
を
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。

二

　使
用
教
材

　川
上
弘
美
「
草
上
の
昼
食
」

（
一
）
書
誌
的
情
報

　

単
行
本
﹃
神
様
﹄（
中
央
公
論
社　

1
9
9
8
）
は
、
短
編
小
説
9
編
を
収
録

す
る
（
以
下
、
作
品
名
と
区
別
す
る
た
め
に
、
単
行
本
は
﹃
神
様
﹄
と
記
す
）。

「
神
様
」
は
、「
Ｇ
Ｑ
」（
1
9
9
4
年
7
月
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
他
の
8

編
は
、
3
年
後
に
「
マ
リ
・
ク
レ
ー
ル
」（
1
9
9
7
年
11
月
号
~
1
9
9
8
年

6
月
号
）
に
連
載
さ
れ
た
。「
草
上
の
昼
食
」
は
1
9
9
8
年
6
月
号
に
発
表
さ

れ
た
。
掲
載
誌
2
誌
は
中
央
公
論
社
刊
、
同
新
社
は
1
9
9
9
年
設
立
で
あ
る
。

　
「
草
上
の
昼
食
」
は
約
6
4
5
0
字
で
あ
る
。「
神
様
」（
約
3
6
0
0
字
）
の

1
・
8
倍
の
分
量
と
は
い
え
、
一
般
的
な
分
類
で
は
短
編
小
説
と
な
ろ
う
。

　
「
草
上
の
昼
食
」
に
対
し
て
は
、「
神
様
」
の
授
業
で
の
活
用
を
と
い
う
提
案

が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
（
こ
れ
ま
で
教
科
書
に
収
録
さ
れ
た
こ
と
は
無
い
）。

た
と
え
ば
、
吉
岡
（
2
0
0
5
）
は
、「﹃
神
様
﹄
を
授
業
で
読
ま
せ
た
の
で
あ

れ
ば
、
こ
の
作
品
を
是
非
生
徒
に
読
ま
せ
た
い
」「﹃
草
上
の
昼
食
﹄
は
、﹃
神

様
﹄
の
読
み
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
作
品
で
あ
る
」
75
と
指
摘
す
る
。

小
説
単
元
の
編
成
に
関
す
る
実
践
的
研
究

︱
︱
川
上
弘
美
「
草
上
の
昼
食
」
の
教
材
化
の
た
め
に
︱
︱

玉

　木

　雅

　己
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残
念
な
が
ら
、「
草
上
の
昼
食
」
の
授
業
記
録
は
、
現
時
点
で
は
未
見
で
あ
る
。

渡
辺
（
2
0
1
7
）
は
、「
教
科
書
に
は
「
神
様
」
し
か
掲
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
月
曜
日
か
ら
は
「
草
上
の
昼
食
」
も
併
せ
て
読
み
つ
つ
ひ
と
つ
の
お
話
と

し
て
、
考
え
さ
せ
て
み
た
い
」
と
授
業
内
容
の
予
告
を
行
っ
て
い
る
。
実
際
に

ど
の
よ
う
な
授
業
が
行
わ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
二
）
作
品
内
容

　
「
草
上
の
昼
食
」
の
冒
頭
部
は
「
く
ま
に
さ
そ
わ
れ
て
、
ひ
さ
し
ぶ
り
に
散
歩

に
出
る
。
／
く
ま
に
は
あ
い
か
わ
ら
ず
名
前
が
な
い
。」
で
あ
る
（
以
下
、
引
用

部
中
の
「
／
」
は
原
典
で
は
改
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
）。
こ
の
記
述
か
ら
、

「
草
上
の
昼
食
」
は
「
神
様
」
の
続
編
で
あ
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。

　

先
行
研
究
で
は
、「
草
上
の
昼
食
」
は
、「
神
様
」
の
作
品
論
の
た
め
の
関
連

資
料
・
補
強
材
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。「
草
上
の
昼

食
」
単
独
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い
。

　

こ
の
作
品
の
登
場
人
物
は
、「
わ
た
し
」
と
「
く
ま
」
だ
け
で
あ
る
。「
神
様
」

の
親
子
連
れ
や
、「
神
様
2
0
1
1
」
の
男
の
二
人
連
れ
の
よ
う
な
「
く
ま
」
へ

の
悪
意
を
感
じ
さ
せ
る
人
物
は
現
れ
な
い
。

　
「
草
上
の
昼
食
」
の
本
文
は
、
1
行
空
き
で
5
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

便
宜
上
、
Ⅰ 

~ 

Ⅴ 

と
表
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

Ⅰ 「
わ
た
し
」
は
「
く
ま
」
に
誘
わ
れ
久
し
ぶ
り
に
散
歩
に
出
か
け
る
。

 

Ⅱ 「
く
ま
」
は
、
穴
場
の
草
原
で
、
9
種
類
も
の
料
理
を
「
わ
た
し
」
に
ふ

る
ま
う
。「
わ
た
し
」
は
、
料
理
と
赤
ワ
イ
ン
を
堪
能
す
る
。

 

Ⅲ 「
く
ま
」
は
「
わ
た
し
」
に
帰
郷
の
決
意
を
告
げ
る
。
と
ま
ど
う
「
わ
た

し
」
は
理
由
を
尋
ね
る
。
天
候
は
悪
化
し
、
雷
雨
の
中
で
「
く
ま
」
は

何
回
も
吠
え
る
。「
わ
た
し
」
は
、
そ
の
姿
に
恐
れ
を
感
じ
る
。

 

Ⅳ 

天
候
回
復
後
、「
わ
た
し
」
は
、「
く
ま
」
に
「
熊
の
神
様
」
に
つ
い
て

尋
ね
、
人
と
熊
は
違
う
こ
と
を
認
識
す
る
。「
く
ま
」
は
「
わ
た
し
」
に
、

故
郷
に
帰
っ
た
ら
手
紙
を
書
く
こ
と
を
約
束
す
る
。

 

Ⅴ 「
く
ま
」
か
ら
絵
と
手
紙
が
届
く
。
絵
を
見
た
後
「
わ
た
し
」
は
三
回
読

み
返
し
て
泣
く
。
返
事
を
書
く
が
、
宛
先
が
分
か
ら
ず
机
の
奥
に
仕

舞
っ
た
ま
ま
に
な
る
。「
わ
た
し
」
は
熊
と
人
の
神
様
に
祈
っ
て
眠
る
。

　

時
間
の
経
過
に
着
目
す
る
と
、
こ
れ
ら
は
、
Ⅰ  

~ 

Ⅳ 

と 

Ⅴ 

の
二
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
両
方
と
も
、
半
日
程
度
の
短
い
時
間
の
出
来
事
で
あ
る
。

Ⅰ 

~ 

Ⅳ 

の
季
節
は
、「
雲
雀
」
や
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
等
か
ら
春
だ
と
分
か
る
。 

Ⅴ 

は
、

「
夏
に
な
っ
た
こ
ろ
だ
っ
た
か
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。 

Ⅲ 

の
「
雷
」
は
、
夏
の

激
し
い
夕
立
で
は
な
く
、
春
雷
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
草
上
の
昼
食
」
は
、
19
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
マ
ネ
の
代
表

作
の
題
名
で
も
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
当
時
の
画
壇
を
刺
激
し
た
。
モ
ネ
、
セ

ザ
ン
ヌ
、
ピ
カ
ソ
も
、
マ
ネ
を
意
識
し
た
同
名
の
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。

　

本
小
説
の
題
名
は
、
こ
れ
ら
の
絵
画
作
品
を
意
識
し
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
作
者
自
身
の
説
明
や
研
究
者
の
考
証
等
は
発
見
で
き
て

い
な
い
。
た
だ
、
草
原
に
敷
物
を
広
げ
、
ワ
イ
ン
と
豪
華
な
料
理
が
並
ぶ 

Ⅱ 

の

情
景
は
、
モ
ネ
作
の
「
草
上
の
昼
食
」
の
構
図
を
思
い
出
さ
せ
る
。

三

　授
業
計
画
の
概
要

　

本
単
元
は
、
上
半
期
と
同
じ
2
年
生
の
2
ク
ラ
ス
（
計
82
名
）
で
、「
現
代
文

Ｂ
」
の
授
業
の
隙
間
時
間
を
利
用
し
て
実
施
し
た
。
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基
本
的
な
授
業
展
開
は
上
半
期
と
同
様
で
あ
る
。
先
ず
、
ペ
ア
で
作
品
を
音

読
し
た
。
そ
の
後
、
学
習
課
題
（
Ａ
4
版
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
1
枚
程
度
）
に
取
り

組
ん
だ
。
そ
の
際
に
は
、
他
の
生
徒
か
ら
聞
き
取
っ
た
内
容
を
ふ
ま
え
て
、
自

分
の
考
え
を
書
き
込
ん
で
共
有
し
た
。
論
者
は
、
今
回
も
進
行
役
に
徹
し
た
。

　

毎
時
間
、「
草
上
の
昼
食
」
や
「
お
め
で
と
う
」
だ
け
で
な
く
、「
神
様
」
の

本
文
も
準
備
し
常
に
参
照
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

　
　

冬
・
年
末　
[
2
時
間
]

　

1
時
間
目
は
、「
草
上
の
昼
食
」
の
前
半
部
だ
け
を
、
学
習
者
に
配
布
し
た
。

①
題
名
読
み
、
②「
わ
た
し
」
と
「
く
ま
」
の
人
物
像
や
関
係
の
、「
神
様
」
か

ら
の
変
化
の
把
握
、
③
作
品
後
半
部
の
展
開
の
予
想
等
を
行
っ
た
。

　

2
時
間
目
は
、
作
品
全
編
の
本
文
を
提
示
し
た
。
④
全
体
の
感
想
、
⑤
前
・

後
半
の
「
く
ま
」
の
変
化
、
⑥「
わ
た
し
」
が
泣
い
た
理
由
、
⑦
題
名
に
「
神

様
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
な
い
理
由
、
⑧「
神
様
」
の
次
に
読
む
の
は
、

「
草
上
の
昼
食
」
と
「
神
様
2
0
1
1
」
の
ど
ち
ら
が
良
い
か
等
の
各
点
を
考
え

た
。
時
間
の
関
係
か
ら
ク
ラ
ス
に
よ
っ
て
取
り
組
む
課
題
を
若
干
変
更
し
た
。

　
　

新
春
・
一
月　
[
1
時
間
]

　

年
明
け
の
最
初
の
授
業
で
、「
お
め
で
と
う
」
を
読
ん
だ
。
①
作
品
の
舞
台
、

②
登
場
人
物
の
人
物
像
、
③
作
品
の
中
の
「
神
様
」
の
不
在
の
理
由
等
に
つ
い

て
検
討
を
行
っ
た
。

　
　

年
度
末
・
三
月

　再
び
の
春
に
向
け
て　
[
3
時
間
]

　

年
度
末
・
三
月
は
、「
お
め
で
と
う
」
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
た
。
①
作
品
内

の
時
間
・
舞
台
の
設
定
意
図
、
②
「
お
め
で
と
う
」
と
「
神
様
」
の
登
場
人
物

の
関
係
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
。

　

最
後
に
、
③
1
年
間
の
単
元
学
習
全
体
の
振
り
返
り
を
行
っ
た
。

四

　学
習
者
の
読
み
の
実
態

（
一
）「
草
上
の
昼
食
」
の
作
品
世
界
の
特
徴

　
「
神
様
」
の
本
文
は
、
読
み
手
に
多
様
な
解
釈
を
誘
発
す
る
。
先
行
研
究
で
も
、

正
反
対
の
も
の
を
含
め
て
様
々
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。
学
習
者
達
も
、
前

稿
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
作
品
の
世
界
を
豊
か
に
読
み
広
げ
て
い
た
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
加
藤
（
2
0
0
4
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

作
者
の
「
つ
も
り
」
が
見
え
な
い
。
ま
っ
し
ろ
。「
つ
も
り
」（
意
図
）
の

と
こ
ろ
が
読
者
の
目
に
不
透
明
に
な
っ
て
現
れ
る
。
こ
れ
が
こ
の
小
説
の

魅
力
、
ま
っ
た
く
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
さ
な
の
で
す
。
67

「
神
様
」
の
強
さ
は
、
で
す
か
ら
ど
の
よ
う
な
意
味
に
も
着
地
し
な
い
そ
の

宙
ぶ
ら
り
ん
の
強
さ
で
す
。
こ
の
小
説
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
も
着
地

し
た
く
な
い
、
と
い
う
書
き
手
の
意
志
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
こ
と
で
、
新

し
い
時
代
の
到
来
を
告
げ
て
い
る
の
で
す
。
76

　
「
草
上
の
昼
食
」
は
、「
神
様
」
の
特
徴
で
あ
る
「
不
透
明
」
さ
が
薄
れ
て
い

く
作
品
だ
と
性
格
付
け
ら
れ
る
。「
不
透
明
」
さ
と
は
、
解
釈
の
幅
が
広
い
こ
と

だ
と
理
解
で
き
る
。「
神
様
」
で
は
未
だ
「
宙
ぶ
ら
り
ん
」
な
状
態
で
あ
っ
た
い

く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
、「
草
上
の
昼
食
」
は
着
地
点
を
提
示
し
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
な
「
草
上
の
昼
食
」
を
学
習
者
は
ど
の
よ
う
に
読
み
取
っ
た
の
か
。

本
章
で
は
、
冬
・
年
末
②
~
⑧
の
記
述
内
容
を
研
究
資
料
と
し
て
検
討
す
る
。
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（
二
）
人
間
社
会
で
暮
ら
す
「
く
ま
」
の
生
き
づ
ら
さ

　
「
神
様
」
の
「
く
ま
」
は
、「
わ
た
し
」
か
ら
「
昔
気
質
・
大
時
代
・
何
か
ら

何
ま
で
行
き
届
い
た
」
と
評
さ
れ
る
。
時
に
野
生
を
感
じ
さ
せ
る
言
動
は
あ
る

も
の
の
、
本
音
を
隠
し
た
よ
う
な
礼
儀
正
し
さ
は
変
わ
ら
な
い
。

　
「
草
上
の
昼
食
」
後
半
部
で
、「
く
ま
」
は
、「
神
様
」
で
は
隠
し
て
い
た
本
心

を
「
わ
た
し
」
に
告
白
す
る
。
こ
の
内
心
の
吐
露
に
よ
っ
て
、「
く
ま
」
の
不
透

明
さ
は
薄
れ
て
い
く
。

　

大
原
（
2
0
1
6
）
は
、「
く
ま
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
に
人
語
を
操
り
、
人
間
の
生
活
習
慣
を
繊
細
に

学
び
取
っ
た
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
人
間
と
動
物
の
間
の
境
界
線

が
無
化
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
境
界
線
の
問
題
は
、
続
編
「
草
上
の
昼
食
」
の
方
で
は
、
よ

り
切
実
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。︿
中
略
・
論
者
﹀「
く
ま
」

が
人
間
社
会
に
順
応
す
る
ほ
ど
に
、
人
間
と
動
物
と
の
間
の
境
界
線
を
意

識
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
8

　

荒
木
（
2
0
1
1
）
の
副
題
︱「
く
ま
」
の
生
き
づ
ら
さ
を
通
し
て
見
え
て
く

る
も
の
︱
を
借
り
れ
ば
、「
く
ま
」
は
、
人
間
社
会
の
生
き
づ
ら
さ
に
耐
え
切
れ

ず
故
郷
へ
帰
る
わ
け
で
あ
る
。

　

学
習
者
は
、
作
品
の
後
半
部
を
手
が
か
り
に
し
て
、「
く
ま
」
の
内
面
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
く
ま
は
料
理
上
手
で
気
配
り
が
で
き
る
完
璧
な
性
格
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、

「
合
わ
せ
ら
れ
な
く
な
っ
た
」
と
か
「
魚
の
皮
を
食
べ
る
夢
を
み
た
」
と
い

う
発
言
か
ら
ず
っ
と
合
わ
せ
る
の
に
必
死
だ
っ
た
の
だ
と
思
っ
た
」

「「
く
ま
」
は
自
分
が
人
間
社
会
に
な
じ
め
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
劣
等
感
を
感

じ
て
い
る
」

　

逆
に
言
え
ば
、
作
品
の
前
半
部
は
、「
く
ま
」
の
隠
れ
た
内
面
を
探
る
た
め
に
、

本
文
を
注
意
深
く
読
む
た
め
の
教
材
と
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

冬
・
年
末
の
第
1
時
で
は
、
③「
わ
た
し
」
に
、「
く
ま
」
は
ど
ん
な
言
葉
を

か
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
考
え
た
。

　

最
も
多
か
っ
た
の
は
、「
く
ま
」
が
「
わ
た
し
」
に
子
守
歌
を
歌
お
う
か
と
提

案
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
23
人
）。
こ
れ
は
、「
神
様
」
で
、
昼
食
後
の
子

守
歌
を
「
わ
た
し
」
に
遠
慮
さ
れ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、「
く
ま
」
が
「
わ
た
し
」
へ
の
好
意
を
告
白
す
る
と
い
う
意
見
も
、
同

数
存
す
る
（
23
人
）。
恋
愛
感
情
に
は
至
ら
な
く
て
も
、「
わ
た
し
」
に
対
す
る

労
い
の
言
葉
を
予
想
す
る
者
も
少
な
く
な
い
（
11
人
）。

　

食
事
後
に
酔
っ
て
微
睡
み
「
く
ま
」
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
場
面

で
あ
る
た
め
、「
神
様
」
よ
り
心
理
的
な
距
離
が
近
付
い
て
い
る
だ
ろ
う
と
、
学

習
者
が
考
え
る
の
も
自
然
な
こ
と
だ
ろ
う
。
一
つ
の
ク
ラ
ス
で
は
、
ペ
ア
で
の

音
読
の
際
に
、
豪
華
な
昼
食
メ
ニ
ュ
ー
の
羅
列
的
な
紹
介
や
鍼
の
話
あ
た
り
で
、

そ
の
和
や
か
す
ぎ
る
話
題
に
既
に
笑
い
声
が
漏
れ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
も
う
一
つ
の
ク
ラ
ス
で
は
、
③
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
別
れ
の

言
葉
を
予
想
す
る
者
が
約
1
／
4
存
し
た
（
10
人
）。

「
な
ぜ
優
し
く
接
し
て
く
れ
た
の
？　

み
ん
な
は
冷
た
い
の
に
」

「
あ
の
散
歩
以
来
人
間
と
関
わ
っ
て
き
た
が
、
み
ん
な
冷
た
か
っ
た
か
ら
も

う
一
度
楽
し
か
っ
た
散
歩
を
し
た
か
っ
た
。」

　

前
半
部
か
ら
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
暗
転
を
予
測
す
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
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は
な
い
。「
こ
の
話
が
こ
ん
な
に
悲
し
い
方
向
に
向
か
う
と
は
」「
く
ま
は
帰
ら

ず
に
ず
っ
と
人
間
界
で
生
き
て
い
く
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
」
等
、
後
半
部
ま
で

読
み
進
め
て
驚
い
た
と
い
う
の
が
一
般
的
な
反
応
だ
ろ
う
。
仲
間
と
読
む
こ
と

に
よ
っ
て
、
帰
郷
の
話
題
、
過
度
に
豪
華
な
昼
食
、
天
候
等
を
伏
線
と
し
て
受

け
止
め
、
悲
劇
の
始
ま
り
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

（
三
）「
神
様
」
の
内
実

　
　

ア　
︿
神
様
﹀
に
関
す
る
記
述
の
内
容

　
「
神
様
」
の
最
後
に
、「
わ
た
し
」
は
、
眠
る
前
に
「
熊
の
神
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
、
想
像
し
て
み
た
が
、
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
」
と
語
る
。

　
「
草
上
の
昼
食
」
で
は
、 

Ⅲ 

の
雷
雨
の
場
面
で
「
く
ま
は
、
わ
た
し
の
存
在
を

す
っ
か
り
忘
れ
た
よ
う
に
、
神
々
し
い
よ
う
な
様
子
で
、
獣
の
声
を
あ
げ
つ
づ

け
た
」
と
描
写
さ
れ
る
（
傍
線
・
論
者
）。
雷
雨
と
と
も
に
叫
び
続
け
る
姿
は
、

「
熊
の
神
様
」
の
野
性
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
手
に
強
く
抱
か
せ
る
。

　

そ
の
他
に
も
、「
草
上
の
昼
食
」
に
は
、︿
神
様
﹀
を
想
像
す
る
糸
口
に
な
る

記
述
が
2
カ
所
認
め
ら
れ
る
（
以
下
、
作
品
名
と
区
別
す
る
た
め
に
、
神
様
そ

の
も
の
を
表
す
際
に
は
︿
神
様
﹀
と
記
す
）。

　

一
つ
は
、 

Ⅳ 

の
「
わ
た
し
」
と
「
く
ま
」
の
対
話
で
あ
る
。「
わ
た
し
」
は
、

「
熊
の
神
様
っ
て
、
ど
ん
な
神
様
な
の
。」
と
質
問
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
く

ま
」
は
、
次
の
傍
線
部
の
よ
う
に
、
人
や
熊
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
︿
神
様
﹀
の
外

見
が
似
て
い
る
と
答
え
る
（
傍
線
・
論
者
）。

「
熊
の
神
様
は
ね
、
熊
に
似
た
も
の
で
す
よ
」
く
ま
は
少
し
ず
つ
目
を
閉
じ

な
が
ら
答
え
た
。
／
な
る
ほ
ど
。

「
人
の
神
様
は
人
に
似
た
も
の
で
し
ょ
う
」
／
そ
う
ね
。

「
人
と
熊
は
違
う
も
の
な
ん
で
す
ね
」
目
を
閉
じ
き
る
と
、
く
ま
は
そ
っ
と

言
っ
た
。
／
違
う
の
ね
、
き
っ
と
。
く
ま
の
吠
え
る
声
を
思
い
出
し
な
が

ら
、
わ
た
し
も
そ
っ
と
言
っ
た
。

　

も
う
一
つ
は
、 

Ⅴ 

の
最
後
の
部
分
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
「
神
様
」
か
ら
の
引

用
部
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、「
わ
た
し
」
は
、「
寝
床
で
、
眠
り
に
入
る
前
に
熊

の
神
様
に
お
祈
り
を
し
た
。
人
の
神
様
に
も
少
し
お
祈
り
を
し
た
」
と
語
る
。

こ
こ
で
は
、「
わ
た
し
」
も
、︿
神
様
﹀
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
に
独
自
に
存
在
す

る
も
の
だ
と
認
識
し
て
い
る
。

　
　

イ　
「
題
名
」
と
い
う
観
点

　
「
ア
」
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
草
上
の
昼
食
」
は
、
絶
対
的
な
存
在
で
あ
る

︿
神
様
﹀
の
本
質
を
解
明
し
て
は
い
な
い
。
先
の
対
話
中
の
「
く
ま
」
の
言
葉
は
、

︿
神
様
﹀
の
説
明
と
言
う
よ
り
は
、「
境
界
線
」
の
存
在
を
納
得
す
る
た
め
に
繰

り
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。「
わ
た
し
」
が
「
く
ま
の
吠
え
る
声
」

を
想
起
し
た
こ
と
も
、
両
者
の
違
い
を
裏
打
ち
し
て
い
よ
う
。

　

そ
こ
で
、
冬
・
年
末
で
は
、
⑦
な
ぜ
題
名
に
神
様
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て

い
な
い
の
か
と
い
う
角
度
か
ら
、︿
神
様
﹀
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
。

　

学
習
者
の
意
見
は
、
二
つ
に
整
理
で
き
た
。

　

一
つ
は
、︿
神
様
﹀
の
存
在
意
義
が
変
化
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
前
作
で
の
神
様
と
い
う
存
在
は
、
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
て
ど
ん
な
も
の
か

分
か
ら
ず
︿
中
略
・
論
者
﹀、
今
作
で
は
っ
き
り
と
、
熊
と
人
間
は
違
う
と

断
言
さ
れ
た
こ
と
で
、
神
様
と
い
う
言
葉
は
前
作
と
意
味
が
変
わ
っ
て
し

ま
う
た
め
使
わ
な
か
っ
た
」

　

さ
ら
に
は
、「
も
と
も
と
、
神
様
と
し
て
存
在
し
て
い
る
ク
マ
を
描
い
た
物
語

だ
っ
た
が
、
そ
の
ク
マ
に
も
寿
命
が
き
て
、
神
様
と
し
て
存
在
で
き
な
く
な
っ
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て
し
ま
っ
た
」
等
、「
く
ま
」=「
神
」
と
い
う
見
方
か
ら
の
意
見
も
い
く
ら
か
出

さ
れ
た
。

　

も
う
一
つ
は
、
次
の
よ
う
に
作
者
が
こ
の
作
品
で
描
き
た
か
っ
た
こ
と
と
関

係
が
薄
い
と
い
う
意
見
で
あ
る
。

「「
草
上
の
昼
食
」
で
は
「
く
ま
」
の
神
様
の
こ
と
よ
り
も
、「
く
ま
」
自
身

の
こ
と
、「
く
ま
」
と
す
ご
し
た
時
間
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
」

「「
わ
た
し
」
の
前
で
は
出
来
る
だ
け
人
間
ら
し
く
し
よ
う
と
し
た
「
く
ま
」

を
、
題
名
で
く
ら
い
人
間
ら
し
く
表
し
た
か
っ
た
か
ら
」

　

学
習
者
の
意
見
は
、
本
文
か
ら
だ
け
で
は
︿
神
様
﹀
に
つ
い
て
、
深
く
掘
り

下
げ
て
い
く
の
は
難
し
い
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。

（
四
）「
わ
た
し
」
と
「
く
ま
」
の
関
係
性

　

学
習
者
は
、「
わ
た
し
」
の
人
物
像
に
関
し
て
、
次
に
示
す
よ
う
な
「
神
様
」

か
ら
の
変
化
を
認
め
て
い
る
。

「「
わ
た
し
」
の
感
情
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
神
様
」
で
は
無
口
で
無

表
情
だ
っ
た
。「
草
上
の
昼
食
」
で
は
笑
っ
た
り
泣
い
た
り
感
情
豊
か
に

な
っ
て
い
る
」

「
冷
静
と
い
う
よ
り
も
、
口
ベ
タ
な
だ
け
で
可
愛
ら
し
い
。
そ
ん
な
風
に
、

「
わ
た
し
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
少
し
変
わ
っ
た
」

「「
わ
た
し
」
が
「
く
ま
」
を
ひ
き
と
め
て
い
た
こ
と
に
驚
い
た
。」

「
最
後
に
泣
い
て
い
る
の
が
人
間
味
を
感
じ
て
び
っ
く
り
し
た
」。

　

吉
岡
（
2
0
0
5
）
は
、
こ
の
よ
う
な
学
習
者
達
の
見
方
と
は
異
な
っ
た
評

価
を
下
す
。
吉
岡
は
、「
神
様
」
を
、「「
く
ま
」
と
散
歩
を
し
た
の
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
何
の
変
化
も
起
き
な
か
っ
た
「
わ
た
し
」
の
物
語
」
75
だ
と
性
格
付
け

る
。「
草
上
の
昼
食
」
も
同
じ
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

「
わ
た
し
」
は
、「
く
ま
」
と
久
し
ぶ
り
に
「
散
歩
」
に
行
き
、「
く
ま
」
の

帰
郷
の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た
り
、
雷
雨
に
あ
っ
た
り
と
、
物
語
に
多
少
の

起
伏
は
あ
る
に
は
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
作
品
も
、「
わ
た
し
」
が
淡
々
と
非

日
常
を
受
け
て
入
れ
て
い
く
だ
け
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
75

　
「
わ
た
し
」
の
人
物
像
の
変
化
の
有
無
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
学
習
者
の
読
み

を
活
性
化
す
る
可
能
性
を
持
と
う
。「
わ
た
し
」
の
人
物
像
は
、「
草
上
の
昼
食
」

で
も
、
ま
だ
「
不
透
明
」
さ
が
残
る
。
特
に
、 

Ⅴ 

の
行
動
（「
く
ま
」
の
手
紙
を

読
ん
だ
後
の
涙
、
出
せ
な
か
っ
た
手
紙
、
熊
と
人
間
の
神
様
へ
の
祈
り
等
）
は
、

語
り
手
に
よ
る
意
味
付
け
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
を
ど
う
考
え
て
い
く

の
か
と
い
う
点
は
、
読
み
深
め
の
契
機
に
な
ろ
う
。

　

あ
わ
せ
て
、「
わ
た
し
」
と
「
く
ま
」
の
関
係
性
も
、
読
み
深
め
て
い
く
た
め

の
観
点
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
学
習
者
に
は
、「
人
間
界
に
慣
れ
よ
う
と
す
る
「
く

ま
」
と
、「
く
ま
」
に
慣
れ
よ
う
と
す
る
「
わ
た
し
」
の
す
れ
違
い
が
切
な
い
」

等
、
二
人
の
間
の
壁
を
感
じ
る
者
が
多
い
。

　

た
だ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
境
界
線
」
の
存
在
と
い
う
よ
り
も
、
お
互
い
を

思
い
合
う
心
ゆ
え
だ
と
い
う
と
ら
え
方
も
認
め
ら
れ
る
。

「「
わ
た
し
」
は
、
別
れ
を
す
な
お
に
受
け
入
れ
て
大
人
な
人
。「
わ
た
し
」

は
別
れ
た
く
な
い
が
、「
く
ま
」
の
気
持
ち
も
わ
か
る
。「
く
ま
」
の
気
持

ち
も
尊
重
し
て
い
る
。
一
方
、「
わ
た
し
」
に
危
害
を
与
え
る
く
ら
い
獣
化

す
る
前
に
安
ら
か
に
別
れ
た
か
っ
た
「
く
ま
」」。
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「「
わ
た
し
」
は
、
も
と
も
と
人
付
き
合
い
が
少
な
い
の
で
独
り
に
な
る
こ
と

は
悲
し
く
な
い
が
、「
く
ま
」
の
つ
ら
さ
を
思
っ
て
あ
り
の
ま
ま
の
「
く

ま
」
と
会
い
た
か
っ
た
」

　

二
人
は
、
わ
か
り
あ
え
て
い
る
の
か
と
い
う
点
は
、
授
業
の
中
で
も
、
さ
ら

に
深
く
掘
り
下
げ
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

五

　単
元
編
成
の
構
想

（
一
）「
神
様
」「
神
様
2
0
1
1
」「
草
上
の
昼
食
」
に
よ
る
小
説
単
元

　
「
神
様
」「
神
様
2
0
1
1
」「
草
上
の
昼
食
」
の
3
作
品
の
小
説
単
元
で
は
、

「
神
様
」
か
ら
読
み
始
め
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
の
次
の
教
材
に
関
し
て
は
、

後
日
譚
の
「
草
上
の
昼
食
」
に
進
む
、
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
の
「
神
様
2
0
1

1
」
に
進
む
、
と
い
う
両
方
の
パ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
る
。

　

冬
・
年
末
で
は
、
⑧「
神
様
」
の
次
に
読
む
作
品
と
し
て
、
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か

を
考
え
た
。
結
果
と
し
て
、
学
習
者
の
9
割
が
「
草
上
の
昼
食
」
を
選
ん
だ
。

「「
神
様
2
0
1
1
」
の
方
は
制
限
も
あ
り
、
生
き
方
が
あ
る
程
度
定
め
ら
れ

て
い
る
世
界
。「
草
上
の
昼
食
」
は
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
が
普
通
に
で
き
て
、

ち
ゃ
ん
と
別
れ
を
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
良
い
。
自
分
だ
っ
た
ら
、「
神
様

2
0
1
1
」
よ
り
も
「
草
上
の
昼
食
」
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
た
い
」

「
熊
の
神
様
に
つ
い
て
、「
わ
た
し
」
の
中
で
疑
問
が
解
決
し
て
い
る
。
す
っ

き
り
と
心
残
り
の
な
い
終
わ
り
方
で
あ
る
か
ら
。「
神
様
2
0
1
1
」
よ
り
、

ず
っ
と
幸
せ
で
温
か
い
思
い
出
が
「
わ
た
し
」
の
中
に
残
っ
て
終
わ
っ
た
」

　

先
の
加
藤
（
2
0
0
4
）
の
言
葉
を
援
用
す
れ
ば
、
学
習
者
は
「
意
味
付
け
」

を
支
持
す
る
者
が
多
数
派
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、
少
数
派
な
が
ら
、「
神
様
2
0
1
1
」
を
選
ぶ
者
も
い
た
。
そ
の
理
由

と
し
て
は
、「
大
切
な
人
と
離
れ
た
く
な
い
。「
神
様
2
0
1
1
」
の
よ
う
な
状

況
で
も
、
一
緒
に
い
ら
れ
る
な
ら
そ
っ
ち
を
選
ぶ
」
の
よ
う
に
、
別
れ
の
辛
さ

を
回
避
し
た
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
、「
同
じ
内
容
だ
け
ど
一
つ
の
出
来
事
で
生
活
が
一
変
し
て
し
ま
っ
て

考
え
さ
せ
ら
れ
る
話
だ
か
ら
」
と
い
う
よ
う
に
、「
あ
の
こ
と
」
の
意
味
を
深
く

考
え
ら
れ
る
こ
と
も
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

先
の
四
章
（
3
）
や
前
稿
で
の
検
討
か
ら
は
、︿
神
様
﹀
の
内
実
を
掘
り
下
げ

て
い
く
た
め
に
は
、
説
明
的
な
記
述
が
あ
る
「
草
上
の
昼
食
」
よ
り
も
、
過
酷

な
状
況
を
強
い
る
「
神
様
2
0
1
1
」
の
方
が
、
む
し
ろ
有
効
な
起
点
と
な
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

学
習
者
に
は
、「
草
上
の
昼
食
2
0
1
1
」
を
考
え
た
い
と
い
う
意
見
も
あ
っ

た
。
そ
ん
な
作
品
は
、
は
た
し
て
成
立
す
る
の
か
。
そ
の
作
品
の
中
で
は
「
わ

た
し
」
は
何
を
祈
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
考
察
は
、
あ
ま
り
に
空

想
的
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
学
習
者
の
︿
神
様
﹀
や
「
あ
の
こ

と
」
に
対
す
る
認
識
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）『
神
様
』
を
活
用
し
た
読
書
単
元

　
　

ア　
﹃
神
様
﹄
の
内
容

　

馬
場
（
2
0
1
3
）
は
、﹃
神
様
﹄
を
「
短
編
集
全
体
が
、「
わ
た
し
」
と
い

う
一
人
の
人
物
と
、
そ
の
周
り
に
現
れ
る
様
々
な
異
種
と
の
関
わ
り
を
描
く
一

続
き
の
物
語
で
あ
る
」
103
と
指
摘
す
る
。「
異
種
」
と
は
「
人
間
で
は
な
い
様
々

な
い
き
も
の
の
総
称
」
124
で
あ
る
。

　
﹃
神
様
﹄
の
9
編
に
は
、
異
種
だ
け
で
な
く
、「
わ
た
し
」
と
親
し
く
関
わ
る
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人
々
が
登
場
す
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
登
場
人
物
を
「
隣
人
」
と
呼
ぶ

こ
と
に
す
る
。
隣
人
は
、「
わ
た
し
」
と
同
じ
様
に
世
間
一
般
の
人
達
と
は
や
や

ズ
レ
た
面
を
持
つ
。
異
種
を
彷
彿
さ
せ
る
よ
う
な
不
思
議
さ
も
感
じ
る
。

　

後
掲
の
表
は
、
各
作
品
に
登
場
す
る
異
種
と
隣
人
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

イ　

読
書
単
元

　
﹃
神
様
﹄
を
活
用
し
た
読
書
単
元
と
し
て
は
、
二
つ
の
案
が
考
え
ら
れ
る
。

　

一
つ
は
、「
神
様
」「
草
上
の
昼
食
」
と
、
そ
れ
以
外
の
7
編
の
関
連
性
を
追

究
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
作
品
構
造
に
着
目
す
る
と
、﹃
神
様
﹄
の
収
録
作
の
ほ
と
ん
ど
は
、

「
草
上
の
昼
食
」
と
同
様
に
、「
わ
た
し
」
の
前
か
ら
、
異
種
・
隣
人
が
去
っ
て

行
く
と
い
う
共
通
性
を
持
つ
。
こ
の
点
は
、「
神
様
」「
草
上
の
昼
食
」
の
特
性

を
考
え
る
着
眼
点
と
な
ろ
う
。

　

比
較
検
討
す
る
作
品
を
限
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
花
野
」
は
、
そ
の

一
つ
の
候
補
に
な
る
。

　

こ
の
「
花
野
」
は
、「
わ
た
し
」
と
、
幽
霊
に
な
っ
た
叔
父
と
の
交
流
を
描
い

て
い
る
。
叔
父
か
ら
最
後
に
一
つ
願
い
を
叶
え
よ
う
と
言
わ
れ
て
、「
わ
た
し
」

は
「
最
後
の
午
餐
」
を
希
望
す
る
。
叔
父
は
、「
わ
た
し
」
に
勧
め
ら
れ
て
、
そ

ら
豆
を
美
味
し
く
食
べ
る
。
そ
し
て
、「
神
っ
て
い
う
の
は
、
そ
の
、
い
な
い
こ

と
も
な
い
も
の
な
の
か
も
し
れ
ん
な
」
と
言
っ
て
姿
を
消
す
。

　
「
花
野
」
と
「
草
上
の
昼
食
」
に
は
、
こ
の
世
で
「
わ
た
し
」
だ
け
が
、
熊
や

幽
霊
と
隔
た
り
の
無
い
時
間
を
過
ご
し
、
昼
食
（
午
餐
）
を
し
て
別
れ
る
と
い

う
共
通
点
が
あ
る
。
そ
の
他
の
設
定
は
異
な
る
。︿
神
（
様
）﹀
に
対
す
る
認
識

に
も
差
が
あ
る
。
両
作
品
の
比
較
を
通
し
て
得
ら
れ
る
も
の
は
多
く
あ
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
は
、「
草
上
の
昼
食
」
の
冒
頭
の
「
ひ
さ
し
ぶ
り
に
／
あ
い
か
わ
ら

ず
」
は
、「
神
様
」
か
ら
、

ど
の
程
度
の
時
間
が
経
過

し
て
い
る
の
か
を
分
析
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

表
に
示
し
た
よ
う
に
、

﹃
神
様
﹄
で
は
、
季
節
は
、

ほ
ぼ
順
番
通
り
に
進
行
す

る
。

　
「
く
ま
」
が
、
人
間
社

会
へ
の
適
応
に
勤
し
ん
で

い
る
間
、「
わ
た
し
」
も
、

異
種
や
隣
人
と
不
思
議
な

出
来
事
を
数
多
く
体
験
し

て
い
た
と
理
解
で
き
る
。

（
四
章
（
四
）
で
検
討
し

た
「
わ
た
し
」
の
変
化
も
、

「
く
ま
」
と
の
出
会
い
だ

け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
経

験
が
原
因
だ
と
も
推
測
で

き
る
。）

　
「
神
様
」
の
散
歩
は
、

「
暑
い
季
節
」
の
一
日

だ
っ
た
。「
草
上
の
昼
食
」

で
の
再
会
は
、
最
短
で
は

表

作品名（掲載順） 異　種 隣　人 作品中の季節
神様 くま 夏
夏休み 3匹の小さなもの 原田さん 夏→夏の終わり
花野 幽霊になった叔父 秋
河童玉 河童 ウテナさん 〈記載無し〉
クリスマス コスミスミコ（壺中の幽霊） ウテナさん 冬・クリスマス
星の光は昔の光 コスミスミコ えび男くん 暮れ・正月→一月半ば
春立つ 雪の季節だけ会える男 カナエさん 二月立春→四月春（桜）
離さない 人魚 エノモトさん 春（桜）→若葉の頃
草上の昼食 くま 春→夏
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翌
年
の
春
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
理
解
す
る
の
は
、「
く
ま
」
の
変
化
（
身

体
の
成
熟
、
自
動
車
免
許
の
取
得
、
料
理
の
上
達
等
）
か
ら
考
え
る
と
短
す
ぎ

る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、「
わ
た
し
」
と
「
く
ま
」
の
関
係
が
希
薄
に
な
る
ほ

ど
年
数
が
経
っ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。

　
﹃
神
様
﹄
全
体
の
時
間
進
行
は
、「
わ
た
し
」
の
人
物
像
を
外
部
か
ら
分
析
す

る
重
要
な
観
点
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
観
点
と
し
て
の
有
効
性
を
測
る
た
め

に
は
、﹃
神
様
﹄
は
連
作
短
編
集
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
本
当
に
収
録
順
に
時
間

は
進
行
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
、
先
ず
吟
味
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
三
）「
神
様
」「
神
様
2
0
1
1
」「
山
月
記
」
に
よ
る
小
説
単
元

　

清
水
（
2
0
1
6
）
は
、「
草
上
の
昼
食
」
の
「
く
ま
」
と
「
わ
た
し
」
の
別

れ
の
場
面
に
つ
い
て
「
木
霊
の
よ
う
に
重
な
る
小
説
的
記
憶
が
あ
る
。
中
島
敦

の
﹃
山
月
記
﹄
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
あ
る
」
229
と
し
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

こ
う
し
て
く
ま
は
名
前
も
住
所
も
持
た
な
い
「
獣
」
に
還
り
、「
熊
の
神
」

に
近
づ
く
。
エ
イ
リ
ア
ン
と
し
て
緊
張
と
努
力
を
重
ね
て
生
き
る
生
活
か

ら
、
彼
は
よ
う
や
く
解
放
さ
れ
た
。
そ
の
記
憶
と
心
さ
え
、
や
が
て
彼
か

ら
消
え
果
て
る
だ
ろ
う
。
229

こ
の
﹃
山
月
記
﹄
に
お
け
る
李
徴
の
獣
の
咆
哮
は
、
異
類
に
堕
ち
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
自
ら
の
宿
業
を
悲
嘆
す
る
声
で
あ
る
。
し
か
し
﹃
神
様
﹄
を

締
め
く
く
る
く
ま
の
咆
哮
は
、
エ
イ
リ
ア
ン
と
し
て
の
人
の
世
に
生
き
る

こ
と
を
断
念
し
た
彼
の
無
念
の
叫
び
で
あ
り
、
同
時
に
獣
に
立
ち
返
っ
て

生
き
な
お
す
決
意
を
こ
め
た
雄
叫
び
で
も
あ
る
。
230

　
「
李
徴
」
と
「
く
ま
」
に
は
、
原
因
は
大
き
く
異
な
る
が
、
人
間
社
会
か
ら
不

本
意
な
が
ら
離
脱
す
る
と
い
う
共
通
点
が
、
指
摘
の
通
り
確
か
に
存
す
る
。

　

さ
ら
に
、
清
水
は
、「
袁
參
」
や
「
わ
た
し
」
の
存
在
に
も
注
目
す
る
。

袁
參
は
健
全
な
生
活
者
の
側
か
ら
、「
狼
疾
」
ゆ
え
に
獣
と
な
っ
た
友
の
悲

劇
を
、
証
人
と
し
て
眺
め
る
ほ
か
な
い
。
231

彼
女
も
ま
た
ヒ
ト
と
し
て
生
き
て
い
た
自
己
か
ら
「
抜
け
て
」
き
た
存
在

で
あ
る
。
し
か
し
「
わ
た
し
」
は
、
そ
の
ま
ま
こ
の
世
界
に
留
ま
り
つ
づ

け
る
の
だ
。
ヒ
ト
の
姿
を
し
た
「
異
類
」
で
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
「
わ
た

し
」
の
ほ
う
で
あ
る
。
231

　
「
神
様
」
と
「
山
月
記
」
の
作
品
内
容
に
は
、
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
。
両
者

を
直
接
結
び
付
け
る
の
は
難
し
い
。
し
か
し
、
二
作
品
の
間
に
、「
草
上
の
昼

食
」
を
挟
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
興
味
深
い
小
説
単
元
の
誕
生
が
期
待
で
き
る
。

　
「
わ
た
し
」「
く
ま
」「
李
徴
」「
袁
參
」
と
い
う
四
者
を
、
ど
の
よ
う
に
関
係

付
け
る
か
。
そ
の
点
に
、
こ
れ
ら
の
教
材
を
読
み
合
わ
せ
る
大
き
な
意
味
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

六

　一
年
間
の
単
元
学
習
の
振
り
返
り

　

年
度
末
・
三
月
の
③
一
年
間
の
単
元
学
習
を
振
り
返
る
と
い
う
課
題
に
対
し

て
、
学
習
者
達
は
、「
コ
ロ
ナ
禍
に
読
む
こ
と
で
一
層
考
え
が
深
ま
っ
た
。
き
っ

と
普
通
の
生
活
の
中
で
読
ん
だ
だ
け
で
は
、
こ
ん
な
に
世
界
の
変
化
が
怖
い
と

は
思
わ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
」
と
、
当
時
の
日
常
生
活
の
状
況
を
ふ
ま
え
て
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内
省
し
た
上
で
、
書
く
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
。

　

失
わ
れ
た
時
間
に
つ
い
て
、
ど
う
と
ら
え
て
い
け
ば
良
い
の
か
。
学
習
者
の

多
く
は
、「
時
間
軸
（
過
去
・
現
在
・
未
来
）」
を
テ
ー
マ
と
し
て
意
見
を
ま
と

め
て
い
た
（
ⓐ
・
ⓑ
）。

ⓐ
各
作
品
で
「
く
ま
」
と
「
わ
た
し
」
の
関
係
は
置
か
れ
て
い
る
ま
わ
り
の

環
境
に
よ
っ
て
、
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
変
わ
ら
な
い
所
が

あ
る
と
思
っ
た
。
環
境
が
変
わ
っ
て
も
、
変
わ
っ
て
は
い
け
な
い
人
と
の

関
係
や
、
変
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
も
の
も
あ
る
な
と
思
っ
た
。
そ

う
や
っ
て
変
わ
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
も
あ
る
か
ら
、
今
を
大

事
に
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
た
。
未
来
を
考
え
る
こ
と
や
変
え
る
と

い
う
こ
と
は
、
今
や
過
去
を
見
つ
め
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
、
未
来
を
変

え
る
こ
と
は
、
今
通
り
す
ぎ
て
い
く
過
去
（
今
）
を
変
え
る
こ
と
に
な
る
。

コ
ロ
ナ
禍
の
今
も
、
そ
う
い
う
風
に
考
え
な
い
と
い
け
な
い
。

ⓑ
コ
ロ
ナ
で
世
の
中
が
大
き
く
変
化
し
た
。
高
校
生
と
い
う
、
こ
れ
か
ら
大

人
に
な
る
た
め
の
大
事
な
時
期
に
、
大
切
な
時
間
・
モ
ノ
を
奪
わ
れ
た
と

思
っ
た
。
し
か
し
、
こ
ん
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
あ
っ
て
も
立
派
な
人
間
に

な
っ
た
ん
だ
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
た
い
。
コ
ロ
ナ
の
せ
い
で
と
過
去
を

後
悔
に
す
る
の
で
は
な
く
、
コ
ロ
ナ
を
乗
り
こ
え
た
と
自
信
を
も
っ
て
言

え
る
過
去
に
し
た
い
。「
神
様
」
は
い
ろ
ん
な
見
方
が
で
き
て
、
読
む
の
が

難
し
か
っ
た
け
ど
、
自
分
な
り
に
考
え
を
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

学
習
者
は
、
時
間
だ
け
で
な
く
、
先
の
ⓐ
の
前
半
に
も
あ
る
よ
う
に
、
人
と

人
と
の
関
係
や
出
会
い
の
意
味
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
っ
た
（
ⓒ
）。

ⓒ
私
は
こ
の
一
年
、「
く
ま
」
と
「
わ
た
し
」
が
出
会
っ
た
意
味
に
つ
い
て
考

え
た
。「
神
様
」
の
意
味
や
「
お
め
で
と
う
」
の
人
物
を
考
え
て
い
く
中
で
、

作
者
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
「
く
ま
」
と
「
わ
た
し
」
を
出
会
わ
せ
た

の
だ
ろ
う
か
。
も
う
す
ぐ
二
年
生
も
終
わ
る
が
、
今
出
会
っ
た
人
た
ち
と

出
会
え
た
こ
と
に
感
謝
し
よ
う
と
思
っ
た
。
出
会
わ
な
か
っ
た
ら
起
こ
ら

な
か
っ
た
事
が
す
べ
て
な
の
だ
と
考
え
る
と
、「
出
会
っ
た
意
味
」
に
つ
い

て
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　
「
神
様
」「
神
様
2
0
1
1
」
に
加
え
て
、
下
半
期
に
「
草
上
の
昼
食
」「
あ
り

が
と
う
」
を
読
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、「
時
間
」
や
「
関
係
」
に
つ
い
て
の
学
習

者
の
認
識
は
よ
り
深
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
思
索
の
延
長
線
上
に
、︿
共
生
・
共
存
・
連
帯
﹀
と
い
う
よ
う
な

見
方
も
生
ま
れ
て
い
る
（
ⓓ
）。

ⓓ
今
生
き
て
い
る
中
で
起
こ
っ
た
こ
と
を
細
か
く
覚
え
続
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
だ
か
ら
、
過
去
が
い
つ
の
間
に
か
変
わ
っ
て
し
ま
い
事
実
と
異
な

る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い

よ
う
に
一
つ
一
つ
の
出
来
事
を
手
紙
や
詩
な
ど
で
書
き
表
す
こ
と
で
形
と

し
て
残
り
真
実
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
伝
え
た
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
私
た
ち
人
間
は
、
何
事
も
人
間
の
視
点
か
ら
見
て
し
ま
う
。
し

か
し
他
の
生
き
物
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
待
つ
視
点
が
あ
る
。
だ
か
ら
他
の

視
点
か
ら
物
事
を
見
る
大
切
さ
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ⓓ
の
前
半
は
、
単
元
学
習
を
通
し
て
辿
り
着
い
た
新
た
な
認
識
内
容
を
ま
と
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め
て
い
る
。
同
じ
様
に
、
今
回
の
学
習
を
通
し
て
得
た
、
自
分
の
発
見
（
世
界

観
）
を
表
し
た
者
も
少
な
く
な
い
（
ⓔ
・
ⓕ
）。

ⓔ「
神
様
」
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
気
づ
か
な
か
っ
た
り
考
え
な
か
っ
た
り
し
た

こ
と
が
、「
神
様
2
0
1
1
」
や
「
草
上
の
昼
食
」「
お
め
で
と
う
」
と

い
っ
た
作
品
を
通
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
沢
山
見
つ
か
り
面
白
い
と
感
じ
た
。

自
分
な
り
に
解
釈
し
て
い
く
中
で
、
私
自
身
の
物
事
に
対
す
る
捉
え
方
も

再
認
識
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
ど
ん
な
状
況
で
も
、
ど
ん
な
世
界
で
も
変

わ
る
も
の
も
変
わ
ら
な
い
も
の
も
あ
る
の
だ
と
感
じ
た
。
何
が
あ
っ
て
も

確
か
に
時
間
は
流
れ
る
し
生
物
も
存
在
し
て
い
く
か
ら
、
嘆
く
で
も
悲
し

む
で
も
な
く
、
そ
の
変
化
も
今
も
大
切
に
で
き
た
ら
良
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。

ⓕ
一
年
間
「
神
様
」
を
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
は
、
人
間
は
多
様
な
考
え
を
人

そ
れ
ぞ
れ
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
同
じ
文
を
読
ん
で
い
る
の
に
、

同
じ
人
間
な
の
に
、
意
見
は
異
な
る
。
と
な
る
と
、
世
界
で
ま
だ
紛
争
が

続
く
理
由
が
分
か
る
気
が
す
る
。
人
は
皆
、
自
分
の
考
え
で
正
義
を
も
っ

て
戦
っ
て
い
る
。
自
分
が
正
し
い
、
自
分
た
ち
が
正
し
い
と
思
い
込
む
だ

け
で
な
く
、
考
え
方
・
と
ら
え
方
は
多
様
だ
か
ら
こ
こ
ま
で
人
類
は
進
化

し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
を
胸
に
き
ざ
む
今
。

七

　終
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、「
草
上
の
昼
食
」
の
教
材
性
の
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
特
質
を
具

体
的
に
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
複
数
の
単
元
編
成
案
を
構
想
し
、「
草
上
の
昼

食
」
と
他
の
教
材
と
読
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
益
な
学
習
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　

今
回
の
検
討
に
当
た
っ
て
も
、
前
稿
と
同
様
に
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
さ
れ

た
学
習
者
の
読
み
取
り
内
容
を
研
究
資
料
と
し
た
。

　

下
半
期
は
、
上
半
期
以
上
に
時
間
的
な
制
約
が
厳
し
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

教
材
を
時
間
を
か
け
て
読
み
返
す
こ
と
や
、
先
行
研
究
を
教
材
化
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
十
分
な
時
間
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
今
回
記
述
内
容
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
者
の

読
み
手
と
し
て
の
成
長
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
数
値
化
し
て
伸
長
度
を

測
る
の
は
困
難
な
が
ら
、
学
習
者
達
は
、
上
半
期
の
経
験
を
活
か
し
、
協
同
し

な
が
ら
読
む
・
考
え
る
・
書
く
活
動
を
質
高
く
行
う
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

　

石
井
（
2
0
2
1
）
は
、
対
話
的
な
学
び
の
特
徴
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
対
話
」
は
互
恵
的
学
び
を
生
み
出
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
の
さ
ま
ざ
ま
な

考
え
を
突
き
合
わ
せ
、
真
摯
に
し
か
し
柔
軟
に
、
と
も
に
よ
り
よ
い
学
び

を
目
指
し
て
向
か
い
合
っ
て
行
う
の
が
「
対
話
」
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、

そ
の
言
葉
の
往
来
に
よ
っ
て
、
対
話
に
参
加
し
た
各
人
に
こ
れ
ま
で
に
は

気
付
き
や
感
慨
や
喜
び
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
互
恵
的
学
び

で
あ
り
、
も
っ
と
も
理
想
的
な
「
対
話
」
だ
と
言
え
る
。
174

　

研
究
資
料
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
以
上
に
、
教
室
の
中
で
耳
に
し
た
対
話
の
中
で

は
、
さ
ら
に
鋭
敏
な
読
み
が
語
り
合
わ
れ
て
い
た
。

　

作
品
の
細
部
の
読
み
が
、
次
の
読
み
深
め
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
ま
た
、
六
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章
で
紹
介
し
た
「
ま
と
め
」
の
内
容
を
共
有
す
る
こ
と
が
、
次
の
着
想
を
生
む
。

そ
の
よ
う
な
学
び
の
場
を
生
み
出
せ
る
よ
う
な
単
元
の
創
造
に
今
後
も
取
り
組

み
た
い
。
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