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一 

は
じ
め
に 

  

三
島
由
紀
夫
『
夏
子
の
冒
険
』
（
『
週
刊
朝
日
』
一
九
五
一
年
八
月
五
日
〜
十

一
月
二
十
五
日
）
は
、
「
あ
た
く
し
修
道
院
へ
入
る
」
と
い
う
夏
子
の
唐
突
な
宣

言
で
始
ま
る
。
二
十
歳
に
な
る
令
嬢
の
松
浦
夏
子
は
、
何
不
自
由
の
な
い
東
京
で

の
生
活
や
周
囲
の
男
た
ち
の
凡
庸
さ
に
飽
き
果
て
、
突
然
に
函
館
の
修
道
院
に
入

る
こ
と
宣
言
し
、
穏
や
か
な
家
族
団
欒
の
朝
食
の
場
を
騒
然
と
さ
せ
る
。
頑
固
な

と
こ
ろ
の
あ
る
娘
の
宣
言
を
、
家
人
は
渋
々
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
。
修
道
院
ま

で
見
送
り
の
た
め
に
付
き
添
う
母
、
祖
母
、
叔
母
と
と
も
に
函
館
へ
向
か
う
船
上

で
、
夏
子
は
猟
銃
を
持
っ
た
青
年
井
田
毅
と
出
会
う
。
毅
は
、
自
分
の
恋
人
を
惨

殺
し
た
熊
を
し
と
め
る
た
め
に
北
海
道
に
赴
く
こ
と
を
夏
子
に
打
ち
明
け
る
。
復

讐
の
情
熱
を
抱
い
た
毅
に
惹
か
れ
た
夏
子
は
、
修
道
院
行
き
を
止
め
て
母
親
ら
同

行
者
か
ら
行
方
を
く
ら
ま
し
、
北
海
道
の
自
然
の
な
か
を
熊
を
求
め
て
毅
と
と
も

に
冒
険
旅
行
を
展
開
す
る
。
母
親
た
ち
三
人
は
、
慣
れ
な
い
北
海
道
で
夏
子
を
探

し
て
右
往
左
往
の
珍
道
中
を
繰
り
広
げ
る
。
行
動
を
共
に
す
る
う
ち
に
二
人
は
互

い
に
惹
か
れ
合
う
が
、
熊
を
し
と
め
る
目
的
を
達
す
る
ま
で
は
純
潔
を
守
り
通
す
。

つ
い
に
毅
は
熊
を
倒
し
た
が
、
そ
の
目
的
を
果
た
し
た
途
端
に
情
熱
を
失
っ
た
毅

の
姿
が
こ
れ
ま
で
の
男
た
ち
と
同
様
に
凡
庸
な
も
の
に
夏
子
は
感
じ
ら
れ
、
毅
と

の
未
来
に
待
ち
構
え
て
い
る
生
活
と
決
別
し
、
再
び
函
館
の
修
道
院
に
入
る
こ
と

を
宣
言
す
る
。 

 

周
囲
を
振
り
回
す
よ
う
な
夏
子
の
行
動
力
の
源
泉
は
情
熱
で
あ
る
。
「
夏
子
の

眠
つ
て
ゐ
る
情
熱
は
、
よ
ほ
ど
烈
し
い
強
力
な
も
の
だ
つ
た
の
で
、
そ
れ
と
同
じ

烈
し
さ
同
じ
強
さ
を
も
つ
た
情
熱
と
し
か
共
鳴
し
な
い
性
質
を
も
つ
て
ゐ
た
」
と

い
う
夏
子
の
情
熱
か
ら
も
た
さ
れ
る
「
詩
人
の
霊
感
」
こ
そ
が
、
彼
女
の
行
動
原

理
で
あ
る
。
夏
子
は
自
分
の
情
熱
と
共
鳴
す
る
も
の
が
東
京
の
生
活
に
は
な
い
こ

と
を
悟
り
、
逆
説
的
に
修
道
院
で
の
生
活
に
こ
そ
情
熱
の
発
露
を
求
め
る
。
し
か

し
、
毅
と
の
偶
然
の
出
会
い
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
命
懸
け
の
冒
険
は
、
情
熱

を
か
け
る
よ
う
な
人
生
の
可
能
性
を
見
極
め
る
試
み
で
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人

生
は
現
実
世
界
で
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
旅
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
夏
子
の
情
熱
が
、
現
実
世
界
で
の
冒
険
と
い
う
行
動
か
ら
修
道
院
と
い
う
精

神
世
界
の
な
か
へ
遁
走
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
る
。 

『
夏
子
の
冒
険
』
は
、
こ
れ
ま
で
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

木
村
康
男
が
「
モ
ダ
ン
で
軽
妙
な
タ
ッ
チ
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ

」
（
１
）

と
解

説
し
て
い
る
よ
う
に
、
週
刊
誌
の
連
載
小
説
と
し
て
三
島
が
軽
く
書
い
た
も
の
と

み
な
さ
れ
て
き
た
。
松
本
鶴
雄
も
「
大
衆
的
な
喜
劇
、
ユ
ー
モ
ア
に
溢
れ
て
い
る
」

と
い
う
大
衆
小
説
と
し
て
の
評
価
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
「
井
田
を
見
る
夏
子
の
眼

三
島
由
紀
夫
『
夏
子
の
冒
険
』
の
北
海
道

― 

掲
載
誌
『
週
刊
朝
日
』
か
ら
考
え
る

中　

元　

さ
お
り
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に
三
島
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
イ
ロ
ニ
ー
が
横
溢
し
て
い
る

」
（
２
）

と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
近
年
で
は
村
上
春
樹
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
と
関
連
づ
け
た
論
考
も
み
ら

れ
る
。

（

３

）

髙
澤
秀
次
は
、
村
上
の
作
品
は
「
三
島
の
死
後
、
そ
の
「
冒
険
」
の
不
可

能
性
の
意
味
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
こ
の
作
品
の
大
が
か
り
な
パ
ロ
デ
ィ
化
を
試

み
た
」
と
し
、
「
こ
の
作
品
で
村
上
は
、
戦
後
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
の
冒
険
の

不
可
能
を
、
三
島
の
死
を
媒
介
に
再
度
喚
起
し
て
い
る
の
だ

」
（
４
）

と
論
じ
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
夏
子
を
突
き
動
か
し
て
い
く
情
熱
に
つ
い
て
大
澤
真
幸
は
「
す
で
に
、

理
想
を
理
想
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
の
困
難
を
表
現
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
約
二
〇
年
後
に
三
島
は
、
実
際
に
、
理
想
の
時
代
の
破
綻
を
自

ら
の
自
殺
を
も
っ
て
体
現
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
へ
と
向
か
う
問
題

意
識
は
、
こ
の
時
点
で
、
無
意
識
の
内
に
孕
ま
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
」

（

５

）

と

指
摘
し
て
い
る
。 

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
夏
子
の
烈
し
い
情
熱
を
か
た
む
け
る
に
値
す
る
も
の

は
現
実
に
は
見
出
せ
ず
、
結
局
、
修
道
院
と
い
う
精
神
的
な
世
界
へ
と
向
か
っ
て

い
く
。
つ
ま
り
、
最
終
的
に
夏
子
が
選
択
す
る
世
界
が
、
男
性
不
在
の
精
神
世
界

で
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
夏
子
の
情
熱
は
、
恋
愛
や
結
婚
と
い
う
形
を
と
る
こ

と
で
、
常
に
男
性
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ

そ
、
凡
庸
な
男
た
ち
に
囲
ま
れ
た
人
生
へ
倦
み
果
て
た
わ
け
だ
が
、
男
た
ち
が
体

現
す
る
よ
う
な
現
実
世
界
を
切
り
捨
て
、
修
道
院
と
い
う
会
話
す
ら
禁
じ
ら
れ
た

女
性
だ
け
の
精
神
世
界
へ
と
向
か
う
。
夏
子
の
情
熱
は
、
修
道
院
と
い
う
空
間
で

神
を
通
し
て
こ
そ
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
賭
け
る
の
だ
。
俗
世
間
に
ま

み
れ
た
現
実
の
男
た
ち
で
は
な
く
、
絶
対
的
な
神
へ
の
奉
仕
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ

る
情
熱
へ
。
現
実
へ
の
深
い
失
望
か
ら
、
絶
対
的
な
存
在
に
捧
げ
る
も
の
と
し
て

新
た
な
世
界
を
見
出
し
て
い
く
と
い
う
夏
子
の
変
貌
に
、
そ
の
後
の
三
島
の
作
品

の
萌
芽
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（

６

） 

 

『
夏
子
の
冒
険
』
に
お
け
る
影
響
関
係
を
考
察
し
た
鈴
木
千
祥
は
、
三
島
に
よ

る
メ
リ
メ
『
カ
ル
メ
ン
』
や
菊
田
一
夫
の
映
画
「
リ
ラ
の
花
忘
れ
じ
」
（
一
九
四

七
年
公
開
）
歌
謡
曲
「
イ
ヨ
マ
ン
テ
の
夜
」
（
一
九
四
九
年
）
、
ま
た
『
竹
取
物

語
』
や
谷
崎
潤
一
郎
『
細
雪
』
（
一
九
四
六
〜
一
九
四
九
年
）
な
ど
の
受
容
に
つ

い
て
指
摘
し
て
い
る
。
鈴
木
は
「
西
洋
か
ら
日
本
の
古
典
ま
で
幅
広
く
摂
取
し
て

お
り
、
三
島
は
そ
れ
ら
を
自
由
に
飛
躍
さ
せ
、
こ
の
作
品
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン

ト
性
を
高
め
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
当
時
の
映
画
や
歌
謡
曲
か
ら
、
大
衆
に

と
っ
て
既
知
の
事
実─

─

〈
北
海
道
〉
、
〈
ア
イ
ヌ
〉
、
〈
熊
〉
、
〈
修
道
院
〉

な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
を
巧
み
に
利
用
し
、

構
成
し
た
の
で
あ
る
」
と
、
『
夏
子
の
冒
険
』
の
背
後
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
表
象

と
の
影
響
関
係
を
検
証
し
て
い
る
。

（

７

） 

 

近
年
、
少
し
ず
つ
論
じ
ら
れ
始
め
た
『
夏
子
の
冒
険
』
だ
が
、
本
論
で
は
掲
載

誌
の
『
週
刊
朝
日
』
に
注
目
し
て
、
読
者
の
反
応
を
手
が
か
り
に
『
夏
子
の
冒
険
』

で
の
北
海
道
描
写
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 
 

二 

『
夏
子
の
冒
険
』
連
載
の
背
景 

  

『
週
刊
朝
日
』
一
九
五
一
年
八
月
五
日
か
ら
十
一
月
二
十
五
日
に
か
け
て
掲
載

さ
れ
た
『
夏
子
の
冒
険
』
は
、
三
島
に
と
っ
て
初
め
て
の
週
刊
誌
で
の
連
載
小
説

で
あ
る
。
吉
川
英
治
の
『
新
・
平
家
今
昔
紀
行
』
の
連
載
終
了
に
代
わ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
吉
川
は
小
説
『
新
・
平
家
物
語
』
を
一
九
五
〇
年
四
月
か
ら
連
載
し
て

い
た
が
、
執
筆
の
た
め
の
取
材
旅
行
を
紀
行
文
と
し
て
併
載
し
た
の
が
『
新
・
平

家
今
昔
紀
行
』
で
あ
る
。
ス
ピ
ン
オ
フ
と
し
て
の
紀
行
文
が
同
時
に
連
載
さ
れ
て
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い
た
こ
と
か
ら
も
、
『
新
・
平
家
物
語
』
の
人
気
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。
実
際

に
、
吉
川
の
『
新
・
平
家
物
語
』
は
『
週
刊
朝
日
』
の
看
板
と
し
て
約
七
年
も
の

長
期
連
載
小
説
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
る
と
、
吉
川
の
紀
行
文
と
交

代
し
て
連
載
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
三
島
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
小
さ
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。 

 

『
夏
子
の
冒
険
』
の
連
載
ス
タ
ー
ト
を
告
知
す
る
「
お
知
ら
せ
」
欄
（
一
九
五

一
年
七
月
二
十
九
日
号
）
で
は
、
「
い
よ
〳
〵
、
現
文
壇
の
ホ
ー
プ
、
三
島
由
紀

夫
氏
の
現
代
小
説
「
夏
子
の
冒
険
」
を
連
載
い
た
し
ま
す
」
と
い
う
編
集
部
の
言

葉
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
三
島
作
品
に
は
「
現
文
壇
の
ホ
ー
プ
」
、
つ
ま
り
若
手

の
作
家
に
よ
る
「
現
代
小
説
」
と
し
て
、
吉
川
作
品
と
の
明
確
な
棲
み
分
け
が
は

か
れ
る
よ
う
な
も
の
が
期
待
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
『
夏
子
の
冒
険
』

の
挿
絵
を
当
時
絵
画
界
の
重
鎮
で
あ
っ
た
猪
熊
弦
一
郎
が
担
当
し
た
こ
と
か
ら

も
、
三
島
作
品
に
寄
せ
る
編
集
部
の
期
待
の
大
き
さ
が
分
か
る
。
三
島
は
『
仮
面

の
告
白
』
（
一
九
四
九
年
七
月
）
な
ど
で
新
人
作
家
と
し
て
文
壇
の
注
目
を
集
め

て
い
た
が
、
『
週
刊
朝
日
』
と
い
う
メ
ジ
ャ
ー
週
刊
誌
で
の
連
載
は
、
三
島
に
と

っ
て
も
新
た
な
挑
戦
で
あ
り
、
知
名
度
と
活
躍
の
幅
を
広
げ
る
大
き
な
チ
ャ
ン
ス

だ
っ
た
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
、
『
夏
子
の
冒
険
』
が
連
載
さ
れ
て
い
た
一
九
五

一
年
時
点
で
は
、
週
刊
誌
は
朝
日
新
聞
社
の
『
週
刊
朝
日
』
と
毎
日
新
聞
社
の
『
サ

ン
デ
ー
毎
日
』
の
二
誌
し
か
発
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
五
六
年

に
新
潮
社
の
『
週
刊
新
潮
』
、
一
九
五
八
年
以
降
に
は
続
々
と
女
性
週
刊
誌
が
発

刊
さ
れ
、
〈
週
刊
誌
ブ
ー
ム
〉
が
到
来
す
る
。 

 

三
島
は
連
載
開
始
を
告
知
す
る
「
お
知
ら
せ
」
欄
で
、
次
の
よ
う
な
「
作
者
の

言
葉
」
を
語
っ
て
い
る
。 

 

 

今
度
の
小
説
は
、
今
ま
で
私
の
畑
で
あ
つ
た
都
会
趣
味
の
心
理
小
説
か
ら

離
れ
た
、
か
な
り
荒
つ
ぽ
い
題
材
の
も
の
で
あ
る
。
む
か
し
か
ら
メ
リ
メ
の

小
説
を
愛
読
し
て
い
た
か
ら
、
そ
う
い
う
題
材
に
は
興
味
が
あ
つ
た
の
だ
が
、

不
勉
強
で
、
背
景
に
な
る
地
方
の
調
査
な
ど
が
面
倒
な
た
め
に
手
が
届
か
な

い
で
い
た
。
は
じ
め
て
機
会
を
得
た
の
で
、
私
は
こ
う
い
う
題
材
に
と
り
く

む
意
気
込
を
改
め
て
持
つ
た
。
舞
台
は
北
海
道
だ
が
、
主
人
公
の
若
い
男
女

は
都
会
人
で
あ
る
。
し
か
し
都
会
の
中
に
は
若
い
彼
ら
が
あ
ふ
れ
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
ぶ
つ
け
る
に
足
る
対
象
が
み
つ
か
ら
な
い
。
彼
ら
は
別
々
の
夢
を
も

つ
て
東
京
を
出
て
く
る
。
こ
の
若
若
し
い
青
春
の
は
け
口
を
託
す
る
に
足
る

夢
を
、
今
の
時
代
が
与
え
て
く
れ
な
い
こ
と
が
不
満
な
の
で
あ
る
。 

 

私
は
現
在
の
日
本
に
多
少
と
も
外
地
に
ち
か
い
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る

北
海
道
の
湖
や
森
の
な
か
に
、
彼
ら
の
夢
を
追
つ
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。 

 

彼
ら
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
か
ぶ
れ
た
脱
線
旅
行
を
、
苦
笑
し
た
り
皮
肉

つ
た
り
し
な
い
で
追
つ
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。
野
宿
の
恋
人
同
士
が
夜
半
目
を

さ
ま
し
て
仰
ぐ
星
は
、
ど
の
星
座
の
星
が
よ
か
ろ
う
か
？ 

大
熊
座
の
星
が

い
い
だ
ろ
う
か
？ 

か
れ
ら
の
情
熱
は
熊
の
形
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

三
島
に
と
っ
て
こ
の
連
載
は
、
「
都
会
趣
味
の
心
理
小
説
」
か
ら
脱
し
た
若
者

の
行
動
を
中
心
に
描
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
「
現
在
の
日
本
に
多
少
と
も
外
地
に

ち
か
い
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
北
海
道
の
湖
や
森
」
を
作
品
の
舞
台
と
す
る
こ

と
な
ど
新
た
な
挑
戦
と
な
る
作
品
で
あ
り
、
「
文
壇
の
ホ
ー
プ
」
と
し
て
現
代
的

な
小
説
を
書
こ
う
と
い
う
若
手
作
家
と
し
て
の
三
島
の
意
気
込
み
が
伝
わ
っ
て
く

る
。 
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三 

『
週
刊
朝
日
』
の
読
者
層
に
つ
い
て 

 
戦
後
の
『
週
刊
朝
日
』
の
舞
台
裏
を
知
る
高
橋
呉
郎
に
よ
る
と
、
同
誌
の
黄
金

期
は
一
九
五
七
年
と
い
わ
れ
、
翌
一
九
五
八
年
の
新
年
号
は
百
五
十
万
部
の
発
行

を
誇
っ
て
お
り
、
「
日
本
の
週
刊
誌
界
で
、
こ
の
数
字
は
、
い
ま
だ
に
破
ら
れ
て

い
な
い

」
（
８
）

よ
う
で
あ
る
。
『
夏
子
の
冒
険
』
は
『
週
刊
朝
日
』
が
黄
金
期
に
向
か

っ
て
勢
い
を
増
し
始
め
た
時
期
に
連
載
さ
れ
た
。 

一
九
四
七
年
七
月
か
ら
編
集
に
携
わ
っ
た
扇
谷
正
造
が
想
定
し
た
『
週
刊
朝
日
』

の
読
者
層
と
編
集
方
針
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

 

扇
谷
は
読
者
層
の
大
き
な
部
分
に
家
庭
の
主
婦
を
意
識
し
た
。
そ
の
編
集

方
針
は
「
週
刊
朝
日
」
が
家
庭
で
読
ま
れ
る
雑
誌
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し

て
い
る
。
扇
谷
自
身
は
「
ホ
ー
ム
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
と
い
う
言
葉
を
つ
か
っ

て
い
な
い
け
れ
ど
、
ホ
ー
ム
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
王
国
を
築
い
た
。 

 

扇
谷
は
当
初
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
い
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
売
れ
る
雑
誌

を
つ
く
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
も
ニ
ュ
ー
ス
の
内
と
思
っ

て
い
た
。
そ
れ
が
、
徐
々
に
ホ
ー
ム
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
に
移
っ
て
い
く
。
そ
の

最
大
の
要
因
は
『
新
・
平
家
物
語
』
に
あ
っ
た
。
『
新
・
平
家
』
の
読
者
は

中
学
生
か
ら
、
か
つ
て
『
宮
本
武
蔵
』
を
愛
読
し
た
お
年
寄
り
に
ま
で
及
ん

で
い
る
。
宅
配
が
全
部
数
の
四
割
も
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
読

者
を
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
扇
谷
は
女
性
読
者
を
意
識
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。

（

９

） 

 

吉
川
英
治
『
新
・
平
家
物
語
』
（
一
九
五
〇
年
四
月
〜
一
九
五
七
年
二
月
、
全

三
五
五
回
）
と
連
載
の
時
期
が
重
な
る
『
夏
子
の
冒
険
』
も
、
も
ち
ろ
ん
想
定
す

る
読
者
層
は
同
じ
で
あ
り
、
幅
広
い
年
齢
層
か
つ
、
女
性
の
読
者
が
多
い
こ
と
を

意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

さ
ら
に
、
『
週
刊
朝
日
』
の
読
者
像
に
つ
い
て
扇
谷
は
「
義
務
教
育
プ
ラ
ス
人

生
経
験
十
年
」
と
い
う
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
た
。
「
読
み
書
き
は
、

義
務
教
育
し
か
う
け
な
い
け
れ
ど
、
人
生
上
の
経
験
に
よ
る
カ
ン
が
、
こ
れ
を
土

台
と
し
て
或
る
程
度
の
も
の
を
も
読
み
こ
な
し
得
る
」

（
１
０
）

と
い
う
リ
テ
ラ
シ
ー
レ
ベ

ル
を
持
っ
た
読
者
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
『
週
刊
朝
日
』
の
編
集
に
あ
た
っ
て

い
た
。
『
夏
子
の
冒
険
』
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
読
者
に
向
け
た
も
の
と
し
て
書

か
れ
る
こ
と
が
作
者
に
要
請
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。 

『
週
刊
朝
日
』
の
読
者
層
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
具
体
的
な
把
握
を
し
て
お
き

た
い
。
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
に
、
一
九
六
〇
年
十
二
月
に
朝
日
新
聞

大
阪
本
社
出
版
広
告
部
が
お
こ
な
っ
た
読
者
調
査
を
ま
と
め
た
『
週
刊
朝
日
読
者

調
査
報
告
書
』
（
一
九
六
一
年
一
月
）
が
あ
る
。
三
島
の
『
夏
子
の
冒
険
』
の
連

載
か
ら
九
年
後
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
必
ず
し
も
連
載
時
の
読
者
層
や

出
版
状
況
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
戦
後
に
お
け
る
同
誌

の
読
者
の
実
態
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
参
照
し
た
い
。 

 

ま
ず
、
こ
の
調
査
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
大
阪
市
内
に
居
住
の
『
週
刊
朝

日
』
の
定
期
購
読
者
五
〇
〇
名
で
あ
る
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
四
九
二
票
の
回

答
が
得
ら
れ
、
九
八
・
四
％
と
い
う
高
い
回
答
率
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
回
答
者
の

性
別
は
、
男
性
四
九
・
六
％
、
女
性
五
〇
・
四
％
と
、
男
女
が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る

こ
と
か
ら
も
、
先
に
紹
介
し
た
高
橋
呉
郎
や
扇
谷
正
造
の
証
言
を
裏
付
け
る
も
の

と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

年
齢
層
を
み
て
み
る
と
、
男
女
と
も
に
一
番
多
い
の
は
「
三
十
代
」
（
男
性
二
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八
・
七
％
、
女
性
三
一
・
九
％
）
で
、
二
番
目
に
多
い
の
は
「
二
十
代
」
（
男
性

二
一
・
三
％
、
女
性
二
二
・
二
％
）
と
な
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
性
別
ご
と
の
職
業
で
は
、
男
性
は
「
勤
人
」
が
二
五
・
四
％
、
女
性
は

「
主
婦
」
が
六
九
・
四
％
で
あ
る
。
そ
し
て
、
読
者
の
学
歴
に
つ
い
て
は
、
「
新

高
・
旧
中
卒
」
が
全
体
の
五
五
・
一
％
を
占
め
て
い
る
。
編
集
長
の
扇
谷
が
想
定

し
た
義
務
教
育
ま
で
の
学
歴
に
該
当
す
る
「
新
中
・
小
学
卒
」
者
は
一
七
・
三
％

と
多
く
は
な
い
が
、
「
ホ
ー
ム
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
と
し
て
の
読
み
や
す
さ
が
求
め

ら
れ
る
週
刊
誌
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
新
中
・
小
学
卒
」
者
の
レ
ベ
ル
を
想
定
し

た
文
章
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
こ
れ
ら
の
調
査
か
ら
も
わ
か
る
。

（
１
１
）

一
九
四
七
年
か

ら
編
集
長
を
務
め
た
扇
谷
が
想
定
し
た
「
義
務
教
育
プ
ラ
ス
人
生
経
験
十
年
」
と

い
う
読
者
の
リ
テ
ラ
シ
ー
レ
ベ
ル
は
、
一
九
六
〇
年
の
時
点
で
も
引
き
継
が
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 

 

四 

読
者
の
反
応─

『
夏
子
の
冒
険
』
論
争
に
つ
い
て 

 

『
夏
子
の
冒
険
』
連
載
当
時
の
読
者
の
反
応
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
本
項
で
は
、
『
週
刊
朝
日
』
の
読
者
投
稿
を
手
が
か
り
に
考
察
す
る
。 

『
週
刊
朝
日
』
の
読
者
投
稿
ペ
ー
ジ
〈
読
者
と
編
集
者
〉
を
調
べ
て
み
る
と
、

『
夏
子
の
冒
険
』
の
連
載
中
に
作
品
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
起
き
て
い
た
こ

と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
作
品
に
対
す
る
読
者
の
投
稿
が
は
じ
め
て
み
ら
れ
た
の
は
、

一
九
五
一
年
十
月
十
四
日
号
で
あ
る
。
こ
の
号
に
は
『
夏
子
の
冒
険
』
第
十
一
回

（
第
十
九
章
）
が
掲
載
さ
れ
、
作
品
の
中
盤
に
さ
し
か
か
っ
た
頃
で
あ
る
。
毅
と

夏
子
は
熊
が
出
没
し
た
と
い
う
情
報
を
追
っ
て
、
支
笏
湖
周
辺
の
ア
イ
ヌ
部
落
へ

赴
き
、
彼
ら
が
追
っ
て
い
る
四
本
指
の
熊
に
襲
わ
れ
た
青
年
の
緊
迫
し
た
体
験
談

が
語
ら
れ
る
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
号
の
〈
読
者
と
編
集
者
〉
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
「
「
夏
子
の
冒
険
」
を
め
ぐ

っ
て
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
、
好
評
、
不
評
の
両
方
の
立
場
か
ら
の
読
者

の
声
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
『
夏
子
の
冒
険
』
を
歓
迎
す
る
声
と
し
て
、

長
野
県
在
住
の
男
性
と
思
わ
れ
る
読
者
（
年
齢
不
明
）
の
投
書
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
読
者
に
よ
る
と
、
小
学
五
年
生
の
男
の
子
も
中
学
一
年
生
の
女
の
子
も

楽
し
く
読
ん
で
お
り
、
「
こ
の
よ
う
に
人
間
を
養
う
小
説
は
、
近
ご
ろ
全
く
旱
天

の
慈
雨
」
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
小
説
が
「
も
う
そ
ろ
そ
ろ
出
廻
つ
て
も
よ
い
頃

だ
と
思
つ
て
い
た
所
で
す
」
と
『
夏
子
の
冒
険
』
へ
の
強
い
感
激
を
伝
え
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
読
者
は
、
子
ど
も
と
一
緒
に
気
持
ち
良
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
小

説
の
登
場
を
待
ち
望
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
り
、
『
夏
子
の
冒
険
』
は
戦
後
小
説
の

な
か
で
も
、
あ
ま
り
深
刻
す
ぎ
な
い
明
る
い
作
品
と
し
て
好
評
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。
北
海
道
を
舞
台
に
し
た
冒
険
物
語
と
し
て
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト

性
は
、
少
年
少
女
読
者
に
も
楽
し
め
る
よ
う
な
読
み
や
す
さ
を
備
え
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
三
島
が
「
作
者
の
言
葉
」
で
述
べ
て
い
た
「
都

会
趣
味
の
心
理
小
説
か
ら
離
れ
た
」
こ
と
が
功
を
奏
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

一
方
、
奈
良
県
在
住
の
男
性
（
年
齢
不
明
）
か
ら
は
、
「
全
く
上
流
階
級
の
、

時
間
と
金
銭
の
遊
戯
に
す
ぎ
な
い
。
血
と
な
り
肉
と
な
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
か

け
ら
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
厳
し
い
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
生
活
の
苦
労

を
知
ら
な
い
令
嬢
の
夏
子
と
社
長
子
息
の
毅
が
繰
り
広
げ
る
冒
険
譚
は
、
戦
後
間

も
な
い
時
期
の
大
半
の
読
者
の
生
活
感
覚
か
ら
乖
離
し
た
絵
空
事
の
「
遊
戯
」
の

よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
切
実
な
テ
ー
マ
性
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

確
か
に
こ
の
号
ま
で
の
小
説
の
展
開
で
は
、
毅
と
夏
子
が
熊
を
求
め
て
函
館
か
ら

札
幌
、
白
老
へ
と
移
動
し
て
い
く
道
中
が
描
か
れ
て
お
り
、
ま
だ
熊
狩
り
の
緊
迫
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感
は
少
な
い
。
『
夏
子
の
冒
険
』
が
、
吉
川
英
治
の
『
新
・
平
家
今
昔
紀
行
』
と

入
れ
替
わ
り
で
の
連
載
と
い
う
落
差
の
大
き
さ
も
読
者
の
違
和
感
に
つ
な
が
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
吉
川
の
『
新
・
平
家
今
昔
紀
行
』
は
、
平
家
興
亡
の
跡

を
訪
ね
な
が
ら
過
去
か
ら
現
在
へ
と
思
索
を
め
ぐ
ら
せ
た
エ
ッ
セ
イ
だ
が
、
『
新
・

平
家
今
昔
物
語
』
の
よ
う
な
紀
行
文
に
な
じ
ん
だ
読
者
か
ら
す
る
と
、
『
夏
子
の

冒
険
』
の
北
海
道
を
め
ぐ
る
旅
に
冷
や
や
か
な
印
象
を
抱
く
の
も
無
理
は
な
い
。 

こ
の
両
者
の
声
か
ら
は
、
週
刊
誌
の
連
載
小
説
に
何
を
求
め
る
か
と
い
う
点
に

お
い
て
、
受
け
取
り
方
の
違
い
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
、
両
者
は
と
も
に
小
説
に
対
し
て
「
人
間
を
養
う
」
役
割
や
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
」
と
い
っ
た
も
の
を
期
待
し
て
い
る
。
『
週
刊
朝
日
』
読
者
に
と
っ
て
、
連

載
小
説
は
少
な
か
ら
ず
人
間
性
を
修
養
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

共
通
認
識
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
夏
子
の
冒
険
』
は
、

全
体
を
読
み
通
し
て
み
て
も
、
そ
の
よ
う
な
教
養
主
義
的
な
テ
ー
マ
性
を
も
っ
た

作
品
と
は
言
い
に
く
い
。
主
人
公
が
苦
難
を
乗
り
越
え
、
成
長
す
る
よ
う
な
物
語

を
読
者
が
期
待
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
『
週
刊
朝
日
』
の
読
者
が
連
載
小
説
に
期

待
し
た
も
の
と
『
夏
子
の
冒
険
』
に
は
落
差
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
読
者
の
声
は
、
作
者
で
あ
る
三
島
の
目
に
も
入
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ

う
。
初
め
て
週
刊
誌
に
連
載
を
持
ち
ま
だ
新
人
の
域
を
出
て
い
な
い
立
場
の
三
島

に
と
っ
て
、
突
如
沸
き
起
こ
っ
た
『
夏
子
の
冒
険
』
論
争
は
、
週
刊
誌
と
い
う
媒

体
に
小
説
を
連
載
す
る
こ
と
の
厳
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。

（
１
２
） こ

の
論
争
は
、
次
号
の
十
月
二
十
一
日
号
（
『
夏
子
の
冒
険
』
第
十
二
回
掲
載
、 

第
二
十
・
二
十
一
章
）
で
「
続
・
“
夏
子
”
論
争
」
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

前
号
の
批
判
的
立
場
の
投
書
に
賛
同
す
る
男
子
学
生
（
北
海
道
在
住
、
年
齢
不
明
）

の
投
書
に
は
「
こ
の
作
品
の
一
体
ど
こ
に
、
わ
れ
〳
〵
と
同
じ
社
会
に
生
活
し
て

い
る
人
間
の
呼
吸
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
し
よ
う
か
。
」
と
、
や
は
り
読
者

の
生
活
感
覚
か
ら
大
き
く
離
れ
た
も
の
だ
と
い
う
指
摘
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ

の
読
者
は
北
海
道
在
住
者
と
し
て
「
北
海
道
の
風
景
描
写
も
北
海
道
に
住
む
者
の

実
感
と
は
、
は
る
か
に
遠
い
も
の
が
あ
り
ま
す
」
と
、
北
海
道
の
風
景
描
写
に
も

実
感
の
伴
わ
な
い
作
り
物
め
い
た
感
じ
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
投
書
の
前
号
ま
で

は
、
『
夏
子
の
冒
険
』
の
第
十
九
章
が
掲
載
さ
れ
、
物
語
は
熊
が
出
現
し
た
と
さ

れ
る
支
笏
湖
畔
や
千
歳
川
流
域
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
毅
と
夏
子
が
熊
に
襲
わ

れ
て
入
院
し
て
い
る
青
年
か
ら
話
を
聞
く
場
面
で
あ
る
。
函
館
の
都
会
か
ら
、
ア

イ
ヌ
部
落
が
点
在
す
る
北
海
道
の
森
へ
と
作
品
の
舞
台
が
移
動
し
て
い
る
。
三
島

に
と
っ
て
北
海
道
を
舞
台
に
す
る
こ
と
は
挑
戦
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
読
者
の

立
場
か
ら
す
る
と
北
海
道
と
い
う
場
を
い
か
し
き
れ
て
い
な
い
、
実
感
の
伴
わ
な

い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
三
島
の
北
海
道
描
写
に
は
、
ど
こ
か
ぎ
こ
ち
な
さ
や

不
慣
れ
な
印
象
が
強
く
、
北
海
道
在
住
の
読
者
と
し
て
は
物
足
り
な
い
点
を
指
摘

せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

ま
た
、
前
号
の
投
書
で
話
題
と
な
っ
て
い
た
「
血
と
な
り
肉
と
な
る
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
の
か
け
ら
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
反
対
の
意
を
表
明
し

た
十
九
歳
男
性
（
京
都
府
在
住
）
か
ら
の
投
書
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
い
つ
の

世
に
も
存
在
す
る
、
青
年
の
人
生
に
対
す
る
苦
悩
と
夢
を
一
つ
の
方
向
か
ら
な
が

め
て
取
扱
つ
た
面
白
い
恋
愛
小
説
」
で
、
「
険
悪
な
る
社
会
に
く
た
び
れ
た
我
々

の
神
経
に
は
「
夏
子
の
冒
険
」
は
む
し
ろ
好
適
な
読
物
」
で
あ
る
と
評
価
し
、
夏

子
や
毅
と
同
年
代
の
若
い
読
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
青
年
期
特
有
の
「
苦
悩
と
夢
」

へ
共
感
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
ま
た
、
日
々
の
神
経
の
疲
れ
を
癒
や
す
「
読
物
」

と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
週
刊
誌
の
連
載
小
説
に
読
者
が
期
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待
し
た
の
は
、
楽
し
く
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
性

を
も
っ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
男
性
も
前
号
で
指

摘
さ
れ
た
「
全
く
上
流
階
級
の
、
時
間
と
金
銭
の
遊
戯
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、
「
い
さ
さ
か
現
在
と
い
う
嵐
の
時
代
に
遊
離
し
た
点
を
認
め
ぬ

で
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
同
意
を
示
し
て
お
り
、
同
時
代
、
同
世
代
の
読
者
か
ら
す

る
と
や
は
り
現
実
離
れ
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
へ
の
違
和
感
は
強
い
。 

さ
ら
に
、
こ
の
論
争
は
『
夏
子
の
冒
険
』
連
載
終
了
を
目
前
に
控
え
た
十
一
月

十
八
日
号
（
『
夏
子
の
冒
険
』
第
十
六
回
掲
載
、
第
二
十
八
、
二
十
九
章
）
で
も

続
い
て
い
る
。
宮
城
県
在
住
の
三
十
四
歳
女
性
は
、
「
デ
リ
ケ
ー
ト
な
神
経
の
行

き
届
い
た
文
章
を
ゆ
つ
く
り
読
ん
で
い
る
だ
け
で
、
情
景
が
鮮
や
か
に
浮
び
、
天

然
色
映
画
は
こ
う
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
程
で
す
」
と
評
価
し
、
論
争
で
話
題
と
な

っ
て
い
る
北
海
道
在
住
読
者
か
ら
の
風
景
描
写
に
対
す
る
厳
し
い
指
摘
に
対
し
て

「
住
み
馴
れ
た
心
に
う
つ
る
姿
と
、
作
家
の
、
そ
し
て
多
分
旅
人
の
作
者
が
捉
え

た
印
象
と
の
間
に
は
ズ
レ
は
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
応
酬
し
て

い
る
。
確
か
に
、
北
海
道
を
め
ぐ
る
描
写
は
、
そ
の
土
地
を
知
悉
し
た
内
部
か
ら

の
視
線
で
は
な
く
、
東
京
か
ら
の
来
訪
者
を
通
し
た
外
部
か
ら
の
視
線
で
語
ら
れ

て
い
る
。
杉
山
欣
也
は
「
当
時
ま
だ
日
本
国
内
に
お
け
る
〈
外
地
〉
と
し
て
認
識

さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
北
海
道
を
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
に
、
や
や
強
い
表
現
で
言
え
ば
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
ま
な
ざ
し
で
表
象
し
て
い
る
」

（
１
３
）

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の

点
に
つ
い
て
は
連
載
時
か
ら
読
者
の
間
で
度
々
話
題
に
の
ぼ
っ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。 以

上
、
読
者
の
反
応
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
週
刊
誌
の
連
載
小
説
に
求
め
ら

れ
る
〈
読
物
〉
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
こ
れ
ま
で
の
私
の
読
ん

だ
限
り
で
は
戦
後
の
新
人
の
作
品
は
、
殆
ど
が
恐
い
顔
で
「
人
生
探
究
が
忙
し
く

て
ナ
リ
フ
リ
な
ど
構
つ
て
お
れ
ん
」
と
殊
更
、
弊
衣
破
帽
を
み
せ
び
ら
か
す
よ
う

な
文
章
ば
か
り
で
失
望
し
て
い
た
の
で
、
「
夏
子
の
冒
険
」
第
一
回
で
忽
ち
嬉
し

く
な
つ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
（
十
一
月
十
八
日
号
、
前
掲
の
宮
城
県
在
住
三
十
四

歳
女
性
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
『
週
刊
朝
日
』
読
者
の
読
書
体
験
か
ら
は
、
深

淵
な
テ
ー
マ
を
掲
げ
た
い
わ
ゆ
る
戦
後
派
的
な
小
説
よ
り
も
、
『
夏
子
の
冒
険
』

の
よ
う
に
主
人
公
の
大
胆
な
行
動
力
で
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
さ
れ
て
い
く
よ
う
な

小
説
の
方
が
、
〈
読
物
〉
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
好
ま
し
い
も
の
と
し
て
受

け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
読
者
は
、
『
夏
子
の
冒

険
』
を
読
む
ま
で
は
「
三
島
さ
ん
の
は
読
む
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
つ
た
の
で
す
」

と
述
べ
て
お
り
、
文
壇
で
話
題
に
な
っ
た
『
仮
面
の
告
白
』
（
河
出
書
房
、
一
九

四
九
年
七
月
）
か
ら
二
年
経
っ
て
い
て
も
、
『
週
刊
朝
日
』
の
読
者
に
と
っ
て
三

島
は
「
現
文
壇
の
ホ
ー
プ
」
と
い
う
新
人
作
家
の
一
人
と
し
て
の
認
知
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
三
島
由
紀
夫
と
い
う
名
前
を
か
ろ
う
じ
て
知
っ
て
い
る
よ

う
な
読
者
に
向
け
て
小
説
を
書
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

子
ど
も
に
も
読
ま
せ
て
い
る
と
い
う
投
書
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
ホ
ー
ム
・
ジ
ャ
ー

ナ
ル
を
標
榜
す
る
『
週
刊
朝
日
』
の
連
載
小
説
に
は
、
親
子
で
共
有
で
き
る
よ
う

な
作
品
で
あ
る
こ
と
も
、
連
載
小
説
と
し
て
の
条
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
〈
読
物
〉
と
し
て
の
面
白
さ
を
支
え
る
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
が
重

視
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
現
文
壇
の
ホ
ー
プ
」
と
し
て
『
夏
子
の
冒

険
』
で
は
じ
め
て
週
刊
誌
の
連
載
を
ま
か
さ
れ
た
三
島
に
と
っ
て
、
読
者
の
期
待

に
応
え
ら
れ
る
よ
う
な
作
品
を
い
か
に
書
く
か
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
作
品
が

『
夏
子
の
冒
険
』
だ
っ
た
。 

 

五 

北
海
道
の
観
光
ブ
ー
ム
と
『
夏
子
の
冒
険
』 
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北
海
道
を
舞
台
に
、
情
熱
を
互
い
の
胸
の
う
ち
に
燃
や
し
な
が
ら
熊
を
追
い
求

め
る
夏
子
と
毅
の
冒
険
物
語
は
、
読
者
が
展
開
を
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
作
品
だ

っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
『
夏
子
の
冒
険
』
の
構
想
は
、
『
週
刊
朝
日
』
編
集
部
の

要
望
に
応
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
若
い
男
女
の
冒
険
と
恋
愛
の
物

語
と
い
う
設
定
は
、
二
十
代
か
ら
三
十
代
の
男
女
を
中
心
に
し
た
読
者
層
を
抱
え

る
こ
の
雑
誌
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
て
い
る
。
『
夏
子
の
冒
険
』
は
小
説
連
載
の
約
三

年
後
、
一
九
五
三
年
一
月
に
映
画
化
（
監
督
：
中
村
登
、
主
演
：
角
梨
枝
子
、
若

原
雅
夫
、
松
竹
）
さ
れ
る
。
北
海
道
で
撮
影
が
お
こ
な
わ
れ
、
北
海
道
の
景
色
が

豊
か
に
表
現
さ
れ
た
「
総
天
然
色
」
映
画
で
あ
る
こ
と
が
評
判
を
呼
ん
だ
。
前
項

で
紹
介
し
た
読
者
の
声
に
「
デ
リ
ケ
ー
ト
な
神
経
の
行
き
届
い
た
文
章
を
ゆ
つ
く

り
読
ん
で
い
る
だ
け
で
、
情
景
が
鮮
や
か
に
浮
び
、
天
然
色
映
画
は
こ
う
も
あ
ろ

う
か
と
思
う
程
で
す
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
が
、
小

説
『
夏
子
の
冒
険
』
は
後
に
映
画
化
さ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
作
品
だ
っ
た

可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
小
説
『
夏
子
の
冒
険
』
の
北
海
道
描
写
に
は
読
者
の
間

に
賛
否
両
論
が
み
ら
れ
た
が
、
三
島
が
連
載
を
前
に
語
っ
た
「
私
は
現
在
の
日
本

に
多
少
と
も
外
地
に
ち
か
い
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
北
海
道
の
湖
や
森
の
な
か

に
彼
ら
の
夢
を
追
つ
て
ゆ
こ
う
と
思
う
」
と
い
う
ね
ら
い
は
、
小
説
か
ら
映
画
へ

と
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
北
海
道
と
い
う
場
所
が
大
衆
の
関
心
を
強
く
惹
き
つ
け

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

小
説
『
夏
子
の
冒
険
』
で
は
、
北
海
道
と
い
う
舞
台
は
読
者
の
情
感
を
呼
び
起

こ
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
『
夏
子
の
冒
険
』
で
描
か
れ
る
北
海
道
は
、
都
会
の

風
景
と
し
て
の
函
館
や
札
幌
の
街
の
様
子
と
、
森
と
湖
に
囲
ま
れ
た
大
自
然
の
風

景
が
対
照
的
で
も
あ
る
。
特
に
毅
が
追
っ
て
い
る
人
を
襲
う
熊
は
、
自
然
が
も
た

ら
す
野
蛮
で
残
虐
な
圧
倒
的
な
暴
力
を
象
徴
す
る
。
そ
の
熊
が
東
京
か
ら
来
た
毅

の
ラ
イ
フ
ル
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
る
こ
と
は
、
近
代
的
な
力
に
よ
っ
て
自
然
が
制
圧

さ
れ
て
い
く
こ
と
の
象
徴
と
し
て
読
め
る
。
熊
狩
り
の
た
め
に
現
地
の
ア
イ
ヌ
人

が
集
め
ら
れ
る
が
、
陣
頭
指
揮
を
と
る
の
は
札
幌
か
ら
来
た
狩
猟
家
で
あ
る
。
ま

た
、
毅
が
復
讐
を
決
意
し
た
事
件
も
熊
の
犠
牲
に
な
っ
た
の
は
和
人
の
娘
秋
子
で

あ
る
。
自
然
豊
か
な
ア
イ
ヌ
部
落
を
舞
台
に
し
な
が
ら
も
、
外
部
か
ら
ア
イ
ヌ
集

落
に
や
っ
て
来
た
者
た
ち
を
主
軸
に
物
語
は
展
開
す
る
。
当
時
の
ア
イ
ヌ
の
人
々

が
直
面
し
て
い
た
問
題
を
焦
点
化
す
る
こ
と
を
避
け
、
近
代
化
に
よ
っ
て
北
海
道

の
自
然
が
制
御
さ
れ
て
い
く
様
子
が
、
毅
に
よ
る
熊
狩
り
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

ま
た
、
戦
後
、
観
光
地
と
し
て
の
北
海
道
が
見
出
さ
れ
て
い
く
過
程
の
な
か
に
、

『
夏
子
の
冒
険
』
を
位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
『
夏
子
の
冒
険
』
で

は
、
東
京
上
野
を
出
発
し
函
館
へ
向
か
う
過
程
が
鉄
道
と
青
函
連
絡
船
の
旅
に
よ

っ
て
描
か
れ
る
。
夏
子
と
同
行
す
る
母
親
た
ち
に
よ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
珍
道

中
は
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
。
青
函
連
絡
船
の
船
上
や
函
館
山
か
ら
眼
下
に
広
が
る

景
色
を
眺
め
る
夏
子
と
毅
の
出
会
い
は
、
読
者
の
旅
情
を
誘
い
、
ロ
マ
ン
ス
の
舞

台
と
し
て
の
北
海
道
が
演
出
さ
れ
て
い
る
。 

北
海
道
に
空
前
の
観
光
ブ
ー
ム
が
巻
き
起
こ
る
の
は
、
一
般
的
に
は
一
九
六
〇

年
あ
た
り
と
さ
れ
る
。
北
海
道
文
学
に
造
詣
が
深
い
木
原
尚
彦
に
よ
る
と
「
お
り

し
も
北
海
道
は
道
東
を
軸
と
し
て
戦
後
最
初
の
観
光
ブ
ー
ム
で
あ
っ
た
。
原
田
康

子
の
「
挽
歌
」
が
そ
の
渦
中
に
あ
り
、
「
森
と
湖
の
ま
つ
り
」
（
引
用
者
注 

武

田
泰
淳
の
作
品
）
が
そ
こ
に
踵
を
接
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
映
画
化
の
影
響
も
見

逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
五
所
平
之
助
監
督
「
挽
歌
」
（
松
竹
）
は
三
十
二
年
に
、

内
田
吐
夢
監
督
「
森
と
湖
の
ま
つ
り
」
（
東
映
）
は
翌
年
に
公
開
さ
れ
て
観
光
ブ
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ー
ム
に
一
そ
う
拍
車
を
か
け
た
こ
と
で
あ
っ
た
」

（
１
４
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
整
理
す
る

と
、
文
学
や
映
画
が
後
押
し
し
た
北
海
道
の
観
光
ブ
ー
ム
は
、
ま
ず
原
田
康
子
の

『
挽
歌
』
（
『
北
海
文
学
』
一
九
五
五
年
六
月
〜
一
九
五
六
年
七
月
）
が
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
小
説
と
し
て
広
く
話
題
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
な
き
っ
か
け
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
武
田
泰
淳
『
森
と
湖
の
ま
つ
り
』
（
『
世
界
』
一
九
五
五
年
八
月
〜
一
九

五
八
年
五
月
）
に
よ
っ
て
さ
ら
に
小
説
の
舞
台
と
し
て
の
北
海
道
が
注
目
を
集
め

た
。
こ
れ
ら
の
小
説
が
映
画
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
北
海
道
の
観
光
ブ
ー
ム

は
決
定
的
と
な
る
。
映
画
『
挽
歌
』
（
監
督
：
五
所
平
之
助
、
主
演
：
久
我
美
子
、

森
雅
之
、
松
竹
）
は
一
九
五
七
年
九
月
に
公
開
さ
れ
原
作
の
小
説
と
と
も
に
大
ヒ

ッ
ト
作
と
な
っ
た
。
映
画
『
森
と
湖
の
ま
つ
り
』
（
監
督
：
内
田
吐
夢
、
主
演
：

高
倉
健
、
香
川
京
子
、
東
映
）
は
一
九
五
八
年
十
一
月
に
公
開
さ
れ
、
続
々
と
北

海
道
を
舞
台
に
し
た
も
の
が
話
題
を
呼
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
北
海
道
は
戦
後
最
初

の
観
光
ブ
ー
ム
を
迎
え
た
。 

文
学
や
映
画
に
後
押
し
さ
れ
一
九
五
〇
年
代
半
ば
か
ら
北
海
道
は
大
き
な
観
光

ブ
ー
ム
と
な
る
が
、
三
島
の
『
夏
子
の
冒
険
』
は
こ
の
ブ
ー
ム
を
先
行
す
る
も
の

だ
っ
た
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
三
島
は
連
載
を
前
に
し
て
北
海

道
を
取
材
し
て
い
る
こ
と
が
木
原
の
前
掲
書
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
木
原
に
よ
る

と
三
島
が
北
海
道
を
訪
れ
た
の
は
一
九
五
〇
年
で
鳥
類
研
究
家
の
斎
藤
春
雄
が
案

内
し
た
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
三
島
の
年
譜
で
は
明
ら
か
に
な
っ

て
お
ら
ず
、
北
海
道
の
関
係
者
の
間
で
の
み
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
１
５
）

た
だ
、
三
島
が
作
品
を
書
く
際
に
は
、
綿
密
な
取
材
を
お
こ
な
う
こ
と
が
多
い
こ

と
、
『
週
刊
朝
日
』
の
連
載
小
説
で
あ
る
た
め
取
材
費
が
賄
え
る
状
況
に
あ
っ
た

と
推
測
で
き
る
こ
と
、
作
者
の
言
葉
と
し
て
こ
れ
ま
で
は
地
方
の
調
査
に
手
が
ま

わ
ら
な
か
っ
た
が
「
は
じ
め
て
機
会
を
得
た
の
で
、
私
は
こ
う
い
う
題
材
に
と
り

く
む
意
気
込
を
改
め
て
持
つ
た
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、
木
原

が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
三
島
が
北
海
道
を
取
材
し
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。 

『
夏
子
の
冒
険
』
で
北
海
道
が
舞
台
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
北
海
道
の
観
光
地

化
に
向
け
た
動
き
も
無
縁
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
一
九
四
九
年
五
月
に
は
支
笏
湖
が

「
支
笏
洞
爺
国
立
公
園
」
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
知
名
度
を
上
げ
、「
戦

後
に
観
光
ブ
ー
ム
が
起
こ
る
と
た
ち
ま
ち
人
気
の
行
楽
地
に
な
っ
た

」
（
１
６
）

。
ま
た
、

一
九
五
一
年
十
月
二
十
五
日
に
は
北
海
道
に
お
け
る
民
間
航
空
が
再
開
さ
れ
、
日

本
航
空
に
よ
る
東
京
（
羽
田
）─

札
幌
（
千
歳
）
間
の
航
空
便
は
「
ド
ル
箱
路
線
」

と
呼
ば
れ
た
。

（
１
７
） 

こ
の
よ
う
な
北
海
道
の
観
光
地
化
に
向
け
た
動
き
に
、
新
聞
社
系
週
刊
誌
の
『
週

刊
朝
日
』
が
目
を
つ
け
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
編
集
部
の
方
向
性
と

し
て
、
戦
後
に
新
た
な
観
光
地
と
し
て
見
出
さ
れ
て
い
く
北
海
道
を
舞
台
に
取
り

上
げ
る
こ
と
が
連
載
小
説
の
目
的
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
『
夏
子
の
冒
険
』

で
ア
イ
ヌ
部
落
を
描
き
な
が
ら
も
ア
イ
ヌ
を
め
ぐ
る
問
題
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
も
納
得
が
い
く
。
あ
ま
り
に
も
類
型
的
な
ま
で
の
ア
イ
ヌ
表
象
や
自
然
対

都
会
の
構
図
は
、
観
光
地
と
し
て
の
北
海
道
の
発
見
と
い
う
東
京
か
ら
の
視
線
に

捕
捉
さ
れ
た
三
島
の
限
界
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 

 

六 

お
わ
り
に 

 
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
夏
子
の
冒
険
』
で
新
た
な
観
光
地
と
し
て
の
北
海
道
を
舞

台
に
す
る
こ
と
は
、
こ
の
作
品
の
前
に
連
載
さ
れ
て
い
た
平
家
ゆ
か
り
の
土
地
を

巡
る
吉
川
英
治
『
新
・
平
家
今
昔
紀
行
』
と
は
大
き
く
差
別
化
を
は
か
る
も
の
で

あ
り
、
ま
さ
に
吉
川
に
対
峙
す
る
新
人
作
家
ら
し
い
作
品
で
も
あ
っ
た
。
『
夏
子
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14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）



 

の
冒
険
』
で
の
北
海
道
描
写
を
め
ぐ
る
読
者
の
投
稿
が
、
編
集
部
に
よ
っ
て
論
争

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
作
品
を
話
題
作
に
押
し
上
げ
て
い

く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
こ
の
作
品
の
北
海
道
描
写
に
つ
い
て

「
天
然
色
映
画
は
こ
う
も
あ
ろ
う
か
」
と
語
る
読
者
の
感
想
を
紹
介
し
た
こ
と
は
、

そ
の
後
「
総
天
然
色
」
の
映
画
と
し
て
公
開
さ
れ
た
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
よ

う
に
も
感
じ
ら
れ
、
『
夏
子
の
冒
険
』
が
大
衆
小
説
と
し
て
ヒ
ッ
ト
作
に
な
っ
て

い
く
流
れ
を
見
通
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。 

『
週
刊
朝
日
』
の
看
板
小
説
で
あ
る
『
新
・
平
家
物
語
』
に
並
ぶ
若
手
の
作
品

と
し
て
、
『
夏
子
の
冒
険
』
は
論
争
が
巻
き
起
こ
る
ぐ
ら
い
に
は
読
者
の
関
心
を

集
め
た
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
若
手
作
家
に
よ
る
現
代
小
説
を
求
め
て
い
た
編

集
部
の
期
待
に
も
こ
た
え
る
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
三
島
は
こ
の
連
載
に
よ
っ
て
、

新
人
作
家
と
し
て
大
衆
的
な
読
者
に
向
け
た
ア
ピ
ー
ル
を
達
成
し
、
流
行
作
家
へ

の
仲
間
入
り
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
。
文
壇
と
い
う
狭
い
場
だ
け
で
な
く
、
さ

ら
に
活
動
の
場
を
広
げ
て
い
く
足
掛
か
り
に
も
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

  

注 （
１
）
木
村
康
男
「
夏
子
の
冒
険
」
長
谷
川
泉
、
武
田
勝
彦
編
『
三
島
由
紀
夫
事
典
』
明
治

書
院
、
一
九
七
六
年
一
月
、
二
九
〇
頁 

（
２
）
松
本
鶴
雄
「
三
島
由
紀
夫
全
作
品
解
題
」
三
好
行
雄
編
『
三
島
由
紀
夫
必
携
』
学
燈

社
、
一
九
八
三
年
五
月
、
九
〇
頁 

（
３
）
佐
藤
幹
夫
『
村
上
春
樹
の
隣
に
は
三
島
由
紀
夫
が
い
つ
も
い
る
』
（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、

二
〇
〇
六
年
三
月
）
で
は
、
『
夏
子
の
冒
険
』
を
手
本
に
し
て
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』

を
書
い
て
い
る
と
考
察
し
て
い
る(

一
一
九
～
一
六
〇
頁)

。 

（
４
）
髙
澤
秀
次
「
北
の
文
学
誌
（
17
）
三
島
由
紀
夫
か
ら
村
上
春
樹
へ─

『
夏
子
の
冒
険
』

と
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
」
『
北
の
発
言
』
十
八
号
、
二
〇
〇
六
年
十
二
月
、
六
四

頁 

（
５
）
大
澤
真
幸
『
不
可
能
性
の
時
代
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
八
年
四
月
、
七
六
頁 

（
６
）
角
川
文
庫
『
夏
子
の
冒
険
』
（
二
〇
〇
九
年
一
月
）
の
解
説
を
担
当
し
た
千
野
帽
子

は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
修
道
院
と
は
尋
常
な
ら
ざ
る
決
意
で
す
が
、
吉

屋
信
子
の
少
女
小
説
『
桜
貝
』
の
よ
う
に
、
波
瀾
万
丈
の
運
命
に
翻
弄
さ
れ
た
ヒ
ロ

イ
ン
た
ち
が
、
世
の
無
常
を
嘆
じ
て
修
道
院
に
入
る
と
い
う
結
末
が
あ
る
な
ど
、
娯

楽
小
説
で
は
さ
ほ
ど
突
飛
な
話
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
要
す
る
に
古
典
文
学
に

お
け
る
「
出
家
」
と
考
え
れ
ば
、
『
春
の
雪
』
に
は
じ
ま
る
三
島
の
《
豊
饒
の
海
》

四
部
作
で
伯
爵
令
嬢
・
綾
倉
聡
子
が
や
っ
た
こ
と
も
同
じ
で
す
。
」(

二
七
〇
～
二

七
一
頁)

千
野
の
指
摘
す
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
『
英
霊
の
声
』
や
『
奔
馬
』
な
ど

で
描
か
れ
る
天
皇
と
い
う
絶
対
的
な
存
在
へ
の
恋
情
と
も
重
な
る
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。 

（
７
）
鈴
木
千
祥
「
戦
後
メ
デ
ィ
ア
か
ら
読
み
解
く
『
夏
子
の
冒
険
』
」
『
日
本
文
学
誌
要
』

第
九
五
号
二
〇
一
七
年
三
月
、
九
八
頁 

（
８
）
高
橋
呉
郎
『
週
刊
誌
風
雲
録
』
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
一
七
年
五
月
、
七
九
頁 

（
９
）
注
（
８
）
に
同
じ
、
七
九
頁 

（
10
）
扇
谷
正
造
『
現
代
の
マ
ス
コ
ミ 

週
刊
朝
日
編
集
長
の
覚
書
』
春
陽
堂
書
店
、
一
九

五
七
年
六
月
、
二
二
頁 

（
11
）
朝
日
新
聞
大
阪
本
社
出
版
広
告
部
『
週
刊
朝
日
読
者
調
査
報
告
書
』
（
一
九
六
一
年

一
月
）
に
よ
る
と
、
読
者
全
体
の
「
対
象
職
業
別
」
で
は
、
「
主
婦
」
が
三
十
五
％

と
一
番
多
く
、
次
い
で
「
勤
人
」
二
十
五
・
四
％
、
「
商
工
」
十
五
・
四
％
で
あ
る
。

ま
た
、
読
者
全
体
の
「
学
歴
別
」
で
は
、
一
番
多
い
の
は
「
新
高
・
旧
中
卒
」
で
五
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十
五
・
一
％
、
次
い
で
「
大
学
・
高
専
卒
」
が
二
十
二
・
六
％
、
「
新
中
・
小
学
卒
」

が
十
七
・
三
％
、
「
学
歴
不
明
」
が
五
・
一
％
で
あ
る
。 

（
12
）
こ
の
論
争
に
対
し
て
の
三
島
の
言
葉
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い

た
か
は
現
時
点
で
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、
読
者
の
反
応
が
そ
の
後
の
作
品
に
影
響

を
与
え
た
か
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
連
載
中
に
は
す
で
に
作
品
の
執
筆

を
終
え
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
後
物
語
は
終
盤
に
向
か
い
、
緊
迫
感

が
高
ま
る
と
と
も
に
、
母
・
祖
母
・
叔
母
の
コ
メ
デ
ィ
エ
ン
ヌ
ぶ
り
が
強
調
さ
れ
て

い
く
。 

（
13
）
杉
山
欣
也
「
旅
行
記
／
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
有
元
伸
子
、
久
保
田
裕
子
編
『
２１
世
紀
の

三
島
由
紀
夫
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
五
年
十
一
月
、
二
八
六
頁 

（
14
）
木
原
尚
彦
『
北
海
道
文
学
史 

戦
後
篇
』
北
海
道
新
聞
社
、
一
九
八
二
年
四
月
、
一

一
五
頁 

（
15
）
石
郷
岡
武
「
三
島
由
紀
夫
・
北
海
道
取
材
作
品
に
つ
い
て
」
（
『
函
館
国
文
』
二
十

六
巻
、
二
〇
一
〇
年
）
で
は
、
前
掲
書
の
木
原
の
記
述
を
も
と
に
、
一
九
五
〇
年
に

三
島
が
北
海
道
を
取
材
し
た
時
に
北
海
道
大
学
植
物
園
博
物
館
を
訪
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
当
博
物
館
に
は
、
明
治
期
に
人
間
を
襲
っ
た
羆
と
そ
の

体
内
か
ら
摘
出
さ
れ
た
人
間
の
身
体
の
一
部
が
安
置
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
実

話
に
材
を
と
っ
た
三
遊
亭
円
朝
『
椿
説
蝦
夷
訛
』
と
い
う
話
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
石

郷
岡
は
「
三
島
が
植
物
園
博
物
館
に
安
置
さ
れ
て
い
た
標
本
を
観
察
し
、
衝
撃
を
受

け
、
糸
を
手
繰
っ
て
『
椿
説
蝦
夷
訛
』
に
行
き
着
い
た
だ
ろ
う
こ
と
を
、
「
唯
の
推

測
」
と
し
て
退
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
」(

三
四
～
三
五
頁)

と
論
じ
て
い
る
。 

（
16
）
国
土
交
通
省
北
海
道
開
発
局
札
幌
開
発
建
設
部
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
イ

ト
「
石
狩
川
治
水
１
０
０
年 

明
治
４
３
年
頃
（
明
治
４
３
年
〜
昭
和
３
４
年
頃
）

千
歳
川
流
域 

暮
ら
し
・
社
会
」
に
よ
る
。 

h
t
t
ps
:
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w
ww
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d.
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0
00
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h
tml 

（
17
）
札
幌
中
央
図
書
館
『
新
札
幌
市
史
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
』
「
新
札
幌
市
史
第
五
巻

通
史
五
上
」
に
よ
る
。 
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「
夏
子
の
冒
険
」
本
文
テ
キ
ス
ト
は
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
二
』
（
新
潮
社
、

二
〇
〇
一
年
一
月
）
を
使
用
し
た
。 

 

（
な
か
も
と 

さ
お
り
、
山
口
大
学
人
文
学
部
講
師
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三島由紀夫『夏子の冒険』の北海道


