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１　

本
稿
の
目
的

　

小
・
中
学
校
の
文
学
教
材
を
め
ぐ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
中
に
「
額
縁
構
造
」

な
る
特
徴
を
持
つ
一
連
の
作
品
群
が
あ
る
。額
縁
構
造
と
は
、甲
斐（1989

）

が
述
べ
る
よ
う
に
「
三
部
の
構
成
の
物
語
で
説
明
す
る
と
、
第
一
部
と
第

三
部
の
物
語
が
外
枠
と
し
て
の
額
縁
を
な
し
、
第
二
部
が
う
ち
の
絵
」
に

な
る
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
も
の
で
、
安
藤
（2015
）
は
そ
れ
に
加
え
、「
一

般
に
時
制
が
、『
現
在
』
で
進
行
し
て
い
る
が
、途
中
で
『
過
去
』
に
遡
り
、

ま
た
『
現
在
』
に
戻
っ
て
く
る
構
成
を
指
す
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
作
品
群
は
三
部
構
成
に
よ
る
構
造
を
有
し
、
第
一
部
と
第
三

部
が
「
現
在
時
制
」
で
進
行
し
、間
に
挟
ま
れ
る
第
二
部
が
「
過
去
時
制
」

に
遡
る
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
般
的
に
額
縁
構
造
は
こ
う
し
た
特
徴
を
持
つ
た
め
に
、第
一
部
を「
前

額
」、
第
二
部
を
「
絵
画
」、
そ
し
て
第
三
部
を
「
後
額
」
と
呼
び
な
ら
わ

す
こ
と
が
多
い
が
、
作
品
に
よ
っ
て
は
額
の
一
部
が
欠
損
す
る
こ
と
が
あ

る
た
め
に
、
第
一
部
と
第
三
部
の
両
方
が
あ
る
も
の
を
「
両
額
構
造
」、

第
一
部
と
第
三
部
の
ど
ち
ら
か
が
欠
損
し
て
い
る
も
の
を
「
片
額
構
造
」

と
い
う
。
こ
う
し
た
構
造
上
の
特
徴
に
加
え
、
第
一
部
と
第
三
部
の
現
在

時
制
で
進
行
す
る
両
額
の
部
分
で
は
、
意
味
的
な
特
徴
と
し
て
大
き
な
変

容
が
必
ず
見
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
額
縁
構
造
特
有
の
現
象
と
し
て
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
須
貝,2001

）。

　

本
構
造
を
有
す
る
作
品
群
の
精
緻
な
研
究
に
は
、
上
述
の
よ
う
な
先
行

研
究
の
他
、
倉
井
（2018

）
に
よ
る
修
士
論
文
も
あ
り
、
倉
井
（2018

）

は
そ
こ
で
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
額
縁
構
造
に
見
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
詳

細
に
検
討
し
て
い
る
。
額
縁
部
分
に
意
味
的
特
徴
と
し
て
の
「
大
き
な
変

容
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、倉
井
（2018

）
は
「『
額
縁
構
造
』
を
も
っ

た
物
語
教
材
に
お
い
て
、『
変
容
』
が
書
か
れ
て
い
る
『
現
在
』
部
分
に

重
き
が
置
か
れ
て
い
る
」
と
考
察
し
て
い
る
。
加
え
て
、「
過
去
」
部
分

に
つ
い
て
は
、「『
変
容
』と
関
係
の
あ
る
出
来
事
、つ
ま
り『
原
因
』や『
き
っ

か
け
』と
な
る
出
来
事
が
書
か
れ
て
い
る
」と
示
し
て
い
る
。し
た
が
っ
て
、

倉
井
（2018

）
は
、
第
一
部
と
第
三
部
の
「
現
在
時
制
」
と
、
間
に
挟
ま

れ
る
第
二
部
で
あ
る
「
過
去
時
制
」
部
分
の
関
係
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て

い
る
。
ま
た
、変
容
が
何
か
を
読
み
取
る
た
め
に
は
、「
前
額
」
と
「
後
額
」

の
「
額
縁
部
分
の
内
容
」
の
情
報
量
が
十
分
に
あ
る
こ
と
、「
額
縁
部
分
」

と
「
過
去
部
分
」
の
出
来
事
に
「
時
間
の
飛
躍
」
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と

も
重
要
と
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
稿
者
は
小
・
中
学
校
の
文
学
教
材
に
興
味
が
あ
り
、
特
に

あ
る
特
有
の
構
造
を
持
つ
よ
う
な
作
品
群
の
検
討
を
学
校
支
援
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
研
究
課
題
に
挙
げ
、
お
よ
そ
二
年
間
を
か
け
て
そ
の
授
業
化
に
取

小
学
校
物
語
教
材
に
お
け
る
額
縁
構
造
と
後
額
の
意
味
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り
組
ん
で
き
た
。
し
か
し
、
授
業
化
に
向
け
た
精
緻
な
作
品
研
究
を
行
う

中
で
、
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
額
縁
構
造
特
有
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
は
、

こ
う
し
た
意
識
を
前
提
と
し
、
で
は
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
特
有
の
ポ
イ
ン
ト
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
、
実
際
の
額

縁
構
造
を
持
つ
教
材
を
分
析
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。ま
た
、

そ
の
こ
と
が
授
業
構
成
上
、
ど
の
よ
う
な
作
品
読
解
の
視
点
と
し
て
有
効

に
機
能
す
る
の
か
を
具
体
的
な
作
品
内
容
に
寄
り
つ
つ
考
察
す
る
。

２　

額
縁
構
造
の
特
徴

　

２
．
１　

構
造
上
の
特
徴

　

甲
斐
（1989

）
は
額
縁
構
造
に
つ
い
て
「
三
部
構
成
の
物
語
で
説
明
す

る
と
、
第
一
部
と
第
三
部
の
物
語
が
外
枠
と
し
て
の
額
縁
を
な
し
、
第
二

部
が
う
ち
絵
に
該
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
加
え
て
、

3
つ
の
部
に
つ
い
て
甲
斐
（1989

）
は
そ
れ
ぞ
れ
を
「
第
一
部
『
現
在
の

世
界
』、
第
二
部
『
回
想
の
世
界
』、
第
三
部
『
現
在
の
世
界
』」
と
名
付

け
て
い
る
。
安
藤
（2015

）
は
「
一
般
に
時
制
が
、『
現
在
』
で
進
行
し

て
い
る
が
、
途
中
で
『
過
去
』
に
遡
り
、
ま
た
『
現
在
』
に
戻
っ
て
く
る

構
成
を
指
す
。」
と
し
て
い
る
。
安
藤
（2015

）
は
「
過
去
」、甲
斐
（1989
）

は
第
二
部
を
過
去
を
振
り
返
る
意
味
で
あ
る
「
回
想
」
と
述
べ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
額
縁
構
造
内
で
起
こ
る
時
間
変
化
と
は
額
縁
を
な
す
「
現
在
」

と
額
縁
の
中
に
飾
ら
れ
る
絵
の
位
置
に
例
え
ら
れ
る
「
過
去
」
へ
の
反
復

に
限
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
額
縁
構
造
を
持
つ
作
品
群
は
、
三
部
構
成

に
よ
る
構
造
を
有
し
て
お
り
、
第
一
部
と
第
三
部
が
「
現
在
時
制
」、
間

に
挟
ま
れ
る
第
二
部
が
「
過
去
時
制
」
に
遡
る
と
い
う
時
間
変
化
を
伴
う

文
章
で
あ
る
と
定
義
で
き
る
。

　

一
般
的
に
、
額
縁
構
造
は
三
部
構
造
を
と
り
、
第
一
部
を
「
前
額
」、

第
二
部
を
「
絵
画
」、
第
三
部
を
「
後
額
」
と
呼
ぶ
。
甲
斐
（1989

）
が

額
縁
構
造
に
つ
い
て
定
義
す
る
際
、「
三

部
構
成
の
物
語
で
説
明
す
る
と
」
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
額
縁
構

造
が
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
時
間
変
化
が「
現
在
」と「
過

去
」
へ
の
反
復
に
限
定
さ
れ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
た
め
、物
語
に
よ
っ
て
は「
現

在—

過
去
」
ま
た
は
「
過
去—

現
在
」

と
い
っ
た
額
縁
部
分
が
欠
け
た
構
成
の

場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
第
一
部
と

第
三
部
ど
ち
ら
か
が
欠
け
て
い
る
構
造

を「
片
額
構
造
」、両
方
あ
る
も
の
を「
両

額
構
造
」
と
い
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
額
縁
構
造
は
図

１
の
よ
う
に
表
せ
る
。

　

２
．
２　

内
容
的
特
徴

　

構
造
上
の
特
徴
だ
け
で
な
く
、「
前
額
」
と
「
後
額
」、「
絵
画
」
と
い
っ

た
部
分
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
の
関
係
に
つ
い
て
も
額
縁
構
造
の
特
徴
が

み
ら
れ
る
。

　

須
貝
（2001
）
は
「『
額
縁
構
造
』
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
最
初
の
一

文
と
最
後
の
一
文
の
対
応
に
は
、非
対
称
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、 図１　額縁構造
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歪
み
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
同
時
に
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
最
初
の
一
文
が
含
ま
れ
る
「
前
額
」
と
最
後

の
一
文
が
含
ま
れ
る
「
後
額
」
の
間
に
は
、
何
ら
か
の
、
物
語
の
意
味
的

に
大
き
な
変
容
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
倉
井
（2018

）
は
「
額
縁
構
造
の
特
徴
と
し
て
、Gerard 

Genette

（1972

）
の
主
張
す
る
『
語
り
の
水
準
』
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。「
語
り
の
水
準
」
と
は
、作
中
人
物
の
「
話
者
」

が
ど
こ
か
ら
物
語
を
語
っ
て
い
る
か
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
作
者
が
物
語

を
執
筆
す
る
「
物
語
世
界
外
」、
物
語
と
し
て
語
ら
れ
る
出
来
事
で
あ
る

「
物
語
世
界
」、
物
語
世
界
の
中
で
語
ら
れ
る
出
来
事
で
あ
る
「
メ
タ
物
語

世
界
」
の
三
つ
が
あ
る
（Genette,1972
）。
額
縁
構
造
で
言
う
な
ら
ば
、

現
在
時
制
で
あ
る
第
一
部
、
第
三
部
が
「
物
語
世
界
」、
そ
の
世
界
か
ら

回
想
さ
れ
る
過
去
時
制
の
第
二
部
が
「
メ
タ
物
語
世
界
」
と
定
義
で
き
る
。

「
物
語
世
界
」
と
「
メ
タ
物
語
世
界
」
が
持
つ
三
つ
の
関
係
の
内
、
第
一

の
タ
イ
プ
が
、「
額
縁
構
造
」
に
当
て
は
ま
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
倉

井,2018

）。

　

第
一
の
タ
イ
プ
…
…
メ
タ
物
語
世
界
の
出
来
事
と
物
語
世
界
の
出
来

事
と
を
直
接
的
に
む
す
び
つ
け
る
因
果
関
係
で
、
そ
れ
が
第
二
次
物

語
言
説
（
注 

メ
タ
物
語
世
界
の
こ
と
）
に
、
言
わ
ば
説
明
的
機
能

を
付
与
す
る
。（
注
は
倉
井
）

　
「
物
語
世
界
」
の
出
来
事
と
「
メ
タ
物
語
世
界
」
の
出
来
事
が
直
接
的

に
因
果
関
係
を
持
ち
、
メ
タ
物
語
世
界
に
説
明
的
機
能
を
持
た
せ
る
こ
と

か
ら
、「
前
額
」
か
ら
「
後
額
」
に
か
け
て
起
こ
る
「
変
容
」
と
、
過
去

時
制
の
「
絵
画
」
に
は
直
接
的
な
因
果
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、「
絵

画
」
に
は
「
変
容
」
に
対
す
る
説
明
的
機
能
で
あ
る
「
き
っ
か
け
・
原
因
」

が
書
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
額
縁
構
造
に
は
、
現
在
時
制
で
あ
る
「
前
額
」、「
後
額
」

を
比
較
す
る
こ
と
で
「
変
容
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
変
容
を

も
と
に
、
過
去
時
制
の
「
絵
画
」
か
ら
変
容
の
「
き
っ
か
け
・
原
因
」
に

あ
た
る
部
分
へ
注
目
さ
せ
る
特
徴
が
あ
る
。

　

２
．
３　

類
型

　

額
縁
構
造
は
、
必
ず
し
も
三
部
構
成
で
あ
る
「
両
額
構
造
」
と
は
限
ら

な
い
。
前
額
や
後
額
が
欠
け
た
「
片
額
構
造
」
の
場
合
が
あ
る
。
後
額
が

欠
け
た「
前
型
」、前
額
が
欠
け
た「
後
型
」と
呼
び
な
ら
わ
す
こ
と
が
多
い
。

倉
井
（2018

）
が
ま
と
め
た
額
型
を
整
理
す
る
と
、以
下
の
よ
う
に
な
る
。

「
両
額
構
造
」
…
両
方
の
額
縁
部
分
が
存
在
し
、「
前
額—

絵
画—

後

額
」
と
い
う
最
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
型
で
あ
る
。
両
方
の
額
縁
部

分
が
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
変
容
の
前
後
を
比
較
し
や
す
い
。

「
前
型
」
…
「
前
額—

絵
画
」
と
な
っ
て
お
り
、後
額
が
欠
け
て
い
る
。

「
変
容
前
」
や
「
き
っ
か
け
・
原
因
」
か
ら
「
変
容
後
」
を
考
え
る

必
要
が
あ
る
。
教
材
の
読
み
取
り
が
十
分
に
お
こ
な
え
な
い
と
多
様

な
解
釈
が
生
ま
れ
や
す
く
、「
両
額
構
造
」
に
く
ら
べ
難
し
い
教
材

で
あ
る
。

「
後
型
」
…
「
絵
画—

後
額
」
と
な
っ
て
お
り
、前
額
が
欠
け
て
い
る
。

「
変
容
前
」
が
な
く
、「
絵
画
」
に
書
か
れ
て
い
る
「
き
っ
か
け
・
原

因
」
か
ら
「
変
容
」
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
後
額
」
に
つ
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い
て
十
分
な
読
み
取
り
が
行
え
な
い
と
「
変
容
」
そ
の
も
の
に
気
づ

か
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
と
て
も
難
し
い
教
材
で
あ
る
。

　

ま
た
、
以
上
の
三
種
類
の
型
の
特
徴
に
つ
い
て
「
情
報
量
」
と
「
出
来

事
の
時
間
の
変
化
」
が
重
要
な
要
素
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
倉
井,2018

）。

情
報
量
と
は
、
前
額
や
後
額
と
い
っ
た
額
縁
部
分
に
「
変
容
す
る
も
の
が

何
な
の
か
」
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
不

十
分
で
あ
る
と
、「
変
容
」
か
ら
推
測
す
る
「
き
っ
か
け
・
原
因
」、
変
容

と
の
因
果
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。「
出
来
事
の
時
間
の

変
化
」
と
は
、「
額
縁
部
分
」
と
「
絵
画
」
の
間
に
「
時
間
の
飛
躍
」
が

示
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
不
十
分
で
あ
る
と
「
額

縁
構
造
」
と
は
別
の
種
類
の
構
造
を
と
る
物
語
教
材
の
可
能
性
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
額
縁
構
造
の
持
つ
類
型
自
体
に

は
、
読
み
取
り
に
あ
た
り
難
易
度
や
特
徴
が
存
在
す
る
。
そ
れ
に
加
え
、

「
情
報
量
」
と
「
出
来
事
の
時
間
の
変
化
」
と
い
う
要
素
が
物
語
教
材
の

中
に
含
ま
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
も
難
易
度
や
特
徴
が
変
化
す
る
こ
と
が

あ
る
。

３　

分
析
作
品
の
梗
概

　「
世
界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」

　

本
教
材
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
村
パ
グ
マ
ン
に
住
む
少
年
ヤ
モ
の
幸

せ
な
一
日
を
描
き
な
が
ら
、
日
常
の
中
に
見
え
隠
れ
す
る
戦
争
の
悲
惨
さ

を
感
じ
さ
せ
る
物
語
で
あ
る
。

　

主
人
公
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
パ
グ
マ
ン
と
い
う
村
に
住
む
、
小
さ
な

男
の
子
ヤ
モ
で
あ
る
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
は
夏
に
な
れ
ば
果
物
が
豊
か
に

実
る
美
し
い
自
然
が
い
っ
ぱ
い
の
国
で
あ
る
一
方
で
、
そ
こ
で
は
何
年
も

民
族
同
士
の
戦
争
が
続
い
て
い
る
。
戦
争
は
国
中
に
広
が
り
、
ヤ
モ
の
兄

は
兵
隊
と
な
っ
て
戦
い
に
向
か
う
。
パ
グ
マ
ン
で
は
あ
ん
ず
や
す
も
も
や

さ
く
ら
ん
ぼ
が
取
れ
、
ヤ
モ
は
兄
に
代
わ
り
、
父
親
と
ろ
ば
の
ポ
ン
パ
ー

と
共
に
初
め
て
町
へ
果
物
を
売
り
に
行
く
。

　

町
は
豆
売
り
の
お
じ
さ
ん
が
大
声
を
張
り
上
げ
、羊
の
市
な
ど
も
立
ち
、

に
ぎ
や
か
な
声
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
す
も
も
を
売
る
父
親
と
手
分
け
を
し

て
、
ヤ
モ
は
ポ
ン
パ
ー
と
共
に
さ
く
ら
ん
ぼ
を
売
り
に
町
を
回
り
、
色
と

り
ど
り
の
小
さ
な
店
が
所
せ
ま
し
と
並
ぶ
中
に
あ
る
屋
根
付
き
の
バ
ザ
ー

ル
に
た
ど
り
着
く
。
は
じ
め
は
さ
く
ら
ん
ぼ
を
売
る
た
め
声
を
あ
げ
る
ヤ

モ
に
誰
も
見
向
き
も
し
な
か
っ
た
が
、
小
さ
な
女
の
子
や
、
戦
争
に
行
き

足
を
な
く
し
た
お
じ
さ
ん
が
さ
く
ら
ん
ぼ
を
買
っ
て
く
れ
た
こ
と
で
ヤ
モ

の
さ
く
ら
ん
ぼ
は
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
る
。

　

ヤ
モ
は
さ
く
ら
ん
ぼ
を
売
り
き
る
と
父
親
の
も
と
へ
戻
り
、
休
憩
を
兼

ね
て
食
堂
へ
昼
食
を
食
べ
に
行
く
。
ヤ
モ
は
食
堂
で
さ
く
ら
ん
ぼ
を
売
る

際
に
出
会
っ
た
足
を
な
く
し
た
お
じ
さ
ん
の
話
を
父
親
に
話
し
て
い
る

と
、
二
人
の
話
を
聞
い
て
い
た
お
じ
さ
ん
に
話
し
か
け
ら
れ
る
。
父
親
と

お
じ
さ
ん
が
「
南
の
方
の
戦
い
が
ひ
ど
く
な
っ
て
い
る
」
と
話
し
て
い
る

の
を
聞
く
と
、
ヤ
モ
は
兄
は
き
っ
と
元
気
に
帰
っ
て
く
る
と
信
じ
な
が
ら

も
不
安
を
感
じ
る
。
不
安
そ
う
な
ヤ
モ
を
見
て
、
父
親
は
「
残
り
の
す
も

も
を
売
り
切
っ
た
後
、び
っ
く
り
す
る
場
所
に
行
く
」
と
ヤ
モ
に
告
げ
る
。

　

す
も
も
を
全
て
売
り
切
る
と
、
ヤ
モ
た
ち
は
羊
の
市
場
に
向
か
い
、
も

う
け
た
お
金
を
全
部
使
っ
て
、
真
っ
白
な
子
羊
を
買
う
。
ヤ
モ
は
大
喜
び

で
村
に
戻
る
と
、
子
羊
に
「
バ
ハ
ー
ル
（
春
）」
と
い
う
名
前
を
つ
け
、

子
羊
を
兄
に
紹
介
し
た
い
と
思
い
、
兄
が
返
っ
て
く
る
の
を
待
ち
遠
し
く
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感
じ
る
。
し
か
し
、
そ
の
年
の
冬
、
村
は
戦
争
で
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　「
桃
花
片
」

　

本
教
材
は
、
楊
と
楊
の
父
親
と
の
親
子
関
係
を
描
き
な
が
ら
、
仕
事
に

対
す
る
情
熱
や
芸
術
に
対
す
る
多
様
な
価
値
観
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ
せ

る
物
語
で
あ
る
。

　

陶
器
を
作
る
こ
と
を
生
業
と
す
る
年
老
い
た
老
人
の
楊
が
主
人
公
で
あ

る
。
楊
は
、
薄
暗
い
仕
事
場
で
つ
ぼ
や
皿
を
作
っ
て
い
る
。

　

幼
い
頃
の
楊
は
、
父
親
の
仕
事
場
で
陶
工
の
ま
ね
ご
と
や
土
で
形
を

作
っ
た
ば
か
り
の
皿
や
茶
わ
ん
を
干
し
台
に
並
べ
る
手
伝
い
を
し
て
い

た
。
幼
い
楊
に
と
っ
て
、
父
親
が
素
焼
き
の
う
つ
わ
に
う
わ
ぐ
す
り
を
か

け
模
様
を
書
い
た
り
、
ひ
と
か
た
ま
り
の
土
か
ら
小
さ
な
人
形
が
作
り
だ

さ
れ
た
り
す
る
光
景
は
面
白
く
不
思
議
な
も
の
だ
っ
た
。

　

楊
の
父
親
は
、
髪
の
毛
が
ち
り
ち
り
と
燃
え
る
こ
と
も
い
と
わ
ず
お
茶

の
色
に
映
り
の
良
い
青
い
茶
碗
を
焼
く
た
め
に
か
ま
か
ら
焼
き
物
を
運
び

出
す
ほ
ど
、ふ
だ
ん
使
う
陶
磁
器
に
限
り
な
い
愛
情
を
注
ぎ
込
ん
で
い
た
。

不
意
に
、
楊
は
そ
の
ふ
だ
ん
使
う
焼
き
物
ば
か
り
焼
い
て
い
る
父
親
の
姿

を
ば
か
ば
か
し
く
思
い
、
も
っ
と
い
い
も
の
を
焼
い
て
み
た
く
な
い
の
か

と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
楊
は
焼
き
物
を
鑑
賞
で
き
る
こ
と
が
本
当
の
値

打
ち
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
自
由
に
ろ
く
ろ
を
ひ
け
る
よ
う
に

な
る
と
、
父
親
に
で
き
な
い
こ
と
を
今
に
自
分
が
す
る
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

若
者
に
成
長
す
る
と
楊
に
は
陶
工
の
才
能
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
ろ

く
ろ
技
術
は
名
人
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
の
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

父
親
は
「
豊
か
さ
と
な
ご
や
か
さ
か
ら
は
程
遠
く
、
自
分
を
押
し
出
し
す

ぎ
て
い
る
」
と
し
て
手
放
し
で
ほ
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
楊

は
焼
く
技
術
を
学
ぶ
が
、
自
身
の
腕
が
父
親
の
腕
に
は
遠
く
及
ば
な
い
こ

と
を
知
る
。
楊
は
心
に
か
な
う
焼
き
物
で
な
け
れ
ば
片
は
し
か
ら
割
っ
て

し
ま
い
、
そ
の
息
子
の
姿
を
父
親
は
暗
い
気
持
ち
で
眺
め
て
い
た
。

　

父
親
の
死
後
、
楊
も
六
十
歳
を
過
ぎ
た
頃
、
人
々
か
ら
「
名
人
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
時
は
満
ち
足
り
た
日
々
を
送
っ
て
い
た
が
、

し
だ
い
に
心
の
中
で
は
そ
れ
を
疑
う
気
持
ち
が
頭
を
も
た
げ
は
じ
め
る
。

子
ど
も
の
こ
ろ
に
絵
付
け
し
た
素
朴
な
か
ざ
り
皿
と
白
磁
の
つ
る
く
び
に

か
な
う
も
の
を
ま
だ
作
れ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
す
っ
か
り
年
老
い
た
楊
は
毎
日
ろ
く
ろ
を
回
し
、
残
さ
れ
た

命
の
火
を
掻
き
立
て
る
よ
う
に
か
ま
に
向
か
っ
て
い
た
。
あ
る
日
、
名
器

と
う
わ
さ
さ
れ
る
桃
花
片
の
水
滴
に
出
会
う
。
楊
が
魅
せ
ら
れ
た
そ
の
器

は
、
父
親
の
作
で
あ
っ
た
。

４　
「
世
界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」：
後
額
構
造

　

４
．
１　

内
容
的
特
徴

　
「
世
界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」
は
、
大
き
く
2
つ
に
内
容
を
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
物
語
末
部
の
ヤ
モ
の
住
む
村
の
現
状
に
つ
い

て
書
か
れ
た
段
落
で
あ
る
。
こ
の
段
落
は
以
下
の
一
文
で
あ
る
。

　
　
そ
の
年
の
冬
、
村
は
戦
争
で
は
か
い
さ
れ
、
今
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
。

結
末
と
し
て
は
「
村
が
す
で
に
な
い
」
と
い
う
状
態
が
読
み
取
れ
る
。
そ

の
た
め
、
こ
れ
を
変
容
後
の
姿
と
す
る
と
、
変
容
前
は
「
村
が
あ
っ
た
」

と
い
う
推
測
が
立
つ
。
そ
の
た
め
、「
村
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
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い
う
こ
と
が
、
物
語
の
意
味
的
に
大
き
な
変
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
主
人
公
の
ヤ
モ
が
父
親
と
共
に
町
へ
行
き
、
再
び
村

へ
帰
っ
て
く
る
ま
で
の
一
日
が
描
か
れ
て
い
る
段
落
群
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
度
々
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
戦
争
が
起
き
て
い
る
と
わ
か
る
描
写
が
な

さ
れ
て
い
る
。
ヤ
モ
の
兄
の
ハ
ル
ー
ン
が
出
兵
し
て
い
る
描
写
や
、
さ
く

ら
ん
ぼ
を
買
っ
て
く
れ
る
足
を
な
く
し
た
お
じ
さ
ん
の
登
場
、
食
堂
で
の

南
の
方
の
戦
い
が
ひ
ど
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
話
な
ど
が
見
ら
れ
、
そ
の

度
に
ヤ
モ
は
不
安
を
感
じ
る
。
村
が
な

く
な
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
を
感
じ
さ
せ

る
「
き
っ
か
け
・
原
因
」
と
な
る
描
写

は
戦
争
が
起
き
て
い
る
描
写
の
み
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、村
が
な
く
な
る「
き
っ

か
け
・
原
因
」
は
戦
争
で
あ
る
と
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

戦
争
描
写
は
変
容
後
に
対
す
る
説
明
的

機
能
を
も
ち
、
変
容
に
関
わ
る
「
き
っ

か
け
・
原
因
」
と
し
て
変
容
と
因
果
関

係
が
み
ら
れ
る
。

　

以
上
の
変
容
と
「
き
っ
か
け
・
原
因
」

の
因
果
関
係
に
つ
い
て
を
図
式
化
す
る

と
図
２
の
よ
う
に
な
る
。

　

４
．
２　

額
縁
構
造
と
し
て
捉
え
る

　

物
語
末
部
の
段
落
の
時
制
に
注
目
し
た
と
き
、「
今
は
も
う
あ
り
ま
せ

ん
」
と
村
の
現
状
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
段
落
は
現
在
時

制
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
村

は
「
そ
の
年
の
冬
」
に
あ
っ
た
戦
争
で

破
壊
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
ヤ
モ
の
一
日
は

そ
の
年
の
夏
の
出
来
事
と
考
え
ら
れ
、

過
去
時
制
の
内
容
で
あ
る
と
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
、
額
縁
構
造
と
し
て
「
世

界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」
を
捉
え
た

際
、
村
の
現
状
部
分
が
書
か
れ
た
段

落
が
「
額
縁
」、
ヤ
モ
の
一
日
は
「
絵

画
」
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
る
。
加

え
て
、こ
の
物
語
は「
過
去
」と「
現
在
」

と
の
時
間
の
反
復
は
見
ら
れ
る
が
絵

画
の
前
の
額
縁
部
分
に
相
当
す
る
「
現

在
時
制
」
が
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
世
界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」

は
、
額
縁
構
造
で
は
あ
る
が
、
後
型
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
片
額
構

造
で
あ
る
（
以
下
後
額
構
造
と
す
る
）。
こ
れ
を
図
式
化
す
る
と
図
３
の

よ
う
に
な
る
。

　

額
縁
構
造
に
お
い
て
「
前
額
」
と
「
後
額
」
を
比
較
し
た
際
、
物
語
の

意
味
的
に
大
き
な
変
容
が
あ
る
。
し
か
し
、「
世
界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」

は
後
額
構
造
で
あ
る
た
め
「
変
容
前
」
が
な
く
、
後
額
の
「
変
容
後
」
と

「
絵
画
」
に
書
か
れ
て
い
る
変
容
の
「
き
っ
か
け
・
原
因
」
か
ら
「
変
容
」

を
推
測
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

図２　変容と「きっかけ・原因」の因果関係

図３　世界一美しいぼくの村「後額構造」
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４
．
３　

後
額
構
造
が
も
た
ら
す
読
み
手
へ
の
効
果

　
「
世
界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」
を
額
縁
構
造
と
し
て
捉
え
内
容
を
理
解

す
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
額
縁
構
造
が
も
た
ら
す
読
み
手
へ
の
効
果
に
つ

い
て
考
察
す
る
。

　

初
め
て
「
世
界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」
を
読
む
際
、
後
額
構
造
と
知
ら

な
い
た
め
、読
み
手
は
ヤ
モ
の
一
日
を
前
額
と
し
て
認
識
す
る
。
こ
れ
は
、

地
の
文
が
ヤ
モ
の
視
点
で
展
開
さ
れ
、
現
在
時
制
と
し
て
捉
え
る
た
め
で

あ
る
。
前
額
は
物
語
の
意
味
的
変
容
の
変
容
前
の
姿
を
示
す
た
め
、
読
み

手
は
「
前
額
の
内
容
が
絵
画
、
後
額
と
読
み
進
め
る
に
あ
た
り
ど
の
よ
う

に
変
容
す
る
の
か
」
と
考
え
な
が
ら
読
む
。
ヤ
モ
の
一
日
は
、
度
々
、
戦

争
が
起
き
て
い
る
描
写
が
あ
り
、
ヤ
モ
が
不
安
を
感
じ
る
心
理
描
写
が
な

さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
一
日
の
最
後
に
は
子
羊
を
買
い
、
世
界
一
美
し

い
村
に
帰
っ
て
き
た
幸
せ
な
ヤ
モ
の
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
描
写

は
物
語
の
中
で
最
も
プ
ラ
ス
の
度
合
い
が
高
い
場
面
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
こ
で
読
み
手
は
、「
幸
せ
な
状
態
が
ど
の
よ
う
に
変
容
す
る
の
か
」
と

い
う
疑
問
を
持
つ
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
、
ヤ
モ
の
村
は
戦
争
で
す
で
に

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
読
み
手
は
、
初
め

て
ヤ
モ
の
一
日
は
過
去
時
制
の
話
で
あ
り
、絵
画
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

前
額
だ
と
思
っ
て
い
た
内
容
が
絵
画
で
あ
り
過
去
だ
っ
た
と
い
う
、
読
み

手
の
想
定
が
裏
切
ら
れ
る
こ
と
で
強
い
印
象
を
受
け
る
。
ま
た
、
自
身
の

村
が
世
界
一
美
し
い
と
思
っ
て
い
る
プ
ラ
ス
の
場
面
か
ら
、
美
し
い
村
が

な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
を
感
じ
さ
せ
る
場
面
の
転

調
か
ら
も
強
く
印
象
に
残
る
。

５　
「
桃
花
片
」：
両
額
構
造

５
．
１　

内
容
的
特
徴	

　
「
桃
花
片
」
は
、
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
物
語
は
仕
事
場
で
ろ
く

ろ
を
回
す
六
十
歳
の
楊
の
姿
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
を
第
一
部
と
す
る
。
こ

こ
で
は
、
楊
は
満
足
し
た
つ
ぼ
や
皿
を
作
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
第

二
部
で
は
楊
の
過
去
の
話
へ
と
遡
る
。
父
親
の
仕
事
を
観
察
し
手
伝
っ
て

い
た
幼
い
頃
か
ら
、
ろ
く
ろ
を
自
由
に
回
せ
る
よ
う
に
な
り
父
親
か
ら
陶

工
に
つ
い
て
学
び
始
め
た
若
者
ま
で
を
描
く
。
し
か
し
、
楊
は
最
後
ま
で

満
足
の
い
く
作
品
を
作
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
第
三
部
で
は
再
び
六

十
歳
の
年
老
い
た
楊
の
場
面
へ
と
戻
っ
て
く
る
。
あ
る
日
、
楊
は
名
器
と

う
わ
さ
さ
れ
た
桃
花
片
の
水
滴
に
出
会
い
、
そ
れ
は
自
身
が
追
い
求
め
て

い
た
陶
工
の
姿
で
あ
り
父
親
の
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。

　

第
一
部
で
、
楊
は
「
自
身
が
満
足
で
き
る
陶
磁
器
」
が
ど
の
よ
う
な
も

の
か
悩
ん
で
い
る
。
第
三
部
で
は
、
楊
自
身
が
理
想
と
す
る
陶
磁
器
は
父

親
の
作
品
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
三
部
構
成
の
第
一

部
と
第
三
部
か
ら
、「
楊
自
身
の
理
想
の
陶
磁
器
を
発
見
で
き
た
こ
と
」

が
物
語
の
意
味
的
に
大
き
な
変
容
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
部
で
は
、
楊
と
父
親
と
の
陶
磁
器
に
対
す
る
考
え
方
が
異
な
っ
て

い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
楊
の
父
親
は
普
段
使
う
陶
磁
器
に
限
り
な

い
愛
情
を
注
い
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
幼
い
頃
か
ら
楊
は
鑑
賞
で
き

る
ほ
ど
の
焼
き
物
で
あ
る
こ
と
が
本
当
の
値
打
ち
と
考
え
て
い
る
。
楊
の

作
品
は
父
親
に
「
豊
か
さ
」
や
「
な
ご
や
か
さ
」
と
は
程
遠
い
と
評
さ
れ
、

楊
は
「
職
人
の
く
せ
に
」
と
反
発
し
て
い
た
。
桃
花
片
を
構
成
す
る
三
部

を
時
系
列
に
並
べ
る
な
ら
ば
、「
第
二
部—

第
一
部—

第
三
部
」
と
な
る
。

そ
の
た
め
、
第
一
部
の
楊
は
、
幼
い
頃
か
ら
変
わ
ら
ず
鑑
賞
品
と
し
て
の
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焼
き
物
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
三
部
で
、
楊
は
自
身
の
理

想
と
す
る
陶
磁
器
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
素
晴
ら
し
い
と
う
わ
さ
に
な
っ

た
桃
花
片
の
水
滴
を
見
に
行
き
、
そ
の
水
滴
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
感

じ
て
い
る
。

楊
は
、
身
も
心
も
吸
い
込
ま
れ
た
ま
ま
、
時
の
た
つ
の
も
忘
れ
て
立

ち
つ
く
し
た
。
こ
の
小
さ
な
一
つ
の
水
滴
に
こ
め
ら
れ
た
、
陶
工
の

命—

た
ま
し
い—
」
に
、
は
だ
で
触
れ
た
思
い
で
あ
っ
た
。

楊
が
水
滴
に
対
し
深
い
感
銘
を
受
け
た
こ
と
は
二
文
か
ら
読
み
取
れ
る

が
、最
後
ま
で
「
楊
自
身
の
理
想
の
陶
磁
器
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の
か
言
及
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
第
二
部
に
楊
と
父
親
と
の
陶
磁
器

に
対
す
る
考
え
方
の
相
違
が
書
か
れ
て

い
る
こ
と
で
、
楊
の
理
想
と
す
る
陶
磁

器
と
は
、
父
親
が
考
え
る
よ
う
に
「
豊

か
さ
」
や
「
な
ご
や
か
さ
」
を
感
じ
ら

れ
る
日
常
的
な
陶
磁
器
で
あ
る
こ
と
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ

て
、
第
二
部
に
は
物
語
の
意
味
的
に
大

き
な
変
容
に
関
わ
る
き
っ
か
け
・
原
因

が
述
べ
ら
れ
、
説
明
的
機
能
を
持
つ
と

い
え
る
。
第
一
部
、
第
二
部
、
第
三
部

の
内
容
的
特
徴
の
関
係
性
に
つ
い
て
図

4
に
示
す
。

５
．
２　

額
縁
構
造
と
し
て
捉
え
る

　
「
桃
花
片
」
で
は
、
時
制
に
注
目
す
る
と
「
現
在—

過
去—

現
在
」
と

い
う
時
制
の
変
化
が
描
か
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
目
の
「
現
在
時
制
」
は
、

仕
事
場
で
ろ
く
ろ
を
回
す
六
十
歳
の
楊
の
姿
か
ら
過
去
時
制
の
回
想
に
い

く
手
前
ま
で
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
額
縁
構
造
の
額
縁
部
分
で
あ
り
、「
前

額
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ふ
た
つ
目
の
現
在
時
制
は
、
過
去
の
回
想

か
ら
戻
り
、
楊
の
父
親
が
死
ん
だ
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
段
落
か
ら
桃
花

片
の
水
滴
を
見
る
終
末
部
ま
で
の
す
べ
て
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
額
縁
構
造

の
額
縁
部
分
で
あ
り
「
後
額
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
楊
の
幼
い
頃
か
ら
父

親
に
陶
工
の
技
術
に
つ
い
て
学
ぶ
過
去
時
制
の
回
想
部
分
は
「
絵
画
」
と

呼
ば
れ
る
部
分
に
該
当
す
る
。
桃
花
片

は
、「
前
額
」
と
「
後
額
」
が
そ
ろ
っ

て
い
る
た
め
、
変
容
前
と
変
容
後
が
描

か
れ
て
お
り
、
物
語
の
意
味
的
に
大
き

な
変
容
を
つ
か
み
や
す
い
構
造
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
絵
画
の
部
分
に
は
先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
変
容
部
分
に
つ
い

て
読
み
取
る
た
め
の
「
き
っ
か
け
・
原

因
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
桃

花
片
」
は
「
前
額—

絵
画—

後
額
」
と

三
部
構
造
に
な
っ
て
い
る
、
変
容
を
読

み
取
り
や
す
い
両
額
構
造
と
呼
ば
れ
る

額
縁
構
造
で
あ
る
。
こ
れ
を
図
式
化
す

る
と
図
５
の
よ
う
に
な
る
。

図 4　内容的特徴の関係性

図５　桃花片「両額構造」
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６　

考
察

　

今
ま
で
の
額
縁
構
造
の
特
徴
と
額
縁
構
造
を
用
い
た
物
語
の
内
容
的
特

徴
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
、
額
縁
構
造
の
特
徴
と
し
て
は
、
額
縁

構
造
は
基
本
的
に
三
部
構
成
で
あ
り
、
時
制
の
変
化
が
あ
る
。
前
額
と
後

額
の
額
縁
は
現
在
時
制
に
あ
た
り
、
絵
画
は
過
去
時
制
に
あ
た
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
額
縁
構
造
を
用
い
た
物
語
の
内
容
的
特
徴

に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
額
か
ら
後
額
に
か
け
て
物
語
の
意
味
的
に
大
き
な

変
容
が
あ
り
、
後
額
構
造
で
は
後
額
し
か
な
い
が
、
変
容
後
が
わ
か
る
た

め
変
容
前
を
推
測
す
る
こ
と
で
物
語
の
意
味
的
に
大
き
な
変
容
を
推
測
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
絵
画
に
は
、
こ
の
変
容
の
「
き
っ
か
け
・
原
因
」
と

な
る
要
素
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
絵
画
と
変
容
は
因
果
関
係
を

持
つ
と
い
え
る
。

　

本
研
究
で
は
、
こ
の
特
徴
を
前
提
と
し
て
、
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
額
縁
構
造
の
ジ
ャ
ン
ル
特
有
の
ポ
イ
ン
ト
と
は
何
か

を
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
額
縁
構
造

を
含
む
教
材
で
あ
る
「
世
界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」
と
「
桃
花
片
」
か
ら
、

額
縁
構
造
の
持
つ
特
有
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
た
、
そ
れ

ら
の
額
縁
構
造
の
ポ
イ
ン
ト
が
、
授
業
構
成
上
、
作
品
読
解
の
視
点
と
し

て
ど
の
よ
う
に
有
効
に
機
能
す
る
か
を
考
察
す
る
。

　
「
世
界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」
に
は
、
最
後
の
一
文
に
よ
っ
て
表
面
化

す
る
仕
掛
け
が
二
つ
存
在
す
る
。
ひ
と
つ
は
、
物
語
の
大
き
な
転
調
で
あ

る
。
物
語
冒
頭
で
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と
い
う
国
の
美
し
さ
や
様
々
な

果
物
が
実
る
な
ど
豊
か
さ
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。そ
の
あ
と
の
場
面
で
は
、

ヤ
モ
が
市
場
で
果
物
を
売
り
、
パ
グ
マ
ン
の
村
の
誰
も
持
っ
て
い
な
い
ほ

ど
綺
麗
な
子
羊
を
買
い
、
村
に
帰
っ
て
く
る
と
い
う
ヤ
モ
の
幸
せ
な
一
日

が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
語
の
ほ
と
ん
ど
を
使
い
、
プ
ラ
ス

な
印
象
を
読
み
手
に
与
え
る
よ
う
な
文
章
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
加
え

て
、「
世
界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」
と
い
う
題
名
も
物
語
に
プ
ラ
ス
な
印

象
を
持
た
せ
る
こ
と
へ
関
係
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
最
後
の
一

文
で
、世
界
一
美
し
い
村
が
す
で
に
な
く
な
っ
て
い
る
と
わ
か
る
こ
と
で
、

プ
ラ
ス
の
印
象
で
あ
る
村
や
ヤ
モ
の
日
常
、
美
し
い
国
が
戦
争
に
よ
っ
て

失
わ
れ
、
マ
イ
ナ
ス
の
印
象
へ
と
変
化
す
る
。
こ
の
プ
ラ
ス
か
ら
マ
イ
ナ

ス
へ
の
大
き
な
転
調
に
よ
っ
て
、
読
み
手
は
物
語
に
大
き
な
落
差
を
感

じ
、
最
後
の
一
文
を
印
象
的
に
感
じ
る
。
ふ
た
つ
め
は
、「
世
界
一
美
し

い
ぼ
く
の
村
」
の
時
制
で
あ
る
。
初
め
て
作
品
を
読
ん
だ
際
、
ヤ
モ
の
一

日
は
ヤ
モ
の
視
点
か
ら
現
在
時
制
で
展
開
さ
れ
る
た
め
、
読
み
手
は
現
在

の
出
来
事
と
考
え
読
み
進
め
る
。
し
か
し
、
最
後
の
一
文
で
「
そ
の
年
の

冬
、
村
は
戦
争
で
は
か
い
さ
れ
、
今
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
」
と
あ
る
こ
と

で
、
現
在
で
は
な
く
過
去
の
出
来
事
だ
と
理
解
で
き
る
。
加
え
て
、
時
制

が
明
確
に
な
る
こ
と
で
、「
世
界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」
は
「
過
去—

現
在
」

の
構
成
で
あ
り
、
前
額
が
欠
け
た
片
額
構
造
の
額
縁
構
造
だ
と
わ
か
る
。

初
見
で
は
わ
か
ら
な
い
時
制
と
片
額
構
造
と
い
う
潜
在
的
伏
線
は
、
最
後

の
一
文
を
読
む
こ
と
で
表
面
化
す
る
。
最
後
ま
で
読
む
こ
と
で
表
面
化
す

る
潜
在
的
伏
線
は
物
語
を
読
み
深
め
る
上
で
、
読
み
手
に
「
そ
う
い
う
こ

と
だ
っ
た
の
か
」と
い
う
謎
解
き
の
感
覚
を
与
え
る
。転
調
と
時
制
に
よ
っ

て
表
面
化
し
た
謎
解
き
は
、
読
み
手
が
読
み
返
す
に
あ
た
り
、
印
象
的
に

感
じ
さ
せ
、
最
後
の
一
文
へ
の
注
目
を
促
し
た
り
、
絵
画
部
分
に
あ
た
る

ヤ
モ
の
一
日
に
含
ま
れ
る
幾
度
か
の
戦
争
描
写
が
結
末
へ
繋
が
る
こ
と
に

気
づ
か
せ
た
り
、
読
み
手
の
作
品
へ
の
読
み
深
め
を
助
け
る
と
い
え
る
。

　
「
桃
花
片
」
で
は
、
楊
は
若
い
頃
か
ら
老
齢
に
な
る
ま
で
の
間
、「
理
想
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の
陶
磁
器
と
は
何
か
」
と
い
う
疑
問
を
持
ち
続
け
て
い
る
。
過
去
の
回
想

で
あ
る
絵
画
部
分
で
、
幼
い
楊
は
父
親
が
懸
命
に
焼
い
た
陶
磁
器
に
対
し

「
も
っ
と
、
い
い
も
の
か
と
思
っ
た
。」
と
述
べ
、「
ど
う
し
て
、
お
父
さ

ん
は
、
ふ
だ
ん
使
う
よ
う
な
焼
き
物
ば
か
り
焼
い
て
…
…
、
そ
れ
で
満
足

し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
」
と
不
思
議
に
感
じ
て
い
る
。
加
え
て
、
陶
磁
器
を

作
る
よ
う
に
な
る
と
父
親
の
作
る
日
常
的
な
陶
磁
器
に
は
満
足
で
き
ず
、

「
だ
か
ら
お
父
さ
ん
は
、
た
い
し
た
も
の
を
残
す
こ
と
が
で
き
な
い
ん
だ
」

と
父
親
の
陶
磁
器
を
否
定
的
に
捉
え
る
。
そ
れ
か
ら
楊
は
「
鑑
賞
の
た
め

の
陶
磁
器
」
に
価
値
を
置
く
よ
う
に
な
り
一
時
期
は
名
人
の
称
号
を
得
て

満
足
し
た
が
、
そ
の
陶
磁
器
が
自
身
の
追
い
求
め
る
陶
磁
器
な
の
か
疑
問

を
感
じ
、
六
十
を
過
ぎ
て
も
苦
心
し
な
が
ら
陶
磁
器
を
作
り
続
け
た
。
苦

心
し
て
い
る
楊
の
姿
を
通
し
て
、
読
み
手
は
楊
が
追
い
求
め
る
「
理
想
の

陶
磁
器
と
は
何
か
」
と
疑
問
を
持
つ
。
そ
の
疑
問
は
、
素
晴
ら
し
い
出
来

で
あ
る
桃
花
片
の
水
滴
の
裏
の
父
親
の
刻
印
を
発
見
す
る
こ
と
で
解
消
さ

れ
る
。
楊
が
父
親
の
作
品
で
あ
る
水
滴
に
対
し
て
時
が
た
つ
の
も
忘
れ
立

ち
尽
く
し
て
し
ま
う
ほ
ど
感
動
し
て
い
る
と
い
う
描
写
か
ら
、
楊
の
「
理

想
の
陶
磁
器
」
と
は
「
桃
花
片
の
水
滴
」
で
あ
り
、父
親
の
刻
印
か
ら
「
理

想
の
陶
磁
器
」
は
「
父
親
が
つ
く
る
日
常
的
な
陶
磁
器
」
だ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
は
、読
み
手
の
疑
問
の
解
消
に
つ
な
が
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
桃
花
片
」
も
後
額
に
か
け
て
読
み
手
に
疑
問
を
持
た
せ
、
後
額
で
そ
の

疑
問
が
解
消
さ
れ
る
と
い
う
謎
解
き
が
含
ま
れ
た
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、老
齢
に
な
る
ま
で
探
し
続
け
た「
理
想
的
な
陶
磁
器
」と
い
う
謎
が
、

長
年
否
定
し
続
け
た
「
父
親
の
陶
磁
器
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
最

後
に
楊
は
大
き
な
衝
撃
を
受
け
る
。
こ
こ
ま
で
の
間
で
父
親
か
ら
認
め
ら

れ
ず
自
身
の
陶
磁
器
作
り
に
苦
心
し
て
い
る
楊
の
姿
は
強
い
マ
イ
ナ
ス
の

印
象
を
読
み
手
に
与
え
る
。
し
か
し
、
謎
解
き
に
よ
っ
て
悩
み
が
解
消
さ

れ
、
物
語
は
プ
ラ
ス
な
印
象
へ
と
大
き
く
変
わ
る
。
こ
れ
は
、
読
み
手
に

大
き
な
落
差
を
感
じ
さ
せ
、
物
語
に
大
き
な
転
調
を
作
る
。
結
末
を
読
む

ま
で
、
父
親
の
陶
磁
器
の
描
写
や
楊
の
陶
磁
器
へ
の
考
え
方
と
い
う
理
想

の
陶
磁
器
に
つ
な
が
る
か
わ
か
ら
な
い
潜
在
的
伏
線
が
、
謎
解
き
要
素
と

謎
の
解
消
に
よ
る
転
調
に
よ
っ
て
表
面
化
し
、
読
み
手
に
注
目
さ
せ
る
効

果
を
担
う
と
考
え
ら
れ
る
。こ
れ
は
読
み
深
め
の
際
、読
み
手
に
対
し
、「
物

語
に
ど
の
よ
う
な
疑
問
を
持
っ
た
か
」
と
い
う
謎
解
き
を
導
入
に
授
業
を

展
開
さ
せ
る
こ
と
で
、「
理
想
の
陶
磁
器
の
理
解
」
と
い
う
物
語
の
意
味

的
に
大
き
な
変
容
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
え
る
。

　

二
つ
の
物
語
教
材
か
ら
、
額
縁
構
造
に
は
特
有
の
ポ
イ
ン
ト
が
新
た
に

二
つ
あ
る
と
考
察
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
絵
画
に
は
読
み
手
が
作
品
の
行

く
末
に
疑
問
を
持
つ
仕
掛
け
が
あ
り
、
そ
の
疑
問
は
後
額
で
解
消
さ
れ
る

と
い
う
謎
解
き
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
絵
画
か
ら
後
額
に
か
け
て
あ

る
大
き
な
転
調
で
あ
る
。
こ
の
転
調
は
マ
イ
ナ
ス
な
印
象
か
ら
プ
ラ
ス
な

印
象
へ
の
転
調
と
、
プ
ラ
ス
か
ら
マ
イ
ナ
ス
へ
の
転
調
ど
ち
ら
も
含
ま
れ

る
。
前
型
の
額
縁
構
造
（
以
下
前
額
構
造
と
す
る
）
で
は
、
変
容
前
の
み

の
た
め
変
容
後
を
絵
画
を
も
と
に
推
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
読
み
手
が
絵

画
を
も
と
に
疑
問
を
感
じ
た
と
し
て
も
、
そ
の
疑
問
を
解
消
す
る
後
額
が

欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
謎
解
き
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
え
る
。
加
え
て
、

絵
画
か
ら
後
額
に
か
け
て
起
こ
る
物
語
の
転
調
も
な
い
。
そ
の
た
め
、
本

研
究
の
新
た
な
二
つ
の
額
縁
構
造
の
特
有
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
前
額
構
造
を

含
め
な
い
狭
義
の
額
縁
構
造
の
条
件
と
考
察
で
き
る
。
ま
た
、
狭
義
の
額

縁
構
造
の
条
件
は
、
額
縁
構
造
の
持
つ
物
語
の
意
味
的
に
大
き
な
変
容
の

読
み
取
り
や
絵
画
に
あ
る
変
容
の
「
き
っ
か
け
・
原
因
」
と
な
る
要
素
の
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読
み
取
り
に
役
立
て
ら
れ
、
読
み
深
め
の
手
立
て
と
な
る
と
い
え
る
。
し

た
が
っ
て
、
授
業
を
行
う
上
で
手
立
て
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
狭
義
の
額
縁

構
造
の
条
件
は
活
用
で
き
る
と
考
え
る
。

　

今
後
の
研
究
と
し
て
、
実
際
の
授
業
で
、
狭
義
の
額
縁
構
造
の
条
件
が

作
品
読
解
の
視
点
と
し
て
考
察
ど
お
り
有
効
に
機
能
す
る
か
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
効
果
を
発
揮
す
る
の
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

中
学
校
で
扱
わ
れ
る
額
縁
構
造
を
用
い
た
物
語
教
材
に
ま
で
分
析
範
囲
を

広
げ
、
小
学
校
物
語
教
材
に
用
い
ら
れ
る
額
縁
構
造
や
仕
掛
け
と
、
中
学

校
物
語
教
材
に
お
け
る
額
縁
構
造
や
仕
掛
け
の
相
違
に
つ
い
て
検
討
す

る
。
そ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
授
業
の
構
成
を
提
案
、
検
討
し
、
実
践
す
る

こ
と
を
通
し
て
研
究
し
て
い
き
た
い
。
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