
「
け
な
げ
」
の
多
義
性

―
―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
見
る
「
ネ
ル
」
再
話
―
―

佐

藤

宗

子
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児
童
文
学
の
翻
訳
・
再
話
に
お
け
る
「
子
ど
も
」
観
の
反
映
と
し
て
、「
け
な
げ
」
と
い
う
概
念
に
注
目
す
る
。
一
方
で
「
い
た
い
け
、
い
じ
ら
し
い
、
あ
わ
れ
」
と
い
っ
た
心
情
に
根
ざ
し
、
他
方
「
気

高
さ
、
強
さ
、
勇
気
」
と
い
っ
た
行
動
を
伴
う
よ
う
な
こ
の
語
は
、
児
童
文
学
の
中
で
多
様
な
働
き
を
し
て
い
る
。
そ
の
概
念
が
「
少
女
」
主
人
公
と
結
び
つ
い
た
翻
訳
・
再
話
に
お
け
る
例
と
し
て
、
こ
こ

で
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
『
骨
董
屋
』
に
基
づ
く
「
ネ
ル
」
再
話
を
と
り
あ
げ
、
と
く
に
三
人
の
再
話
者
の
姿
勢
を
検
討
対
象
と
し
た
。
感
傷
性
か
ら
離
れ
た
方
向
へ
の
再
話
化
の
努
力
が
そ
れ
ぞ
れ
に
見
ら
れ
る
が
、

反
面
、
そ
れ
が
同
時
に
「
け
な
げ
」
な
「
少
女
」
の
造
型
を
規
定
し
が
ち
で
も
あ
る
こ
と
、
作
品
の
周
辺
情
報
が
享
受
者
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
『
虐

げ
ら
れ
た
人
々
』
に
基
づ
く
別
の
「
ネ
リ
ー
」
再
話
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
研
究
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

児
童
文
学
（children’s

literature

）、
翻
訳
（translation

）、
再
話
（adaptation

）、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（gender

）、
け
な
げ
（K

enage

）

一

児
童
文
学
に
お
い
て
あ
る
作
品
が
翻
訳
・
再
話
さ
れ
る
と
き
に
、
そ
の
訳
者
・
再
話
者
の
「
子

ど
も
」
観
が
、
訳
出
・
再
話
作
品
に
強
く
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
も
明
ら

か
に
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
「
子
ど
も
」
観
は
、
作
中
人
物
（
と
く
に
主
人
公
）
の
人
物
造
型

や
、
作
中
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
描
写
に
あ
ら
わ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
は
し
が
き
や
あ
と
が
き
な
ど
作

品
の
周
辺
で
提
示
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
は
そ
も
そ
も
の
再
話
作
品
が
出
版
さ
れ
る
シ
リ
ー

ズ
の
体
裁
等
か
ら
、
事
前
に
示
す
べ
き
「
子
ど
も
」
観
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
逆
に
、

再
話
に
と
も
な
っ
て
仕
立
て
ら
れ
る
表
紙
絵
、
挿
絵
な
ど
と
あ
い
ま
っ
て
、
効
果
が
発
生
す
る
こ

と
も
あ
る
。

こ
う
し
た
翻
訳
・
再
話
に
お
け
る
「
子
ど
も
」
観
に
関
わ
り
、
私
は
、
最
近
「
け
な
げ
」
と
い

う
概
念
に
注
目
し
て
い
る
。
一
方
で
「
い
た
い
け
、
い
じ
ら
し
い
、
か
れ
ん
、
い
た
ま
し
い
、
あ

わ
れ
」
と
い
っ
た
心
情
に
根
ざ
し
、
他
方
、「
気
高
さ
、
強
さ
、
た
く
ま
し
さ
、
勇
気
」
と
い
っ

た
行
動
を
と
も
な
う
よ
う
な
こ
の
語
に
、
児
童
文
学
に
お
け
る
「
子
ど
も
」
へ
の
期
待
が
、
多
様

で
あ
り
つ
つ
も
端
的
に
、
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。

そ
の
期
待
に
、「
子
ど
も
」
の
性
差
が
関
わ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
原
作
そ

の
も
の
が
は
ら
む
問
題
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
だ
ろ
う
が
、
訳
出
・
再
話
の
過
程
で
、「
け
な
げ
」
の

捉
え
方
に
は
ど
の
よ
う
な
可
変
性
と
そ
の
限
界
が
み
ら
れ
る
の
か
。

そ
う
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
に
立
っ
た
再
話
研
究
と
し
て
、
今
回
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
『
骨
董

屋
』
に
基
づ
く
「
ネ
ル
」
再
話
を
扱
う
こ
と
と
す
る
。
も
と
も
と
原
作
自
体
が
感
傷
的
と
の
批
判
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も
受
け
た
作
品
で
あ
り
、
中
心
人
物
が
「
少
女
」
で
、
最
後
は
「
死
」
を
迎
え
る
こ
の
長
編
は
、

む
し
ろ
、
相
当
程
度
短
く
さ
れ
た
少
女
向
け
の
再
話
作
品
と
し
て
、
日
本
で
は
普
及
し
た
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
訳
題
に
も
も
っ
ぱ
ら
「
ネ
ル
」
の
名
が
使
わ
れ
が
ち
で
あ
る
こ
の
作
品
は
、
ど

の
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
を
提
起
し
う
る
の
か
。
本
稿
で
は
、「
け
な
げ
」
の
多
義
性
を
追

究
す
る
一
環
と
し
て
、「
ネ
ル
」
再
話
を
こ
の
点
に
絞
っ
て
考
え
る
。

ま
ず
は
、
児
童
文
学
に
お
け
る
「
け
な
げ
」
と
「
子
ど
も
」
観
の
関
係
に
つ
い
て
概
括
し
、
『
骨

董
屋
』
な
い
し
「
ネ
ル
」
に
つ
い
て
、
ま
た
日
本
に
お
け
る
「
ネ
ル
」
の
受
容
に
つ
い
て
大
ま
か

に
確
認
を
し
た
い
。
そ
の
後
、
羽
仁
も
と
子
、
松
本
恵
子
、
池
田
宣
政
の
再
話
作
品
に
焦
点
を
あ

て
て
い
く
。

二

（
１
）

「
け
な
げ
」
と
「
子
ど
も
」
観
は
、
い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
。
す
で
に
一
度
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
（「「
け
な
げ
」
へ
の
思
い
―
―
翻
訳
児
童
文
学
の

「
子
ど
も
」
像
」、『
日
本
の
美
学
』
三
四
号
、
二
〇
〇
二
）。
そ
れ
に
適
宜
言
及
し
な
が
ら
、
と

り
あ
え
ず
の
確
認
を
行
っ
て
お
き
た
い
。

児
童
文
学
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
、
主
要
登
場
人
物
、
と
り
わ
け
主
人
公
の
子
ど
も
が
い
か

に
造
型
さ
れ
て
い
る
か
に
評
価
の
ま
な
ざ
し
が
注
が
れ
が
ち
と
な
る
。
た
と
え
ば
自
身
も
作
家
で

あ
り
翻
訳
者
で
も
あ
っ
た
安
藤
美
紀
夫
は
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
、
座
談
会
「
世
界
の
児
童
文

学
の
中
の
日
本
児
童
文
学
」
で
、「
環
境
に
積
極
的
に
働
き
か
け
て
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
、

変
え
て
い
く
姿
勢
を
持
つ
、
そ
う
い
う
子
ど
も
が
や
は
り
主
人
公
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
」
と
述

べ
、
そ
れ
は
「
子
ど
も
観
と
も
関
連
す
る
だ
ろ
う
」
と
の
見
方
を
示
し
た
（
日
本
児
童
文
学
者
協

会
編
『
現
代
日
本
児
童
文
学
作
品
論
』、
す
ば
る
書
房
盛
光
社
、
一
九
七
五
）。
こ
こ
に
は
、
第
二

次
大
戦
後
、
い
わ
ゆ
る
「
現
代
児
童
文
学
」
が
出
発
期
以
来
掲
げ
た
理
念
が
如
実
に
反
映
さ
れ
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
実
際
に
多
く
の
子
ど
も
読
者
の
手
に
わ
た
っ
た
作
品
群
が
、
ど
の
よ
う
な「
子
ど
も
」

を
提
示
し
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
安
藤
の
理
想
と
は
異
な
っ
て
こ
よ
う
。
ト
ム
・
ソ
ー

ヤ
ー
や
エ
ー
ミ
ー
ル
よ
り
も
、
マ
ル
コ
や
レ
ミ
、
ネ
ロ
と
い
っ
た
少
年
た
ち
の
ほ
う
が
、
翻
案
や

抄
訳
、
再
話
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
り
な
が
ら
、
明
治
期
以
降
、
二
十
世
紀
後
半
に
い
た
る
ま

で
、
長
く
親
し
ま
れ
続
け
て
き
た
。
版
を
重
ね
る
再
話
、
あ
る
い
は
再
掲
載
、
そ
し
て
新
た
な
訳

者
・
再
話
者
の
出
現
…
…
と
い
っ
た
事
象
は
、
単
に
そ
れ
ら
の
訳
者
・
再
話
者
た
ち
に
と
ど
ま
ら

ず
、
そ
の
作
品
を
次
世
代
の
子
ど
も
た
ち
に
読
ま
せ
た
い
と
の
、
広
く
一
般
に
共
有
さ
れ
た
望
み

が
あ
っ
て
の
こ
と
、
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
詳
述
の
い
と
ま
は
な
い
が
、
た

と
え
ば
前
掲
の
少
年
主
人
公
た
ち
の
性
格
設
定
や
行
動
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、「
け
な
げ
」

の
一
語
で
あ
る
。
一
方
で
ど
こ
ま
で
も
向
日
的
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
、
哀
切
の
き
わ
み
で
も
あ

る
―
―
そ
ん
な
両
義
的
な
概
念
が
、
結
局
は
対
象
と
な
る
読
者
の
少
年
に
も
少
女
に
も
、
差
し
出

さ
れ
て
き
た
。
全
般
的
に
い
う
な
ら
、
性
別
に
関
わ
ら
ぬ
「
け
な
げ
」
の
両
面
を
、
子
ど
も
読
者

は
あ
わ
せ
て
享
受
し
て
き
た
と
い
え
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
に
は
反
論
も
予
測
さ
れ
る
。
マ
ル
コ
や
レ
ミ
、
ネ
ロ
は
、
な
る
ほ
ど
普
遍
的

な
「
少
年
」
主
人
公
た
ち
で
あ
っ
た
、
だ
か
ら
「
け
な
げ
」
の
両
面
が
う
か
が
え
る
の
だ
、
と
。

す
な
わ
ち
、「
け
な
げ
」
が
「
少
女
」
と
結
び
つ
い
た
と
き
に
は
、
哀
傷
の
面
の
み
が
、
浮
き
立

つ
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
少
年
少
女
双
方
を
読
者
対
象
に
し
た
「
名
作
」
や
「
全

集
」
の
ほ
か
に
、「
少
女
」
に
限
定
し
た
形
の
そ
う
し
た
出
版
も
多
く
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
思

い
合
わ
せ
れ
ば
、
確
か
に
こ
の
疑
問
は
な
お
ざ
り
に
は
で
き
ま
い
。

は
た
し
て
、「
少
女
」
が
主
人
公
で
あ
り
、
ま
た
主
た
る
読
者
対
象
で
も
あ
る
再
話
に
お
い
て
、

「
け
な
げ
」
は
い
か
な
る
様
相
を
呈
す
る
の
か
。
そ
の
格
好
の
素
材
と
し
て
と
り
あ
げ
た
い
の
が
、

「
ネ
ル
」
再
話
で
あ
る
。

（
２
）

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
『
骨
董
屋
』T

he
O
ld
C
uriosity

Shop

（
一
八
四
〇
〜
四
一
）

を
、
主
要
登
場
人
物
の
ネ
ル
に
焦
点
化
す
る
か
た
ち
で
ま
と
め
ら
れ
た
作
品
（
群
）
を
、
こ
こ
で

は
「
ネ
ル
」
再
話
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
原
作
は
、
ペ
ン
ギ
ン
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
版
で
本
文
五

五
〇
ペ
ー
ジ
近
く
の
長
編
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
文
学
的
評
価
は
、
彼
の
他
の
作
品
と
比
べ
て
、

必
ず
し
も
芳
し
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。

た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
プ
ソ
ン
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
版
イ
ギ
リ
ス
文
学
史
�
』（
平
井
正

穂
監
訳
、
研
究
社
、
一
九
七
七
。
原
著
刊
行
は
一
九
七
〇
）
を
繙
い
て
み
よ
う
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に

関
し
て
「
よ
く
言
わ
れ
る
非
難
」
と
し
て
「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
、
お
よ
び
、
盛
り
だ
く
さ

ん
の
ペ
イ
ソ
ス
」
を
認
め
る
著
者
は
、
そ
の
理
由
を
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
同
時
代
読
者
の
「
一
般
的
傾

向
に
忠
実
に
従
っ
て
作
品
を
書
い
た
」
こ
と
に
求
め
、
明
白
な
例
と
し
て
、
少
女
ネ
ル
が
作
中
で
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死
ん
だ
と
き
、「
涙
が
津
波
と
な
っ
て
英
国
の
島
々
を
洗
い
、
大
西
洋
を
渡
っ
た
」
と
い
う
有
名

な
話
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
、
付
け
加
え
る
―
―
「
わ
れ
わ
れ
現
代
人
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
琴
線
を

震
わ
す
ペ
イ
ソ
ス
を
好
き
に
な
れ
な
い
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
父
祖
た
ち
は
好
き
に
な
れ
た
の
で

あ
る
。」
と
。

さ
ら
に
著
者
は
、
原
作
に
辛
辣
な
評
を
下
す
。
こ
の
作
品
で
「
注
目
に
価
す
る
点
と
い
え
ば
、

大
変
有
名
だ
が
議
論
の
余
地
の
あ
る
二
人
の
人
物
、
す
な
わ
ち
ネ
ル
と
そ
の
祖
父
さ
ん
と
は
、
何

か
話
題
の
種
に
す
る
場
合
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
よ
い
、
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。」
と

断
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
そ
の
他
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
登
場
人
物
―
―
（
略
）
―

―
の
描
き
方
は
実
に
見
事
で
あ
る
。」
と
も
い
う
。

こ
れ
は
、
試
み
に
英
国
図
書
館
の
目
録
（
Ｂ
Ｌ
Ｐ
Ｃ
）
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
検
索
す
る
だ

け
で
も
傍
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

‘‘
little

N
ell’’

で
拾
い
上
げ
ら
れ
る
五
八
項
目
の
多
く
は
、

本
作
品
関
連
の
再
話
や
歌
で
あ
る
が
、
一
覧
で
見
る
限
り
、
遅
く
と
も
二
十
世
紀
前
半
ま
で
に
刊

行
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
刊
行
時
は
熱
狂
的
に
、
そ
の
後
も
一
定
の
期
間
は
広
く

受
け
い
れ
ら
れ
て
い
た
、
ネ
ル
と
祖
父
を
中
心
と
す
る
「
ペ
イ
ソ
ス
」
は
、
い
ま
や
ま
っ
た
く
見

捨
て
ら
れ
、
同
じ
作
品
の
中
で
も
別
の
要
素
が
、
む
し
ろ
認
め
る
べ
き
点
と
な
っ
た
、
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
日
本
で
は
、『
骨
董
屋
』
は
、
ま
た
は
「
ネ
ル
」
再
話
は
、
ど
の
よ
う
に
受
け
入

れ
ら
れ
た
の
か
。

（
３
）

「
ネ
ル
」
は
、
す
で
に
明
治
期
に
移
入
さ
れ
て
い
る
。『
明
治
翻
訳
文
学
全
集
《
新
聞
雑
誌
編
》

第
六
巻

デ
ィ
ケ
ン
ズ
集
』（
川
戸
道
昭
・
榊
原
貴
教
編
、
大
空
社
、
一
九
九
六
）
に
も
収
録
さ

れ
て
い
る
、
前
田
梅
城
「
逝
き
に
し
ネ
ル
」（『
新
声
』
一
九
〇
五
年
七
月
）
が
、
現
在
の
と
こ
ろ

最
も
早
い
紹
介
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
こ
れ
は
、
少
女
ネ
ル
の
運
命
を
た
ど
っ
た
「
ネ
ル
」
再
話
で
は
な
く
、
表
題
の
通
り

の
、
臨
終
と
そ
れ
に
続
く
場
面
を
切
り
出
し
て
五
ペ
ー
ジ
に
仕
立
て
た
作
品
で
、「
彼
女
は
死
ん

だ
。」
と
い
き
な
り
始
ま
る
だ
け
に
、
一
幕
の
愁
嘆
場
を
味
わ
う
こ
と
は
で
き
て
も
、
物
語
と
し

て
の
享
受
は
困
難
で
あ
る
。

同
集
所
収
の
「
明
治
翻
訳
文
学
年
表
」
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
う
す
る
と
そ
れ
か
ら

二
年
後
の
一
九
〇
七
年
十
月
に
「
少
女
文
庫
」
第
一
編
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
ネ
ル
の
勇
気
』（
羽

仁
も
と
子
編
輯
、
愛
友
社
・
内
外
出
版
協
会
）
が
、
今
の
と
こ
ろ
「
ネ
ル
」
再
話
の
嚆
矢
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
か
。（
本
再
話
に
つ
い
て
は
後
に
取
り
上
げ
る
。）

あ
る
い
は
雑
誌
掲
載
、
ま
た
は
翻
案
等
で
大
き
く
訳
題
が
変
わ
っ
た
も
の
な
ど
も
途
中
あ
る
か

と
思
う
が
、
次
に
目
立
つ
の
は
、
一
般
向
け
だ
が
松
本
泰
・
恵
子
共
訳
に
よ
る
「
ヂ
ッ
ケ
ン
ス
物

語
全
集
」
の
第
四
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
少
女
瑠
璃
子
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
三
七
）
で
あ

る
。
巻
末
に
原
名
と
の
対
照
表
が
つ
く
が
、
作
中
人
物
は
皆
日
本
名
の
半
翻
案
で
あ
る
。
こ
の
訳

者
の
一
人
、
松
本
恵
子
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
今
度
は
翻
訳
形
式
の
児
童
書
と
し
て
、『
孤
児
ネ

リ
イ
』（
湘
南
書
房
、
一
九
五
〇
）
を
、
さ
ら
に
拡
充
し
て
『
さ
す
ら
い
の
少
女
』（「
世
界
名
作

全
集
」
一
四
九
、
講
談
社
、
一
九
五
六
）
を
出
す
。
湘
南
書
房
版
の
本
扉
の
記
載
か
ら
は
、
英
語

圏
で
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
を
底
本
と
し
た
ら
し
い
と
推
測
さ
れ
る
が
、
彼
女
の
こ
れ
ら
の
仕
事
が
、

他
の
「
ネ
ル
」
再
話
を
喚
起
し
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

管
見
の
範
囲
で
も
、
一
九
五
〇
年
代
に
は
、
児
童
文
学
で
い
く
つ
か
の
「
ネ
ル
」
再
話
が
出
そ

ろ
い
、
そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
は
六
〇
年
代
に
も
、
も
の
に
よ
っ
て
は
八
〇
年
代
に
ま
で
も
、
版
を

か
え
て
世
に
送
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
簡
略
に
記
せ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一
九
五
一

池
田
宣
政
『
少
女
ネ
ル
』（「
世
界
名
作
物
語
」）
ポ
プ
ラ
社

↓
六
八

（「
世
界
の
名
作
」
一
七
）
同

五
二

村
岡
花
子
『
少
女
ネ
リ
ー
―
―
デ
ィ
ケ
ン
ズ
名
作
物
語
―
―
』（
「
学
校
図
書
館
文
庫
」

三
三
）
牧
書
店

―
五
八
（
初
版
は
五
七
か
）『
世
界
の
文
学

小
学
六
年
生
』
あ
か
ね
書
房

所
収

の
「
少
女
ネ
リ
ー
」

※

な
お
、
未
見
な
が
ら
戦
前
に
も
す
で
に
村
岡
再
話
は
あ
っ
た
ら
し
い
。

五
三

喜
多
謙
『
少
女
ネ
ル
の
死
』（「
世
界
名
作
文
庫
」
四
〇
）
偕
成
社

↓
六
五
（「
少
年
少
女
世
界
の
名
作
」
三
九
）
同

↓
八
三
（「
少
年
少
女
世
界
の
名
作
」
九
）
同

五
三

長
谷
川
幹
夫
編
『
孤
児
ネ
ル
』（「
世
界
名
作
物
語
」
三
五
）
黎
明
書
房

五
五

伊
吹
朝
男
『
少
女
ネ
リ
ー
』（「
学
級
文
庫
二
、
三
年
生
」）
日
本
書
房

↓
六
一
（「
学
年
別
世
界
児
童
文
学
全
集
二
・
三
年
」）
同

↓
六
五
（「
学
級
文
庫
の
二
、
三
年
文
庫
」
三
〇
）
同

↓
八
四
（「
小
学
文
庫
小
学
二
・
三
年
向
」）
同

五
八

新
川
和
江
編
著
『
さ
す
ら
い
の
少
女
』（「
世
界
少
女
名
作
全
集
」
三
）
偕
成
社

「けなげ」の多義性
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↓
七
二
（「
少
女
名
作
シ
リ
ー
ズ
」
二
）
同

七
五

お
の
ち
ゅ
う
こ
う
『
さ
す
ら
い
の
少
女
』（「
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
文
庫

世
界
の
名
作
」

九
）
集
英
社

こ
の
ほ
か
に
、
五
〇
年
代
に
マ
ン
ガ
版
二
点
、
六
二
年
に
絵
小
説
一
点
が
あ
り
、
と
く
に
一
九

五
〇
年
代
以
降
、「
名
作
」
と
認
定
さ
れ
て
い
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。
た
だ
し
、
他
の
デ
ィ
ケ
ン

ズ
作
品
の
翻
訳
・
再
話
と
比
べ
れ
ば
、
決
し
て
多
い
点
数
と
は
い
え
な
い
。

松
村
昌
家
「
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
翻
訳
の
歩
み
―
―
子
ど
も
の
読
物
と
し
て
の
側
面
を
中
心
に
」（
子

ど
も
の
本
・
翻
訳
の
歩
み
研
究
会
編
『
図
説

子
ど
も
の
本
・
翻
訳
の
歩
み
事
典
』、
柏
書
房
、

二
〇
〇
二
）
で
も
、
と
く
に
『
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
イ
ス
ト
』
や
『
ク
リ
ス
マ
ス
・
カ
ロ
ル
』
に

説
明
を
多
く
さ
い
て
お
り
、「
ネ
ル
」
に
関
し
て
は
、
一
切
触
れ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
、
訳
出

状
況
の
総
体
か
ら
見
れ
ば
、
比
重
が
小
さ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
般
向
で
も
完
訳
は
遅
く
、
北
川
悌
二
訳
が
七
三
年
に
刊
行
さ
れ
（
三
笠
書
房
）、
後
ち
く
ま

文
庫
に
上
下
二
巻
で
収
録
さ
れ
た
（
八
九
年
）
。
同
文
庫
「
解
説
」
で
長
谷
部
史
親
は
、
『
骨
董
屋
』

は
「�
読
ま
れ
ざ
る
名
作
�
の
ひ
と
つ
」
と
述
べ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
日
本
で
は
、
本
国
で
か
つ
て
見
捨
て
ら
れ
た
ネ
ル
と
祖
父
を
め
ぐ
る
「
ペ
イ

ソ
ス
」
の
部
分
が
、「
ネ
ル
」
再
話
と
し
て
、
二
十
世
紀
後
半
に
、
主
と
し
て
少
女
向
け
名
作
と

し
て
一
定
の
普
及
を
果
た
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
原
作
の
「
ペ
イ
ソ
ス
」
は
、
ど
の
よ
う

な
か
た
ち
と
な
っ
て
日
本
の
（
少
女
）
読
者
に
提
示
さ
れ
た
の
か
。
松
本
恵
子
、
羽
仁
も
と
子
、

池
田
宣
政
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
再
話
に
対
す
る
姿
勢
を
順
次
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

三

（
１
）

松
本
恵
子
訳
『
孤
児
ネ
リ
イ
』（
以
下
、
湘
南
書
房
版
）
の
本
扉
に
は
、「L

IT
T
L
E
N
E
L
L
Y

／
from

／
T
he
O
ld
C
uriosity

Shop.／
by／

C
harles

D
ickens.／

C
ollins’

C
lear

―T
ype

P
ress.／

L
ondon

&
G
lasgow

.

」
と
の
み
記
さ
れ
、
訳
題
は
な
い
。
カ
ラ
ー
扉
に
日
本
語
題
名

が
あ
る
か
ら
不
要
と
の
判
断
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版

英
語
テ
ク
ス
ト
の
存
在
を
示
す
こ
と
で
、
恣
意
的
な
再
話
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
避
け
た
か
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
挿
絵
を
入
れ
て
正
味
二
四
三
ペ
ー
ジ
の
本
文
は
三
二
の
小
見
出
し
に
分
け
ら
れ

て
い
る
。

一
方
、「
世
界
名
作
全
集
」
収
録
の
『
さ
す
ら
い
の
少
女
』（
以
下
、
講
談
社
版
）
は
、
本
文
二

九
七
ペ
ー
ジ
（
挿
絵
込
み
）
と
、
少
し
分
厚
い
。
一
応
、
湘
南
書
房
版
を
も
と
に
し
て
は
い
る
が
、

文
章
表
現
の
手
直
し
の
ほ
か
、
四
章
立
て
と
な
り
、
そ
の
第
四
章
の
小
見
出
し
一
三
の
う
ち
一
一

が
、
新
た
に
加
わ
っ
た
部
分
と
な
っ
て
い
る
。
う
ち
一
つ
は
後
日
譚
的
な
最
終
小
見
出
し
で
、
そ

れ
以
外
の
、
第
四
章
冒
頭
か
ら
連
続
す
る
十
の
小
見
出
し
部
分
が
、
集
中
的
に
補
足
さ
れ
た
わ
け

で
あ
る
。

何
が
そ
の
違
い
か
と
い
え
ば
、
要
は
、
湘
南
書
房
版
で
省
略
さ
れ
て
い
た
、
キ
ル
プ
の
悪
計
で

キ
ッ
ト
が
捕
わ
れ
る
一
連
の
展
開
が
復
活
し
た
。
第
三
章
の
末
尾
で
は
（
最
終
小
見
出
し
は
「
春

を
待
つ
小
鳥
」）、
す
で
に
ネ
ル
と
祖
父
は
逆
境
の
旅
路
を
終
え
、
老
校
長
の
配
慮
の
も
と
、
穏
や

か
な
日
常
の
場
を
得
て
い
る
。「
白
ゆ
り
の
花
の
よ
う
な
、
美
し
く
気
高
い
ネ
ル
」
は
、
床
に
臥

せ
り
が
ち
と
な
り
、
暗
黙
の
う
ち
に
ネ
ル
も
周
囲
も
死
を
予
感
し
た
状
態
で
、
彼
女
は
、「（
略
）

も
う
一
度
、
キ
ッ
ト
に
会
え
る
と
き
が
く
る
か
し
ら
？
（
略
）」
と
つ
ぶ
や
く
。
こ
う
な
れ
ば
、

あ
と
は
キ
ッ
ト
の
側
に
立
ち
、
ど
の
時
点
で
「
間
に
合
わ
な
か
っ
た
」
悲
劇
が
書
か
れ
よ
う
と
も
、

実
は
物
語
の
大
枠
と
し
て
は
大
差
が
な
い
と
い
え
よ
う
。
ネ
ル
は
最
終
的
に
天
国
で
や
す
ら
う
運

命
を
甘
受
す
る
。
脇
役
キ
ッ
ト
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
事
情
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、

む
し
ろ
許
容
さ
れ
る
再
話
の
分
量
に
応
じ
て
可
変
と
な
る
―
―
と
い
う
の
が
、
再
話
者
・
松
本
恵

子
の
と
っ
た
立
場
で
あ
る
。

両
再
話
に
は
「
ま
え
が
き
」（
湘
南
書
房
版
）、「
こ
の
物
語
に
つ
い
て
」（
講
談
社
版
）
が
付
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
解
説
内
容
も
前
半
は
概
ね
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
作
品
の
原
作
の
な

か
で
も
「
や
は
り
少
女
ネ
ル
の
物
語
が
、
い
ち
ば
ん
あ
な
た
が
た
の
胸
を
う
つ
」（
講
談
社
版
）。

だ
が
、
後
半
は
差
異
が
見
ら
れ
る
。
湘
南
書
房
版
で
は
、
ネ
ル
の
モ
デ
ル
が
夭
折
し
た
義
妹
メ
イ

リ
イ
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
彼
女
に
対
す
る
「
か
ぎ
り
な
い
愛
情
と
な
つ
か
し
い

思
い
出
を
こ
め
て
書
い
た
」
物
語
で
あ
る
と
紹
介
す
る
。
こ
れ
に
対
し
講
談
社
版
で
は
、「
な
に

が
ネ
ル
を
不
幸
な
、
悲
し
い
身
の
う
え
に
し
た
か
」
を
問
う
。「
ネ
ル
は
美
し
く
て
、
心
の
や
さ

し
い
、
勤
勉
な
ほ
ん
と
う
に
り
っ
ぱ
な
少
女
」
で
、「
け
っ
し
て
不
幸
な
身
の
う
え
な
ど
に
な
る

は
ず
は
な
か
っ
た
」
の
だ
か
ら
、
と
。
松
本
は
、
そ
の
原
因
を
ひ
と
え
に
「
祖
父
の
ば
く
ち
ぐ
せ
」

に
帰
す
。
日
本
で
も
同
様
な
状
況
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
最
後
は
「
ど
う
か
世
の
中
が
、
そ
う

い
う
誘
惑
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
祈
り
ま
し
ょ
う
。」
と
し
め
く
く
る
。

い
ず
れ
も
、
直
接
「
ネ
ル
」
再
話
の
物
語
構
成
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ

で
い
て
、
少
女
ネ
ル
の
「
け
な
げ
」
さ
に
つ
い
て
は
各
再
話
の
基
本
姿
勢
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
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き
る
。
湘
南
書
房
版
で
は
、
乙
女
の
死
を
哀
悼
す
る
こ
と
が
物
語
の
前
提
に
置
か
れ
、
ネ
ル
は
愛

惜
の
対
象
と
な
る
。
講
談
社
版
で
は
、
第
四
章
の
追
加
部
分
な
ど
と
あ
い
ま
っ
て
、（
キ
ッ
ト
に

象
徴
さ
れ
る
）
善
良
さ
も
ま
ま
な
ら
ぬ
こ
の
世
の
汚
濁
の
中
で
、
孤
高
を
貫
く
ネ
ル
が
強
調
さ
れ

や
す
く
な
る
。

松
本
恵
子
の
再
話
は
、
相
応
の
分
量
を
確
保
し
、
意
図
的
な
改
変
を
め
ざ
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
ネ
ル
の
「
け
な
げ
」
が
、
哀
れ
の
方
向
に
傾
き
が
ち
に
思
え
る
の
は
、

む
し
ろ
そ
の
原
作
尊
重
ゆ
え
に
ネ
ル
と
祖
父
に
ま
つ
わ
る
「
ペ
イ
ソ
ス
」
が
純
化
さ
れ
て
く
る
こ

と
に
加
え
、
題
名
に
「
孤
児
」「
さ
す
ら
い
」
と
、
寄
る
辺
な
い
心
細
さ
を
含
意
し
た
語
を
用
い

た
効
果
が
出
て
し
ま
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
紹
介
者
と
し
て
の
松
本
の
位
置
を
思
い
合

わ
せ
る
な
ら
、
こ
れ
が
「
ネ
ル
」
再
話
の
基
調
を
つ
く
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
２
）

題
名
に
関
し
て
い
え
ば
、
最
初
期
の
羽
仁
も
と
子
に
よ
る
再
話
ほ
ど
、
意
表
を
つ
か
れ
る
も
の

は
な
い
だ
ろ
う
。
単
に
『
ネ
ル
の
勇
気
』
と
だ
け
聞
か
さ
れ
た
な
ら
、
た
ま
た
ま
同
名
主
人
公
だ

が
別
の
物
語
で
は
、
と
さ
え
思
う
か
も
し
れ
な
い
。

羽
仁
の
見
方
は
率
直
に
示
さ
れ
る
。
冒
頭
、「
愛
す
る
少
女
諸
君
よ
、」（
注
・「
少
女
諸
君
」
に

「
み
な
さ
ま
」
と
ル
ビ
）
と
い
う
呼
び
か
け
で
始
ま
る
ま
え
が
き
が
置
か
れ
る
が
、
こ
こ
で
彼
女

は
「
ネ
ル
」
の
運
命
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
後
、「
強
い
子
供
と
は
こ
の
よ
う
な
子
供
を
い
ふ
の
で

す
。」
と
断
言
す
る
。
さ
ら
に
「
善
い
こ
と
の
た
め
に
勇
ま
し
く
、
種
々
な
苦
し
み
と
戦
ふ
こ
と

の
で
き
る
人
を
勇
気
あ
る
人
と
い
ひ
ま
す
。」
と
続
け
、「
よ
い
人
に
な
る
た
め
に
は
ド
ン
ナ
に
苦

し
く
と
も
よ
い
と
思
つ
た
こ
と
は
是
非
と
も
す
る
と
い
ふ
勇
気
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」
と
、

読
者
に
訴
え
か
け
る
。
こ
こ
で
の
ネ
ル
は
、
読
者
で
あ
る
日
本
の
少
女
に
と
っ
て
、
己
が
人
生
の

範
と
す
べ
き
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
本
再
話
の
「
け
な
げ
」
さ
を
、
は
っ
き
り
「
勇
気
」
に
置

き
換
え
得
た
理
由
だ
ろ
う
。
本
文
は
三
五
ペ
ー
ジ
分
、
し
か
も
一
ペ
ー
ジ
は
約
二
二
〇
字
と
、
分

量
も
ぐ
ん
と
少
な
い
再
話
本
体
は
、
物
語
を
楽
し
む
に
は
や
や
説
明
的
に
過
ぎ
る
。
そ
れ
で
も
、

旅
の
途
中
で
出
会
う
人
々
や
、
キ
ッ
ト
や
ク
ヰ
ル
プ
の
そ
の
後
ま
で
を
盛
り
込
ん
で
お
り
、
物
語

そ
の
も
の
は
む
し
ろ
改
変
し
な
い
よ
う
に
と
の
意
識
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
羽
仁
再
話
の
最
大
の
特
徴
は
、
あ
く
ま
で
も
「
勇
気
」
の
提
唱
に
あ
る
。
こ
れ
は
、

松
本
恵
子
に
よ
る
「
ネ
ル
」
再
話
を
標
準
と
し
て
み
る
な
ら
、
相
当
な
逸
脱
と
も
み
え
か
ね
な
い
。

だ
が
、
実
際
に
目
を
通
し
て
さ
ほ
ど
違
和
感
を
覚
え
な
い
の
は
、
た
し
か
に
少
女
ネ
ル
は「
勇
気
」

と
呼
ん
で
も
お
か
し
く
な
い
要
素
を
備
え
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
。
前
述
の
松
本
再
話
か
ら
の
引
用

に
も
出
て
き
た
「
気
高
さ
」
と
も
重
な
る
し
、
羽
仁
の
よ
う
に
か
な
り
の
短
さ
で
ネ
ル
の
足
跡
を

追
え
ば
、
必
然
的
に
移
動
し
て
ゆ
く
行
動
力
が
力
を
増
し
た
か
た
ち
に
な
っ
て
く
る
。

た
だ
、
そ
の
一
方
で
、
違
和
感
を
覚
え
な
い
も
う
一
つ
の
理
由
に
も
思
い
あ
た
る
。
ど
れ
だ
け

「
勇
気
」
を
強
調
さ
れ
よ
う
と
も
、
や
は
り
ネ
ル
は
短
命
の
人
生
を
変
え
ら
れ
な
か
っ
た
―
―
そ

の
こ
と
自
体
の
哀
れ
さ
や
む
な
し
さ
の
感
覚
が
、
読
者
の
心
に
わ
き
あ
が
り
、「
け
な
げ
」
の
別

の
面
の
情
感
に
浸
さ
れ
る
。

お
そ
ら
く
羽
仁
自
身
は
、「
死
」
の
捉
え
方
が
異
な
る
の
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
ま
え
が
き
で
も
ネ

マ
マ

ル
は
「
朝
も
夕
も
天
の
使
の
夢
を
見
な
か
ら
、
安
ら
か
に
天
の
栄
に
い
り
ま
し
た
。」
と
説
明
す

る
。
本
文
中
で
は
や
っ
と
住
居
を
得
た
後
、
真
夜
中
に
ネ
ル
が
「
天
ひ
ら
け
て
、
輝
く
面
て
の
天

つ
使
が
、
己
が
眠
り
を
見
ま
も
り
つ
ゝ
羽
う
ち
交
す
響
の
聞
ゆ
る
よ
う
な
夢
」
を
し
ば
し
ば
見
る
。

臨
終
の
際
に
は
、「「
神
様
は
あ
な
た
方
を
恵
ん
で
下
さ
い
ま
す
よ
」
と
夢
の
中
に
希
望
の
一
言
を

残
し
つ
ゝ
に
こ
や
か
に
神
の
国
に
入
」
っ
た
。
さ
ら
に
羽
仁
は
、
奥
付
直
前
の
ペ
ー
ジ
に
、「
尤

も
大
な
る
も
の
は
愛
な
り

（
哥
林
多
前
書
十
三
章
）」
と
い
う
一
行
を
わ
ざ
わ
ざ
載
せ
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
前
提
に
す
れ
ば
、
ネ
ル
の
姿
は
ま
さ
に
称
揚
す
べ
き
典
型
と
な
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
、
読
者
と
な
る
「
少
女
」
一
般
を
想
定
す
る
な
ら
、
信
仰
を
共
有
し
得
な
い
者
が

多
数
だ
ろ
う
。
そ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
ネ
ル
は
従
順
な
諦
念
の
持
ち
主
と
も
み
な
せ
る
。
そ
の

と
き
、
再
話
者
の
意
図
を
あ
る
い
は
裏
切
っ
て
、
こ
こ
に
お
け
る
「
勇
気
」
は
、「
哀
れ
さ
」
の

影
を
色
濃
く
宿
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
３
）

池
田
宣
政
の
名
作
再
話
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
も
検
討
対
象
に
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
名
作
再
話
の
確
立
―
―
池
田
宣
政
の
三
作
品
を
通
し
て
―
―
」（『
千
葉
大
学
教
育
学
部
研
究
紀

要
』
四
三
巻
�
、
一
九
九
五
）
で
は
、『
家
な
き
児
』『
母
を
た
ず
ね
て
』『
小
公
子
』
の
三
作
品

の
再
話
に
つ
い
て
、
手
法
の
共
通
性
な
ど
に
ふ
れ
た
。
ま
た
、「
結
末
の
意
味
―
―『
フ
ラ
ン
ダ
ー

ス
の
犬
』
の
再
話
に
み
る
―
―
」（『
千
葉
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
四
七
巻
�
、
一
九
九
九
）

で
は
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
改
変
さ
れ
た
『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
再
話
で
の
人
物
造
型
の
変
化

な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
池
田
は
、
ど
の
よ
う
に
「
ネ
ル
」
再
話
を
手
が
け
た
の
か
。（
一

九
五
一
年
版
が
六
八
年
版
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
で
、
基
本
的
に
版
の
違
い
は
な
い
。）

端
的
に
い
う
な
ら
、
ネ
ル
は
生
き
返
ら
な
い
。
即
ち
、
原
作
の
展
開
に
沿
っ
た
再
話
で
あ
る
。
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本
文
二
八
七
ペ
ー
ジ
で
小
見
出
し
は
四
七
と
、
か
な
り
細
か
く
区
分
け
さ
れ
て
い
る
が
、
原
作
に

あ
る
冒
頭
の
語
り
手
「
わ
た
く
し
」
の
登
場
も
、
そ
の
ま
ま
に
生
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
四
つ
め

の
小
見
出
し
「
悲
し
き
愛
の
花
束
」
の
後
半
で
、
ネ
ル
が
生
涯
を
終
え
た
こ
と
ま
で
を
先
に
述
べ
、

読
者
に
対
す
る
「
わ
た
く
し
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
―
―
な
ぜ
ネ
ル
の
生
涯
を
語
る
の
か
、
そ
れ
を
ど

う
受
け
と
め
て
ほ
し
い
の
か
―
―
を
、
直
接
、
し
か
も
比
較
的
長
く
伝
え
る
。
四
百
字
原
稿
用
紙

で
二
枚
を
越
す
ほ
ど
の
長
さ
だ
が
、
次
に
多
少
引
用
し
て
お
こ
う
。

ネ
ル
と
祖
父
の
「
ふ
た
り
の
悲
し
い
一
生
の
こ
と
」
を
聞
い
た
「
わ
た
く
し
」
は
、「
涙
が
な

が
れ
て
た
ま
」
ら
ず
、「
こ
の
悲
し
い
少
女
の
一
生
を
皆
さ
ん
に
お
つ
た
え
し
た
い
と
思
つ
て
、

す
ぐ
に
ペ
ン
を
と
り
あ
げ
」、「
で
き
あ
が
つ
た
の
が
、
こ
の
物
語
」
だ
と
い
う
。
祖
父
の
世
話
を

し
つ
つ
「
悲
し
み
に
う
ち
ひ
し
が
れ
る
こ
と
も
な
く
、
い
つ
も
心
に
あ
か
る
い
希
望
と
め
ぐ
み
ぶ

か
い
神
に
た
い
す
る
信
仰
の
光
を
う
し
な
わ
ず
（
略
）
あ
わ
れ
な
、
け
れ
ど
雄
々
し
い
美
少
女
ネ

ル
の
み
じ
か
い
一
生
の
物
語
」
で
あ
る
。
同
時
に
、「
人
の
心
の
美
し
さ
、
あ
た
た
か
さ
を
、
気

品
の
た
か
い
花
の
か
お
り
の
ご
と
く
に
、
読
む
人
の
心
に
し
み
こ
ま
せ
る
、
と
う
と
い
、
き
よ
ら

か
な
一
生
」
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
読
む
読
者
に
は
、
ネ
ル
へ
の
「
思
い
や
り
の
涙
を
な
が
す
だ
け

で
な
く
、
す
す
ん
で
こ
の
世
の
中
の
貧
し
い
人
々
や
ふ
し
あ
わ
せ
な
子
供
た
ち
が
、
す
こ
し
で
も

し
あ
わ
せ
に
な
る
よ
う
に
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。」
と
要
望
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
読
者
の
涙
は

む
な
し
く
な
ら
ず
、「
こ
の
世
を
か
ざ
る
愛
の
宝
玉
」「
人
々
の
心
を
て
ら
す
よ
ろ
こ
び
の
光
」
と

な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
あ
と
残
り
四
三
小
見
出
し
分
の
物
語
は
、
一
貫
し
て
語
り
手
「
わ
た
く
し
」
の

こ
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
念
の
た
め
確
認
す
れ
ば
、
こ
れ
は
再
話

の
物
語
中
で
の
、
語
り
手
「
わ
た
く
し
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
再
話

者
・
池
田
の
思
い
が
重
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
を
な
ま
な
言
葉
と
思
う
こ

と
は
で
き
な
い
。

実
は
、「
こ
の
本
を
読
む
人
に
」（
五
一
年
版
。
六
八
年
版
で
は
「
は
じ
め
に
」）
と
い
う
ま
え

が
き
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
池
田
は
、
原
作
者
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
紹
介
し
、
彼
の
傑
作
と
し
て
五

作
品
の
題
名
を
挙
げ
な
が
ら
、
当
の
「
ネ
ル
」
に
関
し
て
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
他
の
名
作

再
話
に
お
け
る
ま
え
が
き
な
ど
と
比
べ
て
い
え
ば
、
池
田
自
身
の
原
作
へ
の
共
感
が
薄
い
中
で
の

再
話
行
為
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
は
、
ネ
ル
が
運
命
に
翻
弄
さ
れ
て
死
に
至
る
よ
う
な

「
悲
し
い
一
生
」
で
あ
る
こ
と
が
、
池
田
の
意
に
染
ま
ぬ
理
由
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
池
田
は
ど
こ

ま
で
、
創
意
を
試
み
た
の
か
。

生
き
返
ら
せ
は
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
彼
は
、
ネ
ル
の
人
物
造
型
に
一
つ
の
特
徴
を
加
え
た
。

逃
亡
の
旅
の
途
中
、
彼
女
は
積
極
的
に
働
く
。
小
見
出
し
の
な
か
に
も
「
働
く
よ
ろ
こ
び
」
が
あ

る
が
、
原
作
で
ジ
ャ
ー
リ
ー
夫
人
を
手
伝
う
程
度
を
は
る
か
に
越
え
、
と
き
に
楽
器
を
奏
で
、
稼

ご
う
と
も
す
る
。「（
略
）
音
楽
を
き
か
せ
て
他
人
を
よ
ろ
こ
ば
せ
、
そ
の
か
わ
り
に
お
金
を
い
た

だ
く
の
な
ら
、
ち
っ
と
も
は
ず
か
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
わ
。（
略
）」
と
、
堂
々
と
主
張
す
る

ネ
ル
は
、
旅
芸
人
の
レ
ミ
や
、
働
く
意
志
を
持
つ
少
年
に
か
え
ら
れ
た
ネ
ロ
に
連
な
る
少
女
と
し

て
、
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ネ
ル
は
、
そ
れ
以
上
に
運
命
を
変
え
る
力
を
持
た
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

か
わ
っ
て
、
こ
の
「
ネ
ル
」
再
話
の
後
半
、
衰
弱
し
て
ゆ
く
ネ
ル
を
後
景
に
し
て
、
前
面
に
押

し
出
さ
れ
た
の
が
、
キ
ッ
ト
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
原
作
で
も
キ
ッ
ト
は
、
ネ
ル
の
行
方
を
追
お
う

と
す
る
が
、
そ
こ
で
は
前
述
の
ご
と
く
キ
ル
プ
の
罠
に
は
ま
る
被
害
者
で
あ
り
、
打
開
の
行
動
を

お
こ
す
の
は
周
囲
の
大
人
た
ち
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
池
田
の
再
話
で
は
、
悪
だ
く
み
に
は
は
ま
ら

ず
、
キ
ル
プ
を
う
ま
く
か
わ
し
、
ネ
ル
の
も
と
へ
と
ひ
た
す
ら
急
ぐ
キ
ッ
ト
の
旅
が
、
か
な
り
綿

密
に
描
き
出
さ
れ
る
。
途
中
、
ネ
ル
の
様
子
を
挿
入
し
な
が
ら
の
手
法
も
含
め
、
こ
れ
は
明
ら
か

に
、
準
拠
し
て
い
る
―
―
『
ク
オ
レ
』
所
収
の
原
話
に
手
を
加
え
、
マ
ル
コ
の
途
上
を
書
き
こ
ん

だ
、『
母
を
た
ず
ね
て
』
の
再
話
に
。
そ
う
、
池
田
は
、
キ
ッ
ト
を
行
動
的
に
書
き
か
え
る
こ
と

で
、「
ネ
ル
」
再
話
後
半
を
「
少
年
」
の
物
語
に
変
え
た
の
で
あ
る
。

主
体
的
に
働
く
「
少
女
」
ネ
ル
と
、
大
人
の
悪
知
恵
に
も
負
け
ぬ
「
少
年
」
キ
ッ
ト
。
ど
ち
ら

も
、「
け
な
げ
」
の
前
向
き
で
行
動
的
な
側
面
が
強
化
さ
れ
た
、
人
物
造
型
が
い
か
に
も
池
田
ら

し
い
再
話
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
そ
の
努
力
を
覆
す
よ
う
に
、
ネ
ル
は
「
け

な
げ
」
の
哀
感
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
い
。
働
く
意
志
を
見
せ
て
も
、
結
局
そ
れ
は
運
命
を
変
え
る

ほ
ど
の
力
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
作
品
前
半
で
の
語
り
手
に
よ
る
「
悲
し
い
一
生
」
と
い
う
括

り
は
、
読
者
の
ネ
ル
に
対
す
る
見
方
を
規
定
し
が
ち
で
あ
る
。
物
語
と
し
て
は
功
を
奏
し
た
と

い
っ
て
よ
い
キ
ッ
ト
の
造
型
お
よ
び
描
写
は
、
同
時
に
、「
少
年
」
な
ら
で
は
の
行
動
力
と
可
能

性
と
し
て
、
逆
に
ネ
ル
の
無
力
さ
を
暗
示
す
る
こ
と
に
な
る
。

唯
一
、
命
を
救
わ
れ
た
の
は
、
祖
父
で
あ
る
。「
ネ
ル
の
臨
終
の
美
し
く
気
高
く
お
だ
や
か

だ
っ
た
」
こ
と
、
ま
た
落
ち
着
き
先
の
修
道
院
長
（
こ
れ
も
多
少
の
設
定
変
更
の
結
果
で
あ
る
）

の
教
化
に
よ
り
信
仰
心
に
目
覚
め
た
老
人
は
、
墓
参
り
に
訪
れ
た
キ
ッ
ト
母
子
を
ネ
ル
の
墓
標
で

あ
る
花
の
十
字
架
へ
と
案
内
す
る
。
大
空
の
青
さ
に
ネ
ル
の
ま
ぼ
ろ
し
を
見
、
陽
光
に
彼
女
の
心

を
重
ね
る
キ
ッ
ト
の
思
い
で
閉
じ
ら
れ
る
物
語
は
、「
少
女
」
の
「
け
な
げ
」
を
く
み
あ
げ
う
る
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の
は
、
結
局
は
身
近
な
男
性
た
ち
で
あ
る
と
い
う
結
末
に
帰
着
し
た
の
で
あ
っ
た
。

四

松
本
恵
子
、
羽
仁
も
と
子
、
池
田
宣
政
の
三
人
の
「
ネ
ル
」
再
話
に
つ
い
て
、
簡
単
な
が
ら
順

次
特
徴
を
検
討
し
て
き
た
。
あ
る
い
は
、
原
作
自
体
が
ネ
ル
の
死
で
終
わ
る
以
上
、
ど
う
や
っ
て

も
哀
れ
さ
に
傾
く
の
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
も
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
そ
の
こ
と
を
も
含
め
て
、「
少
女
」
と
「
け
な
げ
」
の
関
係
性
を
も
う
一
度
ま
と
め
て
把

握
し
た
い
。

「
死
」
に
至
る
運
命
を
変
え
ら
れ
ぬ
登
場
人
物
に
対
し
て
、
読
者
は
、
歯
が
ゆ
さ
を
感
じ
る
こ

と
も
で
き
る
。
ま
た
は
、
そ
こ
に
ど
う
し
よ
う
も
な
い
や
り
き
れ
な
さ
を
覚
え
れ
ば
、
作
品
と
向

き
あ
う
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
、
数
々
の
「
ネ
ル
」
再
話
を
前
に
す
る
と
き
、

そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
む
し
ろ
、
何
が
し
か
の
不
満
を
自
分
な
り
の
工
夫
で
解
決
し
な

が
ら
、
な
ん
と
か
読
者
の
前
に
こ
の
「
少
女
」
を
ひ
き
あ
わ
せ
、
強
く
印
象
付
け
た
い
と
い
う
再

話
者
の
意
識
―
―
と
き
に
よ
っ
て
は
熱
意
―
―
で
あ
る
。「
や
は
り
」
死
ん
で
し
ま
う
け
れ
ど
、

同
時
に
そ
れ
で
も
「
や
は
り
」、「
け
な
げ
」
さ
に
胸
打
た
れ
る
―
―
そ
う
な
る
べ
く
、
仕
上
げ
が

施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
や
は
り
」
と
い
う
部
分
に
、「
少
女
」
と
い
う
属
性
の
限
界

が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
祖
父
と
逃
げ
つ
づ
け
、
隠
遁
生
活
の
中
で
病
死
す
る
の
が

「
少
年
」
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
こ
ま
で
確
信
を
持
っ
て
、「
け
な
げ
」
を
謳
い
あ
げ
ら
れ
た
だ
ろ

う
か
。

と
な
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
再
話
者
た
ち
の
、
あ
る
い
は
気
高
さ
に
、
勇
気
に
、
自
立
性
に
重
き

を
置
く
な
ど
の
再
話
行
為
の
努
力
が
重
ね
ら
れ
、「
け
な
げ
」
の
多
義
的
な
描
写
と
し
て
そ
れ
が

実
を
結
ぶ
ほ
ど
に
、
皮
肉
な
こ
と
な
が
ら
根
本
で
、「
少
女
」
に
と
っ
て
の
「
け
な
げ
」
さ
は
、

あ
る
意
味
で
単
純
化
さ
れ
る
。
前
向
き
な
傾
向
を
帯
び
た
「
け
な
げ
」
の
諸
相
は
、
す
べ
て
、
そ

の
分
だ
け
の
感
傷
や
哀
憐
の
情
を
は
ら
ん
で
提
示
さ
れ
、
そ
れ
が
「
や
は
り
」
と
い
う
期
待
の
枠

内
で
、
読
者
に
享
受
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
読
者
の
予
測
を
容
易
に
立
て
さ
せ
る
の
が
、
作
品
の
周
辺
に
あ
る
情
報
、
た
と
え
ば

題
名
や
表
紙
絵
と
な
る
だ
ろ
う
。
先
の
節
で
掲
げ
た
よ
う
に
、「
ネ
ル
」再
話
の
多
く
は
、「
ネ
ル
」

乃
至
「
ネ
リ
ー
」
と
い
う
「
少
女
」
に
、「
死
」「
さ
す
ら
い
」「
孤
児
」
と
い
っ
た
語
が
ま
と
わ

り
つ
き
や
す
い
。

ま
た
、
図
書
館
等
で
検
索
す
る
と
直
ち
に
ぶ
つ
か
る
の
が
、
も
う
一
つ
の
「
ネ
リ
ー
」
再
話
と

の
か
ら
み
あ
い
で
あ
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
『
虐
げ
ら
れ
た
人
々
』
に
基
づ
く
、
少
女
ネ
リ
ー

を
主
人
公
に
し
た
再
話
も
、
実
は
、
一
九
五
〇
年
代
何
点
か
見
う
け
ら
れ
る
。

お
そ
ら
く
、
中
村
白
葉
訳
『
み
な
し
ご
ネ
リ
イ
』（「
世
界
名
作
文
庫
」、
同
和
春
秋
社
、
一
九

五
一
）
が
、
そ
の
最
初
で
あ
ろ
う
。「
世
界
少
年
少
女
名
作
選
集
」
一
○
と
し
て
同
社
か
ら
五
四

年
に
刊
行
さ
れ
た
版
に
は
「
解
説
」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
中
村
は
、
ロ
シ
ア
文
学
の
な

か
か
ら
孫
の
世
代
に
語
り
直
す
試
み
の
一
環
と
し
て
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
か
ら
は
「
名
作
「
虐

げ
ら
れ
し
人
々
」
の
中
か
ら
一
部
を
ぬ
い
て
」、
こ
の
『
み
な
し
ご
ネ
リ
イ
』
を
ま
と
め
た
と
い

う
。
も
と
も
と
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
『
骨
董
屋
』
に
影
響
を
受
け
、
だ
か
ら
こ
そ
名
前
も
同
じ
ネ
リ
ー

が
選
ば
れ
た
作
中
の
少
女
は
、
し
か
し
、
「
ひ
ね
く
れ
た
、
病
的
な
性
情
」
で
あ
る
点
は
「
ネ
ル
」

と
は
異
質
で
あ
る
。
そ
ん
な
彼
女
に
対
す
る
青
年
ワ
ー
ニ
ャ
の
導
き
こ
そ
、
中
村
が
「
む
ね
の
つ

ま
る
よ
う
な
思
い
」
を
感
じ
た
大
き
な
素
因
で
あ
ろ
う
。
少
女
が
死
を
迎
え
る
点
は
、「
ネ
ル
」

と
か
わ
ら
な
い
。
た
だ
し
、「
ネ
リ
イ
の
死
は
、
決
し
て
悲
し
い
死
で
は
な
か
っ
た
」
と
彼
は
言

う
。
他
の
女
性
登
場
人
物
、
ナ
タ
ー
シ
ャ
の
家
族
回
帰
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
こ
の
作
品
も
ま
た
、
か
な
り
の
長
編
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
に
中
村
は

単
に
焦
点
化
し
た
ネ
リ
イ
の
悲
劇
に
の
み
筆
を
さ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
も

題
名
に
用
い
ら
れ
た
「
み
な
し
ご
」
の
語
は
、
そ
れ
な
り
の
効
果
を
発
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、

そ
の
後
の
本
作
関
連
再
話
を
あ
げ
て
見
る
と
、
こ
の
感
は
よ
り
強
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
管
見
の
範

囲
で
示
す
と
、
大
江
賢
治
『
薄
幸
の
少
女

虐
げ
ら
れ
た
人
々
』（「
世
界
名
作
文
庫
」
一
○
六
、

偕
成
社
、
一
九
五
四
）
↓
『
薄
幸
の
少
女
』（「
少
年
少
女
世
界
の
名
作
」
九
六
、
同
、
六
八
）、

及
川
甚
喜
・
文
「
孤
児
ネ
ル
リ
」（『
少
年
少
女
世
界
の
名
作
文
学
三
三

ソ
ビ
エ
ト
篇
一
』
所
収
、

米
川
正
夫
訳
、
小
学
館
、
一
九
六
五
）、
そ
れ
に
マ
ン
ガ
版
と
し
て
杵
淵
や
す
お
『
ネ
リ
ー
の
か

な
し
み

名
作
物
語
』（『
少
女
ク
ラ
ブ
』
新
年
号
ふ
ろ
く
、
講
談
社
、
一
九
五
七
年
一
月
）
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
内
容
に
立
ち
入
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
も
「
孤
児
」「
薄
幸
」「
か
な
し
み
」

と
い
っ
た
語
彙
が
目
立
つ
こ
と
に
注
意
を
向
け
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

「
ネ
ル
」
も
「
ネ
リ
ー
」
も
、
大
体
の
再
話
作
品
の
表
紙
絵
で
、
も
の
思
わ
し
げ
な
顔
立
ち
を

み
せ
て
い
る
。「
ネ
ル
」
再
話
系
列
の
マ
ン
ガ
、
し
か
の
も
ゆ
る
『
少
女
ネ
ル
の
死
』（「
世
界
名

作
漫
画
文
庫
」
四
三
、
曙
出
版
、
一
九
五
三
）
や
岡
田
晟
『
少
女
ネ
ル
』（「
傑
作
面
白
漫
画
」
二

二
、
ト
モ
ブ
ッ
ク
社
、
一
九
五
四
）、
ま
た
絵
小
説
で
あ
る
『
さ
す
ら
い
の
少
女
』（
武
村
志
保
・

文
、
高
橋
真
琴
・
絵
、
パ
ー
ル
絵
小
説
シ
リ
ー
ズ
四
、『
少
女
ク
ラ
ブ
』
十
月
号
付
録
、
一
九
六

「けなげ」の多義性
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二
年
一
〇
月
）
な
ど
を
並
べ
て
見
る
と
、
二
つ
の
再
話
群
で
共
通
す
る
要
素
が
見
え
や
す
く
な
る
。

題
名
と
も
ど
も
、
本
づ
く
り
の
段
階
で
の
「
け
な
げ
」
な
「
少
女
」
の
構
築
は
、
今
後
さ
ら
に
分

析
を
し
て
い
く
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
「
ネ
ル
」
に
立
ち
戻
る
と
、
映
像
化
さ
れ
た
再
話
と
し
て
さ
ら
に
テ
レ
ビ
ア
ニ

メ
作
品
が
作
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
一
九
七
九
年
十
月
か
ら
翌
年
五
月
に
か
け
て
、
二

六
回
に
わ
た
り
テ
レ
ビ
東
京
系
で
放
映
さ
れ
た
「
さ
す
ら
い
の
少
女
ネ
ル
」（
名
曲
ロ
マ
ン
劇
場
）

が
そ
れ
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
ビ
デ
オ
化
な
ど
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
今
の
と
こ
ろ
内
容
は

把
握
で
き
て
い
な
い
。
た
だ
、
近
年
も
地
方
局
で
は
再
放
映
さ
れ
る
な
ど
し
て
お
り
、
一
部
に
は

か
な
り
熱
烈
な
フ
ァ
ン
が
い
る
こ
と
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
検
索
な
ど
か
ら
は
う
か
が
え
る
。
た

と
え
ば
「
涙
な
し
に
は
観
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
い
っ
た
き
わ
め
て
感
傷
的
な
書
き
込
み
な
ど
が
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
ま
さ
に
「
少
女
」
の
「
け
な
げ
」
さ
に
対
す
る
慣
習
的
と
い
う
か
既
成
の

観
念
に
根
ざ
し
た
期
待
が
、
そ
も
そ
も
享
受
者
側
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

今
回
は
、
問
題
を
把
握
す
る
手
始
め
と
し
て
、
三
人
の
再
話
作
品
に
し
ぼ
り
、
ま
た
細
か
い
作

品
の
表
現
等
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
論
を
進
め
て
き
た
。
次
に
は
他
の
再
話
者
た
ち
の
作
品
に
も

触
れ
な
が
ら
、
ま
た
も
う
ひ
と
り
の
「
ネ
リ
ー
」
再
話
と
も
関
わ
ら
せ
な
が
ら
、「
少
女
」
の
造

型
に
踏
み
こ
む
こ
と
を
通
じ
て
、
児
童
文
学
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
を
追
究
し
て
い
く
こ

と
と
し
た
い
。

※

本
稿
の
骨
子
は
、
日
本
児
童
文
学
学
会
第
四
二
回
研
究
大
会
（
二
〇
〇
三
年
十
月
二
六
日

（
日
）、
大
阪
国
際
児
童
文
学
館
）
で
発
表
し
た
。

※

本
稿
は
、
平
成
十
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ｃ
（
２
）「
児
童
文
学
に
お
け
る

翻
訳
・
再
話
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
」
の
研
究
成
果
の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
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