
有
島
武
郎
の
童
話
に
お
け
る
創
作
態
度

︱
翻
案
童
話
﹁
燕
と
王
子
﹂
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て

︱

芦

野

陽

子

は
じ
め
に

有
島
武
郎
作
﹁
燕
と
王
子
﹂
は
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
﹁
幸
福
な
王
子
﹂

を
翻
案
し
た
作
品
で
あ
る
︒﹁
燕
と
王
子
﹂
の
梗
概
は
︑
エ
ジ
プ
ト
か
ら
や
っ

て
来
た
燕
が
︑
小
さ
な
町
で
美
し
い
王
子
の
像
と
出
会
う
︒
貧
し
い
町
で
起
こ

る
不
幸
を
悲
し
む
王
子
は
︑
自
ら
体
に
施
さ
れ
た
金
箔
や
宝
石
を
届
け
る
よ
う

に
燕
に
頼
み
︑
遂
に
見
る
も
無
惨
な
姿
と
な
っ
て
し
ま
う
︒
燕
は
王
子
と
最
期

ま
で
一
緒
に
い
る
こ
と
を
望
む
が
︑
王
子
に
促
さ
れ
︑
再
会
の
約
束
と
共
に
帰

る
︒
取
り
残
さ
れ
た
王
子
の
像
は
︑
そ
の
醜
さ
か
ら
町
の
人
々
に
よ
っ
て
壊
さ

れ
る
が
︑
寺
の
鐘
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
︒
翌
年
︑
町
に
戻
っ
て
き
た
燕
は
王

子
と
再
会
で
き
な
か
っ
た
が
︑
今
で
も
寺
の
鐘
は
町
中
に
美
し
い
音
色
を
響
か

せ
て
い
る
︑
と
結
ば
れ
る
︒

﹁
燕
と
王
子
﹂
の
大
ま
か
な
構
成
は
原
作
に
沿
っ
て
い
る
が
︑
王
子
の
頼
み

や
結
末
は
変
更
さ
れ
て
お
り
︑
先
行
研
究
に
お
い
て
も
そ
の
変
更
点
は
指
摘
さ

れ
て
い
る
︒
一
九
六
八
年
に
︑
山
田
昭
夫
氏
は
﹁
原
作
よ
り
も
子
供
の
心
に
受

け
入
れ
や
す
く
翻
案
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
重
要
な
改
変
と
し
て
は
︑
有
島

の
キ
リ
ス
ト
受
容
︑
キ
リ
ス
ト
教
否
認
の
心
情
の
反
映
を
指
摘
で
き
る①

︒﹂
と

述
べ
て
い
る
︒
一
九
八
五
年
に
鈴
木
幸
枝
子
氏
も
執
筆
時
期
に
有
島
が
キ
リ
ス

ト
教
に
疑
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
た
う
え
で
︑﹁
﹁
燕
と
王
子
﹂
は
︑

外
面
つ
ま
り
設
定
︑
構
成
は
原
作
を
忠
実
に
踏
襲
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

主
題
の
解
釈
は
別
︑
い
わ
ゆ
る
本
質
の
部
分
に
異
質
性
を
持
っ
た
翻
案
作
品
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い②

﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
二
〇
〇
四
年
に
増
満
圭
子
氏

は
原
作
を
具
体
的
に
比
較
し
︑
各
変
更
点
で
当
時
の
有
島
の
児
童
観
を
考
察
し

て
い
る③

︒
二
〇
二
〇
年
に
宮
本
祐
司
氏
も
原
作
と
の
比
較
を
行
っ
た
う
え
で
︑

有
島
と
ワ
イ
ル
ド
の
死
生
観
の
違
い
を
述
べ
る④

︒

こ
の
よ
う
に
本
作
品
の
研
究
は
原
作
と
の
比
較
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
︒

有
島
武
郎
の
童
話
に
お
け
る
創
作
態
度

二
五



有
島
は
病
気
の
甥
に
見
舞
い
と
し
て
本
作
品
を
執
筆
し
︑
自
ら
挿
絵
を
施
し
た

自
筆
原
稿
を
贈
っ
た
︒
そ
し
て
有
島
没
後
に
公
表
さ
れ
た
︒
そ
の
特
殊
な
成
立

事
情
か
ら
︑
晩
年
の
創
作
童
話
と
比
べ
︑
研
究
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
︒
原

作
と
の
比
較
も
重
要
で
あ
る
が
︑
本
作
品
が
不
特
定
多
数
の
読
者
を
前
提
と
し

て
書
か
れ
て
い
な
い
点
は
︑
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
︒

ま
ず
︑
先
行
研
究
に
お
け
る
初
出
誌
の
誤
り
を
訂
正
し
︑
書
誌
的
事
項
を
確

認
す
る
︒
ま
た
タ
イ
ト
ル
の
発
案
者
を
探
索
し
︑
そ
こ
に
有
島
の
意
思
が
反
映

さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
︒
そ
し
て
︑
燕
と
王
子
が
出
会
う
ま
で
の
冒
頭

部
分
の
変
更
を
め
ぐ
っ
て
︑
大
衆
向
け
に
発
表
さ
れ
た
原
作
と
比
較
し
︑
有
島

の
意
図
を
考
察
す
る
︒
本
論
を
通
し
て
︑
本
作
品
は
有
島
が
読
者
の
甥
に
寄
り

添
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
︑
こ
の
執
筆
態
度
が
後
の
童
話
に
も
寄
与
し
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

一

書
誌
情
報
の
訂
正
と
再
考

﹁
燕
と
王
子
﹂
は
︑
有
島
が
病
気
の
甥
山
本
直
正
の
た
め
に
︑
オ
ス
カ
ー
・

ワ
イ
ル
ド
の
﹁
幸
福
な
王
子
﹂
を
翻
案
し
︑
自
ら
描
い
た
挿
絵
を
付
し
た
自
筆

原
稿
を
贈
り
︑
有
島
の
死
後
に
公
表
さ
れ
た
と
い
う
特
殊
な
成
立
事
情
を
有
す

る
︒
従
来
︑
初
出
は
新
潮
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
雑
誌
﹃
婦
人
の
国
﹄
と
さ
れ
て

き
た
︒
そ
こ
に
は
︑
有
島
武
郎
の
遺
筆
童
話
と
し
て
自
筆
原
稿
の
複
写
と
︑
山

本
直
正
に
よ
る
小
序
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒﹃
婦
人
の
国
﹄
第
一
巻
第
一
号
～

第
三
号
は
一
九
二
五
︵
大
正
一
四
︶
年
五
︑
六
︑
七
月
発
行
が
正
し
い
︒
し
か

し
︑
研
究
者
に
よ
っ
て
主
張
が
異
な
る
︒
鈴
木
幸
枝
子
﹁
有
島
武
郎
・
翻
案
童

話
﹁
燕
と
王
子
﹂
に
つ
い
て
の
一
考
察

︱
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
と
の
関
係

に
つ
い
て
﹂
で
は
︑
初
出
誌
を
め
ぐ
る
研
究
史
に
触
れ
て
お
り
︑

昭
和
四
十
八
年
に
な
っ
て
山
田
昭
夫
氏
が
﹁
翻
案
童
話
﹃
燕
と
王
子
﹄
覚

書
﹂
の
中
で
︑
初
出
の
発
表
誌
は
大
正
十
四
年
七
︑
八
月
号
﹁
婦
人
の

国
﹂︵
新
潮
社
︶
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
童
話
を
贈
ら
れ
た
甥
︑
山
本
道マ

マ

正
が
有
島
の
死
後
︑
自
分
の
小
序
を
つ
け
て
掲
載
し
た
旨
を
発
表
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
︑
初
め
て
そ
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
た

だ
初
出
誌
に
関
し
て
は
︑
既
に
そ
の
前
年
︑
増
田マ

マ

正
一
氏
が
指
摘
し
て
お

り
︑
山
田
氏
が
︵
中
略
︶
あ
た
か
も
先
の
論
文
で
始マ

マ

め
て
指
摘
し
た
如
く

書
い
て
い
る
こ
と
︑
更
に
福
田
清
人
氏
が
﹁
燕
と
王
子
﹂
の
初
出
誌
指
摘

は
山
田
氏
の
論
文
が
最
初
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
に
誤
り
で

あ
る
︒
発
表
時
を
大
正
十
四
年
七
︑
八
月
号
と
し
た
の
も
間
違
い
で
︑
正

確
に
は
︑
大
正
十
四
年
五
︑
六
︑
七
月
号
で
あ
る
︒
発
表
時
に
関
し
て
は

先
の
増
田マ

マ

氏
の
論
文
に
お
い
て
も
大
正
十
五
年
四
月
掲
載
と
︑
誤
り
が
記

さ
れ
て
い
る⑤

︒

と
述
べ
る
︒
こ
の
論
文
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
先
行
研
究
の
書
誌
情
報
や
研
究
者

の
名
前
に
は
誤
り⑥

が
見
ら
れ
る
た
め
︑
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
先
行
研
究
を

調
べ
た
︒
確
か
に
鈴
木
氏
の
述
べ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
た
が
︑
福
田
清
人
﹁
有

有
島
武
郎
の
童
話
に
お
け
る
創
作
態
度
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島
武
郎
の
童
話
﹂
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

有
島
は
す
で
に
︑
札
幌
の
農
科
大
学
の
英
語
教
師
勤
め
の
明
治
四
十
一
︑

二
年
︑
三
十
一
︑
二
歳
の
頃
︑
病
床
に
あ
っ
た
幼
い
甥
を
慰
め
る
た
め
に
︑

オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
﹁
幸
福
な
王
子
﹂
の
翻
案
﹁
燕
と
王
子
﹂
を
見

舞
状
に
同
封
し
て
送
っ
た
︒︵
山
田
昭
夫
氏
﹃
翻
案
童
話
﹁
燕
と
王
子
﹂

覚
書
﹄
集
英
社
版
﹁
日
本
文
学
全
集
35
有
島
武
郎
月
報
﹂
昭
和
四
八
・
四

に
︑
こ
の
作
品
の
発
表
誌
が
長
く
不
詳
で
あ
っ
た
が
︑
新
潮
社
の
雑
誌

﹁
婦
人
の
国
﹂
大
正
十
四
年
七
・
八
月
に
遺
稿
と
し
て
こ
の
作
を
与
え
ら

れ
た
有
島
の
妹
愛
子
の
長
男
山
本
直
正
の
小
序
を
付
し
発
表
さ
れ
た
こ
と

や
︑
有
島
の
挿
絵
入
り
の
直
筆
そ
の
ま
ま
載
っ
て
い
る
こ
と
︑
小
序
の
記

憶
ち
が
い
の
誤
記
も
正
し
て
紹
介
し
て
い
る⑦

︒︶

福
田
氏
の
記
述
か
ら
は
︑
鈴
木
氏
が
指
摘
す
る
﹁
初
出
誌
指
摘
は
山
田
氏
の
論

文
が
最
初
で
あ
る
と
し
て
い
る
﹂
箇
所
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
︒

ま
た
︑
一
九
七
八
年
五
月
に
出
版
さ
れ
た
佐
々
木
靖
章
編
﹃
資
料
有
島
武
郎

著
作
目
録
・
著
作
解
題
﹄
で
は
︑
正
し
い
掲
載
時
期
を
記
載
し
た
う
え
で
︑
解

題
に
は
﹁
初
出
不
詳
で
あ
っ
た
が
山
田
昭
夫
に
よ
り
明
か
に
さ
れ
た
︒
但
し
山

田
年
譜
は
掲
載
時
が
不
正
確
︒︵
中
略
︶
山
田
﹃
有
島
武
郎
﹄
参
照⑧

﹂
と
述
べ

る
︒﹁
山
田
﹃
有
島
武
郎
﹄
参
照
﹂
は
﹁
死
後
発
表
さ
れ
た
﹁
燕
と
王
子
﹂︵
大

正
15
・
�
﹃
婦
人
の
国
﹄︶
で
あ
る⑨

︒﹂
を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
鈴
木
氏
は
初

出
誌
指
摘
を
山
田
氏
が
最
初
で
は
な
い
と
し
て
い
た
が
︑
山
田
氏
の
﹃
有
島
武

郎
﹄
の
出
版
は
一
九
六
六
年
一
月
で
あ
る
た
め
︑
鈴
木
氏
の
誤
り
で
あ
り
︑
山

田
氏
が
初
出
誌
を
最
初
に
指
摘
し
た
と
考
え
る
︒
さ
ら
に
鈴
木
氏
の
論
文
以
降

で
初
出
誌
の
指
摘
を
調
べ
る
と
︑
最
新
の
も
の
は
二
〇
一
〇
年
一
二
月
に
出
版

さ
れ
た
﹃
有
島
武
郎
事
典
﹄
で
︑
増
満
圭
子
氏
が
﹁
燕
と
王
子
﹂
の
項
目
を
執

筆
し
て
い
る
が
︑
﹃
婦
人
の
国
﹄
の
発
行
は
﹁
一
九
二
六
年
︵
大
正
一
五
︶
・

四⑩

﹂
と
し
て
い
る
︒

こ
れ
ま
で
挙
げ
た
研
究
者
の
主
張
を
整
理
す
る
と
︑
一
九
六
六
年
に
山
田
氏

は
初
め
て
﹃
婦
人
の
国
﹄
の
発
行
時
期
に
つ
い
て
大
正
一
五
年
四
月
と
指
摘
し

た
︒
そ
れ
を
増
子
氏
︵
一
九
七
二
年
︶
と
増
満
氏
︵
二
〇
一
〇
年
︶
が
引
用
し

て
い
る
︒
さ
ら
に
一
九
六
八
年
に
山
田
氏
は
大
正
一
四
年
七
︑
八
月
に
変
更
し

て
い
る
︒
こ
れ
を
福
田
氏
︵
一
九
八
一
年
︶
が
引
用
す
る
︒
し
か
し
正
し
い
発

行
時
期
は
大
正
一
四
年
五
︑
六
︑
七
月
で
︑
佐
々
木
氏
︵
一
九
七
八
年
︶
︑
安

川
氏
︵
一
九
八
一
年
︶︑
鈴
木
氏
︵
一
九
八
五
年
︶
は
こ
れ
を
記
し
て
い
た
︒

以
上
の
よ
う
に
従
来
の
研
究
で
は
︑
﹃
婦
人
の
国
﹄
が
初
出
と
さ
れ
て
き
た
︒

し
か
し
︑
そ
れ
以
前
に
﹁
燕
と
王
子
﹂
の
テ
ク
ス
ト
は
世
に
出
て
い
る
︒
一
九

二
四
︵
大
正
一
三
︶
年
一
〇
月
に
叢
文
閣
か
ら
出
版
さ
れ
た
﹃
有
島
武
郎
全

集
﹄
第
八
巻
に
︑
﹁
燕
と
王
子
︵
翻
案
︶
﹂
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
こ
の
叢
文
閣
版
の
全
集
を
初
出
と
し
た
い
︒
こ
の
二
つ
の
本
文
に
大

き
な
異
同
は
な
い
が
︑
全
集
で
は
自
筆
原
稿
の
誤
字
を
訂
正
し
︑
自
筆
原
稿
に

は
な
い
句
読
点
を
補
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
エ
ヂ
プ
ト
﹂
や
﹁
ナ
イ
ル
﹂
な
ど

有
島
武
郎
の
童
話
に
お
け
る
創
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固
有
名
詞
に
施
さ
れ
て
い
た
傍
線
が
消
去
さ
れ
て
い
る
︒

全
集
の
出
版
と
﹃
婦
人
の
国
﹄
の
間
に
は
約
一
年
の
空
白
が
あ
る
︒
な
ぜ
先

行
研
究
で
は
﹃
婦
人
の
国
﹄
を
初
出
と
し
て
い
る
の
か
︒﹃
婦
人
の
国
﹄
の
発

行
が
遅
れ
た
た
め
に
︑
全
集
よ
り
も
後
に
な
っ
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
が
︑

そ
の
旨
が
記
さ
れ
た
文
献
は
見
当
た
ら
な
い
︒
現
時
点
で
は
︑
先
行
研
究
の
書

誌
情
報
が
不
統
一
で
︑
本
作
品
自
体
が
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑

全
集
が
﹃
婦
人
の
国
﹄
よ
り
前
に
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
研
究
者
が
見
落
と

し
て
い
た
と
考
え
る
︒﹃
婦
人
の
国
﹄
は
原
稿
の
持
ち
主
が
寄
稿
し
︑
そ
れ
を

誌
上
で
遺
稿
と
掲
げ
る
︒
さ
ら
に
自
筆
原
稿
の
複
写
を
載
せ
た
点
で
も
文
献
と

し
て
価
値
が
高
く
︑
研
究
者
は
初
出
と
信
じ
切
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
ま

た
﹃
婦
人
の
国
﹄
の
編
集
者
は
全
集
に
﹁
燕
と
王
子
﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
知
っ
て
い
た
た
め
︑
あ
え
て
初
出
と
せ
ず
に
遺
稿
と
銘
打
っ
た
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
︒
最
初
に
初
出
を
明
ら
か
に
し
た
山
田
氏
の
論
文
は
︑﹃
婦
人
の

国
﹄
や
全
集
の
出
版
か
ら
四
〇
年
ほ
ど
経
過
し
て
い
る
︒
叢
文
閣
版
全
集
の
編

集
に
携
わ
っ
て
い
な
い
山
田
氏
は
︑
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
し
︑
鈴
木
氏
の
論
文
か
ら
叢
文
閣
版
﹃
有

島
武
郎
全
集
﹄
第
四
巻
に
目
を
通
し
た
と
窺
え
る
記
述
が
あ
る
が
︑
初
出
は

﹃
婦
人
の
国
﹄
と
し
て
い
る
︒
第
八
巻
の
確
認
漏
れ
の
可
能
性
も
否
め
な
い
が
︑

﹃
婦
人
の
国
﹄
と
全
集
の
出
版
状
況
に
つ
い
て
は
ま
だ
研
究
の
余
地
が
あ
る
だ

ろ
う
︒

ま
た
全
集
に
お
け
る
﹁
燕
と
王
子
﹂
の
底
本
だ
が
︑
解
題
が
な
い
た
め
明
確

に
は
分
か
ら
な
い
︒
た
だ
し
全
集
第
一
巻
の
巻
末
に
は
﹁
故
人
の
書
簡
及
び
筆

跡
等
を
御
貸
与
下
さ
れ
し
方
々
に
も
茲
に
御
礼
申
上
ま
す⑪

﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

関
係
者
と
し
て
山
本
直
正
が
︑
全
集
編
集
者
に
原
稿
を
渡
し
た
と
考
え
て
齟
齬

は
な
い
だ
ろ
う⑫

︒

次
に
︑
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
述
べ
た
い
︒
現
在
は
﹁
燕
と
王
子
﹂
が
一
般
的

で
あ
る
が
︑
タ
イ
ト
ル
も
書
籍
や
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
り
︑﹁
燕
と
王
子
﹂

の
他
に
も
﹁
つ
ば
め
と
王
子
﹂
が
見
ら
れ
る
︒

﹁
つ
ば
め
と
王
子
﹂
と
い
う
表
記
は
増
満
圭
子
氏
が
使
用
し
て
い
る
︒
増
満

氏
は
前
述
の
﹃
有
島
武
郎
事
典
﹄
に
お
け
る
本
作
品
の
項
目
を
担
当
し
た
ほ
か
︑

﹁
翻
案
童
話
﹁
つ
ば
め
と
王
子
﹂
に
見
ら
れ
る
有
島
武
郎
の
子
供
観

︱
原
作

オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
﹁
幸
福
な
王
子
﹂
と
の
異
同
を
中
心
に

︱
﹂︵﹃
有
島

武
郎
研
究
﹄
第
七
巻
︑
二
〇
〇
四
年
三
月
︶
も
執
筆
し
て
い
る
︒
ど
ち
ら
も

﹁
つ
ば
め
と
王
子
﹂
で
あ
る
が
︑
作
品
内
で
は
﹁
燕
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
︑
叢
文
閣
版
全
集
や
﹃
婦
人
の
国
﹄
︑
山
本
直
正
が
﹁
燕
と
王
子
﹂
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
︑
﹁
燕
と
王
子
﹂
が
正
し
い
と
考
え
る
︒

し
か
し
︑﹁
燕
と
王
子
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
有
島
武
郎
が
発
案
し
た
証
拠

は
な
い
︒﹃
婦
人
の
国
﹄
の
自
筆
原
稿
に
は
タ
イ
ト
ル
が
書
か
れ
て
お
ら
ず
︑

本
文
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
︒
自
筆
原
稿
の
前
頁
は
燕
の
絵
が
描
か
れ
た
表
紙
に

有
島
武
郎
の
童
話
に
お
け
る
創
作
態
度
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タ
イ
ト
ル
と
山
本
直
正
に
よ
る
小
序
が
あ
る
︒
表
紙
の
絵
は
隅
に
﹁
M
asu
o⑬

﹂

と
い
う
サ
イ
ン
が
あ
り
︑
有
島
自
身
が
描
い
て
い
な
い
︒
つ
ま
り
有
島
自
身
が

タ
イ
ト
ル
を
書
い
た
痕
跡
が
な
い
の
で
あ
る
︒

有
島
以
外
の
誰
か
を
発
案
者
と
し
て
考
え
る
な
ら
︑
山
本
直
正
が
挙
げ
ら
れ

よ
う
︒
小
序
で
は
作
品
が
贈
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

こ
の
﹃
燕
と
王
子
﹄
と
い
う
お
伽
噺
は
︑
ま
だ
私
が
小
学
校
へ
入
学
し
た

ば
か
り
の
頃
︑
そ
う
で
す
明
治
三
十
八
九
年
で
し
た
が
︑︵
中
略
︶
伯
父

様
が
以
前
読
ま
れ
た
お
伽
噺
を
思
ひ
出
し
た
か
ら
と
云
つ
て
︑
自
ら
挿
絵

ま
で
し
て
病
気
見
舞
の
手
紙
へ
入
れ
て
送
つ
て
下
さ
つ
た
も
の
で
す
︒
当

時
伯
父
様
は
二
十
七
八
歳
で
︑
農
科
大
学
の
助
教
授
と
し
て
札
幌
に
仮
寓

し
て
ゐ
ら
れ
た
の
で
す
︒

山
本
直
正
は
明
治
三
八
︑
九
年
に
贈
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
が
︑
当
時
有
島
は

留
学
中
で
あ
り
︑
誤
り
で
あ
る
︒
有
島
は
明
治
三
六
年
八
月
に
渡
米
︑
明
治
四

〇
年
一
月
に
渡
欧
︑
二
月
に
帰
国
し
︑
四
一
年
一
月
に
札
幌
に
赴
任
︑
六
月
に

大
学
予
備
科
教
授
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
明
治
四
一
年
頃
に
執
筆
し
た

と
考
え
る⑭

︒
ま
た
︑
ワ
イ
ル
ド
の
﹁
幸
福
な
王
子
﹂
を
最
初
に
翻
訳
し
た
の
は

田
波
御
白
で
︑﹁
皇
子
と
燕
﹂
と
し
て
明
治
四
三
年
六
月
︑﹃
東
亞
之
光
﹄
第
五

巻
第
六
号
に
発
表
さ
れ
た
︒
つ
ま
り
執
筆
当
時
︑
有
島
は
翻
訳
を
読
ん
で
い
な

い
︒
留
学
中
に
原
作
と
出
会
い
︑
明
治
四
一
年
頃
に
独
自
に
英
語
の
原
作
か
ら

翻
案
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
燕
と
王
子
﹂
と
﹁
皇
子
と
燕
﹂
と
い
う
タ

イ
ト
ル
は
類
似
し
て
い
る
︒
も
し
有
島
が
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
ず
に
贈
っ
た
の
で

あ
れ
ば
︑
山
本
直
正
は
田
波
御
白
の
翻
訳
を
読
み
︑
そ
こ
か
ら
﹁
燕
と
王
子
﹂

と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒

も
っ
と
も
こ
の
推
定
の
根
拠
は
不
十
分
で
あ
る
た
め
︑
現
段
階
で
は
タ
イ
ト

ル
の
発
案
者
が
必
ず
し
も
有
島
で
は
な
い
可
能
性
は
あ
る
が
︑
有
島
の
意
思
が

反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
︒﹁
幸
福
な
王
子
﹂
は
田
波
御
白
以
後
︑
数

多
く
翻
訳
が
な
さ
れ
た
が
︑
タ
イ
ト
ル
に
関
し
て
は
︑
田
波
御
白
の
﹁
皇
子
と

燕
﹂
を
継
承
︑
も
し
く
は
原
題
を
直
訳
し
て
い
る
も
の
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
︒

﹁
幸
福
な
王
子
﹂
の
冒
頭
は
王
子
の
像
が
丘
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
描
写

だ
が
︑﹁
燕
と
王
子
﹂
は
燕
の
描
写
か
ら
始
ま
り
︑
燕
を
追
っ
て
物
語
が
展
開

す
る
︒
有
島
が
原
作
よ
り
も
燕
の
存
在
に
比
重
を
置
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
で

あ
り
︑
タ
イ
ト
ル
に
も
そ
れ
を
表
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

二

冒
頭
に
お
け
る
︑
原
作
と
の
比
較

比
較
す
る
に
あ
た
り
︑﹁
燕
と
王
子
﹂
は
﹃
有
島
武
郎
全
集
﹄
第
六
巻
︵
一
九

八
一
年
二
月
︑
筑
摩
書
房
︶
と
初
版
の
原
文
︵
O
scar
W
ild
e,
T
h
e
H
appy

P
rin
ce
an
d
O
th
er
T
ales,
L
on
d
on
,
M
ay
1888
︶
を
使
用
し
た
︒
ま
た

本
論
に
お
け
る
﹁
幸
福
な
王
子
﹂
の
引
用
は
︑
田
波
御
白
訳
の
﹁
皇
子
と
燕
﹂

に
拠
り
︑
後
注
に
該
当
す
る
英
文
を
記
す
︒

ま
ず
︑﹁
燕
と
王
子
﹂
の
冒
頭
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

有
島
武
郎
の
童
話
に
お
け
る
創
作
態
度
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燕
と
云
ふ
鳥
は
所
を
さ
だ
め
ず
飛
び
ま
は
る
鳥
で
暖
い
所
を
見
付
け
て

お
引
越
を
致
し
ま
す
︒
今
は
日
本
が
暖
い
か
ら
お
も
て
に
出
て
御
覧
な
さ

い
︒
羽
根
が
紫
の
様
な
黒
で
お
腹
が
白
で
喉
の
処
に
赤
い
頸
巻
を
し
て
お

と
う
様
の
御
召
し
に
な
る
燕
尾
服
の
後
部
見
た
様
な
尾
の
あ
る
雀
よ
り
余

程
大
き
な
鳥
が
眼
ま
ぐ
る
し
い
程
活
潑
に
飛
び
廻
つ
て
居
ま
す
︒
此
お
話

は
其
燕
の
お
話
で
す
︒

燕
の
沢
山
住
ん
で
居
る
の
は
エ
ヂ
プ
ト
の
ナ
イ
ル
と
い
ふ
世
界
中
で
一

番
大
き
な
川
の
岸
で
す

︱
お
か
ア
様
に
地
図
を
見
せ
て
お
も
ら
ひ
な
さ

い

︱
其
処
は
始
終
暖
か
で
よ
い
の
で
す
け
れ
ど
も
燕
も
時
々
は
あ
き
る

と
見
え
て
群
れ
を
作
つ
て
引
越
し
を
し
ま
す
︒

燕
の
生
態
の
説
明
か
ら
始
ま
り
︑﹁
此
お
話
は
其
燕
の
お
話
で
す
﹂
と
話
題
を

提
示
す
る
︒
ま
た
燕
の
説
明
の
途
中
で
︑﹁
今
は
日
本
が
暖
い
か
ら
お
も
て
に

出
て
御
覧
な
さ
い
﹂︑﹁
お
と
う
様
の
御
召
し
に
な
る
燕
尾
服
の
後
部
見
た
様

な
﹂︑﹁
お
か
ア
様
に
地
図
を
見
せ
て
お
も
ら
ひ
な
さ
い
﹂
と
い
っ
た
︑
ま
る
で

有
島
が
甥
に
語
り
か
け
る
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
︒
原
作
は
︑﹁
高
い
台
の

上
に
︑
全
市
を
見
お
ろ
し
て
︑
幸
福
皇
子
の
像
が
立
つ
て
ゐ
た⑮

﹂
と
始
ま
り
︑

語
り
手
が
読
者
を
意
識
し
た
語
り
で
は
な
い
︒
冒
頭
に
王
子
の
像
の
存
在
を
明

ら
か
に
し
︑
銅
像
を
め
ぐ
る
民
衆
た
ち
の
や
り
と
り
へ
繋
が
っ
て
い
く
︒

山
本
直
正
は
小
序
で
︑
小
学
校
へ
入
学
し
た
ば
か
り
の
頃
に
作
品
が
贈
ら
れ

た
と
述
べ
︑﹁
私
共
兄
弟
は
母
の
膝
に
ま
つ
わ
り
な
が
ら
︑
度
々
こ
の
お
伽
噺

を
読
ん
で
聞
か
さ
れ
た
の
を
覚
え
て
ゐ
ま
す
﹂
と
想
起
す
る
︒
有
島
は
甥
に
読

ま
れ
る
際
︑
母
親
が
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒
後
年
︑
﹁
書
後
﹇
﹃
芸
術
と
生
活
﹄
跋
﹈
﹂︵﹃
有
島
武
郎
著
作
集
﹄
第
十

五
輯
︑
大
正
一
一
年
九
月
︶
に
お
い
て
︑
有
島
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

そ
れ
か
ら
私
は
﹁
一
房
の
葡
萄
﹂
と
い
ふ
童
話
の
本
を
出
し
た
︒
童
話
に

つ
い
て
は
︑
私
は
或
る
主
張
を
持
つ
て
ゐ
て
︑
そ
の
主
張
に
よ
つ
て
あ
の

四
つ
の
話
を
書
い
て
見
た
︒
大
人
が
子
供
に
読
ん
で
聞
か
せ
る
や
う
に
す

る
と
︑
一
番
子
供
に
は
よ
く
訴
へ
る
や
う
だ
と
い
ふ
人
が
多
い
︒
若
し
あ

の
本
を
顧
み
て
下
さ
る
読
者
が
あ
つ
た
ら
︑
さ
う
い
ふ
試
み
が
し
て
ほ
し

い
︒

有
島
は
︑
母
親
が
童
話
を
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た
︒
﹁
燕
と

王
子
﹂
を
含
め
︑
有
島
の
童
話
の
う
ち
︑
約
半
分
が
婦
人
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
の
は
︑
こ
の
理
想
が
少
な
か
ら
ず
反
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
︒
甥
が
家
族

に
囲
ま
れ
て
作
品
を
享
受
す
る
場
で
︑
語
り
手
と
し
て
有
島
の
存
在
を
仄
め
か

し
な
が
ら
︑
あ
え
て
家
族
と
交
流
す
る
契
機
を
作
り
︑
よ
り
楽
し
い
環
境
で
作

品
が
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
場
面
以
降
︑

語
り
手
に
有
島
の
存
在
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
こ
の
始
ま
り
は
︑
家
族

と
の
交
流
に
よ
る
楽
し
い
環
境
が
病
気
の
甥
を
辛
い
現
実
か
ら
切
り
離
し
︑
現

実
と
作
品
世
界
を
行
き
来
し
て
︑
や
が
て
楽
し
い
環
境
か
ら
作
品
世
界
へ
切
り

替
え
る
効
果
を
も
つ
と
い
え
る
︒

有
島
武
郎
の
童
話
に
お
け
る
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作
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度
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次
に
︑
大
き
く
異
な
る
の
は
王
子
の
描
写
で
あ
る
︒
原
作
で
は
冒
頭
か
ら
王

子
を
﹁
幸
福
皇
子
︵
th
e
H
ap
p
y
P
rin
ce︶﹂
と
呼
ん
で
い
る
が
︑﹁
燕
と
王

子
﹂
で
は
作
品
全
体
を
通
し
て
︑﹁
幸
福
﹂
と
い
う
修
飾
は
さ
れ
て
い
な
い
︒

原
作
で
王
子
は
生
前
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
言
う
︒

私
が
ま
だ
生
活

い

き
て
ゐ
た
人
間
の
心
を
も
つ
て
ゐ
た
時
に
︑
涙
と
云
ふ
も

の
は
ど
ん
な
も
の
だ
か
知
ら
な
か
つ
た
私
は

S
an
o-sou
ci
の
宮
殿
に
す

ん
で
ゐ
た
︑
そ
こ
に
は
悲
哀
な
ん
と
云
ふ
も
の
は
這
入
る
こ
と
は
で
き
な

か
つ
た
︒︵
中
略
︶
庭
の
周
囲
に
は
高
い
塀
が
め
ぐ
ら
し
て
あ
つ
た
が
︑

私
は
そ
の
塀
の
外
に
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
た
づ
ね
て
見
よ
う
と
も
思

は
な
か
つ
た
︑︵
中
略
︶
宮
中
の
人
々
は
私
を
幸
福
皇
子
んマ

マ

呼
ん
で
ゐ
た
︑

そ
し
て
も
し
も
快
楽
が
幸
福
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
私
は
た
し
か
に
幸

福
で
あ
つ
た
︑
そ
ん
な
に
し
て
生
き
て
︑
そ
ん
な
に
し
て
死
ん
だ
︑
私
が

死
ぬ
と
人
達
は
私
を
︑
こ
の
町
の
す
べ
て
の
き
た
な
い
も
の
と
︑
あ
は
れ

な
も
の
と
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
や
う
な
︑
こ
ん
な
︑
高
い
と
こ
ろ
に
私

を
載
せ
た
︑
そ
し
て
私
の
心
は
鉛
で
つ
く
ら
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
︑
泣
く

よ
り
外
に
道
は
な
い⑯

王
子
は
生
前
︑
物
質
的
に
恵
ま
れ
て
幸
福
だ
っ
た
が
︑
像
と
し
て
貧
し
く
暮
ら

す
民
衆
を
見
て
︑
涙
を
流
す
ほ
ど
悲
し
い
思
い
を
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ

る
︒
生
前
か
ら
自
己
犠
牲
的
な
精
神
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
で
は
な
く
︑
宮

殿
の
外
で
﹁
こ
の
町
の
す
べ
て
の
き
た
な
い
も
の
と
︑
あ
は
れ
な
も
の
と
を

見
﹂
て
︑
考
え
を
改
め
た
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
読
み
込
む
と
︑
高
い
塀
に
囲
ま

れ
︑
悲
哀
が
入
り
込
ま
な
い
宮
殿
で
︑
民
衆
の
貧
し
さ
に
無
関
心
だ
っ
た
王
子

に
は
︑
産
業
革
命
で
国
が
豊
か
に
な
る
一
方
で
貧
富
の
差
が
広
が
り
︑
上
流
階

級
の
人
々
が
下
層
階
級
に
無
関
心
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
情
勢
を
投
影
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る⑰

︒
そ
の
よ
う
な
社
会
を
死
後
に
認
識
し
て
悲
し
む
王
子

に
︑
民
衆
や
語
り
手
が
﹁
幸
福
﹂
と
形
容
す
る
の
は
︑
物
質
的
な
観
点
で
幸
福

と
す
る
︑
一
義
的
な
考
え
を
持
つ
王
子
や
民
衆
を
揶
揄
し
て
い
る
と
い
え
る
︒

﹁
燕
と
王
子
﹂
は
そ
の
よ
う
な
や
や
こ
し
い
揶
揄
は
子
ど
も
で
あ
る
甥
に
は

不
要
と
し
て
削
除
し
︑
単
純
明
快
に
な
っ
て
い
る
︒

大
変
心
の
や
さ
し
い
王
子
で
あ
つ
た
の
が
ま
だ
年
の
若
い
中
に
病
気
で
崩

な
ら
れ
た
の
で
王
様
と
皇
后
が
大
層
悲
し
ま
れ
て
青
銅
の
上
に
金
の
延
板

を
か
ぶ
せ
て
其
立
像
を
造
り
紀
念
の
為
め
に
町
の
目
貫
の
処
に
そ
れ
を
お

立
て
に
な
つ
た
の
で
し
た
︒

こ
の
部
分
は
︑
裕
福
な
環
境
で
家
族
に
愛
さ
れ
育
て
ら
れ
た
が
︑
病
気
と
い
う

非
情
な
運
命
に
遭
っ
た
可
哀
相
な
王
子
が
︑
語
り
手
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
︒

宮
殿
の
外
の
世
界
に
は
無
関
心
で
︑
た
だ
物
質
的
な
快
楽
を
享
受
し
て
ば
か
り

だ
っ
た
﹁
幸
福
皇
子
﹂
と
は
対
照
的
で
あ
る
︒

ま
た
﹁
燕
と
王
子
﹂
が
単
純
明
快
で
あ
る
点
は
︑
原
作
の
像
を
め
ぐ
る
民
衆

の
や
り
と
り
を
削
除
し
た
こ
と
も
当
て
は
ま
る
︒
そ
の
や
り
と
り
に
は
皮
肉
め

い
た
様
相
が
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
町
の
議
員
の
一
人
は
美
術
趣
味
が
あ
る
と

有
島
武
郎
の
童
話
に
お
け
る
創
作
態
度
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評
判
を
得
た
い
一
方
で
︑
非
実
用
的
な
人
物
と
は
思
わ
れ
た
く
な
い
と
い
う
矛

盾
し
た
考
え
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
そ
の
議
員
は
︑
王
子
の
像
を
風
見
鶏
の

よ
う
に
美
し
い
と
評
す
る
が
︑
役
に
立
た
な
い
も
の⑱

と
し
て
見
る⑲

︒
月
を
欲
し

が
っ
て
泣
く
子
ど
も
の
母
親
は
︑
物
質
的
に
恵
ま
れ
た
王
子
が
何
か
を
求
め
て

泣
か
な
い
と
言
っ
て
︑
子
ど
も
を
な
だ
め
る⑳

︒
失
望
し
て
い
る
男
は
物
に
過
ぎ

な
い
王
子
の
像
を
見
て
︑
こ
の
世
に
幸
福
な
人
が
い
る
と
嬉
し
い
と
呟
く㉑
︒
王

子
の
像
を
天
使
の
よ
う
に
思
う
子
ど
も
達
と
︑
子
ど
も
が
夢
を
見
る
こ
と
を
よ

し
と
せ
ず
︑
天
使
の
存
在
を
否
定
し
て
現
実
に
し
か
目
を
向
け
な
い
数
学
の
先

生㉒
︒
議
員
の
持
つ
矛
盾
し
た
考
え
︑
世
間
体
を
意
識
し
て
実
用
的
な
人
物
と
し

て
取
り
繕
う
姿
︑
親
子
や
男
が
貧
し
さ
や
悲
し
み
を
民
衆
に
無
関
心
だ
っ
た
王

子
の
像
で
慰
め
る
様
子
︑
夢
見
が
ち
な
子
ど
も
と
現
実
主
義
の
大
人
の
対
比
な

ど
︑
執
筆
当
時
の
社
会
に
対
す
る
ワ
イ
ル
ド
な
り
の
皮
肉
と
捉
え
ら
れ
る
︒
有

島
は
こ
の
よ
う
な
大
人
が
作
り
上
げ
た
社
会
の
不
条
理
は
子
ど
も
に
は
不
要
と

判
断
し
︑
削
除
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

有
島
は
童
話
を
執
筆
す
る
際
に
︑
子
ど
も
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
意
識
し
て

い
た
︒
一
九
二
一
年
六
月
九
日
の
古
川
光
太
郎
宛
の
手
紙
に
は
︑﹁
私
の
立
場

は
い
つ
で
も
子
供
の
立
場
か
ら
子
供
の
心
理
を
書
く
と
い
ふ
の
に
あ
り
ま
し

た
﹂
と
記
す
︒
有
島
の
童
話
と
い
え
ば
︑
ま
ず
﹁
一
房
の
葡
萄
﹂
が
挙
げ
ら
れ

る
が
︑
そ
の
創
作
動
機
も
﹁
童
話
に
つ
い
て
︵
合
評
︶﹂︵﹃
著
作
評
論
﹄
大
正

九
年
七
月
︶
の
︑
生
田
長
江
︑
大
庭
柯
公
︑
堺
利
彦
︑
長
谷
川
是
如
閑
︑
馬
場

孤
蝶
と
の
座
談
会
で
話
し
て
い
る
︒
有
島
は
﹁
今
ま
で
の
童
話
に
は
子
供
に
読

ま
す
も
の
と
し
て
は
子
供
の
心
持
を
標
準
と
し
て
書
い
た
も
の
が
な
い
様
に
思

へ
た
の
で
書
き
始
め
﹂
︑
﹁
大
人
の
す
る
事
で
ど
う
し
て
も
子
供
時
代
の
私
の
心

持
ち
に
そ
ぐ
は
な
い
﹂
時
の
﹁
同
情
者
﹂
に
な
り
た
か
っ
た
と
述
べ
る
︒
有
島

は
大
人
の
世
界
と
は
別
の
子
ど
も
の
世
界
に
身
を
置
き
︑
子
ど
も
の
心
持
ち
に

即
し
た
童
話
を
書
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
読
者
の
存
在
を
第
一
に
考
え
る
童

話
作
家
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

後
に
有
島
は
童
話
集
﹃
一
房
の
葡
萄
﹄︵
一
九
二
二
年
六
月
︑
叢
文
閣
︶
を

出
版
す
る
が
︑
そ
こ
に
﹁
燕
と
王
子
﹂
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
︒
有
島
自
身
が

﹁
燕
と
王
子
﹂
に
つ
い
て
の
記
述
を
残
し
て
い
な
い
た
め
︑
憶
測
の
域
を
出
な

い
が
︑
理
由
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
︒
ま
ず
自
筆
原
稿
を
甥
に
送
り
︑
原
稿
自
体

が
手
元
に
な
か
っ
た
た
め
︑
収
録
で
き
な
か
っ
た
︒
ま
た
は
﹃
一
房
の
葡
萄
﹄

は
息
子
へ
の
献
辞
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
息
子
に
宛
て
て
出
版
さ
れ
た
︒

息
子
宛
て
の
童
話
集
に
︑
甥
の
た
め
に
創
作
し
た
﹁
燕
と
王
子
﹂
を
収
め
る
の

は
︑
有
島
自
身
が
許
さ
な
か
っ
た
︒﹁
燕
と
王
子
﹂
が
甥
に
寄
り
添
っ
て
書
か

れ
た
点
や
﹃
一
房
の
葡
萄
﹄
が
息
子
に
宛
て
た
も
の
で
あ
っ
た
点
を
踏
ま
え
る

と
︑
前
者
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
誰
に
向
け
た
作
品
で
あ
る
の
か
を
重
視
し
た
有

島
が
故
意
に
収
録
し
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
得
る
︒﹁
燕
と
王
子
﹂
で
強
く
読

者
を
意
識
し
た
執
筆
態
度
は
︑
童
話
作
家
と
し
て
童
話
を
出
版
し
た
晩
年
に
も

継
続
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

有
島
武
郎
の
童
話
に
お
け
る
創
作
態
度
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以
上
の
よ
う
に
﹁
幸
福
な
王
子
﹂
と
﹁
燕
と
王
子
﹂
の
王
子
の
描
写
は
大
き

な
差
異
が
あ
る
︒﹁
幸
福
な
王
子
﹂
の
︑
高
い
塀
に
囲
ま
れ
た
宮
殿
で
外
の
世

界
を
知
ろ
う
と
も
し
な
い
無
関
心
な
姿
勢
は
︑
当
時
の
上
流
階
級
の
人
々
が
投

影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
︒
一
方
で
﹁
燕
と
王
子
﹂
は
︑﹁
幸
福
な
王
子
﹂
に

潜
む
揶
揄
や
矛
盾
を
排
除
し
︑
悲
運
に
見
舞
わ
れ
た
可
哀
相
な
王
子
が
︑
貧
し

さ
に
苦
し
む
民
衆
を
見
て
︑
自
ら
行
動
を
起
こ
し
て
助
け
よ
う
と
す
る
︒
こ
の

姿
は
生
前
と
同
じ
﹁
大
変
心
の
や
さ
し
い
王
子
﹂
で
あ
り
︑
子
ど
も
が
抱
く
王

子
の
理
想
像
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
涙
を
流
さ
ず
﹁
や
さ
し
い
に
こ
や

か
な
笑
み
﹂
を
浮
か
べ
な
が
ら
民
衆
を
見
て
い
る
様
子
も
︑
有
島
が
甥
を
意
識

し
︑
子
ど
も
が
抱
く
王
子
の
理
想
像
を
壊
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒

お
わ
り
に

本
作
品
の
書
誌
研
究
は
粗
雑
で
︑
初
出
と
さ
れ
て
き
た
﹃
婦
人
の
国
﹄
の
発

行
年
月
を
誤
っ
て
記
し
た
研
究
者
が
多
か
っ
た
が
︑
初
出
は
新
た
に
叢
文
閣
版

﹃
有
島
武
郎
全
集
﹄
と
提
示
し
た
い
︒
タ
イ
ト
ル
の
表
記
も
不
統
一
で
︑﹁
燕
と

王
子
﹂
が
正
確
で
あ
る
と
し
た
︒
し
か
し
タ
イ
ト
ル
自
体
が
有
島
に
よ
っ
て
つ

け
ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
︒
原
作
の
邦
題
が
直
訳
も
し
く
は
最
初
に
翻

訳
し
た
田
波
御
白
を
継
承
し
て
い
る
も
の
の
み
で
あ
る
た
め
︑
現
時
点
で
は
︑

有
島
の
意
思
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
が
︑
ま
だ
考
察
の
余
地
は
あ
る
︒

原
作
と
の
比
較
を
通
し
て
︑
話
の
骨
格
は
原
作
に
準
拠
し
て
い
る
が
︑
有
島

は
読
者
で
あ
る
甥
を
強
く
意
識
し
た
改
変
を
し
て
い
る
︒
甥
が
母
親
か
ら
読
み

聞
か
せ
ら
れ
る
環
境
に
い
る
こ
と
︑
病
気
で
あ
る
こ
と
︑
子
ど
も
で
あ
る
こ
と

を
踏
ま
え
︑
分
か
り
や
す
く
︑
親
し
み
や
す
く
な
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
が

特
徴
で
あ
る
︒
本
論
で
は
述
べ
な
か
っ
た
が
︑
有
島
を
彷
彿
と
さ
せ
る
画
家
を

登
場
さ
せ
た
う
え
︑
燕
が
生
き
残
る
と
い
う
救
い
の
あ
る
結
末
に
も
︑
甥
を
意

識
し
た
改
変
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

有
島
の
童
話
は
晩
年
に
書
か
れ
た
も
の
ば
か
り
で
︑
母
親
を
亡
く
し
た
息
子

達
へ
向
け
ら
れ
た
︒
有
島
の
生
涯
に
お
け
る
唯
一
の
創
作
集
︑﹃
一
房
の
葡
萄
﹄

に
は
息
子
達
へ
の
献
辞
を
書
き
︑
自
ら
挿
絵
を
施
し
︑
装
丁
し
て
い
る
ほ
ど
の

力
作
で
あ
る
︒
こ
の
童
話
集
の
中
に
甥
に
贈
っ
た
作
品
で
あ
る
﹁
燕
と
王
子
﹂

が
含
ま
れ
な
か
っ
た
の
も
︑
有
島
の
強
く
読
者
を
意
識
し
た
表
れ
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒
童
話
作
家
と
し
て
の
有
島
武
郎
は
︑
読
者
で
あ
る
子
ど
も
と
対
等
な

目
線
を
持
っ
た
作
家
で
あ
る
だ
ろ
う
︒

﹁
燕
と
王
子
﹂
の
研
究
は
進
ん
で
お
ら
ず
︑
例
え
ば
ま
だ
翻
訳
も
さ
れ
て
い

な
い
原
作
を
翻
案
し
た
と
い
う
点
な
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
︒
正

確
な
書
誌
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
︑
さ
ら
な
る
研
究
を
進
め
た
い
︒

有
島
武
郎
の
童
話
に
お
け
る
創
作
態
度
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山
田
昭
夫
﹁
翻
案
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王
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頁
︑
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︶
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﹁
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﹂
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︑
一
九
八
五
年
一
〇
月
︶

③

増
満
圭
子
﹁
翻
案
童
話
﹁
つ
ば
め
と
王
子
﹂
に
見
ら
れ
る
有
島
武
郎
の
子
供
観

︱
原
作
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
﹁
幸
福
な
王
子
﹂
と
の
異
同
を
中
心
に

︱
﹂

︵﹃
有
島
武
郎
研
究
﹄
第
七
巻
︑
二
〇
〇
四
年
三
月
︑
有
島
武
郎
研
究
会
︶

④

宮
本
祐
司
﹁
原
作
童
話
と
翻
案
童
話
に
お
け
る
死
生
観
の
違
い

︱
オ
ス
カ
ー
・

ワ
イ
ル
ド
と
有
島
武
郎
の
作
品
を
中
心
と
し
て
﹂︵﹃
キ
リ
ス
ト
教
文
学
研
究
﹄
第
三

七
号
︑
二
〇
二
〇
年
四
月
︶

⑤

鈴
木
幸
枝
子
﹁
有
島
武
郎
・
翻
案
童
話
﹁
燕
と
王
子
﹂
に
つ
い
て
の
一
考
察

︱

オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
と
の
関
係
に
つ
い
て
﹂︵﹃
実
践
国
文
学
﹄
第
二
八
号
︑
九
四

頁
～
九
五
頁
︑
一
九
八
五
年
一
〇
月
︶
当
引
用
に
お
い
て
︑
鈴
木
氏
は
甥
を
﹁
山
本

道
正
﹂
と
記
し
て
い
る
が
︑
正
し
く
は
山
本
直
正
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
婦
人
の
国
﹄

の
発
行
時
期
を
正
確
に
記
載
し
て
い
る
文
献
に
つ
い
て
︑
注
釈
で
﹁
山
田
昭
夫
氏

﹁
有
島
武
郎
全
集
﹂
第
六
巻
・
解
説
︵
筑
摩
書
房

昭
56
・
1
︶
で
は
提マ

正マ

︑
正
し

い
初
出
誌
年
月
を
記
載
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
全
集
で
解
説
を
執
筆
し
て
い

た
の
は
山
田
氏
で
は
な
く
︑
安
川
定
男
氏
で
あ
る
︒

⑥

鈴
木
氏
の
誤
り
に
つ
い
て
︵
鈴
木
氏
の
記
述
↓
訂
正
︶

�
山
田
昭
夫
氏
の
﹁
翻
案
童
話
﹃
燕
と
王
子
﹄
覚
書
﹂

﹁
日
本
文
学
全
集
﹂︵
集
英
社
︶
月
報
35
↓
﹃
日
本
文
学
全
集
25

有
島
武
郎
集

月
報
﹄︵
集
英
社
︑
一
九
六
八
年
︶

こ
の
誤
り
は
福
田
清
人
氏
の
﹁
有
島
武
郎
の
童
話
﹂
に
も
見
ら
れ
る
た
め
︑
鈴

木
氏
は
こ
の
情
報
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
と
推
測
す
る
︒

�
増
田
正
一
﹁
有
島
武
郎
の
児
童
文
学
﹂
︵﹁
児
童
文
学
﹂
昭
47
・
10
︶
↓
増
子
正
一

﹁
有
島
武
郎
の
児
童
文
学

︱
童
話
成
立
過
程
と
そ
の
前
後
・
そ
の
一
﹂︵
日
本
児

童
文
学
学
会
﹃
児
童
文
学
研
究
﹄
二
号
︑
一
九
七
二
年
四
月
︶

�
福
田
氏
の
﹁
有
島
武
郎
の
童
話
﹂

﹁
有
島
武
郎
全
集
﹂
︵
筑
摩
書
房
︶
月
報
2

昭
52
・
1
↓
﹃
有
島
武
郎
全
集
第

六
巻

月
報
八
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
一
九
八
一
︵
昭
和
五
六
︶
年
二
月
︶

⑦

福
田
清
人
﹁
有
島
武
郎
の
童
話
﹂
︵﹃
有
島
武
郎
全
集
﹄
第
六
巻

月
報
2
︑
二
頁
︑

一
九
八
一
年
二
月
︑
筑
摩
書
房
︶

⑧

佐
々
木
靖
章
編
﹃
資
料
有
島
武
郎
著
作
目
録
・
著
作
解
題
﹄
第
二
部
・
有
島
武
郎

著
作
解
題
︑
八
一
頁
～
八
二
頁
︑
︵
一
九
七
八
年
五
月
︑
萬
葉
堂
出
版
︶

⑨

山
田
昭
夫
﹃
有
島
武
郎
﹄︑
八
〇
頁
︑︵
一
九
六
六
年
一
月
︑
明
治
書
院
︶

⑩

有
島
武
郎
研
究
会
編
﹃
有
島
武
郎
事
典
﹄
一
三
七
頁
︵
二
〇
一
〇
年
一
二
月
︑
勉

誠
出
版
︶

⑪

﹃
有
島
武
郎
全
集
﹄
第
一
巻
︵
一
九
二
四
年
四
月
︑
叢
文
閣
︶
小
泉
鐵
﹁
巻
末
に
﹂

⑫

底
本
に
つ
い
て
︑
最
新
の
全
集
で
あ
る
筑
摩
書
房
版
の
解
題
で
は
︑﹁﹁
有
島
武
郎

著
作
集
﹂
に
収
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
作
品
は
︑
初
収
刊
本
︑
初
出
誌
紙
等
を
も
っ

て
底
本
と
し
た
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
燕
と
王
子
﹂
は
﹃
有
島
武
郎
著
作
集
﹄
全
一

六
輯
︵
一
九
一
七
年
一
〇
月
～
一
九
二
三
年
一
一
月
︑
新
潮
社
︑
叢
文
閣
︶
に
は
収

録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
底
本
は
初
出
誌
紙
で
あ
る
︒
し
か
し
筑
摩
書
房
版
で
も
︑

初
出
は
﹃
婦
人
の
国
﹄
と
定
め
る
︒
叢
文
閣
版
を
初
出
と
す
る
事
実
と
矛
盾
す
る
が
︑

筑
摩
書
房
版
の
底
本
は
﹃
婦
人
の
国
﹄
で
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒

⑬

M
asu
o
に
該
当
す
る
人
物
に
つ
い
て
︑
有
島
の
周
辺
人
物
や
当
時
の
画
家
を
調

査
し
た
が
︑
現
時
点
で
は
判
明
し
て
い
な
い
︒

⑭

明
治
四
一
年
頃
の
山
本
直
正
の
年
齢
は
正
確
に
分
か
ら
な
い
︒
有
島
の
妹
愛
が
結

婚
し
た
の
が
明
治
三
〇
年
︑
三
男
直
忠
が
生
ま
れ
た
の
が
明
治
三
七
年
で
あ
る
︒
直

正
は
長
男
で
あ
る
た
め
︑
明
治
三
〇
年
か
ら
明
治
三
五
年
の
間
に
生
ま
れ
た
と
推
測

有
島
武
郎
の
童
話
に
お
け
る
創
作
態
度
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す
る
︒
直
正
自
身
が
小
学
校
に
上
が
り
た
て
の
頃
に
贈
ら
れ
た
作
品
と
述
べ
る
が
︑

有
島
が
執
筆
し
た
明
治
四
一
年
は
小
学
校
に
上
が
り
た
て
の
年
齢
か
ら
は
少
し
ず
れ

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒
小
学
校
に
上
が
り
た
て
に
贈
ら
れ
た
と
い
う
直
正
の
記
憶

も
︑
誤
り
か
も
し
れ
な
い
︒

⑮

H
IG
H

ab
ov
e
th
e
city
,
on
a
tall
colu
m
n
,
stood
th
e
statu
e
of
th
e

H
ap
p
y
P
rin
ce.

⑯

“W
h
en
I
w
as
aliv
e
an
d
h
ad
a
h
u
m
an
h
eart,”
an
sw
ered
th
e
statu
e,

“I
d
id
n
ot
k
n
ow
w
h
at
tears
w
ere,
for
l
liv
ed
in
th
e
P
alace
of
S
an
s-

S
ou
ci,
w
h
ere
sorrow

is
n
ot
allow
ed

to
en
ter.︵
中
略
︶
R
ou
n
d

th
e

g
ard
en
ran
a
v
ery
lofty
w
all,
b
u
t
I
n
ev
er
cared
to
ask
w
h
at
lay

b
ey
on
d
it,︵
中
略
︶
M
y
cou
rtiers
called
m
e
th
e
H
ap
p
y
P
rin
ce,
an
d

h
ap
p
y
in
d
eed
I
w
as,
if
p
leasu
re
b
e
h
ap
p
in
ess.
S
o
I
liv
ed
,
an
d
so
I

d
ied
.
A
n
d
n
ow

th
at
I
am

d
ead
th
ey
h
av
e
set
m
e
u
p
h
ere
so
h
ig
h

th
at
I
can
see
all
th
e
u
g
lin
ess
an
d
all
th
e
m
isery
of
m
y
city
,
an
d

th
ou
g
h
m
y
h
eart
is
m
ad
e
of
lead
y
et
I
can
n
ot
ch
oose
b
u
t
w
eep
.”

⑰

安
藤
聡
﹃
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
歴
史
的
危
機

︱
英
国
児
童
文
学
の
黄
金
時
代
﹄

︵
二
〇
〇
三
年
一
月
︑
彩
流
社
︶
に
よ
る
と
︑
一
九
世
紀
後
半
は
イ
ギ
リ
ス
児
童
文

学
の
黄
金
時
代
で
︑
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
そ
の
時
代
の
社
会
情
勢
︑
特
に
﹁
歴
史
的
危

機
﹂
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
︑
社
会
の
変
動
に
伴
う
﹁
不
安
︑
悲
観
主
義
︑
内

省
逃
避
あ
る
い
は
現
実
批
判
﹂
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
︒﹁
幸
福
な
王
子
﹂
も

そ
の
一
つ
と
し
て
含
ま
れ
る
な
ら
ば
︑
ワ
イ
ル
ド
も
急
速
に
成
長
す
る
社
会
の
中
で

蝕
む
貧
富
の
差
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

⑱

﹁
皇
子
と
燕
﹂
で
は
当
部
分
︵
⑲
に
お
け
る
﹁
on
ly
n
ot
q
u
ite
so
u
sefu
l﹂︶

を
﹁
そ
れ
ば
か
り
か
︑
大
変
と
必
要
な
も
の
だ
﹂
と
訳
し
て
い
る
︒
論
者
は
こ
の
訳

を
誤
り
で
あ
る
と
考
え
︑
寧
ろ
逆
の
意
味
で
﹁
尤
も
︵
風
見
鶏
ほ
ど
︶
役
に
立
た
な

い
も
の
﹂
と
し
て
訳
し
た
い
︒
こ
ち
ら
の
方
が
︑
像
を
た
だ
美
し
い
と
褒
め
て
ば
か

り
で
非
実
用
的
だ
と
人
々
か
ら
思
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
︑
言
い
足
し
た
内
容
と
し
て

適
切
で
あ
る
と
考
え
る
︒

⑲

“H
e
is
as
b
eau
tifu
l
as
a
w
eath
ercock
,”
rem
ark
ed
on
e
of
th
e
T
ow
n

C
ou
n
cillors
w
h
o
w
ish
ed
to
g
ain
a
rep
u
tation
for
h
av
in
g
artistic

tastes
;
“on
ly
n
ot
q
u
ite
so
u
sefu
l,”
h
e
ad
d
ed
,
fearin
g
lest
p
eop
le

sh
ou
ld
th
in
k
h
im

u
n
p
ractical,
w
h
ich
h
e
really
w
as
n
ot.

⑳

“W
h
y
can
’t
y
ou
b
e
lik
e
th
e
H
ap
p
y
P
rin
ce
?”
ask
ed
a
sen
sib
le

m
oth
er
of
h
er
little
b
oy
w
h
o
w
as
cry
in
g
for
th
e
m
oon
.“T
h
e
H
ap
p
y

P
rin
ce
n
ev
er
d
ream
s
of
cry
in
g
for
an
y
th
in
g
.”

㉑

“I
am

g
lad
th
ere
is
som
e
on
e
in
th
e
w
orld
w
h
o
is
q
u
ite
h
ap
p
y
,”

m
u
ttered
a
d
isap
p
oin
ted
m
an
as
h
e
g
azed
at
th
e
w
on
d
erfu
l
statu
e.

㉒

“H
e
look
s
ju
st
lik
e
an
an
g
el,”
said
th
e
C
h
arity
C
h
ild
ren
as
th
ey

cam
e
ou
t
of
th
e
cath
ed
ral
in
th
eir
b
rig
h
t
scarlet
cloak
s,
an
d
th
eir

clean
w
h
ite
p
in
afores.

“H
ow

d
o
y
ou
k
n
ow
?”
said
th
e
M
ath
em
atical
M
aster,
“y
ou
h
av
e

n
ev
er
seen
on
e.”

“A
h
!
b
u
t
w
e
h
av
e,
in
ou
r
d
ream
s,”
an
sw
ered
th
e
ch
ild
ren
;
an
d

th
e
M
ath
em
atical
M
aster
frow
n
ed
an
d
look
ed
v
ery
sev
ere,
for
h
e

d
id
n
ot
ap
p
rov
e
of
ch
ild
ren
d
ream
in
g
.

︹
付
記
︺

本
稿
に
お
け
る
有
島
武
郎
の
文
章
は
﹃
有
島
武
郎
全
集
﹄
全
一
六
巻
︵
一
九

八
〇
年
八
月
～
一
九
八
八
年
六
月
︑
筑
摩
書
房
︶
を
底
本
と
す
る
︒
引
用
に
際

し
て
︑
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
︑
傍
線
や
傍
点
︑
ふ
り
が
な
は
適
宜
省
略
し

た
︒

有
島
武
郎
の
童
話
に
お
け
る
創
作
態
度
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五


