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て
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
小
生
が
一
番
気
に
な
り
ま
す
の
は
、

訳
文
の
文
体
で
あ
り
ま
す
。
市
原
氏
は
一
貫
し
て
ダ
・
デ
ア
ル
調
を
採
っ
て
い
る

の
で
す
が
、
小
説
と
は
い
え
、
い
ち
お
う
手
紙
文
で
す
の
で
、
デ
ス
・
マ
ス
調
も

あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
愚
考
す
る
次
第
な
の
で
す
。

こ
こ
で
少
し
書
簡
体
小
説
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
形
式
の
小
説
は
、
お
も
に
十
八
世
紀
の
西
洋
に
お
い
て
流
行
し
ま
し

た
。
思
う
に
、
書
簡
体
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
手
紙
文
で
す
か
ら
、
本

当
ら
し
さ
、
真
実
ら
し
さ
を
醸
し
出
す
の
に
う
っ
て
つ
け
の
文
学
形
式
な
の
で
し
ょ

う
。
語
り
は
騙
り
に
通
ず
る
と
も
い
い
ま
す
。（
時
に
、
実
在
の
機
関
を
騙
る
偽

メ
ー
ル
が
出
回
っ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。
小
説
家
に
は
騙か
た

ら
れ
て
感
動
さ
せ
ら
れ

て
も
、
こ
ち
ら
に
は
騙だ
ま

さ
れ
な
い
よ
う
気
を
付
け
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。）
例
え
ば
、

十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
にLettres portugaises

と
い
う
も
の
が
出
て
一
世
を
風

靡
し
ま
し
た
。
あ
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
修
道
女
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
と
い
い
ま

す
か
、
当
時
は
良
家
の
子
女
が
諸
般
の
事
情
に
よ
り
修
道
院
に
入
る
こ
と
が
少
な

く
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
修
道
女
の
身
分
で
あ
り
な
が
ら
駐
在
フ
ラ
ン
ス
士
官

と
恋
に
落
ち
、
任
期
を
終
え
て
帰
国
し
た
士
官
に
宛
て
て
、
未
練
た
っ
ぷ
り
に
書

き
連
ね
た
五
通
の
恋
文
が
公
に
さ
れ
た
の
で
す
。
余
談
で
す
が
、
私
な
ど
は
備
中

拝
啓そ

の
後
、
す
っ
か
り
ご
無
沙
汰
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
間
の
失
礼
の
段
、

ど
う
か
お
ゆ
る
し
く
だ
さ
い
。

さ
て
、
本
日
お
手
紙
を
し
た
た
め
ま
し
た
の
は
、
か
ね
て
か
ら
考
え
て
い
た
こ

と
を
ご
披
露
し
て
、
何
か
ご
意
見
を
賜
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
た
次
第
な
の

で
す
。
お
忙
し
い
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
お
り
ま
す
。
も
し
お
時
間
と
ご
興
味
が

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ご
感
想
、
ご
批
判
な
ど
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
す
と
大
変
あ

り
が
た
く
思
い
ま
す
。

か
ね
て
か
ら
考
え
て
い
た
こ
と
と
申
し
ま
す
の
は
、
書
簡
体
小
説
の
翻
訳
、
な

か
ん
ず
く
セ
ナ
ン
ク
ー
ル
の
『
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
』
の
翻
訳
の
文
体
に
つ
い
て
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
文
学
者
の
市
原
豊
太
氏
が
手
が
け
ら
れ
、
戦
前
に
上
巻
が
、
戦
後
に
下

巻
が
岩
波
文
庫
に
収
め
ら
れ
ま
し
た
。
名
訳
の
誉
れ
が
高
い
の
で
す
が
、
久
し
く

品
切
れ
の
ま
ま
で
、重
版
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
推
察
し
ま
す
に
、

旧
漢
字
、
旧
仮
名
遣
い
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
小
説
と
申
し
ま
し
て
も
、
こ
れ

と
い
っ
た
筋
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
─
後
で
述
べ
ま
す
よ
う
に
、
実
は
隠
れ
た
筋

が
あ
る
の
で
す
が
─
、
主
人
公
の
思
い
を
つ
ら
つ
ら
述
べ
て
い
る
部
分
が
多
く
、

現
代
の
読
者
に
と
っ
て
決
し
て
読
み
や
す
い
読
み
物
で
は
な
い
こ
と
も
理
由
と
し
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新
見
荘
の
た
ま
が
き
書
状
を
ち
ょ
っ
と
連
想
し
た
り
し
ま
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

く
だ
ん
の
恋
文
、
当
初
、
ギ
ユ
ラ
ー
グ
な
る
人
物
の
翻
訳
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、

そ
の
後
、
こ
の
男
性
自
身
の
手
に
な
る
創
作
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
定
説
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。
わ
が
国
で
は
佐
藤
春
夫
が
、
芥
川
龍
之
介
の
澄
江
堂
文
庫
よ
り
英

訳
本
を
借
用
し
て
重
訳
し
、『
ぽ
る
と
が
る
ぶ
み
』
と
い
う
書
名
で
世
に
出
し
て
い

ま
す
。
ち
ょ
っ
と
春
夫
の
訳
文
を
拝
見
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

わ
た
く
し
は
ど
う
な
る
事
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
あ
な
た
さ
ま
は
わ
た
く
し
を

ど
う
さ
せ
た
い
と
仰
言
る
の
で
す
。
わ
た
く
し
が
心
待
ち
に
致
し
て
ゐ
ま
し
た

す
べ
て
の
事
と
只
今
の
わ
た
く
し
と
は
何
と
ひ
ど
い
相
違
で
ご
ざ
い
ま
す
事
か
。

お
通
り
あ
そ
ば
す
ど
こ
か
ら
で
も
あ
な
た
さ
ま
は
お
手
紙
を
下
さ
れ
、
そ
の
お

手
紙
は
と
い
へ
ば
大
へ
ん
長
い
も
の
で
あ
り
、
─
そ
れ
は
あ
な
た
さ
ま
に
ま
た

お
目
に
か
ゝ
れ
る
と
い
ふ
希
望
で
わ
た
く
し
の
愛
を
お
哺は
ぐ
く
み
下
さ
り
、
ま
た
御

信
實
に
お
す
が
り
申
す
充
分
の
信
頼
が
わ
た
く
し
に
幾
分
の
落
着
き
に
も
な
り
、

さ
す
れ
ば
せ
め
て
悲
し
み
も
絶
頂
を
知
ら
ず
、
堪
へ
ら
れ
も
す
る
気
持
で
暮
ら

せ
ま
せ
う
も
の
を
と
、
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
頼
り
に
思
う
て
居
り
ま
し
た
。

春
夫
自
身
は
翻
訳
当
時
、
こ
の
手
紙
を
実
在
の
修
道
女
マ
リ
ア
ン
ナ
・
ア
ル
コ

フ
ォ
ラ
ー
ド
が
し
た
た
め
た
も
の
と
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
恋
す
る
女
に

成
り
き
っ
た
、「
作
者
」
ギ
ユ
ラ
ー
グ
の
顔
色
な
か
ら
し
め
る
、
い
か
に
も
情
緒
連

綿
た
る
文
体
を
実
現
し
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
次
の
例
は
創
作
で
あ
る
こ
と
が
最
初
か
ら
見
え
見
え
な
の
で
す
が
、
三

権
分
立
を
説
い
た
『
法
の
精
神
』
の
著
者
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
著
し
たLettres 

persanes

と
い
う
書
が
あ
り
ま
す
。『
ペ
ル
シ
ャ
人
の
手
紙
』
と
訳
さ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
ペ
ル
シ
ャ
の
貴
族
ユ
ス
ベ
ク
ら
が
フ
ラ
ン
ス
に
赴
き
、
本
国
に
残
し
て
き

た
家
族
な
ど
に
宛
て
て
書
い
た
手
紙
と
い
う
体
裁
で
し
て
、
異
国
人
の
目
か
ら
フ

ラ
ン
ス
人
を
観
察
し
た
報
告
と
い
う
趣
向
で
す
。
田
口
卓
臣
氏
に
よ
る
訳
文
を
拝

見
し
ま
す
と
、
ユ
ス
ベ
ク
の
妻
た
ち
─
イ
ス
ラ
ム
教
徒
な
の
で
複
数
い
る
の
で
す

─
が
夫
に
宛
て
た
手
紙
の
文
体
は
デ
ス
・
マ
ス
調
な
の
で
す
が
、
ユ
ス
ベ
ク
は
ダ
・

デ
ア
ル
調
で
通
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
彼
の
高
い
身
分
の
な
せ
る
業
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
十
八
世
紀
、
啓
蒙
主
義
の
時
代
、
フ
ラ
ン
ス
の
慣
習
・
風
俗
の
風

刺
を
本
旨
と
す
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
執
筆
意
図
に
叶
っ
た
文
体
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
例
と
し
て
手
紙
九
十
九
か
ら
引
用
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
流
行
の
変
り
や
す
さ
は
驚
く
べ
き
も
の
だ
と
僕
は
思
う
。

フ
ラ
ン
ス
人
は
、
こ
の
夏
に
何
を
着
て
い
た
か
忘
れ
て
し
ま
う
。
し
か
も
、
こ

の
冬
に
ど
ん
な
服
を
着
る
の
か
は
、
も
っ
と
分
か
ら
な
い
。
で
も
、
何
に
も
ま

し
て
、
妻
を
流
行
に
合
わ
せ
る
た
め
に
夫
が
か
け
る
費
用
は
信
じ
ら
れ
な
い
金

額
だ
。

ひ
ょ
っ
と
し
て
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
自
身
も
、
妻
の
衣
装
代
の
高
さ
に
閉
口
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
、
な
ど
と
想
像
し
た
り
し
ま
す
が
、
彼
の
口
吻
が
伝
わ
っ
て
く

る
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

十
八
世
紀
も
半
ば
に
な
り
ま
す
と
、
書
簡
体
小
説
は
い
よ
い
よ
隆
盛
を
み
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
の
小
説
家
で
、
恋
文
の
名
手
と
言
わ
れ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
が
書
い
た

『
パ
ミ
ラ
』
や
『
ク
ラ
リ
ッ
サ
』
は
当
時
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
人
々
に
む
さ
ぼ
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り
読
ま
れ
─
『
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
』
に
も
『
ク
ラ
リ
ッ
サ
』
の
悪
漢
ラ
ー
ヴ
レ
ー
ス

の
名
が
現
れ
ま
す
─
、巷
間
の
紅
涙
を
絞
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
ド
イ
ツ
で
は
ゲ
ー

テ
の『
若
き
ヴ
ェ
ル
タ
ー
の
悩
み
』が
、フ
ラ
ン
ス
で
は
ル
ソ
ー
の『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』

や
ラ
ク
ロ
の
『
危
険
な
関
係
』
が
有
名
で
す
。『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
の
フ
ル
タ
イ
ト

ル
は
『
ジ
ュ
リ
ま
た
は
新
エ
ロ
イ
ー
ズ

　ア
ル
プ
ス
の
麓
の
小
さ
な
町
に
住
む
二

人
の
恋
人
た
ち
の
手
紙
』
と
な
り
ま
す
。
中
世
の
学
僧
ア
ベ
ラ
ー
ル
と
愛
弟
子
エ

ロ
イ
ー
ズ
の
恋
愛
事
件
と
そ
の
後
の
二
人
の
往
復
書
簡
に
想
を
得
た
作
品
で
す
が
、

身
分
違
い
の
た
め
引
き
離
さ
れ
た
恋
人
二
人
が
交
わ
す
手
紙
を
中
心
に
、
彼
ら
を

取
り
巻
く
人
た
ち
の
手
紙
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
安
士
正
夫
氏
の
訳

文
も
松
本
勤
氏
の
そ
れ
も
、
し
っ
と
り
と
し
た
デ
ス
・
マ
ス
調
と
な
っ
て
い
ま
す
。

以
下
は
、
サ
ン
＝
プ
ル
ー
と
称
さ
れ
る
主
人
公
の
青
年
が
、
メ
ン
タ
ー
格
の
エ
ド

ワ
ー
ド
卿
に
宛
て
て
書
い
た
手
紙
の
一
節
で
す
。
ヴ
ォ
ル
マ
ー
ル
氏
と
結
婚
し
た

ジ
ュ
リ
と
再
会
し
、
あ
る
日
、
彼
女
と
レ
マ
ン
湖
で
舟
遊
び
し
た
時
の
こ
と
を
報

告
し
て
い
ま
す
。

遠
く
に
あ
っ
て
呻
吟
し
て
い
た
と
き
に
は
、
あ
の
人
に
再
会
す
る
と
い
う
希
望

が
心
の
慰
め
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
一
瞬
で
も
あ
の
人
に
会
え
ば
私
の
苦
悩
は

消
え
去
る
と
い
う
ひ
そ
か
な
期
待
が
あ
り
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
現
状
よ
り
は

辛
く
な
い
状
態
が
ま
だ
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
の

人
の
そ
ば
に
い
て
、
あ
の
人
を
見
、
あ
の
人
に
触
れ
、
あ
の
人
に
語
り
、
あ
の

人
を
愛
し
、
あ
の
人
を
崇
め
て
い
て
、
そ
し
て
、
あ
の
人
を
ま
た
わ
が
も
の
に

し
て
い
る
と
い
え
る
ぐ
ら
い
な
の
に
、
私
に
と
っ
て
永
久
に
失
わ
れ
た
人
で
あ

る
と
感
じ
て
い
る
、
こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
私
を
狂
乱
と
激
昂
の
発
作
に
投
じ
る

も
の
、
そ
の
あ
げ
く
動
揺
が
つ
の
っ
て
つ
い
に
自
暴
自
棄
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
の
丁
寧
な
文
体
は
、
手
紙
を
宛
て
た
人
が
年
長
者
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ

う
け
れ
ど
も
、
仮
に
ダ
・
デ
ア
ル
調
で
訳
し
た
な
ら
ば
、
随
分
ぞ
ん
ざ
い
な
感
じ

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、丁
寧
な
文
体
と
書
き
ま
し
た
が
、外
国
文
学
作
品
を
翻
訳
す
る
さ
い
、

日
本
語
特
有
の
敬
語
の
問
題
が
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

発
話
者
と
相
手
と
の
関
係
で
、
尊
敬
語
、
謙
譲
語
、
丁
寧
語
、
と
適
宜
使
い
分
け

る
こ
と
が
適
切
で
あ
り
ま
す
。
書
簡
体
小
説
は
、
ジ
ャ
ン
・
ル
ッ
セ
の
巧
み
な
比

喩
を
借
り
ま
す
と
、une voix

（
一
声
）、duo

（
二
重
唱
）、sym

phonique

（
交

響
）
の
三
つ
の
型
に
分
け
ら
れ
る
の
で
す
が
、
よ
り
声
楽
用
語
に
近
づ
け
て
言
い

換
え
る
な
ら
ば
、独
唱
型
、二
重
唱
型
、合
唱
型
に
類
型
化
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ

う
。
さ
て
、『
ペ
ル
シ
ャ
人
の
手
紙
』
も
『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
も
『
危
険
な
関
係
』
も
、

複
数
の
人
々
が
手
紙
の
や
り
取
り
を
す
る
合
唱
型
あ
る
い
は
多
声
型
で
し
て
、
手

紙
の
や
り
取
り
を
す
る
人
た
ち
の
関
係
性
に
応
じ
て
、
様
々
な
形
の
敬
語
の
使
用

の
有
無
が
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
は
こ
こ
で
お
さ
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
書
簡
体
小
説
の
流
行
は
十
九
世
紀
前
半
ま
で
続
き
ま
す
。
例
え
ば
バ
ル

ザ
ッ
ク
の
『
谷
間
の
百
合
』
な
ど
で
す
。
現
在
の
恋
人
に
、
か
つ
て
の
恋
の
物
語

を
打
ち
明
け
る
、
実
に
長
い
長
い
手
紙
が
、
そ
の
ま
ま
長
編
小
説
と
な
っ
て
い
る

の
で
す
が
、
そ
の
打
ち
明
け
話
を
聞
か
さ
れ
た
現
在
の
恋
人
か
ら
の
痛
烈
な
返
信

が
オ
チ
と
な
る
と
い
う
趣
向
で
す
。
宮
崎
嶺
雄
氏
も
石
井
晴
一
氏
も
、と
も
に
デ
ス
・

マ
ス
調
で
訳
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
小
説
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
、
主
人
公
の

青
年
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
と
の
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
愛
を
貫
い
た
モ
ル
ソ
フ
夫
人
の
臨
終
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の
場
面
を
石
井
訳
で
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
そ
う
よ
、
生
き
る
の
よ
」
彼
女
は
私
を
立
ち
あ
が
ら
せ
、
私
に
身
を
も
た
せ

か
け
な
が
ら
言
い
ま
し
た
。「
嘘
や
い
つ
わ
り
で
は
な
く
、
本
当
に
生
き
る
の
よ
。

私
の
一
生
は
ず
っ
と
嘘
ば
か
り
で
つ
づ
い
て
き
た
の
。
こ
の
あ
い
だ
う
ち
か
ら
、

私
、
自
分
の
ご
ま
か
し
を
一
つ
一
つ
数
え
て
み
た
わ
。
ま
だ
生
き
た
こ
と
が
な

い
私
が
、
こ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
う
な
ん
て
こ
と
が
あ
り
う
る
か
し
ら
。（
略
）」

地
の
文
＝
手
紙
文
は
主
人
公
が
現
在
の
恋
人
に
宛
て
て
書
い
て
い
る
も
の
で
す
か

ら
丁
寧
語
で
あ
り
、「
彼
女
」
＝
モ
ル
ソ
フ
夫
人
の
発
話
は
年
下
の
主
人
公
に
向
か
っ

て
言
っ
た
こ
と
ば
で
す
か
ら
、
こ
れ
も
丁
寧
語
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

以
上
こ
こ
ま
で
紹
介
し
て
き
ま
し
た
小
説
は
、
書
簡
体
と
い
う
こ
と
で
、
訳
者

は
デ
ス
・
マ
ス
調
で
訳
す
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
お
分
か
り
に
な
っ
た
と
思

い
ま
す
。
た
だ
し
、『
若
き
ヴ
ェ
ル
タ
ー
の
悩
み
』
の
訳
は
ダ
・
デ
ア
ル
調
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
親
し
い
友
（Bester Freund

）
に
宛
て
ら
れ
た
手
紙
だ
か

ら
な
の
で
し
ょ
う
。
小
説
は
以
下
の
よ
う
な
手
紙
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

別
れ
て
き
て
、
気
が
は
れ
ば
れ
し
て
い
る
。
親
し
い
友
よ
、
人
間
の
心
と
は

な
ん
た
る
も
の
か
。
あ
ん
な
に
も
親
し
く
な
り
、
離
れ
が
た
く
思
っ
て
い
た
き

み
と
別
れ
て
、
し
か
も
は
れ
ば
れ
し
て
い
る
と
は
。

さ
て
、『
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
』
に
関
し
ま
し
て
は
、
は
じ
め
に
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、

一
貫
し
て
ダ
・
デ
ア
ル
調
で
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
例
を
お
目
に
か
け
ま
し
ょ
う
。

小
説
冒
頭
、
第
一
の
手
紙
─
市
原
訳
で
は
第
一
信
と
な
っ
て
お
り
、
以
下
、
踏
襲

し
ま
す
─
に
お
い
て
、
主
人
公
と
い
い
ま
す
か
、
以
後
、
九
十
数
通
の
手
紙
を
知

人
と
お
ぼ
し
き
人
に
書
き
送
る
人
物
─
以
下
、
便
宜
的
に
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
と
呼
び

ま
す
─
は
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ス
イ
ス
に
出
奔
し
て
間
も
な
く
、
第
一
信
を
次
の
よ

う
に
書
き
起
こ
し
ま
す
。

リ
ヨ
ン
か
ら
手
紙
を
上
げ
て
ま
だ
二
十
日
し
か
經
た
な
い
。
あ
の
時
は
新
し

い
計
畫
な
ど
は
何
も
お
知
ら
せ
し
て
置
か
な
か
つ
た
、
実
際
そ
ん
な
も
の
は
あ

り
も
し
な
か
つ
た
か
ら
。
と
こ
ろ
が
今
僕
は
な
に
も
彼
も
捨
て
て
、
外
國
の
土

地
に
來
て
ゐ
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
原
文
で
は
手
紙
を
宛
て
た
相
手
に
対
し
て
親
称
のtu

で
は
な
く
敬
称

のvous

を
使
用
し
て
い
る
こ
と
も
斟
酌
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
書
き
換
え
て
み
る

と
、
よ
り
手
紙
ら
し
く
な
る
の
で
は
と
思
う
の
で
す
が
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

リ
ヨ
ン
か
ら
お
手
紙
を
差
し
上
げ
て
ま
だ
二
十
日
し
か
経
ち
ま
せ
ん
。
あ
の

時
は
新
し
い
計
画
な
ど
は
何
も
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
、
実
際
そ
の

よ
う
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
。
と
こ
ろ
が
い
ま
私
は
何
も
か
も
捨

て
て
、
外
国
の
土
地
に
来
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
引
用
文
自
体
に
は
出
て
こ
な
い
の
で
す
が
、
市
原
氏
は
手
紙
の
相
手vous

を

「
君
」
と
訳
し
て
い
ま
す
。（『
若
き
ヴ
ェ
ル
タ
ー
の
悩
み
』
に
お
け
る
「
き
み
」
は

親
称
のdu

で
し
た
。）
じ
っ
さ
い
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
家
族
や
友
人
同
士
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はtu

で
呼
び
合
い
ま
す
が
、
セ
ナ
ン
ク
ー
ル
の
時
代
はvous

を
使
う
こ
と
が
多

か
っ
た
よ
う
な
の
で
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
市
原
氏
の
「
君
」
と
い
う
訳
も
、

あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
逆
に
、
日
本
語
の
「
君
」
は
、
現
代

で
は
親
称
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
も
と
は
と
い
え
ば
敬
称
だ
っ

た
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
と
も
あ
れ
、tu

やvous

の
訳
し
方
も
、
ま
たje

の
訳

し
方
も
─
僕
、
俺
、
私
、
わ
た
く
し
、
等
─
、
翻
訳
の
文
体
の
問
題
に
関
わ
っ

て
は
く
る
の
で
す
が
、
今
回
は
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
で
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
ス
イ
ス
へ
出
奔
し
た
の
ち
、
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
は
、
ア
ル
プ
ス
の
高
峰
に

登
攀
し
た
り
、
湖
畔
を
巡
っ
た
り
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
に
戻
っ
て
フ
ォ
ン
テ
ー

ヌ
ブ
ロ
ー
の
森
の
中
を
歩
い
た
り
し
て
、
美
し
い
自
然
の
中
を
逍
遥
し
、
そ
の
た

び
に
目
に
し
た
情
景
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
の
で
す
。
例
え
ば
第
七
信
は
高
峰
ダ
ン

＝
デ
ュ
＝
ミ
デ
ィ
登
頂
の
記
録
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平
地
に
ゐ
れ
ば
、
あ
の
實
に
重
苦
し
い
、
嵐
を
含
ん
だ
、
い
ろ
〳
〵
な
も
の
が

醱
酵
す
る
や
う
な
雰
圍
氣
、又
始
終
機
械
の
響
や
、淺
薄
な
快
樂
の
騒
々
し
さ
や
、

憎
惡
の
叫
び
聲
や
、
懊
惱
と
苦
悶
の
絶
え
間
も
な
い
呻
き
聲
な
ど
で
常
に
撼
が

さ
れ
て
い
る
社
會
の
雰
圍
氣
を
呼
吸
し
て
、
ど
ん
な
自
然
と
雖
も
始
終
變
化
を

受
け
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
此
處
の
や
う
に
、
天
は
涯
も
な
く
擴
り
、

空
氣
は
も
つ
と
安
定
し
、
時
の
歩
み
は
緩
や
か
に
、
生
命
が
遙
か
に
恆
久
的
に

思
は
れ
る
無
人
の
山
頂
で
は
、
自
然
全
體
が
よ
り
大
き
な
秩
序
と
明
か
な
調
和

と
永
遠
の
統
一
を
豐
か
に
表
は
す
の
だ
。

フ
ラ
ン
ス
の
「
平
地
」
に
い
る
知
人
に
向
け
て
、
ア
ル
プ
ス
の
高
峰
の
頂
に
到
達

し
て
は
じ
め
て
得
ら
れ
た
感
動
を
報
告
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
以
下
の
よ
う
に

デ
ス
・
マ
ス
調
で
訳
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

・・・
ど
ん
な
自
然
と
い
え
ど
も
始
終
変
化
を
受
け
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。・・・

自
然
全
体
が
よ
り
大
き
な
秩
序
と
明
ら
か
な
調
和
と
永
遠
の
統
一
を
豊
か
に
表

わ
し
て
い
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
ア
ン
ド
レ
・
モ
ン
グ
ロ
ン
は
著
書Le journal intim

e d

’Oberm
an

に
お
い
て
、『
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
』
の
内
容
と
、
作
者
セ
ナ
ン
ク
ー
ル
の
伝
記
的
事
実
を

対
照
さ
せ
て
、
こ
の
書
簡
体
小
説
が
、
手
紙
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
手
記
あ
る
い
は

日
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
─
も
ち
ろ
ん
小
説
で
す
か
ら
、
か
な
り
脚
色
が
施

さ
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
─
論
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
主
張
が
著
書
の
タ
イ
ト

ル
─
直
訳
す
る
と
『
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
の
日
記
』
─
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
論
に
従
い
ま
す
な
ら
ば
、
先
ほ
ど
の
ア
ル
プ
ス
の
描
写
も
、
市

原
訳
の
よ
う
に
ダ
・
デ
ア
ル
調
の
ま
ま
で
も
構
わ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ

の
こ
と
に
関
連
し
ま
す
が
、
中
川
信
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

叙
法
が
一
人
称
現
在
形
で
あ
る
点
で
は
書
簡
は
日
記
に
似
て
い
る
。
し
か
し
、

日
記
が
独
白
で
あ
る
の
に
対
し
、
書
簡
は
文
通
者
を
有
す
る
対
話
と
い
え
る
。

し
か
し
あ
る
種
の
書
簡
体
小
説
に
あ
っ
て
は
、
返
信
が
全
く
存
在
せ
ず
、
手
紙

を
や
り
と
り
す
る
相
手
が
い
て
も
極
め
て
影
の
薄
い
存
在
で
あ
る
と
き
、
手
紙

は
次
第
に
独
白
に
、
主
人
公
の
内
面
の
記
録
に
近
く
な
る
。
今
日
わ
れ
わ
れ
が

考
え
る
よ
う
な
内
面
の
記
録
と
し
て
の
日
記
、
ま
た
は
日
記
小
説
は
ま
だ
一
八
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世
紀
に
は
存
在
し
な
い
が
、
書
簡
体
小
説
は
一
九
世
紀
に
な
っ
て
登
場
す
る
こ

の
技
法
へ
の
道
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
セ
ナ
ン
ク
ー
ルEtienne Pivert 

de Senancour

（1770-1846

）
の
『
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
』Oberm

an

（1804

）
は

こ
の
移
行
の
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

中
川
氏
の
文
学
史
的
な
ま
と
め
は
そ
れ
な
り
に
的
確
で
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
し
か
し
、オ
ー
ベ
ル
マ
ン
が
手
紙
を
宛
て
た
相
手
は
、ベ
ア
ト
リ
ス
・
デ
ィ
デ
ィ

エ
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
父
性
的
な
機
能
（une fonction quasi 

paternelle

）
を
果
た
し
、
良
心
の
指
導
者
（directeur de conscience

）
の
ご

と
き
存
在
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
例
え
ば
第
九
信
で
綴
ら
れ
る
葡
萄
摘
み
の
情
景
は
、
市
原
訳
の
よ
う
に
ダ
・

デ
ア
ル
調
の
ま
ま
で
も
構
わ
な
い
と
は
思
う
も
の
の
、
個
人
的
に
は
デ
ス
・
マ
ス

調
の
方
が
、
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
が
味
わ
っ
た
感
懐
を
、
し
み
じ
み
と
し
た
調
子
で
読

み
手
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
す
が
、い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
試
み
に
、

市
原
訳
と
文
体
を
変
え
た
訳
を
並
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

か
う
し
て
毎
日
は
無
心
の
中
に
、
葡
萄
に
埋
ま
り
、
秋
の
陽
に
照
ら
さ
れ
て
過

ぎ
て
行
つ
た
。
さ
て
日
が
暮
れ
ゝ
ば
、
搾
り
立
て
の
牛
乳
に
茶
を
注
い
で
飮
み
、

快
樂
を
追
求
す
る
人
間
逹
を
憐
れ
に
思
ひ
、
古
い
あ
か
し
で
の
垣
の
後
を
逍
遙

し
、
心
は
滿
ち
足
り
て
眠
る
の
だ
つ
た
。
僕
は
人
生
の
虚
榮
を
數
々
見
て
愛
想

を
つ
か
し
た
。（
略
）
僕
は
又
社
會
的
な
重
大
問
題
に
對
す
る
感
覺
も
、
哲
學
的

世
界
の
感
覺
も
内
に
持
つ
て
い
る
。（
略
）
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
は
僕
の
魂
を

振
ひ
起
し
は
す
る
。
併
し
滿
た
し
て
は
呉
れ
な
い
。
葡
萄
を
積
ん
で
靜
か
に
押

し
て
歩
く
あ
の
手
車
の
方
が
、
も
つ
と
よ
く
魂
の
支
へ
に
な
つ
て
呉
れ
る
。
こ

の
車
は
僕
の
時
間
を
お
だ
や
か
に
運
ん
で
く
れ
る
や
う
な
氣
が
す
る
。
さ
う
し

て
、
人
の
役
に
立
つ
し
づ
か
な
こ
の
動
き
と
、
節
度
の
あ
る
こ
の
歩
み
は
、
人

生
の
家
常
茶
飯
の
慣
ひ
に
よ
く
叶
う
や
う
に
思
は
れ
る
。

こ
う
し
て
毎
日
は
無
心
の
中
に
、
葡
萄
に
埋
ま
り
、
秋
の
陽
に
照
ら
さ
れ
て
過

ぎ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
さ
て
日
が
暮
れ
れ
ば
、
搾
り
た
て
の
牛
乳
に
茶
を
注
い
で

飲
み
、
快
楽
を
追
求
す
る
人
た
ち
を
憐
れ
に
思
い
、
古
い
ア
カ
シ
デ
の
垣
根
の

後
を
逍
遥
し
、
心
は
満
ち
足
り
て
眠
る
の
で
し
た
。
私
は
人
生
の
虚
栄
を
数
々

見
て
き
ま
し
た
。（
略
）
私
は
ま
た
社
会
の
重
要
な
問
題
に
対
す
る
感
覚
も
、
哲

学
の
世
界
に
対
す
る
感
覚
も
内
に
持
っ
て
い
ま
す
。（
略
）
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も

の
は
私
の
魂
を
奮
い
起
こ
し
は
し
ま
す
。
し
か
し
満
た
し
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。

葡
萄
を
積
ん
で
静
か
に
押
し
て
歩
く
あ
の
手
車
の
方
が
、
も
っ
と
よ
く
魂
の
支

へ
に
な
っ
て
く
れ
る
の
で
す
。
こ
の
車
は
私
の
時
間
を
穏
や
か
に
運
ん
で
く
れ

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
う
し
て
、
人
の
役
に
立
つ
静
か
な
こ
の
動
き
と
、

調
子
の
と
れ
た
こ
の
歩
み
は
、
人
生
の
日
常
の
習
慣
に
よ
く
か
な
う
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
す
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
は
じ
め
の
ほ
う
の
手
紙
の
中
で
こ
そ
自
然
の
中
に
生
き

る
悦
び
を
語
る
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
で
し
た
が
、
次
第
に
そ
の
よ
う
な
生
き
方
に
対
し

て
疑
問
、
さ
ら
に
は
焦
燥
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
か
な
り
後
の
手
紙
に
な

り
ま
す
が
、
例
え
ば
、
第
七
十
五
信
で
は
、
自
然
の
情
景
を
描
写
し
て
い
る
よ
う

に
見
せ
つ
つ
、
そ
れ
に
自
分
の
願
い
と
現
実
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
お
の
れ
の
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感
懐
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
す
。

僕
は
か
つ
て
、
二
百
年
の
春
に
養
は
れ
た
古
木
の
幹
が
、
地
上
に
横
は
り
、
枯

死
し
て
ゐ
る
の
を
見
て
苦
痛
と
は
感
じ
な
か
つ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
木
は
生

命
あ
る
も
の
を
養
ひ
、
そ
れ
を
彼
の
隠
れ
家
の
中
へ
迎
へ
入
れ
た
の
だ
つ
た
。

（
略
）
こ
の
木
の
運
命
は
完
成
さ
れ
た
、
こ
の
木
は
自
分
に
約
束
さ
れ
た
も
の
を

受
け
取
つ
た
の
だ
、
今
や
亡
び
は
し
た
が
、
ち
や
ん
と
存
在
し
た
の
だ
。

　し
か
し
偶
然
の
成
行
き
で
沼
の
ほ
と
り
に
置
か
れ
た
樅
の
木
は
！

　こ
の
木

は
深
い
森
林
の
あ
の
木
の
や
う
に
、
荒
々
し
く
、
逞
ま
し
く
、
堂
々
と
育
ち
つ

つ
あ
つ
た
、
と
こ
ろ
が
そ
の
活
力
は
あ
ま
り
に
も
無
駄
だ
つ
た
。
根
が
悪
臭
を

放
つ
水
を
吸
ひ
、
汚
れ
た
泥
の
中
に
入
り
込
む
。（
略
）
や
つ
れ
、
形
も
く
づ
れ
、

黄
ば
み
、
齢
で
も
な
い
の
に
老
い
込
み
、
既
に
沼
の
上
に
傾
い
て
、
こ
の
木
は

そ
こ
に
自
分
を
打
ち
た
お
す
べ
き
嵐
の
来
る
の
を
求
め
て
い
る
や
う
に
見
え
る
。

こ
の
木
の
生
命
は
そ
の
仆
れ
る
よ
り
も
ず
つ
と
前
に
亡
び
た
の
だ
。

お
手
紙
が
あ
ま
り
に
長
く
な
っ
て
も
い
け
ま
せ
ん
の
で
、
あ
え
て
お
目
に
か
け
る

こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
書
き
換
え
た
文
章
の
雰
囲
気
は
ご
想
像
い
た
だ
け
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
い
ず
れ
の
方
が
原
文
の
感
じ
に
忠
実
な
の
で

し
ょ
う
か
。
市
原
訳
で
は
切
実
な
感
じ
が
現
れ
て
い
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、
そ
れ
を

デ
ス
・
マ
ス
調
に
書
き
換
え
た
な
ら
ば
、
そ
の
思
い
を
読
み
手
に
切
々
と
訴
え
る

調
子
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
ら
に
の
ち
の
手
紙
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
の
渡
辺
一
夫
氏

や
、
そ
の
弟
子
筋
の
大
江
健
三
郎
氏
も
「
セ
ナ
ン
ク
ー
ル
の
言
葉
」
と
し
て
一
度

な
ら
ず
引
用
す
る
一
節
が
第
九
十
信
に
あ
り
ま
す
。「
物
語
」
も
結
末
近
く
、
か
つ

て
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
が
憧
れ
て
い
た
女
性
、
し
か
し
他
の
男
の
も
と
に
嫁
い
で
し
ま
っ

た
デ
ル
マ
ー
ル
夫
人
が
、
夫
と
死
別
し
て
、
自
由
の
身
と
な
り
ま
す
。
そ
の
彼
女

と
思
い
が
け
ず
再
会
し
て
、
一
度
は
「
あ
の
人
を
自
分
の
も
の
に
し
て
死
ぬ
の
だ
」

と
思
い
つ
め
ま
す
が
、
し
か
し
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
な
お
す
の
で
す
。

世
界
の
大
き
な
か
ら
く
り
の
ま
ん
中
で
、
も
つ
と
別
な
役
割
を
さ
が
さ
う
、
何

ら
か
の
結
果
が
恐
ら
く
残
る
の
は
、
我
々
の
強
い
決
断
か
ら
な
の
だ
。
─
人
間

は
滅
び
る
も
の
だ
。
─
さ
う
か
も
知
れ
ぬ
、
し
か
し
抵
抗
し
つ
ゝ
滅
び
よ
う
、

そ
し
て
若
し
虚
無
が
我
々
を
待
ち
う
け
て
ゐ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
正
し
い
こ

と
で
あ
る
や
う
に
は
し
ま
い
。

こ
の
一
節
を
、
仮
に
デ
ス
・
マ
ス
調
で
「
人
間
は
滅
び
る
も
の
で
す
。
そ
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
抵
抗
し
な
が
ら
滅
び
ま
し
ょ
う
」
な
ど
と
訳
せ
ば
、
不
思

議
な
こ
と
に
、
ち
ょ
っ
と
間
の
抜
け
た
、
滑
稽
な
印
象
さ
え
与
え
て
し
ま
う
こ
と

で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
考
え
ま
す
に
、
こ
の
一
節
は
、
読
者
へ
の
訴
え
と

い
う
よ
り
、
む
し
ろ
自
分
へ
の
問
い
か
け
、
自
分
を
納
得
さ
せ
奮
い
立
た
せ
る
文

で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
が
明
ら
か
に
手
紙
の
読
み
手
へ
の
呼

び
か
け
、
訴
え
か
け
を
し
て
い
る
手
紙
も
あ
る
の
で
す
。（
第
三
十
七
信
）

君
に
し
か
話
せ
な
い
こ
と
、
他
に
は
誰
に
も
言
ひ
た
く
な
い
こ
と
、
又
他
の
人

な
ら
聞
き
た
い
と
も
思
は
な
い
や
う
な
こ
と
を
君
に
語
る
の
が
僕
の
唯
一
の
喜
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び
だ
。
手
紙
の
内
容
な
ぞ
何
だ
つ
て
よ
い
。

こ
の
一
節
を
以
下
の
よ
う
に
書
き
換
え
る
こ
と
も
可
で
し
ょ
う
。

あ
な
た
に
し
か
話
せ
な
い
こ
と
、
他
に
は
誰
に
も
言
い
た
く
な
い
こ
と
、
ま
た

他
の
人
な
ら
聞
き
た
い
と
も
思
わ
な
い
よ
う
な
こ
と
を
あ
な
た
に
語
る
の
が
私

の
唯
一
の
喜
び
で
す
。
手
紙
の
内
容
な
ぞ
何
だ
っ
て
よ
い
の
で
す
。

こ
こ
で
、
や
や
唐
突
で
す
が
、
小
林
秀
雄
の
「
Ｘ
へ
の
手
紙
」
に
次
の
よ
う
な

一
節
が
あ
る
の
で
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

俺
に
入
用
な
た
つ
た
一
人
の
友
、
そ
れ
が
假
り
に
君
だ
と
す
る
な
ら
、
俺
の
語

り
た
い
た
つ
た
一
つ
の
事
と
は
も
う
何
事
で
あ
ら
う
と
大
し
た
意
味
は
な
い
樣

で
あ
る
。
さ
う
で
は
な
い
か
。
君
は
俺
の
結
論
を
わ
か
つ
て
く
れ
る
と
信
ず
る
。

語
ら
う
と
す
る
何
物
も
持
た
ぬ
時
で
も
、
聞
い
て
く
れ
る
友
は
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
俺
の
理
解
し
た
限
り
、人
間
と
い
ふ
も
の
は
そ
う
い
ふ
具
合
の
出
來
な
の
だ
。

大
岡
昇
平
は
こ
の
作
品
を
「
思
想
家
の
私
小
説
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
思
想
家
・

小
林
秀
雄
が
こ
の
「
私
小
説
」
を
書
簡
体
に
し
た
こ
と
は
興
味
深
い
と
思
い
ま
す
。

「
俺
」
と
い
う
一
人
称
が
「
君
」
と
い
う
「
友
」
へ
宛
て
た
「
手
紙
」
と
い
う
形
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
。
ダ
・
デ
ア
ル
調
で
す
か
ら
き
っ
と
親
し
い
友
な
の
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
は
、「
君
」
の
中
に
は
こ
の
小
説
の
読
者
も
含
ま
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

あ
る
い
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
「
君
」
と
は
小
林
自
身
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
、

な
ど
と
想
像
し
た
り
し
ま
す
。
ち
な
み
に
小
林
秀
雄
と
市
原
豊
太
は
帝
大
仏
文
科

で
二
学
年
違
い
の
同
窓
生
で
あ
り
、
二
人
と
も
恩
師
・
辰
野
隆
の
影
響
を
受
け
た

よ
う
で
す
が
、
ま
た
同
時
に
、
こ
の
時
代
─
大
正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
─
の
文

体
と
い
い
ま
す
か
、
筆
遣
い
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
ま
す
が
、
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

小
林
秀
雄
を
引
用
し
た
つ
い
で
に
、
と
い
い
ま
す
か
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
理
由
が

あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
彼
が
訳
し
た
『
地
獄
の
季
節
』
に
少
し
触
れ
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
詩
人
ラ
ン
ボ
ー
は
こ
の
散
文
詩
集
に
お
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
一
人

称Je

を
用
い
て
語
る
の
で
す
が
、小
林
は
そ
れ
を
「
Ｘ
へ
の
手
紙
」
と
同
様
に
「
俺
」

と
訳
し
て
い
ま
す
。
そ
の
歯
切
れ
の
よ
い
─
ち
ょ
っ
と
乱
暴
な
？
─
文
体
に
は

当
初
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
フ
ァ
ン
が
多
い
の
で
す
が
、
し
か
し
、
篠
沢
秀
夫
氏

は
そ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
す
る
の
で
す
。

（
略
）
小
林
訳
及
び
そ
の
修
正
訳
で
あ
る
鈴
木
信
太
郎
・
小
林
秀
雄
訳
の
最
大
の

問
題
点
は
、
原
文
の
語
り
の
口
調
の
変
化
を
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
の

が
感
じ
ら
れ
た
。
逆
に
言
え
ば
、『
地
獄
で
の
一
季
節
』
の
最
大
の
特
徴
は
語
り

口
が
ひ
ら
り
ひ
ら
り
と
変
わ
る
点
に
あ
る
。

そ
こ
で
、ラ
ン
ボ
ー
の
新
訳
を
試
み
た
篠
沢
氏
は
、「
一
人
称
主
語
も『
お
れ
』『
ぼ
く
』

『
私
』『
我
』
と
使
い
分
け
た
」
と
い
う
の
で
す
。
た
し
か
に
、
ラ
ン
ボ
ー
自
身
も

«Je est un autre.» 

と
あ
る
手
紙
の
中
で
書
い
て
い
ま
し
た
ね
。（
高
校
の
師
イ
ザ

ン
バ
ー
ル
宛
で
す
の
で
、
宇
佐
美
斉
氏
は
「
私
と
は
一
個
の
他
者
な
の
で
す
。」
と

デ
ス
・
マ
ス
調
で
訳
し
て
い
ま
す
。）
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書
簡
体
小
説
の
翻
訳
の
文
体
に
つ
い
て
（
萩
原
）

（55）

と
こ
ろ
で
、『
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
』
は
『
地
獄
の
季
節
』
の
よ
う
に
語
り
口
が
ひ
ら

り
ひ
ら
り
と
変
わ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
近
況
報
告
、
自
然
描
写
、

パ
リ
の
描
写
、
美
や
演
劇
な
ど
種
々
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
議
論
─
時
に
は
自
殺
に

関
す
る
議
論
な
ど
、
深
刻
な
も
の
も
あ
り
ま
す
が
─
、
思
索
の
過
程
の
報
告
、
変

わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
数
を
め
ぐ
る
秘
教
的
な
考
え
の
開
陳
、
等
々
、
手
紙
の
内
容

は
多
種
多
様
で
す
。
手
紙
だ
か
ら
と
い
う
の
で
お
し
な
べ
て
デ
ス
・
マ
ス
調
で
訳

文
を
統
一
す
る
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
冗
長
に
な
る
お
そ
れ
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

結
論
と
い
た
し
ま
し
て
、『
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
』
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
書
簡
」
に
ふ

さ
わ
し
い
文
体
に
変
え
て
訳
し
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
そ
の
方

が
適
切
で
さ
え
あ
る
の
で
は
な
い
か
、と
考
え
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
お
暇
な
時
に
、

一
度
ご
感
想
、
ご
批
判
な
ど
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
す
と
大
変
あ
り
が
た
く
存
じ

ま
す
。
そ
れ
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
小
生
も
悠
々
自
適
に
な
っ
た
暁
に
は
、

心
行
く
ま
で
新
訳
に
─
老
後
の
楽
し
み
と
い
い
ま
す
か
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
い
い

ま
す
か
─
挑
戦
し
た
く
思
う
今
日
こ
の
頃
で
あ
り
ま
す
。

敬
具

　
　
　二
〇
二
一
年
十
月
十
四
日

追
伸　お

手
紙
の
中
で
紹
介
ま
た
は
引
用
し
た
書
物
の
出
典
を
、
引
用
し
た
場
合
は
頁
数
と
と
も
に
、

典
拠
と
し
て
順
に
記
し
て
お
き
ま
す
。
も
し
よ
ろ
し
か
っ
た
ら
、
ど
う
ぞ
ご
参
考
に
な
さ
っ
て
く

だ
さ
い
。

セ
ナ
ン
ク
ー
ル
『
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
』（
初
版
、
一
八
〇
四
、
第
三
版
、
一
八
四
〇
）、
市
原
豊
太
訳
、

岩
波
文
庫
、
上
巻
、
一
九
四
〇
、八
六
頁
、
九
八
頁
、
二
一
二
頁
、
下
巻
、
一
九
五
九
、二
〇
〇–

二
〇
一
頁
、
二
九
九
頁
。

『
ぽ
る
と
が
る
ぶ
み
』（
一
六
六
九
）、
佐
藤
春
夫
訳（
初
版
、
竹
村
書
房
、
一
九
三
四
）、
人
文
書
院
、

一
九
四
九
、一
九
八
二（
新
装
版
）、
八
四–

八
五
頁
。

Guilleragues, Chansons et bons m
ots, V

alentins, Lettres portugaises, Edition 
nouvelle avec introduction, notes, glossaire par Frédéric D

eloffre et Jacques 
Rougeot, Genève, D

roz, 1972.

興
味
深
い
こ
と
に
、Lettres portugaises

の
書
き
手
は
、
冒
頭
の
み
親
称
のtu

を
使
用
し
、
ほ

ど
な
く
敬
称
のvous

に
切
り
替
え
、
最
後
ま
で
そ
れ
で
通
し
て
い
ま
す
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
『
ペ
ル
シ
ャ
人
の
手
紙
』（
一
七
二
一
）、
田
口
卓
臣
訳
、
講
談
社
学
術
文
庫
、

二
〇
二
〇
、三
四
〇
頁
。

リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
『
パ
ミ
ラ
、
あ
る
い
は
淑
徳
の
報
い
』（
一
七
四
〇
）、
原
田
範
行
訳
、
研
究
社
、

二
〇
一
一
。

リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン『
ク
ラ
リ
ッ
サ
』（
一
七
四
八
）、渡
辺
洋
訳
、北
海
道
大
学
学
術
成
果
コ
レ
ク
シ
ョ

ン H
U

SCU
P

（
電
子
版
）、
二
〇
一
五
。

ゲ
ー
テ
『
若
き
ヴ
ェ
ル
タ
ー
の
悩
み
』、
神
品
芳
夫
訳
、『
ゲ
ー
テ
全
集
６
』、
潮
出
版
社
、

一
九
七
九
、七
頁
。

ル
ソ
ー『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』（
一
七
六
一
）、
安
士
正
夫
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
〇–

六
一
。

ル
ソ
ー『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』、
松
本
勤
訳
、『
ル
ソ
ー
全
集
』第
十
巻
、
白
水
社
、
一
九
八
一
、一
五
八

–

一
五
九
頁
。

ラ
ク
ロ『
危
険
な
関
係
』（
一
七
八
二
）、
桑
瀬
章
二
郎
・
早
川
文
敏
訳
、
白
水
社
、
二
〇
一
四
。

『
ア
ベ
ラ
ー
ル
と
エ
ロ
イ
ー
ズ
─
愛
の
往
復
書
簡
』（
十
二
世
紀
執
筆
）、
沓
掛
良
彦
・
横
山
安
由
美

訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
九
。

Jean R
ousset, « U

ne form
e littéraire : le rom

an par lettres » in Form
e et 

signification, Paris, José Corti, 1962, p.65-p.108.
バ
ル
ザ
ッ
ク『
谷
間
の
百
合
』（
一
八
三
六
）、
宮
崎
嶺
雄
訳
、『
バ
ル
ザ
ッ
ク
全
集
』第
九
巻
、
東
京

創
元
社
、
一
九
七
四
。

バ
ル
ザ
ッ
ク『
谷
間
の
百
合
』、
石
井
晴
一
訳
、
新
潮
文
庫
、
一
九
七
三
、四
〇
一
頁
。

A
ndré M

onglond, Le journal intim
e d

’Oberm
an, Grenoble, A

rthaud, 1947.

中
川
信「
書
簡
体
小
説
」『
フ
ラ
ン
ス
文
学
講
座
１

　小
説
１
』、
大
修
館
書
店
、
一
九
七
六
、三
三
六
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頁
。

Béatrice D
idier, « Etude des personnages » in Oberm

an, 1984, Paris, Le livre de 
poche, p.475. 

渡
辺
一
夫
「
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
い
や
し
さ
」『
渡
辺
一
夫
著
作
集
１
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
。「
フ

ラ
ン
ス
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
々

　四

　あ
る
宰
相
の
話（
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
ロ
ピ
タ
ル
の
場
合
）」『
渡

辺
一
夫
著
作
集
４
』、筑
摩
書
房
、一
九
七
一
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ト

　渡
辺
一
夫
を
読
む
』、
岩
波
書
店
、
一
九
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大
江
健
三
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の
２
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ゆ
る
や
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な
絆
』、
講
談
社
、
一
九
九
六
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秀
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へ
の
手
紙
」、『
小
林
秀
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全
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二
巻
、
創
元
社
、
一
九
五
〇
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。
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解
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小
林
秀
雄
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』第
二
巻
、
創
元
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、
一
九
五
〇
、三
一
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頁
。
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ン
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獄
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小
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、
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、
一
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。

ラ
ン
ボ
ー『
地
獄
で
の
一
季
節
』、
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、
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