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一
牧
野
信
一
の
「
地
球
儀
」（﹃
文
芸
春
秋
﹄
大
12
・
７
）
は
、
私
小
説

と
し
て
の
形
式
を
備
え
な
が
ら
も
他
の
父
親
小
説
と
は
異
質
で
あ
る

こ
と
が
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
。「
地
球
儀
」
の
主
人

公
︿
私
﹀
は
、
祖
父
の
一
七
回
忌
の
た
め
に
帰
郷
し
た
際
、
思
い
出

の
品
で
あ
る
地
球
儀
を
手
に
し
た
と
こ
ろ
か
ら
父
親
と
の
関
係
に
思

い
を
巡
ら
せ
る
。
父
親
と
の
思
い
出
を
書
き
か
け
て
放
置
し
て
い
た

︿
一
つ
の
短
篇
﹀
を
想
起
し
た
︿
私
﹀
は
、
父
と
︿
彼
﹀（
=
か
つ
て

の
︿
私
﹀）
と
の
理
想
的
な
関
係
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
過
去
の
創
作

態
度
に
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

父
親
小
説
と
は
、
牧
野
の
父
・
久
雄
と
の
関
係
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し

た
一
連
の
私
小
説
作
品
の
こ
と
で
、「
熱
海
へ
」（﹃
新
潮
﹄
大
12
・
６
）

を
端
緒
と
し
「
父
を
売
る
子
」（﹃
新
潮
﹄
大
13
・
５
）
が
そ
の
掉
尾
を

飾
る
。「
父
を
売
る
子
」
で
も
触
れ
ら
れ
た
父
の
死
後
、
作
品
の
題

材
は
厳
格
な
母
親
に
対
す
る
憎
悪
へ
と
移
っ
て
い
く
の
だ
が
、「
父
親

小
説
」
の
評
価
は
牧
野
の
文
壇
に
お
け
る
地
位
を
確
実
な
も
の
と
し

た)
1
(

。「
地
球
儀
」
は
「
熱
海
へ
」
の
翌
月
に
発
表
さ
れ
た
作
品
な
の

だ
が
、
父
の
醜
態
で
は
な
く
理
想
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
展
開
さ
れ

て
い
る
た
め
に
、他
作
品
と
の
相
違
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

︿
牧
野
信
一
氏
の
「
地
球
儀
」
は
ち
や
ん
と
纏
つ
て
ゐ
る
﹀
と
い

う
書
き
出
し
の
同
時
代
評
は)

2
(

、︿
一
体
此
人
は
誇
張
し
て
物
を
考
へ

誇
張
し
て
表
現
す
る
の
が
癖
ら
し
い
が
、
セ
ン
シ
チ
イ
ブ
な
と
こ
ろ

は
面
白
い
が
、し
か
し
過
ぎ
て
は
小
う
る
さ
く
な
る
﹀
と
し
た
上
で
、

神
経
的
な
心
理
描
写
と
い
う
初
期
私
小
説
の
特
徴
が
「
地
球
儀
」
で

は
抑
制
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
指
摘
は
︿
僕
は

牧
野
信
一
「
地
球
儀
」
論

―
―
英
語
教
科
書
の
機
能
を
中
心
と
し
て
―
―

青　

木　

怜
依
奈
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牧
野
信
一
君
の
「
地
球
儀
」
と
い
ふ
の
は
鳥
渡
器
用
だ
と
思
つ
た
﹀)

3
(

と
い
う
芥
川
の
評
と
も
一
脈
通
じ
て
い
る
。
近
年
の
研
究
で
も
「
地

球
儀
」
は
︿︿
父
を
売
る
﹀
一
連
の
作
品
の
一
つ
で
は
な
い
﹀)

4
(

、︿“
父

親
小
説
”
の
間
に
は
さ
ま
れ
て
発
表
さ
れ
た
﹃
地
球
儀
﹄﹀)

5
(

と
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
。

父
親
小
説
の
間
に
あ
っ
て
「
地
球
儀
」
が
異
質
な
作
品
で
あ
る
の

は
確
か
だ
が
、
そ
こ
で
は
過
去
が
た
だ
美
し
く
回
想
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
く
、︿
一
つ
の
短
篇
﹀
を
︿「
お
伽
噺
」﹀
だ
と
し
て
羞
恥
す
る

︿
私
﹀
に
よ
り
過
去
に
執
着
し
て
い
る
自
己
の
幼
稚
さ
が
批
判
さ
れ

て
も
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
批
判
に
晒
さ
れ
て
な
お

理
想
的
イ
メ
ー
ジ
が
担
保
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
重
要
な
の
が
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
英
語
教
科
書
の
一
節
を
介

し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。︿「
お
伽
噺
」﹀
と

い
う
自
己
批
判
も
、︿
一
つ
の
短
篇
﹀
に
お
け
る
英
語
教
科
書
の
機
能

と
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
英
語
教
科

書
の
機
能
に
着
目
し
、「
地
球
儀
」
に
お
け
る
理
想
的
イ
メ
ー
ジ
の
内

実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
く
。

二
戦
後
「
続
短
篇
珠
玉
集
」
と
い
う
企
画
で
「
地
球
儀
」
が
取
り
上

げ
ら
れ
た
際
、
河
上
徹
太
郎
は
同
作
を
︿（
牧
野
の
創
作
活
動
に
お
け

る
―
引
用
者
補
）
第
一
期
の
代
表
作
﹀
と
し
た
上
で
︿
彼
が
そ
の
第

二
期
の
幻
想
の
糧
と
な
つ
た
父
親
の
放
浪
癖
と
デ
カ
ダ
ン
ス
の
血
統

を
基
調
と
し
て
の
、
彼
の
一
家
の
家
庭
生
活
と
、
そ
の
中
に
閉
ぢ
込

め
ら
れ
て
の
彼
の
ユ
ー
モ
ア
と
ペ
ー
ソ
ス
﹀
が
描
か
れ
て
い
る
と
し

た)
6
(

。
中
期
の
幻
想
的
小
説
に
も
繋
が
る
理
想
的
イ
メ
ー
ジ
の
展
開

を
探
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
、
牧
野
の
伝
記
的
事
実
を
確
認
す
る
こ

と
か
ら
始
め
た
い)

7
(

。

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
父
・
久
雄
は
長
男
（
信
一
）
の
誕
生
を

待
た
ず
に
渡
米
し
、
軍
艦
の
乗
組
員
な
ど
を
し
な
が
ら
実
に
九
年
間

を
海
外
で
暮
ら
し
た
。
父
の
在
米
期
間
中
、
牧
野
は
折
に
触
れ
て
送

ら
れ
る
絵
葉
書
や
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
よ
っ
て
異
国
の
文
化
に
接
し
、
そ

の
経
験
が
幻
想
的
小
説
に
お
け
る
エ
キ
ゾ
チ
ス
ム
に
影
響
を
及
ぼ
し

た
と
さ
れ
る
。
牧
野
の
父
方
の
祖
父
・
英ひ
で
と
み福

が
五
九
歳
で
急
死
し
た

の
は
明
治
三
八
年
八
月
の
こ
と
で
（
こ
の
時
牧
野
は
一
〇
歳
）、
久
雄

は
父
の
死
を
き
っ
か
け
に
帰
国
し
た
。
ま
た
英
福
の
一
七
回
忌
が
滞

り
な
く
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
亡
く
な
っ
た
一
六
年
後
に
あ
た
る
大

正
一
〇
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
地
球
儀
」
は
こ
れ
ら
の
事
実
関
係
を
お
お
む
ね
踏
ま
え
て
い
る
。

た
だ
し
作
品
内
現
在
を
作
品
発
表
時
と
す
る
な
ら
ば
、︿
私
﹀
が
︿
祖

父
の
十
七
年
の
法
要
﹀
の
た
め
に
︿
二
タ
月
振
り
位
ひ
で
小
田
原
の

家
へ
帰
﹀
っ
た
の
は
大
正
一
二
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
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作
品
に
お
け
る
︿
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹀
と
言
っ
て
よ
く)

8
(

、
作
者
の
生
々

し
い
感
情
が
投
影
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
の
操
作
だ
ろ

う
。︿
英
一
と
い
ふ
の
は
去
年
の
春
生
れ
た
私
の
長
男
で
あ
る
﹀
と

い
う
記
述
に
つ
い
て
は
、
牧
野
の
長
男
・
英
雄
が
大
正
一
一
年
六
月

に
誕
生
し
た
事
実
と
合
致
し
て
い
る
。

で
は
︿
一
つ
の
短
篇
﹀
の
設
定
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ま

ず
は
︿
彼
は
こ
の
年
の
春
か
ら
尋
常
一
年
生
に
な
る
筈
だ
つ
た
﹀
と

い
う
記
述
だ
が
、
信
一
が
母
の
勤
め
る
尋
常
小
田
原
小
学
校
に
入
学

し
た
の
は
明
治
三
六
年
四
月
の
こ
と
で
、
こ
の
前
後
か
ら
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
の
宣
教
師
に
英
会
話
と
オ
ル
ガ
ン
を
習
っ
た
と
い
う
。
こ
う

し
た
時
間
設
定
は
、
祖
父
の
︿「
い
よ
〳
〵
小
田
原
に
も
電
話
が
敷

け
る
こ
と
に
な
つ
た
。」﹀
と
い
う
発
言
と
も
符
合
す
る
。
小
田
原
に

電
話
が
開
通
し
た
の
は
明
治
三
六
年
四
月
の
こ
と
で
あ
り
、
翌
年
三

月
に
実
際
の
電
話
交
換
業
務
が
開
始
さ
れ
た)

9
(

。

地
球
儀
に
も
モ
デ
ル
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る)
10
(

。
中
戸
川
吉

二
が
作
成
し
た
「
牧
野
信
一
年
譜
」
に
は)
11
(

、
明
治
三
六
年
の
出
来

事
と
し
て
小
学
校
入
学
と
並
び︿
米
国
の
父
よ
り
地
球
儀
送
り
来
る
。

祖
父
と
共
に
赤
鉛
筆
に
て
地
球
儀
に
、
各
地
を
転
々
す
る
父
の
位
置

を
ば
し
る
す
。﹀
と
記
さ
れ
て
い
る
。
祖
父
が
購
入
し
た
と
い
う
︿
一

つ
の
短
篇
﹀
の
設
定
と
は
相
違
す
る
が
、
牧
野
と
交
流
の
あ
っ
た
中

戸
川
が
伝
え
聞
い
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
地
球
儀
は
江
戸

時
代
に
す
で
に
製
作
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
初
期
に
は
地
理
教
育
の

教
材
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た)
12
(

。
祖
父
と
は
違
い
︿
得

意
気
な
手
付
で
﹀
地
球
儀
を
用
い
る
母
の
姿
に
は
、
小
学
校
訓
導
を

務
め
た
母
・
ヱ
イ
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
実
際
に
は
大
正
一
〇
年
に
行
わ
れ
た
で
あ

ろ
う
祖
父
の
一
七
回
忌
が
、
作
品
発
表
時
に
あ
た
る
大
正
一
二
年
の

出
来
事
と
さ
れ
、
そ
の
約
二
〇
年
前
の
家
庭
の
様
子
が
︿
一
つ
の
短

篇
﹀に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、︿
一

つ
の
短
篇
﹀
に
お
け
る
父
と
現
在
の
父
と
の
差
異
で
あ
り
、
父
親
像

の
変
化
を
も
た
ら
し
た
時
間
の
経
過
を
︿
私
﹀
が
ど
の
よ
う
に
捉
え

て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
回
想
さ
れ
る
過
去
と
現
在
の
い
ず
れ

に
お
い
て
も
、
父
親
が
不
在
で
あ
る
と
い
う
状
況
が
共
通
す
る
の
だ

が
、
不
在
の
父
を
代
理
す
る
か
の
よ
う
に
地
球
儀
が
存
在
し)
13
(

、
地

球
儀
を
介
し
て
︿
私
﹀
と
父
親
と
の
関
わ
り
を
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

父
は
過
去
に
は
遊
学
の
た
め
に
、
現
在
は
遊
蕩
の
た
め
に
不
在
で

あ
る
の
だ
が
、︿
私
﹀
は
︿
一
つ
の
短
篇
﹀
に
そ
う
し
た
不
在
の
意
味

の
変
化
、
地
球
儀
に
投
影
さ
れ
た
父
親
像
の
変
容
を
書
き
込
ん
で
は

い
な
い
。
過
去
を
美
し
い
ま
ま
保
存
し
た
い
と
い
う
願
望
を
、︿
私
﹀

は
当
初
認
識
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
父
の
放
蕩
と
家
の
崩
壊
を
︿
も

う
お
父
さ
ん
の
事
は
あ
て
に
な
ら
な
い
よ
﹀︿
も
う
家
も
お
終
ひ
だ
﹀
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と
嘆
じ
る
母
親
に
、
金
銭
的
援
助
を
受
け
て
い
る
ら
し
い
︿
私
﹀
は

安
易
に
同
調
を
示
す
の
だ
が
、
こ
と
さ
ら
楽
天
的
に
振
る
舞
お
う
と

す
る
そ
の
態
度
は
話
題
が
地
球
儀
に
転
じ
る
こ
と
で
一
挙
に
揺
ら
い

で
い
く
。
母
が︿
た
ゞ
で
さ
へ
狭
い
の
に
こ
れ
邪
魔
で
仕
様
が
な
い
﹀

と
邪
険
に
す
る
地
球
儀
を
、︿
私
﹀
は
︿
一
つ
の
短
篇
﹀
と
い
う
︿
極

め
て
感
傷
的
に
書
き
出
﹀
さ
れ
た
作
品
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
た
こ

と
に
狼
狽
え
る
の
で
あ
る
。

︿
一
つ
の
短
篇
﹀
で
は
父
の
不
在
が
も
た
ら
す
家
庭
内
の
寂
寥
と

和
合
と
が
、
回
想
す
る
現
在
の
認
識
を
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、

就
学
前
の
幼
い
︿
彼
﹀
の
眼
差
し
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
地

球
に
ど
こ
ま
で
も
穴
を
穿
て
ば
ア
メ
リ
カ
に
突
き
抜
け
る
だ
ろ
う
と

言
っ
て
皆
を
笑
わ
せ
る
祖
父
の
、
息
子
へ
の
思
慕
を
た
た
え
た
寂
し

げ
な
表
情
、地
球
儀
を
弄
び
な
が
ら
︿「
早
く
帰
れ
〳
〵
」
と
い
ふ
風
﹀

に
念
ず
る
︿
彼
﹀
の
父
へ
の
憧
れ
。︿
私
﹀
は
こ
う
し
た
︿
一
つ
の

短
篇
﹀
の
内
容
を
想
起
す
る
と
同
時
に
、そ
の
趣
向
を
︿「
お
伽
噺
」﹀

と
呼
ん
で
み
せ
る
。︿
丁
度
「
お
伽
噺
」
の
事
を
思
ひ
出
し
た
処
だ

つ
た
の
で
、
突
然
テ
レ
臭
く
な
つ
て
慌
て
ゝ
母
の
傍
を
離
れ
た
﹀
と

い
う
際
の
こ
の
形
容
が
、︿
一
つ
の
短
篇
﹀
に
お
け
る
空
想
性
へ
の
批

判
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

柳
沢
孝
子
は
こ
う
し
た
批
判
的
意
識
が
、
夢
を
壊
し
た
父
に
対
し

て
で
は
な
く
、
そ
の
不
在
と
い
う
状
況
下
で
︿
実
体
を
持
た
な
い
父

の
幻
﹀
を
夢
見
て
い
た
自
己
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る)
14
(

。
日
本

と
ア
メ
リ
カ
と
い
う
空
間
的
隔
た
り
、
そ
し
て
回
想
と
い
う
行
為
に

伴
う
時
間
的
隔
た
り
が
、
異
国
へ
の
憧
憬
と
と
も
に
父
の
幻
を
育
む

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
夢
の
生
成
シ
ス
テ
ム
を
︿「
お
伽
噺
」﹀
と
呼

ぶ
こ
と
で
、
夢
に
裏
切
ら
れ
な
が
ら
も
︿
今
で
も
夢
を
追
い
か
け
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
自
己
の
心
﹀
が
批
判
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
と
柳

沢
は
指
摘
し
て
い
る
。

た
だ
し
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、︿
一
つ
の
短
篇
﹀
に
は
実
体
的

な
存
在
と
し
て
の
父
が
登
場
し
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
父
に
ま
つ

わ
る
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
何
一
つ
提
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
だ
。
ア
メ
リ
カ
に
思
い
を
馳
せ
る
家
族
の
様
子
や
、
父
と
の
再
会

を
夢
見
て
英
語
学
習
に
励
む
︿
彼
﹀
の
姿
は
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、

︿
彼
﹀
の
︿
早
く
帰
れ
〳
〵
﹀
と
い
う
感
情
が
具
体
的
要
素
と
結
び

付
く
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
理
想
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
父
と
い
う

存
在
自
体
で
は
な
く
、
次
章
で
見
て
い
く
よ
う
に
、︿
彼
﹀
が
想
起
す

る
こ
と
に
な
る
父
と
の
邂
逅
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。︿
私
﹀
の
︿「
お

伽
噺
」﹀
と
い
う
批
判
が
向
け
ら
れ
る
の
も
、
現
実
的
状
況
か
ら
乖

離
し
て
い
く
邂
逅
の
イ
メ
ー
ジ
の
観
念
性
に
対
し
て
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
は
英
語
教
科
書
と
い
う
枠
組
み
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
た
の

で
あ
る
。
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三
︿
一
つ
の
短
篇
﹀
の
冒
頭
、
英
語
学
習
に
励
む
︿
彼
﹀
に
注
目
し

た
い
。同

じ
部
屋
の
丸
い
窓
の
下
で
、
虫
の
穴
が
処
々
に
あ
い
て
ゐ
る

机
に
向
つ
て
彼
は
母
か
ら
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
読
本
を
習
つ
て
ゐ
た
。

「
シ
ー
ゼ
ー
ボ
ー
イ
・
エ
ン
ド
ゼ
ー
ガ
ー
ル
。」
と
母
は
静
か
に

朗
読
し
た
。竹
筒
の
置
ラ
ン
プ
が
母
の
横
顔
を
赤
く
照
ら
し
た
。

「
ス
ピ
ン
ア
ー
ト
ツ
プ
・
ス
ピ
ン
ア
ー
ト
ツ
プ
・
ス
ピ
ン
ス
ピ

ン
ス
ピ
ン
―
―
回
れ
よ
独
楽
よ
、
回
れ
よ
回
れ
。」
と
彼
の
母

は
続
け
た
。

こ
こ
に
登
場
す
る
︿
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
読
本
﹀
は
、
明
治
期
に
英
語
教
科

書
と
し
て
広
く
普
及
し
た
﹃
ニ
ュ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
﹄

（
通
称
﹃
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
﹄）
の
こ
と
で
あ
る
。
原
書
は
ア
メ
リ

カ
で
発
売
さ
れ
たC

harles J. B
arnes

﹃B
arnes

ʼs N
ew

 N
ational 

R
eaders

﹄
で
、
第
一
巻
と
第
二
巻
が
一
八
八
三
年
、
第
三
巻
か
ら

第
五
巻
が
一
八
八
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
。﹃
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ー
ダ

ー
﹄
は
英
語
を
第
一
言
語
と
す
る
者
の
た
め
の
テ
キ
ス
ト
で
、
周
知

の
よ
う
に
、
日
本
に
輸
入
さ
れ
て
英
語
教
科
書
と
し
て
普
及
し
、
明

治
二
二
年
三
月
に
文
部
省
の
教
科
書
検
定
制
度
が
発
足
し
て
か
ら
も

高
い
普
及
率
を
誇
っ
て
い
た)
15
(

。

牧
野
の
英
語
教
科
書
へ
の
言
及
は
、
大
正
一
〇
年
代
に
ま
で
遡
る

こ
と
が
で
き
る
。
教
科
書
に
ま
つ
わ
る
幼
少
期
の
記
憶
が
語
ら
れ
て

い
る
の
だ
が
、
学
校
教
育
の
場
と
は
結
び
付
い
て
い
な
い
の
が
特
徴

的
だ
。︿
幼
時
余
は
、
母
に
（
中
略
）
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
・
り
い
ど
る
巻
の

一
に
依
つ
て
英
語
を
手
ほ
ど
か
れ
、
和
訳
す
ゐ
ん
と
ん
万
国
史
を
講

義
さ
れ
た
﹀)
16
(

と
あ
る
よ
う
に
、﹃
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
﹄﹃
ス
ウ

ィ
ン
ト
ン
万
国
史
﹄と
い
う
明
治
期
英
語
教
育
の
定
番
テ
キ
ス
ト
は
、

尋
常
小
田
原
小
学
校
の
訓
導
だ
っ
た
母
ヱ
イ
の
存
在
と
と
も
に
想
起

さ
れ
て
い
る)
17
(

。
英
語
教
科
書
は
母
と
の
親
密
な
時
間
の
象
徴
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
関
心
を
全
て
ノ
ス
タ
ル
ジ

ー
の
所
産
に
帰
す
る
の
は
適
切
で
な
い
だ
ろ
う
。

先
の
引
用
本
文
中
︿
シ
ー
ゼ
ー
ボ
ー
イ
・
エ
ン
ド
ゼ
ー
ガ
ー
ル
﹀

に
該
当
す
る
内
容
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、﹃
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ー

ダ
ー
﹄
第
一
巻
「PartI, LessonII

」
の
︿See the boy and the 

dog.

﹀
を
踏
ま
え
た
表
現
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
︿
ス
ピ
ン
ア
ー

ト
ツ
プ
﹀
以
下
の
箇
所
は
、
次
に
引
用
す
る
「PartI, LessonX

I

」

の
内
容
に
基
づ
い
て
い
る
。

T
he boy has a big top. 

Spin! Spin! Spin!

See how
 he m

akes it spin! 

C
an you spin a top?
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Yes, I can spin a top.

A
 boy likes a big top.

少
年
が
大
き
な
独
楽
（top

）
を
回
し
て
遊
ぶ
シ
ー
ン
を
例
に
、
基
本

的
な
語
句
（top, has, spin, how

, he, m
akes

）
の
用
法
を
確
認
す
る

レ
ッ
ス
ン
で
あ
る
。
文
章
に
は
内
容
に
即
し
た
絵
（
独
楽
で
遊
ぶ
少

年
と
そ
れ
を
眺
め
る
少
女
）
が
添
え
ら
れ
、
本
文
次
の
ペ
ー
ジ
に
は
学

習
事
項
の
復
習（R

eading R
eview

）や
ス
ペ
リ
ン
グ
の
確
認（Spelling 

R
eview

）、
筆
記
体
の
練
習
（Slate E

xercise

）
の
項
目
が
記
載
さ
れ

て
い
た
。

牧
野
は
こ
の
独
楽
を
用
い
た
レ
ッ
ス
ン
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
ら

し
く
、「
冬
の
風
鈴
」（﹃
文
芸
春
秋
﹄
大
15
・
４
）
に
お
け
る
回
想
シ
ー

ン
で
も
母
と
の
英
語
学
習
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
︿
シ
ー
ダ
ボ
ー
イ
エ

ン
ド
ダ
ガ
ー
ル
（See the boy and the girl.

）
と
か
、
ス
プ
ラ
ー
シ
ユ

ド
ダ
オ
ー
タ
ー
（Splashed the w

ater

）
と
か
、ス
ピ
ン
ア
ー

0

0

ト
ツ
プ
、

ス
ピ
ン
ア
ー

0

0

ト
ツ
プ
（Spin a top

）﹀
が
挙
げ
ら
れ
、︿
自
分
は
、
独

楽
の
こ
と
を
ア
ー
ト
ツ
プ
と
覚
え
た
﹀
と
語
ら
れ
て
い
た)
18
(

。
こ
の

独
楽
の
レ
ッ
ス
ン
は
、
当
時
英
語
教
育
を
受
け
た
者
に
は
印
象
深
い

も
の
だ
っ
た
ら
し
く
、
牧
野
と
ほ
ぼ
同
年
代
の
西
脇
順
三
郎
も
次
の

よ
う
な
回
想
を
残
し
て
い
る)
19
(

。

私
は
中
学
の
と
き
は
こ
の
読
本
は
学
校
で
用
い
な
か
っ
た
が
、

家
で
自
習
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
は

唯
一
の
ア
メ
リ
カ
の
世
界
で
あ
っ
た
。
第
一
巻
を
今
見
て
み
る

と
非
常
に
な
つ
か
し
い
も
の
で
、
そ
の
さ
し
絵
な
ど
は
モ
ナ
リ

ー
ザ
を
よ
く
覚
え
て
い
る
よ
う
に
覚
え
て
い
る
。
コ
マ
を
ま
わ

し
て
い
る
少
年
の
絵
（T

he boy has a big top. Spin! Spin! 

Spin!

）
や
ま
た
ヤ
マ
メ
を
ガ
ラ
ス
の
鉢
に
入
れ
て
母
親
と
少
年

が
そ
の
山
の
川
魚
の
話
を
し
て
い
る
絵
や
、
老
人
の
前
で
一
人

の
少
年
が
フ
リ
ュ
ー
ト
を
吹
い
て
い
る
絵
も
よ
く
覚
え
て
い

る
。

 

西
脇
順
三
郎
「「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
」
と
ア
メ
リ
カ
」

明
治
期
に
英
語
教
育
を
受
け
た
者
に
と
っ
て
、﹃
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ー

ダ
ー
﹄
を
初
め
と
す
る
舶
来
教
科
書
は
、
異
国
情
緒
溢
れ
る
内
容
に

よ
り
西
洋
文
化
の
窓
口
と
な
っ
て
い
た)
20
(

。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
異

国
へ
の
憧
れ
は
、
海
外
渡
航
と
い
う
現
実
的
な
行
動
が
伴
わ
な
い
か

ら
こ
そ
、
教
科
書
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
よ
り
一
層
掻
き
立
て
ら
れ

た
の
で
は
な
い
か
。

︿
一
つ
の
短
篇
﹀
に
お
い
て
も
、
英
語
は
︿
彼
﹀
と
父
の
居
る
ア

メ
リ
カ
と
を
結
び
付
け
る
ツ
ー
ル
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
な
が
ら

も
、︿
彼
﹀
が
勉
強
に
励
ん
で
い
た
の
は
そ
の
実
用
的
な
機
能
ゆ
え
で

は
な
い
。︿「
純
一
は
少
し
は
英
語
を
覚
え
た
の
か
ね
。」﹀︿「
大
学
校

を
出
た
ら
お
前
も
ア
メ
リ
カ
へ
行
く
の
か
ね
。」﹀
と
い
う
祖
父
の
問

い
か
け
に
、︿
彼
﹀
は
自
慢
げ
に
首
肯
し
て
み
せ
る
も
の
の
、︿
若
し
お
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父
さ
ん
が
帰
つ
て
来
て
了
つ
た
ら
？
﹀
と
聞
か
れ
る
と
、
行
く
と
答

え
な
が
ら
も
内
心
は
︿
そ
ん
な
気
は
し
な
か
つ
た
﹀
と
語
ら
れ
て
い

る
。
国
内
電
話
の
整
備
が
よ
う
や
く
と
い
う
状
況
下
で
、
ま
た
ア
メ

リ
カ
に
渡
る
に
は
幼
な
過
ぎ
る
︿
彼
﹀
に
と
っ
て
、
英
語
学
習
は
ア

メ
リ
カ
と
の
繋
が
り
を
担
保
す
る
ほ
ぼ
唯
一
の
手
段
で
あ
っ
た
。
そ

れ
と
同
時
に
、
英
語
に
よ
っ
て
︿
彼
﹀
が
繋
が
れ
る
の
は
実
際
の
ア

メ
リ
カ
で
は
な
く
、
地
球
儀
や
英
語
教
科
書
の
延
長
線
上
に
仮
構
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
観
念
的
な
異
国
な
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
父
へ
の
思
慕
の
高
ま
り
は
、︿
彼
﹀
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
航

す
る
未
来
や
父
の
あ
り
う
べ
き
姿
を
思
い
浮
か
べ
さ
せ
る
の
で
は
な

く
、英
語
教
科
書
と
の
一
体
化
と
い
う
現
象
へ
と
結
び
付
い
て
い
る
。

　

彼
は
誰
も
居
な
い
処
で
よ
く
地
球
儀
を
弄
ん
だ
。
グ
ル
〳
〵

と
出
来
る
だ
け
速
く
回
転
さ
す
の
が
面
白
か
つ
た
。
そ
し
て
夢

中
に
な
つ
て
、

「
早
く
廻
れ
〳
〵
、
ス
ピ
ン
ス
ピ
ン
ス
ピ
ン
。」
な
ど
ゝ
口
走
つ

た
り
し
た
。
す
る
と
い
つ
の
間
に
か
彼
の
心
持
は
「
早
く
帰
れ

〳
〵
」
と
い
ふ
風
に
な
つ
て
来
る
の
だ
つ
た
。

回
転
す
る
地
球
儀
に
︿
彼
﹀
が
早
く
廻
れ
と
命
じ
る
構
図
は
、﹃
ナ
シ

ョ
ナ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
﹄
に
お
け
る
少
年
と
独
楽
の
位
置
そ
の
ま
ま
で

あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
地
球
儀
を
弄
ぶ
こ
と
が
、

︿
彼
﹀
の
中
で
は
英
語
教
科
書
に
同
化
す
る
こ
と
と
等
価
な
の
だ
。

︿
彼
﹀
の
夢
想
し
て
い
る
の
は
、
実
際
に
訪
れ
る
こ
と
の
で
き
る
空

間
で
あ
る
よ
り
も
、
教
科
書
内
に
存
在
す
る
言
語
と
し
て
の
ア
メ
リ

カ
な
の
だ
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
位
置
付
け
は
、︿
彼
﹀
が
想
起
す
る
と
こ

ろ
の
父
と
の
関
係
性
に
も
重
な
る
。
父
が
帰
国
し
た
な
ら
ば
ア
メ
リ

カ
に
は
行
か
な
い
だ
ろ
う
と
密
か
に
思
う
︿
彼
﹀
に
と
っ
て
、
父
は

異
国
で
の
邂
逅
を
夢
見
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
前
の
帰
国
が
望
ま
れ

る
ア
ン
ヴ
ィ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
存
在
で
あ
る
。
異
国
へ
の
憧
れ
と
一
体

化
し
た
他
者
と
し
て
の
父
と
、
自
ら
も
そ
の
血
縁
で
あ
る
と
こ
ろ
の

懐
か
し
い
父
の
イ
メ
ー
ジ
が
併
存
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
海
外
渡
航

も
父
の
帰
国
の
い
ず
れ
も
が
現
実
的
な
問
題
に
な
る
こ
と
な
く
、
父

と
の
「
再
会
」
が
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
欠
い
た
ま
ま
理
想
化
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

自
ら
が
異
国
に
赴
く
こ
と
で
、
ま
た
父
が
異
国
か
ら
帰
還
す
る
こ

と
で
「
再
会
」
が
果
た
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
現
不
可

能
な
夢
想
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
英
語
教
科
書
と
い
う
受
け

皿
は
、
そ
う
し
た
観
念
的
に
し
か
存
在
し
え
な
い
「
再
会
」
と
い
う

発
想
を
言
葉
と
し
て
定
着
さ
せ
る
。
先
ほ
ど
引
用
し
た
場
面
に
は
、

そ
の
よ
う
な
夢
想
と
英
語
教
科
書
の
言
葉
の
交
わ
り
が
写
し
取
ら
れ

て
い
た
。
独
楽
の
テ
キ
ス
ト
を︿
早
く
廻
れ
〳
〵
﹀と
口
ず
さ
む︿
彼
﹀

の
心
中
で
、spin
に
対
応
す
る
日
本
語
の
意
味
が
︿
廻
れ
﹀
か
ら
︿
帰



－82－

れ
﹀
に
変
質
し
て
い
る
。︿
彼
﹀
が
少
年
の
視
点
に
一
体
化
し
て
い

く
言
葉
の
脈
絡
が
、
こ
こ
で
は
同
時
に
父
を
日
本
へ
と
誘
う
メ
ッ
セ

ー
ジ
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
破
格
の
用
法

に
依
拠
す
る
こ
と
で
「
再
会
」
を
夢
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で

あ
る
。四

︿
一
つ
の
短
篇
﹀
に
描
か
れ
て
い
た
の
は
、
英
語
教
科
書
の
内
部

に
仮
構
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、︿
彼
﹀
が
赴
く
と
と
も
に
父
が

そ
こ
か
ら
帰
還
す
る
と
い
う
「
再
会
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
英
語
教
科
書
と
い
う
場
と
結
び
付
い
た
夢
想
で
あ
り
、
そ
う
し

た
夢
想
を
育
み
う
る
言
語
体
験
そ
の
も
の
が
、
非
常
に
限
定
的
に
し

か
享
受
し
え
な
い
夢
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
の
よ

う
な
体
験
が
長
続
き
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
も
言
葉
が
対
応

し
て
い
る
事
物
に
実
際
に
は
触
れ
て
い
な
い
こ
と
が
そ
の
要
件
で
あ

る
か
ら
だ
。

言
葉
の
内
部
で
完
結
し
て
い
る
理
想
的
イ
メ
ー
ジ
に
浸
り
切
る
、

そ
う
し
た
夢
の
よ
う
な
時
間
か
ら
、
父
の
帰
国
後
の
時
間
を
生
き
て

い
る
︿
私
﹀
は
す
で
に
弾
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
と

対
応
す
る
よ
う
に
、︿
一
つ
の
短
篇
﹀
を
︿「
お
伽
噺
」﹀
と
し
て
退
け

た
後
の
︿
私
﹀
の
振
る
舞
い
に
は
、
言
葉
に
ま
つ
わ
る
欠
落
感
が
あ

り
あ
り
と
窺
え
る
の
で
あ
る
。
帰
郷
の
翌
日
、
親
類
一
同
が
集
ま
っ

た
席
で
︿
私
﹀
は
父
の
代
わ
り
に
挨
拶
を
任
さ
れ
る
。

「
今
日
は
わ
ざ
わ
ざ
御
遠
路
の
処
を
お
運
び
下
さ
い
ま
し
て

︙
︙
（
え
ゝ
と
？
）
︙
︙
実
は
︙
︙
そ
の
誠
に
恐
縮
な
こ
と
で

︙
︙
そ
の
実
は
父
が
四
五
日
前
か
ら
止
む
を
得
な
い
自
分
自
身

（
オ
ツ
と
い
け
ね
エ
）
︙
︙
え
ゝ
、
止
む
を
得
な
い
自
分
用
で
、

実
は
そ
の
関
西
の
方
へ
出
か
け
ま
し
て
、
今
日
は
帰
る
筈
な
の

で
ご
ざ
い
ま
す
が
未
だ
︙
︙
そ
れ
で
私
が
︙
︙
（
チ
ヨ
ツ
、
弱

つ
た
な
）
︙
︙
ど
う
ぞ
御
ゆ
る
り
︙
︙
」

　

私
は
こ
れ
だ
け
の
挨
拶
を
し
た
。
括
弧
の
中
は
胸
で
の
呟
き

言
だ
つ
た
。
ち
や
ん
と
母
か
ら
教
は
つ
た
挨
拶
で
、
も
つ
と
長

く
喋
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
だ
が
、
こ
れ
だ
け
云
ふ
の

に
三
つ
も
四
つ
も
ペ
コ
〳
〵
と
お
辞
儀
ば
か
り
し
て
ご
ま
か
し

て
し
ま
つ
た
。
そ
し
て
こ
の
挨
拶
の
し
ど
ろ
も
ど
ろ
を
取
り
直

す
つ
も
り
で
、
胸
を
張
つ
て
出
来
る
だ
け
尤
も
ら
し
い
顔
付
を

し
て
端
座
し
た
。
だ
が
脇
の
下
に
は
ほ
ん
と
う
に
汗
が
滲
ん
で

ゐ
た
。

内
容
を
事
前
に
確
認
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、︿
私
﹀
の
挨
拶
は
断

片
的
な
言
葉
の
羅
列
と
な
り
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
あ
る
意
味
内
容
を

提
示
で
き
て
い
な
い
。︿
私
﹀
に
と
っ
て
の
言
葉
と
は
、
生
身
の
肉

体
に
よ
り
発
せ
ら
れ
る
こ
と
で
意
図
し
な
い
意
味
を
派
生
さ
せ
、
言
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う
べ
き
意
味
を
取
り
落
と
し
て
い
る
こ
と
を
羞
恥
心
と
と
も
に
自
覚

さ
せ
る
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

︿
私
﹀
の
こ
う
し
た
言
語
運
用
上
の
問
題
は
︿
一
つ
の
短
篇
﹀
の

挿
話
と
は
対
照
的
だ
。
英
語
教
科
書
を
口
ず
さ
む
︿
彼
﹀
に
お
い
て
、

言
葉
（spin

）
は
そ
の
本
来
の
意
味
（︿
廻
れ
﹀）
を
変
質
さ
せ
な
が
ら

想
念
（︿
帰
れ
﹀）
と
結
び
付
い
て
い
た
の
に
対
し
、︿
私
﹀
は
発
話
さ

れ
た
言
葉
と
︿
胸
で
の
呟
き
言
﹀
と
し
て
の
想
念
と
の
分
裂
を
抱
え

て
い
る
。
と
い
う
よ
り
こ
う
し
た
欠
落
感
こ
そ
が
、︿
一
つ
の
短
篇
﹀

と
い
う
回
想
の
原
動
力
な
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
よ
う
な
過
去
を

想
定
す
る
こ
と
は
、
現
在
を
過
去
に
劣
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
、

以
後
の
︿
私
﹀
の
言
語
活
動
に
お
け
る
不
備
を
あ
ら
か
じ
め
認
め
る

こ
と
に
外
な
ら
な
い
。一
度
は
着
手
さ
れ
た︿
一
つ
の
短
篇
﹀を
、︿
私
﹀

が
︿「
お
伽
噺
」﹀
と
し
て
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
所
以
で

あ
る
。

︿
一
つ
の
短
篇
﹀
を
︿「
お
伽
噺
」﹀
だ
と
す
る
︿
私
﹀
の
批
判
は

し
か
し
、
そ
の
価
値
を
否
定
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
自
ら
を
慰
撫
し

よ
う
と
し
た
︿
私
﹀
の
欠
落
感
を
強
調
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
同
時

に
、
子
ど
も
の
眼
差
し
、
英
語
教
科
書
と
い
う
特
殊
な
枠
組
み
と
い

う
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
り
可
能
と
な
っ
た
︿
一
つ
の
短
篇
﹀
内
の
情
景

を
、
憧
憬
の
対
象
と
し
て
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
言
語

的
な
欠
落
感
を
抱
い
た
︿
私
﹀
が
、
過
去
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
こ

と
で
む
し
ろ
過
去
の
理
想
的
な
体
験
を
喚
起
し
て
し
ま
う
と
い
う
円

環
構
造
が
「
地
球
儀
」
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
以
上
の
よ
う
に
、「
地
球
儀
」
に
お
い
て
は
英
語
教
科
書
に
媒
介
さ

れ
た
理
想
的
イ
メ
ー
ジ
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
他
の
父

親
小
説
と
は
異
質
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
「
地

球
儀
」
と
父
親
小
説
と
の
間
に
は
、
共
通
の
問
題
意
識
も
存
在
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
改
め
て
牧
野
の
英
語
教
科
書
観
に
つ

い
て
確
認
し
て
み
た
い
。

「
地
球
儀
」
の
約
一
年
後
に
発
表
さ
れ
た
「
吾
家
の
随
筆
」（﹃
文

芸
春
秋
﹄
大
14
・
６
）
に
は
、
従
妹
に
せ
が
ま
れ
た
︿
私
﹀
が
ナ
シ
ョ

ナ
ル
読
本
中
の
︿
怠
惰
な
鼠
と
い
ふ
一
章
﹀
を
翻
訳
す
る
場
面
が
あ

り)
21
(

、
そ
こ
で
は
以
下
の
よ
う
な
英
語
教
科
書
へ
の
執
心
が
語
ら
れ

て
い
た
。

　

私
は
、
初
歩
英
語
読
本
が
随
分
好
き
だ
つ
た
。
往
年
そ
れ
ら

の
聚
集
モ
ノ
メ
ニ
ア
に
陥
つ
て
、
海
外
の
知
友
の
助
け
ま
で
か

り
て
幅
は
三
尺
位
ひ
だ
が
四
段
に
な
つ
て
ゐ
る
書
架
を
一
杯
以

上
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
十
年
も
前
の
こ
と
な
ん
だ
が
、
そ
の

為
に
英
語
の
ほ
ん
と
の
勉
強
を
疎
か
に
し
て
今
も
つ
て
初
歩
英

語
以
上
の
知
識
は
備
は
ら
ず
、
馬
鹿
を
見
た
と
思
ふ
こ
と
も
あ
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る
。
だ
が
そ
の
文
庫
は
随
分
私
を
悦
ば
せ
て
呉
れ
た
。
モ
ノ
メ

ニ
ア
に
は
違
ひ
な
か
つ
た
の
だ
、
単
純
な
も
の
を
悦
び
始
め
れ

ば
限
り
が
な
い
か
ら
な
！　

一
種
の
神
経
衰
弱
病
で
あ
る
。
そ

ん
な
時
に
は
小
学
一
年
の
国
語
読
本
の
第
一
章
を
思
ひ
出
し

て
、
ハ
、
ハ
タ
、
タ
コ
、
コ
マ
、
マ
リ
、
マ
ツ
ニ
ツ
キ
︙
︙
な

ど
朗
吟
し
て
も
涙
が
滾
れ
る
、
“Are you a m

an?

” “Yes, I am
 

a m
an.

” “Are you a girl?

” “No, I am
 a boy.

”―
―
そ
ん
な
こ

と
を
呟
い
て
も
、
何
だ
か
面
白
く
な
つ
て
、
肚
に
力
を
込
め
た

り
す
る
の
だ
。

言
語
を
習
得
す
る
た
め
の
教
材
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
用
的

な
目
的
か
ら
外
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、︿
私
﹀
は
教
科
書
類
に
︿
単
純

な
も
の
﹀
と
し
て
の
喜
悦
を
覚
え
て
い
る
。
内
容
を
伝
達
す
る
た
め

に
使
役
さ
れ
る
日
常
言
語
と
は
違
い
、
言
葉
の
使
い
方
の
例
で
あ
る

こ
と
以
上
の
意
味
を
求
め
ら
れ
な
い
、
単
純
で
自
足
し
た
理
想
的
な

言
葉
の
世
界
が
透
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
地
球
儀
」
に
お
け
る
英
語
教
科
書
の
位
置
付
け
と
重
な
る
こ
う

し
た
理
想
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
牧
野
の
初
期
私
小
説
に
お
け
る
課
題
と

表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
自
己
に
つ
い
て
赤
裸
々

に
語
ろ
う
と
す
る
ほ
ど
「
私
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
言
葉
は
「
私
」

か
ら
乖
離
し
て
し
ま
う
。
言
葉
と
対
象
と
の
不
一
致
と
い
う
自
己
語

り
の
困
難
に
、
牧
野
が
非
常
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
困
難
の
認
識
が
あ
る
た
め
に
、
言
葉
と
対

象
と
の
不
一
致
が
解
消
さ
れ
た
理
想
的
な
言
語
空
間
と
い
う
英
語
教

科
書
の
イ
メ
ー
ジ
が
作
り
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
自
己
を
十
全

に
語
り
う
る
言
葉
が
存
在
し
な
い
か
ら
こ
そ
、
自
足
し
た
言
葉
の
世

界
と
し
て
の
英
語
教
科
書
が
、
憧
憬
の
対
象
と
し
て
機
能
し
え
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
英
語
教
科
書
の
位
置
付
け
や
そ
こ
か
ら
発
す
る
夢
想

が
、「
地
球
儀
」
以
外
の
初
期
私
小
説
に
お
い
て
前
景
化
す
る
こ
と
は

な
い
の
だ
が
、
英
語
教
科
書
に
由
来
す
る
表
現
は
初
期
以
降
の
作
品

に
お
い
て
も
継
続
し
て
見
ら
れ
る
。
特
に
重
要
な
の
が
、
幻
想
的
小

説
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
受
容
に
英
語
教
科
書

が
寄
与
し
て
い
た
点
で
あ
る
。「
沼
辺
よ
り
」（﹃
新
潮
﹄
昭
８
・
３
）

と
い
う
作
品
に
は
、お
雪
に
英
語
の
指
導
を
頼
ま
れ
た
︿
僕
﹀
が
︿
ナ

シ
ヨ
ナ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
の
三
の
巻
﹀
の
︿「
ア
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
タ

ツ
チ
。」﹀
と
い
う
物
語
を
読
み
上
げ
さ
せ
る
場
面
が
あ
る
。︿「
わ
ん

す
・
あ
ぽ
ん
・
あ
・
た
い
む
、
ぜ
あ
、
り
ぶ
ど
、
あ
、
き
ん
ぐ
、
ね

い
む
ど
、
マ
イ
ダ
ス
︙
︙
」﹀
と
し
て
始
ま
る
物
語
は
、
実
は
﹃
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
﹄
で
は
な
く
、
同
じ
く
輸
入
も
の
の
教
科
書

で
あ
る
﹃C

ham
bers

ʼs narrative series of standard reading 
books. 

﹄
第
三
巻
（W

. &
 R

. C
ham

bers, 18 63

）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

第
三
巻
「TH

IRD
 PA

R
T.

」
に
「M

idas, or the G
olden Touch.

」
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が
収
録
さ
れ
て
お
り
、「
沼
辺
よ
り
」
で
は
そ
の
冒
頭
︿O

nce upon 

a tim
e there lived a very rich m

an, and he w
as a king 

besides, w
hose nam

e w
as M

idas. 

﹀
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
触
れ
た
も
の
を
黄
金
に
変
え
て
し
ま
う
こ
の
ミ
ダ
ス
王
の

伝
説
の
他
、
同
書
に
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
由
来
の
物
語
が
多
数
収
録
さ

れ
て
い
る)
22
(

。
ギ
リ
シ
ャ
神
話
を
教
科
書
の
内
容
と
位
置
付
け
て
い

る
の
は
「
沼
辺
よ
り
」
の
み
だ
が
、
牧
野
の
ギ
リ
シ
ャ
神
話
受
容
を

把
握
す
る
た
め
に
は
、
英
語
教
科
書
と
の
関
係
性
を
考
慮
す
る
こ
と

が
不
可
欠
だ
と
言
え
よ
う
。

「
地
球
儀
」
に
お
け
る
表
現
の
特
質
は
ま
た
、
書
物
の
中
に
立
ち

あ
ら
わ
れ
る
理
想
的
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
点
で
も
幻
想
的
小
説
と
の
連

続
性
を
有
し
て
い
る
。
幻
想
的
小
説
に
お
い
て
は
、
自
己
語
り
に
お

け
る
「
私
」
の
複
数
性
が
前
提
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
実
体
と
し
て

の
対
象
か
ら
遊
離
し
て
い
る
言
葉
の
機
能
も
、
一
つ
の
魅
力
的
な
世

界
像
を
結
ぶ
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。そ
こ
で
は︿
お

伽
噺
﹀
と
い
う
形
容
も
批
評
性
を
失
い
、
積
極
的
な
意
味
を
付
与
さ

れ
る
の
で
あ
る
。「
Ｒ
漁
場
と
都
の
酒
場
で
」（﹃
経
済
往
来
﹄昭
５
・
８
）

か
ら
、︿
私
﹀
が
村
の
子
ど
も
の
た
め
に
︿「
シ
ノ
ン
物
語
」
と
い
ふ

作
者
不
明
の
絵
本
﹀
を
入
手
し
た
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

「
シ
ノ
ン
！　

シ
ノ
ン
！　

シ
ノ
ン
！
」

　

私
は
、彼
の
兵
士
の
名
前
を
声
を
限
り
に
呼
び
あ
げ
て
ゐ
た
。

呼
べ
ば
応
へ
が
あ
る
―
―
か
の
や
う
に
私
は
夢
を
忘
れ
、
時
を

忘
れ
、
忽
ち
作
中
の
人
物
等
と
共
に
同
じ
空
気
を
呼
吸
し
て
し

ま
ふ
の
が
病
ひ
で
あ
つ
た
。
―
―
だ
か
ら
私
は
、
滅
多
に
本
を

読
ま
ぬ
こ
と
に
努
め
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
愛
す
る
子
供
の
た

め
に
東
京
に
注
文
し
て
お
い
た
騎
士
物
語
の
一
部
が
駅
留
便
で

着
い
た
の
で
、
さ
て
、
こ
れ
を
、
何
ん
な
風
に
面
白
気
に
翻
訳

し
て
、
読
み
聞
か
せ
て
や
ら
う
か
？　

と
思
つ
て
、
早
速
歩
き

な
が
ら
封
を
切
つ
て
、
下
験
べ
を
は
じ
め
て
見
る
と
忽
ち
自
分

自
身
が
囚
は
れ
の
身
に
な
つ
て
し
ま
ひ
、
思
は
ず
力
ん
で
剣
を

振
る
、
眼
を
据
ゑ
て
不
思
議
な
唸
り
声
を
挙
げ
る
︙
︙
何
う
に

も
仕
方
が
な
く
な
つ
た
の
で
私
は
、
慌
て
ゝ
道
を
変
へ
て
人
通

り
の
無
い
、
裏
山
へ
向
ふ
野
良
路
に
走
つ
た
の
で
あ
る
。

ト
ロ
イ
ア
戦
争
に
お
け
る
有
名
な
木
馬
作
戦
で
、
敵
方
と
の
交
渉

役
を
務
め
た
シ
ノ
ン
の
物
語
は
、
本
来
の
読
者
で
あ
る
子
ど
も
よ
り

先
に
︿
私
﹀
を
魅
了
し
て
し
ま
う
。︿
私
﹀
は
こ
れ
に
続
く
箇
所
で
、

「
シ
ノ
ン
物
語
」
と
と
も
に
入
手
し
た
複
数
の
書
物
を
︿
お
伽
噺
﹀

と
呼
ん
で
い
る
の
だ
が
、︿
お
伽
噺
﹀
と
い
う
形
容
が
意
味
す
る
の
は

空
想
性
へ
の
批
判
で
は
無
論
な
い
。
物
語
に
没
入
し
、
英
雄
と
一
体

化
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
機
能
が
、︿
お
伽
噺
﹀
に
お
い
て
見
出
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
初
期
私
小
説
か
ら
幻
想
的
小
説
へ
の
変
遷
に
つ
い
て
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は
、
一
人
称
小
説
に
お
け
る
語
り
と
い
う
視
座
か
ら
分
析
が
進
め
ら

れ
て
き
た
。「
私
」
が
「
私
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
と
そ
の
困
難
が
、

「
私
」
な
ら
ざ
る
「
私
」
を
析
出
し
て
い
く
構
造
を
生
み
、
後
の
幻

想
的
表
現
に
結
び
付
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
語
り
の
特
質
が
幻

想
的
小
説
成
立
の
原
動
力
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
言
葉
の
脈
絡

か
ら
生
ま
れ
る
夢
想
は
「
地
球
儀
」
に
お
い
て
す
で
に
描
か
れ
て
い

た
。「
地
球
儀
」
に
お
け
る
理
想
的
イ
メ
ー
ジ
の
展
開
に
は
父
親
小

説
と
は
異
質
な
要
素
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
た
が
、
む
し
ろ
そ
こ
に

こ
そ
幻
想
的
小
説
を
構
成
し
て
い
る
表
現
の
萌
芽
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
り
、
作
風
の
変
遷
要
因
や
幻
想
的
小
説
の
表
現
構
造

を
解
明
す
る
上
で
「
地
球
儀
」
の
位
置
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

※ 

牧
野
信
一
か
ら
の
引
用
は
、﹃
牧
野
信
一
全
集
﹄（
全
６
巻
、
筑
摩
書

房
、平
14
・
３
~
平
15
・
５
）
に
拠
り
、旧
字
は
適
宜
新
字
に
改
め
た
。

︻
注
︼

（
1
）新
進
作
家
叢
書
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た﹃
父
を
売
る
子
﹄（
新
潮
社
、

大
13
・
８
）
が
、「
熱
海
へ
」「
ス
プ
リ
ン
グ
コ
ー
ト
」「
父
を
売
る
子
」

を
含
む
七
作
品
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
牧
野
の
評
価
と
「
父

親
小
説
」
の
結
び
付
き
を
物
語
っ
て
い
る
。

（
2
）吉
岡
保
治「
続
七
月
の
創
作
評　

四
」（﹃
時
事
新
報
﹄大
12
・
７
・
18
）。

（
3
）「
新
潮
合
評
会
（
一
）」(

﹃
新
潮
﹄
大
12
・
８)

。

（
4
）
大
森
澄
雄
「
牧
野
信
一
―
骨
肉
の
倫
理
―
」（﹃
私
小
説
作
家
研
究
﹄

誠
光
社
、
昭
57
・
４
）。
初
出
は
「
牧
野
信
一
素
描
―
と
く
に
骨
肉
の

問
題
を
―
」（﹃
国
語
国
文
学
論
集
﹄
昭
48
・
４
）。

（
5
）
鈴
木
貞
美
「
最
も
美
し
い
魂
は
―
牧
野
信
一
の
た
め
に
」（﹃
人
間
の

零
度
、
も
し
く
は
表
現
の
脱
近
代
﹄
河
出
書
房
新
社
、
昭
62
・
４
）。

初
出
は
﹃
文
学
界
﹄（
昭
61
・
３
）。

（
6
）
河
上
徹
太
郎
「
牧
野
信
一
﹃
地
球
儀
﹄」（﹃
文
芸
﹄
昭
27
・
10
）。

（
7
）
牧
野
の
伝
記
的
事
実
に
つ
い
て
は
、﹃
牧
野
信
一
全
集
﹄
第
六
巻
（
筑

摩
書
房
、平
15
・
５
）
の
「
年
譜
」、薬
師
寺
章
明
﹃
評
説　

牧
野
信
一
﹄

（
明
治
書
院
、昭
41
・
12
）
を
参
照
し
た
。
な
お
年
齢
に
つ
い
て
は
「
年

譜
」
と
同
じ
く
数
え
年
齢
で
表
示
し
た
。

（
8
）「
地
球
儀
︹
モ
デ
ル
考
︺」（﹃
解
釈
と
鑑
賞
﹄
昭
34
・
３
）。

（
9
）
電
話
の
開
通
は
「
電
話
所
新
設
」（﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄︹
朝
刊
︺
明
36

・
４
・
25
）
な
ど
と
報
じ
ら
れ
、
そ
の
業
務
開
始
に
つ
い
て
は
明
治

三
七
年
三
月
一
四
日
付
の
﹃
官
報
﹄「
逓
信
省
告
示
第
百
八
十
五
号
」

に
︿
本
月
十
五
日
ヨ
リ
相
模
国
足
柄
下
郡
小
田
原
電
話
所
ニ
於
テ
電

話
交
換
業
務
ヲ
開
始
ス
﹀
と
あ
る
。
そ
の
後
の
進
捗
状
況
も
「
小
田

原
熱
海
の
電
話
所
」（﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄︹
朝
刊
︺明
36
・
10
・
20
）、「
小

田
原
の
電
話
」（
同
上
、
明
37
・
３
・
15
）
な
ど
と
新
聞
で
報
じ
ら
れ
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て
い
た
。

（
10
）「
地
球
儀
︹
モ
デ
ル
考
︺」（
注
８
参
照
）。

（
11
）
宇
野
浩
二
等
編
﹃
牧
野
信
一
全
集
３
﹄（
第
一
書
房
、
昭
12
・
７
）。

（
12
）
こ
の
時
期
、
地
球
儀
の
使
用
法
や
経
緯
度
な
ど
の
基
礎
知
識
を
解
説

し
た
参
考
書
が
、﹃
地
球
儀
便
覧
﹄﹃
地
球
儀
略
解
﹄
な
ど
の
タ
イ
ト
ル

で
多
数
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）
大
石
雅
彦
は
「
牧
野
信
一
に
お
け
る
三
つ
の
固
有
相
―
物
、
場
、
雰

囲
気
」（﹃
彼
我
等
位
―
日
本
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
／
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン

ギ
ャ
ル
ド
﹄
水
声
社
、
平
21
・
４
）
に
お
い
て
、
地
球
儀
は
︿
不
在

の
父
を
代
行
=
表
象
す
る
物
﹀
で
あ
り
、︿
か
つ
て
不
在
の
父
を
あ
ら

わ
し
た
そ
れ
は
、
い
ま
父
の
不
在
を
あ
ら
わ
す
﹀
と
指
摘
し
て
い
る
。

初
出
は﹃
交
錯
す
る
言
語　

新
谷
敬
三
郎
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
﹄（
名

著
普
及
会
、
平
４
・
３
）。

（
14
）
柳
沢
孝
子
「
夢
見
ら
れ
た
も
の
―
描
か
れ
た
父
と
母
」（﹃
牧
野
信
一　

イ
デ
ア
の
猟
人
﹄
小
沢
書
店
、
平
２
・
５
）。
初
出
は
「
夢
見
ら
れ
た

も
の
（
上
）
―
牧
野
信
一
と
父
」、「
夢
見
ら
れ
た
も
の
（
下
）
―
牧
野

信
一
と
母
」（﹃
早
稲
田
文
学
﹄
昭
61
・
３
、
４
）。

（
15
）江
利
川
春
雄「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
日
本
英
語
教
科
書
史
の
全
体
像
」

（
小
篠
敏
明
・
江
利
川
春
雄
編
著
﹃
英
語
教
科
書
の
歴
史
的
研
究
﹄
辞

游
社
、
平
16
・
８
）。 

（
16
）
牧
野
信
一
「
余
話
（
秘
め
ら
れ
た
箱
）」（﹃
新
小
説
﹄
大
14
・
５
）。

（
17
）
ヱ
イ
は
明
治
二
〇
年
四
月
か
ら
幸
学
校
（
尋
常
小
学
校
の
前
身
）
で

訓
導
を
努
め
、
在
職
期
間
は
三
〇
年
三
カ
月
に
及
ん
だ
。

（
18
）
こ
の
︿Splashed the w

ater

﹀
も
や
は
り
﹃
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
﹄

第
二
巻「LessonV

II

」に
基
づ
い
て
い
る
。
飼
っ
て
い
る
猿
の︿Jocko

﹀

を
洗
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
酷
く
水
を
飛
び
散
ら
さ
れ
た
様
子
が

︿H
ow

 he did splash the w
ater!

﹀
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）
西
脇
順
三
郎
「「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
」
と
ア
メ
リ
カ
」（
未
刊

エ
ッ
セ
イ
）。
引
用
は
﹃
定
本　

西
脇
順
三
郎
全
集
﹄
第
一
二
巻
（
筑

摩
書
房
、
平
６
・
11
）。

（
20
）
渋
沢
栄
一
の
息
子
で
明
治
二
五
年
生
ま
れ
の
渋
沢
秀
雄
は
、﹃
ア
メ
リ

カ
往
来
﹄（
東
宝
書
店
、
昭
23
・
10
）
の
中
で
︿
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
・
リ
ー

ダ
ー
の
な
か
に
は
、
国
語
の
読
本
と
ま
る
で
世
界
の
違
つ
た
、
日
本

に
は
あ
り
得
な
い
や
う
な
面
白
い
話
が
多
い
の
で
嬉
し
か
つ
た
﹀
と

語
り
、
後
年
再
び
そ
れ
を
手
に
し
た
際
に
は
︿
初
恋
の
女
に
め
ぐ
り

逢
つ
た
ほ
ど
嬉
し
か
つ
た
﹀
と
し
て
い
る
。

（
21
）︿
一
匹
の
若
い
鼠
が
或
る
水
車
小
屋
に
大
勢
の
仲
間
と
共
に
住
ん
で
ゐ

た
﹀
と
始
ま
る
︿
若
い
鼠
の
グ
リ
ツ
プ
﹀
の
話
は
、﹃
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

リ
ー
ダ
ー
﹄
第
二
巻
「LessonX

LV, X
LV

I

」
の
「T

H
E

 LA
ZY

 R
A

T

」

「T
H

E
 LA

ZY
 R

A
T

（C
ontinued

）」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
壊
れ
か
け

た
巣
か
ら
引
越
そ
う
と
す
る
鼠
た
ち
の
中
で
、
怠
惰
な
グ
リ
ッ
プ
の

み
は
巣
に
止
ま
り
、
最
後
は
巣
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
息
絶
え
る
。
冒



－88－

ら
し
く
、
第
四
巻
に
は
「Tales of H

ercules

」、
第
五
巻
に
は
「T

he 

Lotus-E
aters

」「Iô and Prom
etheus

」、
第
六
巻
に
は
「T

he 

C
attle of H

elios

」
が
収
録
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
牧
野
作
品
に
は
︿
ク

リ
ス
テ
ン
ダ
ム
の
七
勇
士
﹀（「
Ｒ
漁
場
と
都
の
酒
場
で
」）
と
い
う
単

語
が
頻
出
す
る
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
七
人
の
守
護
聖
人
に
ま
つ

わ
る
伝
説
を
指
す
言
葉
で
、
そ
れ
ぞ
れ
は
著
名
な
聖
人
な
の
だ
が
、

当
時
の
日
本
で
七
勇
士
の
物
語
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
文
献
は
管
見

の
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
七
勇
士
の
物
語
が
、﹃C

ham
bers

ʼs 
narrative series of standard reading books. 

﹄
第
四
巻
中
に
は

「T
he Story of St G

eorge of E
ngland

」「T
he Seven C

ham
pions 

of C
hristendom

」「St G
eorge and the D

ragon

」
と
し
て
収
録
さ

れ
て
い
た
。

頭
の
︿A

 young rat once lived in a m
ill w

ith m
any other rats. 

H
e w

as too lazy to do any thing.

﹀
と
「
吾
家
の
随
筆
」
が
正
確
に

対
応
し
て
い
る
よ
う
に
、︿
私
﹀
の
翻
訳
は
原
典
の
内
容
に
か
な
り
忠

実
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
鼠
の
名
前
を
採
用
し
た
と
思
わ
れ

る
の
が
、「
鸚
鵡
の
ゐ
る
部
屋
」（﹃
令
女
界
﹄
昭
５
・
12
）
に
登
場
す

る
鸚
鵡
の
︿
グ
リ
ツ
プ
﹀
で
あ
る
。
言
葉
を
覚
え
な
い
怠
惰
な
鸚
鵡

の
様
子
に
も
、
鼠
グ
リ
ッ
プ
の
造
形
が
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

ち
な
み
に
﹃
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
﹄
第
二
巻
の
「LessonX

LIV

」

はPolly

と
い
う
名
の
鸚
鵡
の
話
で
あ
る
。

（
22
）
同
巻
の
「SE

C
O

N
D

 PA
R

T.

」
に
は
、「T

he E
xpedition of the 

A
rgonauts

」と
い
う
英
雄
イ
ア
ソ
ン
の
金
羊
毛
獲
得
の
物
語
が「O

LD
 

W
O

R
LD

 ST
O

R
IE

S

」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
由
来
の
物
語
が
集
め
ら
れ
た


