
『
宝
物
と
し
て
の
子
ど
も
』（C

am
bridge

:
H
arvard

U
niversity

P
ress,

2010

）
に
お
い
て
著
者
、
中
央
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
立
大
学
歴
史
学
部
准
教
授
の

マ
ー
ク
・
Ａ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（
一
九
六
九
〜
）
は
、
一
八
九
〇
年
か
ら
一
九
三
〇

年
に
お
け
る
日
本
版
の
近
代
的
子
ど
も
観
の
形
成
と
中
間
階
級
の
関
係
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
本
書
は
、
す
で
に
『
子
ど
も
観
と
若
者
観
の
歴
史
研

究
雑
誌
』（“Journal

of
the
H
istory

of
C
hildhood

and
Y
outh”,

v
4,
2,

2011

）
に
お
い
て
、
近
代
日
本
子
ど
も
文
学
研
究
者
のL

.
H
alliday

P
iel

に
よ

る
書
評
も
な
さ
れ
て
お
り
、
英
語
圏
に
お
け
る
評
価
も
高
い
。
そ
の
書
評
で
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
は
英
語
圏
の
日
本
研
究
の
な
か
で
、
子
ど
も
観
に

焦
点
化
し
た
初
め
て
の
著
作
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
語
圏
の
近
代
日
本
の
子
ど
も

観
の
研
究
と
比
較
し
て
も
、
引
用
し
た
史
料
の
豊
富
さ
、
社
会
的
文
脈
に
関
す
る

記
述
の
詳
細
さ
は
群
を
抜
い
て
い
る
。

著
者
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
主
張
を
要
約
す
る
と
、「
宝
物
と
し
て
子
ど
も
」
を
み

る
日
本
版
の
近
代
的
子
ど
も
観
は
、「
少
国
民
」（little

citizen

）
と
「
優
等

生
」（superior

student

）、
そ
し
て
「
子
ど
も
ら
し
い
子
ど
も
」（childlike

child

）
と
い
う
互
い
に
競
合
す
る
関
係
に
あ
る
子
ど
も
の
理
念
の
複
合
体
と
し

て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
戦
後
に
勝
利
し
た
の
は
「
優
等
生
」
と
し
て
の
子
ど
も
で

あ
っ
た
。
以
上
の
結
論
は
、
著
者
が
フ
ォ
ロ
ー
し
た
二
〇
〇
〇
年
ま
で
の
日
本
語

圏
に
お
け
る
子
ど
も
観
の
社
会
史
研
究
の
知
見
か
ら
み
て
も
、
ま
た
著
者
が
フ
ォ

ロ
ー
し
て
い
な
い
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
研
究
蓄
積
か
ら
み
て
も
、
き
わ
め
て
妥
当

な
も
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
小
山
静
子
『
子
ど
も
た
ち
の
近
代：

学
校
教
育
と

家
庭
教
育
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
の
歴
史
像
を
参
照
）。
そ
し
て
、
三
つ

の
要
素
に
よ
っ
て
日
本
版
の
近
代
的
子
ど
も
観
を
総
括
し
た
こ
と
は
、
国
内
外
を

通
じ
た
本
書
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
要

因
と
な
っ
て
、
本
書
は
一
見
す
る
と
そ
の
よ
う
な
総
括
の
試
み
（
あ
る
い
は
日
本

版
の
近
代
的
子
ど
も
観
の
教
科
書
や
通
史
）
に
過
ぎ
な
い
と
み
え
て
し
ま
う
と
こ

ろ
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
さ
ら
な
る
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

こ
の
問
い
は
日
本
語
圏
の
研
究
を
あ
る
程
度
、
把
握
し
、
そ
れ
ら
の
知
見
を
自
明

と
し
て
き
た
評
者
に
と
っ
て
実
に
難
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
が
、
以
下
で
は
、
通
史

的
な
記
述
に
留
ま
ら
な
い
本
書
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
心
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が
け
て
、
本
書
の
概
要
を
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

序
章
「
子
ど
も
観
、
中
間
階
級
、
近
代
日
本
」
で
は
、
著
者
は
二
〇
世
紀
初

頭
の
日
本
に
お
い
て
、「
子
宝
」（the

child
as
treasure

）
と
い
う
言
葉
が

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
な
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
日
本
版
の
近
代
的
子
ど
も
観
を

解
き
明
か
し
て
い
く
。
子
宝
と
い
う
言
葉
は
、
平
安
時
代
の
詩
人
、
山
上
憶
良

し
ろ
が
ね

く
が
ね

（
六
六
〇
？
〜
七
三
三
？
）
の
詩
「

銀
も
金
も
玉
も
何
せ
む
に
勝
れ
る
宝
子
に

し
か及
め
や
も
」（「
銀
も
金
も
、
玉
と
て
も
、
何
の
役
に
立
と
う
。
す
ぐ
れ
た
宝
も
子

に
及
ぶ
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
。」
万
葉
集
第
五
巻
八
〇
二
、
中
西
進
『
万
葉
集

全
訳
注
原
文
付
』
一
九
八
四
年
、
三
六
六
頁
）
か
ら
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
現
代
で
も
日
本
の
子
ど
も
観
を
説
明
す
る
と
き
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
、
著
者
は
そ
う
し
た
日
本
人
は
子
ど
も
を
大
切
に
す
る
と
い
う
「
神
話
」

に
く
み
し
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、「
子
ど
も
は
宝
物
で
あ
る
」
と
い
う
発
想
が

三
越
百
貨
店
や
『
婦
人
世
界
』、
児
童
教
養
研
究
所
で
使
わ
れ
、
新
た
な
命
が
与

え
ら
れ
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
た
と
え
ば
、
親
向
け
の
雑
誌
を
発
行
し
た
児
童
教

養
研
究
所
の
設
立
の
趣
旨
で
は
、「
児
童
は
世
界
最
貴
の
財
宝
に
し
て
、
全
人
類

の
希
望
は
懸
て
彼
等
の
上
に
あ
り
」
と
さ
れ
て
い
た
（『
児
童
』
創
刊
号
、
一
九

一
八
年
五
月
）。
ま
た
、
第
一
部
を
通
じ
て
、「
国
家
の
宝
」
や
「
次
世
代
の
国

民
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、「
少
国
民
」
と
し
て
子
ど
も
が
理
解
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
も
着
目
し
て
い
る
。
日
本
特
有
と
思
わ
れ
る
「
宝
物
と
し
て
の
子
ど
も
」
と

い
う
表
現
に
近
代
的
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
本
書
の
主
張
の
根
幹
を

な
す
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
ひ
と
つ
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
著
者
は
一
八
九
〇
年
か
ら
一
九
三
〇
年
に
お
け
る
日
本
版
の
近
代
的
子

ど
も
観
の
形
成
を
、
制
度
や
集
団
、
個
人
に
注
目
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ

れ
ら
の
大
人
を
「
子
ど
も
観
の
設
計
者
」（architects

of
childhood

）
と
独
自

に
呼
ん
で
お
り
、
各
章
で
は
、
児
童
心
理
学
者
、
家
族
改
良
者
、
小
児
科
医
、
百

貨
店
経
営
幹
部
、
書
籍
と
雑
誌
の
編
集
者
、
国
家
官
僚
、
児
童
文
学
者
、
学
校
の

教
師
、
親
に
注
目
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
子
ど
も
観
の
設
計
者
」
が
（
本
書
で
は

四
歳
か
ら
一
二
歳
ま
で
の
）
子
ど
も
観
の
理
念
だ
け
で
な
く
、（
幼
年
、
児
童
、

子
供
と
呼
称
さ
れ
た
）
子
ど
も
の
実
際
の
日
常
生
活
を
作
り
直
し
た
か
ら
で
あ
る
。

本
論
は
一
八
九
〇
年
か
ら
一
九
一
〇
年
ま
で
の
明
治
後
半
を
扱
う
第
一
部
と
、

一
九
一
〇
年
以
降
の
第
二
部
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
「
明
治
後
半

の
中
間
階
級
の
出
現：

家
族
改
良
者
、
科
学
の
専
門
家
、
賢
母
、
少
国
民
」（
第

一
章
か
ら
第
三
章
）
で
は
、
家
族
改
良
者
、
科
学
の
専
門
家
、
よ
く
教
育
さ
れ
た

女
性
と
い
っ
た
新
し
い
エ
リ
ー
ト
に
注
目
し
て
、
家
族
や
女
性
と
の
関
係
か
ら
子

ど
も
の
位
置
づ
け
の
変
化
を
跡
付
け
て
い
る
。

第
一
章
「
道
徳
と
物
質：

家
族
改
良
者
と
中
間
階
級
の
推
進
」
で
は
、
主
に
社

会
学
者
が
検
討
し
て
き
た
日
本
に
お
け
る
近
代
家
族
の
形
成
の
問
題
と
関
わ
っ
て
、

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
社
会
主
義
者
に
代
表
さ
れ
る
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
新

し
い
家
族
の
規
範
を
検
討
す
る
。
彼
ら
が
規
範
と
し
た
家
族
像
は
、
一
家
団
欒
や

家
庭
と
し
て
表
現
さ
れ
る
感
情
に
よ
る
結
合
を
重
視
し
、
家
政
を
管
理
す
る
家
族

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
著
者
は
、
日
本
の
都
市
で
新
し
く
勃
興
し
た
家
族
こ
そ
が

「
中
間
階
級
、
道
徳
と
物
質
の
関
係
性
、
宝
物
と
し
て
の
子
ど
も
と
い
う
理
念
を

再
定
義
す
る
争
い
の
中
心
に
い
た
」
と
ま
と
め
て
い
る
。

第
二
章
「
公
的
専
門
職
と
中
間
階
級：

社
会
へ
の
影
響
に
向
け
た
科
学
の
専
門

家
の
冒
険
」
で
は
、
公
的
専
門
職
（
児
童
心
理
学
者
、
小
児
科
医
、
師
範
学
校
教

授
）
の
勃
興
に
注
目
す
る
。
彼
ら
は
、
子
ど
も
の
専
門
家
の
利
益
と
な
る
市
場
を

形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
学
歴
の
母
親
と
強
固
に
結
び
つ
く
。
そ
し
て
、
彼

女
た
ち
は
専
門
家
に
よ
っ
て
不
可
欠
と
さ
れ
た
科
学
的
知
識
を
習
得
し
、
子
ど
も

中
心
の
育
児
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
育
児
は

実
際
に
は
、
専
門
家
中
心
の
育
児
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
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第
三
章
「
賢
母
と
少
国
民：

中
間
階
級
の
確
立
」
で
は
、
日
本
女
性
史
研
究
が

明
ら
か
に
し
て
き
た
良
妻
賢
母
に
導
か
れ
な
が
ら
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
階
級
の
相
互

作
用
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
賢
母
た
ち
は
、
子
ど
も
の
成
長
日
記
を
つ
け
、

子
ど
も
部
屋
や
お
弁
当
を
用
意
す
る
道
徳
的
で
科
学
的
な
育
児
を
通
じ
て
、
日
本

の
少
国
民
の
強
い
道
徳
と
健
康
な
身
体
の
涵
養
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

第
一
部
の
各
章
に
わ
た
る
特
徴
は
、
序
章
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
階
級
の
問
題

を
、
家
族
と
関
連
付
け
よ
う
と
試
み
た
点
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
近
年
邦
訳
さ
れ

た
ス
テ
ッ
ド
マ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
『
階
級
と
い
う
言
語：

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
労
働
者

階
級
の
政
治
社
会
史1832

―1982
年
』（
長
谷
川
貴
彦
訳
、
刀
水
書
房
、
二
〇
一

〇
年
）
な
ど
の
研
究
を
参
照
し
て
、
階
級
の
概
念
の
存
在
を
前
提
と
す
る
の
で
は

な
く
、
歴
史
的
な
ア
ク
タ
ー
が
人
々
や
実
践
を
正
確
に
述
べ
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
階
級
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
に
留
意
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の

成
果
に
つ
い
て
は
、
評
者
の
力
量
不
足
の
た
め
、
こ
れ
以
上
、
明
示
で
き
な
い
。

第
二
部
「
大
正
期
の
日
本
に
お
け
る
中
間
階
級
の
再
形
成：

教
育
、
遊
び
、
新

し
い
子
ど
も
期
の
構
想
」（
第
四
章
か
ら
第
五
章
）
で
は
、「
少
国
民
」
と
し
て
の

子
ど
も
観
に
対
抗
し
て
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
小
学
校
に
よ
っ
て
奨
励
さ
れ
た

「
優
等
生
」、
そ
し
て
、
両
者
の
子
ど
も
観
へ
の
批
判
と
し
て
児
童
心
理
学
者
や
進

歩
主
義
の
教
育
者
、
児
童
文
学
者
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
「
子
ど
も
ら
し
い
子
ど

も
」
と
い
う
二
つ
の
子
ど
も
観
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
示
し
て
い
る
。

第
四
章
「
自
己
形
成
し
た
女
性
と
優
等
生：

超
越
す
る
女
性
性
、
教
育
達
成
、

能
力
主
義
の
近
代
」
で
は
、
教
育
社
会
学
者
の
天
野
郁
夫
や
広
田
照
幸
ら
に
代
表

さ
れ
る
一
九
八
〇
年
以
降
の
教
育
の
社
会
史
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
（
近
年
で
は
、

木
村
涼
子
『〈
主
婦
〉
の
誕
生：

婦
人
雑
誌
と
女
性
た
ち
の
近
代
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
〇
年
が
重
要
）、
能
力
主
義
社
会
に
お
け
る
女
性
と
子
ど
も
の
関
係
を
検

討
す
る
。『
少
年
世
界
』
や
『
小
学
校
六
年
生
』
と
い
っ
た
子
ど
も
向
け
雑
誌
に

お
い
て
語
ら
れ
た
「
誰
で
も
優
等
生
に
な
れ
る
」
と
い
う
約
束
に
よ
っ
て
、
女
子

教
育
を
受
け
て
自
己
形
成
し
た
女
性
（self-m

ade
w
om
an

）
が
、
子
ど
も
を
通

じ
た
さ
ら
な
る
社
会
上
昇
の
夢
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち

が
中
学
校
入
学
試
験
に
向
け
て
、
子
ど
も
部
屋
で
も
勉
強
す
る
よ
う
に
な
る
一
方

で
、
母
親
た
ち
は
子
ど
も
を
試
験
地
獄
か
ら
回
避
さ
せ
、
痛
み
な
く
教
育
を
成
功

さ
せ
る
た
め
に
、
早
教
育
や
胎
教
へ
も
関
心
を
寄
せ
て
い
っ
た
。

第
五
章
「
子
ど
も
ら
し
い
子
ど
も：

遊
び
、
そ
し
て
余
暇
の
重
要
性
」
で
は
、

ロ
マ
ン
主
義
の
子
ど
も
観
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
玩
具
や
遊
び
空
間
、
子
ど
も
の
読
み
物
に
つ
い
て
は
個
別
に
検
討
さ
れ
て
き

た
が
、
著
者
は
そ
れ
ら
を
総
括
し
、
ま
た
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
空
間

や
物
に
も
注
目
す
る
。
幼
稚
園
か
ら
公
園
、
遊
び
場
、
動
物
園
、
図
書
館
の
な
か

の
児
童
室
に
わ
た
る
子
ど
も
が
遊
ぶ
た
め
の
空
間
と
、
玩
具
や
児
童
雑
誌
、
童
謡
、

童
話
と
い
う
遊
ぶ
物
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
ら
し
い
子
ど
も
の
世
界
は
創
造
さ
れ
た
。

し
か
し
、
著
者
は
皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
ロ
マ
ン
主
義
の
子

ど
も
観
が
「
近
代
世
界
を
批
判
し
た
と
し
て
も
、
決
し
て
そ
れ
を
作
り
直
す
こ
と

は
な
か
っ
た
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

特
に
第
二
部
で
は
、
小
学
校
入
学
以
降
の
子
ど
も
期
だ
け
で
な
く
、
明
確
に
幼

児
期
を
位
置
づ
け
た
こ
と
は
本
書
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
近
年
で
は
、
教
育
社
会
学

者
の
小
針
誠
が
『〈
お
受
験
〉
の
社
会
史：

都
市
新
中
間
層
と
私
立
小
学
校
』（
二

〇
〇
九
年
、
世
織
書
房
）
に
お
い
て
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
検
討
し
て
い
な
い
私
立
小

学
校
の
入
学
試
験
が
幼
稚
園
や
家
庭
教
育
に
与
え
た
影
響
と
機
能
を
検
討
し
て
い

る
よ
う
に
、
幼
児
期
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
子
ど
も
観
の
研
究
が
展
開
さ
れ
始
め

て
い
る
。
本
書
も
、
こ
う
し
た
研
究
と
歩
み
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

エ
ピ
ロ
ー
グ
で
は
、
一
九
三
〇
年
以
降
の
戦
時
期
か
ら
戦
後
の
日
本
の
歴
史
を

教
育
制
度
の
普
及
や
展
開
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
子
ど
も
や
家
族
の
表
現
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か
ら
素
描
し
て
、
子
ど
も
と
大
人
の
関
係
性
の
変
化
、
そ
し
て
後
述
す
る
そ
の
再

構
成
の
条
件
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

以
上
、
各
章
の
紹
介
を
通
じ
て
、
い
く
ら
か
本
書
の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
一
点
だ
け
、
本
書
の
全
体
に
関
わ
る
特
徴
を
付
け
加
え
て

お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
研
究
は
日
本
語
圏
の
研
究
者
に
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
、
英
語
圏
に
お
け
る
豊
富
な
日
本
研
究
の
う
え
に
な
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
書
評

に
お
い
て
も
、
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
の
キ
ャ
ロ
ル
・
グ
ラ
ッ
ク
と
ハ
リ
ー
・
ハ
ル

ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
の
学
術
的
伝
統
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
九

〇
年
代
以
降
の
日
本
研
究
で
も
、
女
性
や
家
族
、
子
ど
も
が
対
象
に
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
お
り
、
本
書
も
こ
う
し
た
系
譜
の
な
か
に
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、

「
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
」（
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
）
と
し
て
の
「
お
弁

当
」
に
注
目
し
た
戦
後
日
本
に
つ
い
て
の
研
究
が
あ
り
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
第
三
章

に
お
い
て
、
そ
の
起
源
が
二
〇
世
紀
初
頭
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

最
後
に
、
本
書
を
閉
じ
た
と
き
、
今
一
度
、
目
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
唯
一
の

図
像
を
眺
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
（
国
立
国
会
図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書
館

「
絵
本
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
で
も
閲
覧
可
）。
表
紙
に
使
わ
れ
た
そ
の
図
像
は
、
戦
前
期

に
活
躍
し
た
児
童
画
家
、
岡
本
帰
一
（
一
八
八
八
〜
一
九
三
〇
）
の
「
ボ
ク
ノ
ヘ

ヤ
」（『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
一
九
三
〇
年
一
月
、
創
刊
は
一
九
二
二
年
一
月
）
と
い

う
作
品
で
あ
る
。
勉
強
机
に
向
か
っ
た
少
年
が
中
央
に
い
る
「
ボ
ク
ノ
ヘ
ヤ
」
は
、

床
か
ら
棚
、
屋
上
ま
で
部
屋
一
面
に
、
積
木
、
人
形
、
車
や
飛
行
機
の
模
型
と

い
っ
た
遊
び
道
具
に
満
ち
溢
れ
た
「
子
ど
も
ら
し
い
子
ど
も
」
の
姿
を
示
し
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
少
し
注
意
深
く
み
る
な
ら
ば
、
部
屋
の
主
で
あ
る

少
年
が
、
学
校
の
宿
題
と
推
測
さ
れ
る
象
の
写
生
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で

あ
ろ
う
（
絵
の
右
端
に
は
、「
ボ
ク

ノ

ヘ
ヤ

デ

ク
ニ
オ
サ
ン

ノ

シ

ヤ
セ
イ
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
）。
つ
ま
り
、
こ
の
少
年
は
「
子
ど
も
ら
し
い
子

ど
も
」
だ
け
で
な
く
、「
優
等
生
」
も
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

絵
の
含
意
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
壁
に
は
、
騎
乗
し
な
が
ら
敬
礼
し
た
軍
人
の

絵
と
日
の
丸
を
持
つ
頬
の
赤
い
男
の
子
の
絵
が
飾
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
作

品
に
は
、
巧
妙
に
「
少
国
民
」
と
し
て
の
子
ど
も
観
も
投
影
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
作
品
は
、
互
い
に
競
合
す
る
三
つ
の
子
ど
も
観
が
同
時
に
共
棲
で
き
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（
異
な
る
子
ど
も
観
の
共
存
に
つ
い
て
は
、
広
田
照
幸

『
日
本
人
の
し
つ
け
は
衰
退
し
た
か：

「
教
育
す
る
家
族
」
の
ゆ
く
え
』
講
談
社

現
代
新
書
、
一
九
九
九
年
も
参
照
）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
日
本
版
の
近
代
的

子
ど
も
観
の
帰
結
に
つ
い
て
、
著
者
は
序
章
で
、
子
ど
も
に
と
っ
て
の
子
ど
も
時

代
は
「
宝
物
」
で
は
な
く
、「
子
ど
も
は
実
際
に
は
犠
牲
者
で
あ
っ
た
」
と
指
摘

し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
歴
史
的
な
悲
劇
に
対
す
る
応
答
と
し
て
、
エ
ピ
ロ
ー
グ

で
は
、「
子
ど
も
と
大
人
の
歴
史
が
絡
み
合
わ
せ
ら
れ
る
と
き
に
の
み
、
子
ど
も

と
大
人
の
未
来
の
運
命
は
共
有
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
結
ん
で
い
る
。

本
書
の
よ
う
な
総
括
が
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
子
ど
も
観
と
子

ど
も
の
歴
史
研
究
に
は
、
依
然
と
し
て
、
関
係
づ
け
る
べ
き
「
大
人
の
歴
史
」
に

関
す
る
課
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
評
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
（
た
と
え
ば
、
こ

の
分
野
で
も
十
分
な
蓄
積
が
な
い
と
思
わ
れ
る
天
皇
制
や
戦
争
に
関
し
て
、
評
者

の
目
に
留
ま
っ
た
も
の
と
し
て
、
加
藤
陽
子
『
昭
和
天
皇
と
戦
争
の
世
紀
』
講
談

社
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
）。
さ
ら
に
は
、
歴
史
学
や
社
会
学
と
い
っ
た
ア
プ

ロ
ー
チ
に
加
え
て
、
東
ア
ジ
ア
や
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
に
お
け
る
研
究
対
象
と
な

さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
積
み
重
ね
に
よ
る
新
し
い
子
ど
も
観
と
子
ど
も
の

歴
史
と
、
さ
ら
な
る
研
究
へ
と
い
ざ
な
う
本
書
に
は
、「
子
ど
も
と
大
人
の
未
来

の
運
命
」
を
共
有
す
る
た
め
の
歴
史
的
な
手
が
か
り
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
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