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サ
バ
イ
バ
ー
の
食
卓

鳥
島
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン

水
間

千
恵

は
じ

め
に

『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
（
R
ob

in
son

C
ru
soe,

1719）
は
、
四
年

余
り
に
わ
た
っ
て
無
人
島
で
生
き
の
び
た
水
夫
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
セ
ル
カ
ー

ク
（
A
lex

a
n
d
er

S
erk

irk
）
を
モ
デ
ル
に
し
た
物
語
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同

作
の
影
響
を
受
け
て
石
井
研
堂
が
創
作
し
た
『
鯨
幾
太
郎
』
（
一
八
九
四
年
）

に
も
、
実
在
の
モ
デ
ル
が
存
在
し
た
。
か
ね
て
よ
り
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た

の
は
中
濱
万
次
郎
（
一
八
二
七
―
九
八
）
で
あ
る （
１
）。
土
佐
の
漁
村
で
生
ま
れ
、

海
難
事
故
を
き
っ
か
け
に
十
余
年
に
わ
た
る
異
国
暮
ら
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

も
の
の
、
先
進
的
な
知
識
や
技
術
を
身
に
着
け
て
帰
国
し
た
お
か
げ
で
士
分
に

と
り
た
て
ら
れ
、
維
新
後
も
新
政
府
に
重
用
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
貧
し
く
無

学
だ
っ
た
少
年
が
、
努
力
と
忍
耐
に
よ
っ
て
困
難
を
克
服
し
、
社
会
に
役
立
つ

大
人
に
成
長
す
る
と
い
う
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
は
道
徳
教
材
と
し
て
の
適
性

十
分
で
あ
り
、
波
乱
万
丈
な
人
生
も
、
そ
の
ま
ま
冒
険
物
語
の
主
人
公
に
据
え

る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の
た
め
、
万
次
郎
を
モ
デ
ル
に
し
た
児
童
書
は
、
明
治

時
代
以
来
こ
ん
に
ち
に
至
る
ま
で
数
多
く
出
版
さ
れ
て
き
た
。
石
井
研
堂
の

『
鯨
幾
太
郎
』
は
そ
の
な
か
で
も
最
初
期
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
井
伏

�

二
の
『
ジ
ョ
ン
万
次
郎
漂
流
記
』（
一
九
三
七
年
）
を
嚆
矢
と
し
て
、
ノ
ン
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
作
品
が
大
半
を
占
め
る
な
か
に
あ
っ
て
、
研
堂
は
万
次
郎
の
人
生
を

下
敷
き
に
し
つ
つ
も
、
超
人
的
な
少
年
が
活
躍
す
る
冒
険
活
劇
に
仕
立
て
た
。

こ
の
点
、
す
な
わ
ち
、
完
全
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
『
鯨
幾

太
郎
』
は
、
万
次
郎
関
連
の
作
品
の
な
か
で
は
異
色
の
存
在
と
い
え
る
。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
に
あ
た
っ
て
、
研
堂
は
、
万
次
郎
の
実
人
生
に
お
い
て
五

か
月
弱
の
経
験
に
過
ぎ
な
か
っ
た
無
人
島
暮
ら
し
を
、
十
年
以
上
に
わ
た
る
サ

バ
イ
バ
ル
体
験
へ
と
拡
大
し
、
物
語
全
体
の
約
四
割
を
占
め
る
主
要
な
柱
に
据

え
た
。
こ
の
こ
と
自
体
は
、
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
を
意
識
し
た
創

作
で
あ
る
以
上
、
当
然
の
変
更
だ
と
い
え
る
。
だ
が
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
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そ
の
拡
大
さ
れ
た
無
人
島
サ
バ
イ
バ
ル
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に

も
実
在
の
モ
デ
ル
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
人
物

と
は
、
万
次
郎
と
同
じ
く
土
佐
出
身
の
漂
民
で
、
彼
に
先

ん
じ
て
同
じ
無
人
島
で
十
二
年
四
か
月
に
わ
た
っ
て
サ
バ

イ
バ
ル
生
活
を
送
っ
た
野
村
長
平
（
一
七
六
二
頃
―
一
八

二
一
）
で
あ
る （
２
）。
生
還
後
の
長
平
に
つ
い
て
は
、
名
字
を

許
さ
れ
た
も
の
の
、
藩
か
ら
の
捨
扶
持
を
得
て
暮
ら
し
、

二
〇
余
年
後
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
伝
わ
る
の
み
で
、
子

孫
の
有
無
も
定
か
で
は
な
い （
３
）。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
栄

達
の
道
を
歩
ん
だ
万
次
郎
と
は
異
な
り
、
全
国
津
々
浦
々

に
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が

じ
つ
は
、
『
鯨
幾
太
郎
』
が
出
版
さ
れ
た
の
ち
、
彼
は

「
土
佐
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
」
も
し
く
は
「
日
本
の
ロ
ビ
ン
ソ

ン
」
と
し
て
、
子
ど
も
向
け
の
冒
険
物
語
に
た
び
た
び
登

場
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
長
平
を
主
人
公
と
す
る
子
ど
も
向
け
の
ロ

ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
を
複
数
と
り
あ
げ
て
、
食
べ
も
の
に
関

す
る
描
写
を
分
析
す
る （
４
）。
「
食
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
設
定

す
る
の
は
、
そ
も
そ
も
サ
バ
イ
バ
ル
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て

成
立
し
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
に
お
い
て
、
食
べ
も
の
こ

そ
が
作
品
の
主
題
を
映
し
だ
す
鏡
と
し
て
機
能
す
る
か
ら

で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
の
取
り
組
み
は
、
日
本
に
お
け
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写真 1（右上） 長平の墓石。2006年に記念碑とと

もに現在の場所（香我美駅前）に移設された。

写真 2（左上） 長平を顕彰した記念碑。1928年に

地元の青年団によって設置された。

写真 3（左下） 長平像。「無人島長平」生還200周

年記念事業の一環で，1998年に設置された。



る
子
ど
も
向
け
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
の
歴
史
の
全
体
像
を
詳
ら
か
に
す
る
研
究

の
一
環
で
あ
り
、

�『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
の
翻
訳
受
容
史
研
究
、

�デ
フ
ォ
ー
作
品
以
外
の
変
形
譚
の
翻
訳
受
容
史
研
究
、

�純
粋
和
製
変
形
譚

の
歴
史
研
究
と
い
う
三
分
野
の
う
ち
、
最
も
先
行
研
究
の
乏
し
い

�に
資
す
る

も
の
で
あ
る
。

一
分
析
対
象
と
そ
の
典
拠

本
稿
に
お
い
て
は
、
分
析
の
対
象
を
、
長
平
を
主
人
公
と
す
る
子
ど
も
向
け

の
読
み
物
の
う
ち
、
全
国
規
模
で
の
流
通
を
意
図
し
て
出
版
さ
れ
、
か
つ
、
明

確
な
物
語
性
を
有
す
る
作
品
に
限
定
し
た
。
ジ
ャ
ン
ル
の
変
遷
を
確
認
す
る
た

め
に
は
、
販
路
と
読
者
層
が
限
定
さ
れ
る
自
費
出
版
物
や
地
域
限
定
の
出
版
物

を
排
除
し
た
う
え
で
、
人
物
造
形
や
感
情
描
写
等
に
作
家
の
独
自
性
が
表
出
す

る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
の
高
い
作
品
を
選
ぶ
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
伝
承
物
語
に
分
類
さ
れ
る
短
編
や
、
古
い
漂
流
譚
を
た
だ
現

代
風
に
書
き
改
め
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
の
濃
い
作
品
が
は
ず
れ
、
以
下
の

四
作
品
が
残
る
こ
と
に
な
っ
た （
５
）。

こ
れ
ら
の
作
家
た
ち
が
長
平
に
関
す
る
情
報
源
と
し
て
依
拠
し
た
の
は
、
主

と
し
て
江
戸
時
代
の
漂
流
譚
で
あ
る
。
『
鯨
幾
太
郎
』
を
著
し
た
石
井
研
堂
は

そ
れ
ら
の
収
集
家
と
し
て
も
名
を
残
し
て
お
り
、
彼
が
出
版
し
た
『
漂
流
奇
談

全
集
』
（
一
九
〇
〇
）
に
は
、
長
平
関
連
の
文
献
が
四
点
収
録
さ
れ
て
い
る
。

収
録
順
に
、「
鳥
島
物
語
」「
無
人
島
談
話
」「
漂
流
日
記
」「
無
人
島
漂
流
口
書
」

の
四
点
で
あ
る （
６
）。

そ
も
そ
も
一
口
に
漂
流
譚
と
言
っ
て
も
、
そ
の
内
容
や
形
式
は
多
様
で
あ
る
。

た
と
え
ば
春
名
徹
は
、
①
役
人
が
帰
国
漂
流
者
か
ら
聴
取
・
記
録
し
た
「
漂
流

口 く
ち書 が
き」（
今
で
い
う
公
的
調
書
）、
②
学
識
者
が
聴
き
取
っ
て
ま
と
め
た
「
編
纂

物
漂
流
記
」、
③
権
力
や
権
威
と
は
無
関
係
な
場
で
帰
国
漂
流
者
が
自
由
に
語
っ

た
経
験
談
を
書
き
と
め
た
「
炉
辺
談
話
型
漂
流
記
」
、
そ
し
て
④
漂
流
者
自
身

に
よ
る
「
自
筆
記
録
」
の
四
分
類
を
提

示
し
て
い
る （
７
）。
研
堂
の
『
漂
流
奇
談
全

集
』
に
収
録
さ
れ
た
四
文
献
を
こ
の
分

類
に
あ
て
は
め
る
と
、
「
鳥
島
物
語
」
が

②
か
ら
の
派
生
品
、
「
無
人
島
談
話
」
が

②
、
「
漂
流
日
記
」
が
④
、
「
無
人
島
漂

流
口
書
」
が
①
に
該

当
す
る
と
考
え
ら

れ
る （
８
）。
い
ず
れ
も
、
江
戸
時
代
か
ら
写

本
の
形
で
流

布
し
て
い
た
も
の
で
、
こ

の
ほ
か
に
も
、
長
平
と
と
も
に
無
人
島

を
脱
出
し
て
生

還
し
た

水
夫
た
ち
に
関

す
る
記
録
類
が

各
々
の
出
身
地
を

中
心

に
数
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
な
か
に
は

『
坐

臥
記 （
９
）』
の
よ
う
に
、
明

治
時
代
以

降

に
印

刷
出
版
さ
れ
て
流
通
し
た

例
も
あ

る
。

サバイバーの食卓200
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資料1 分析の対象とする四作品

著 者 タイトル 出版者 出版年

北村重敬
『土佐の長平漂流談

日本のロビンソン』
開発社 1901年

南洋一郎 『水夫長平無人島漂流記』 偕成社 1943年

谷 真介 『鳥の島漂流記』 講談社 1980年

三田村信行
『にっぽんロビンソン

土佐の長平・無人島漂流記』
ポプラ社 1998年



前
記
作
品
の
作
家
四
名
の
う
ち
、
昭
和
二
〇
年
以
前
に
作
品
を
発
表
し
た
北

村
と
南
は
、
研
堂
の
著
作
を
参
照
し
え
た
は
ず
だ
が
、
い
ず
れ
も
独
自
に
写
本

を
入
手
し
て
、
そ
の
情
報
を
も
と
に
執
筆
し
た
と
述
べ
て
い
る （

�）。
戦
後
に
な
る

と
、
漂
流
譚
は
研
究
者
た
ち
の
手
で
次
々
と
翻
刻
出
版
さ
れ
、
ま
た
八
丈
島
経

由
で
帰
国
し
た
長
平
た
ち
に
関
す
る
記
録
を
含
む
『
八
丈
実
記 （

�）』
の
翻
刻
版
も

一
九
六
〇
年
代
に
登
場
し
手
軽
に
参
照
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
後
期
か

ら
平
成
に
か
け
て
の
二
人
の
作
家
（
谷
、
三
田
村
）
は
、
こ
の
よ
う
な
印
刷
物

も
依
拠
資
料
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

比
較
を
行
う
に
際
し
て
は
、
典
拠
文
献
の
違
い
に
由
来
す
る
差
異
を
作
家
の

独
自
性
だ
と
断
定
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
は
い
え
、

彼
ら
が
挙
げ
て
い
る
依
拠
資
料
自
体
の
性
質
が
そ
も
そ
も
多
様
で
あ
る
う
え
に
、

明
示
し
て
い
な
い
資
料
を
参
照
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
ソ
ー
ス
に
こ

だ
わ
り
す
ぎ
る
と
、
当
初
掲
げ
た
研
究
目
的
を
見
失
い
か
ね
な
い
。
た
と
え
ば
、

『
土
佐
の
長
平
漂
流
談 ば
な
し

日
本
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
は
、
長
平
が
一
三
回
忌
の

さ
な
か
に
帰
郷
し
た
と
い
う
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
幕
を
閉
じ
て
い

る
が
、
こ
れ
に
関
す
る
情
報
が
北
村
の
挙
げ
た
参
照
文
献
に
由
来
し
な
い
か
ら

と
い
っ
て
、
彼
独
自
の
創
作
だ
と
み
な
す
の
は
早
計
で
あ
る
。
同
様
に
、
同
じ

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
収
録
す
る
作
品 （

�）が
ほ
か
に
も
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
情
報

を
記
し
た
一
次
文
献
を
探
す
の
は
本
末
転
倒
で
あ
る （

�）。
そ
も
そ
も
、
長
平
を
主

人
公
に
し
た
物
語
群
は
、
長
平
と
い
う
実
在
の
人
物
に
関
す
る
記
録
と
そ
れ
を

も
と
に
創
作
さ
れ
た
物
語
と
が
、
同
列
で
参
照
・
引
用
さ
れ
て
新
た
な
作
品
が

生
み
出
さ
れ
て
き
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
て
、
長
平
の
物
語
を
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形

199
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資料2 鳥島への漂着船に関するおもな記録

漂着時期 漂 着 船 漂着者数 生存者数 在島期間

① 元禄10（1697）年 日向国志布志浦弥三右衛門船 5 5 2ケ月余

② 享保 5（1720）年 遠江国新居筒山町五兵衛船 12 3 20年余

③ 元文 4（1739）年 江戸堀江町宮本善八船 17 17 1ケ月未満

④ 宝暦 3（1753）年 和泉国箱作村鍋屋五郎兵衛船 5 2 約6年

⑤ 宝暦 9（1759）年 和泉国波有手村佐市郎船 5 5 数日

⑥ 宝暦 9（1759）年 土佐藩船大宝丸 18 18 1日以内

⑦ 天明 5（1785）年 土佐国赤岡浦松屋儀七船 4 1 12年余

⑧ 天明 8（1788）年 大坂北堀江備前屋亀次郎船 11 9 9年余

⑨ 寛政元（1789）年 日向国志布志浦中山屋三右衛門船 6 4 7年余

⑩ 天保12（1841）年 土佐国の漁船 5 5 4か月余

（注１） ⑦が長平のケース、⑩は万次郎のケースである。

（注２） ②の生存者は③の船に、④と⑥の生存者は⑤の船に乗って帰国を果たした。



譚
（
後
代
の
作
家
た
ち
が
デ
フ
ォ
ー
作
品
を
書
き
換
え
る
形
で
発
展
し
て
き
た

ジ
ャ
ン
ル
）
の
系
列
に
組
み
込
ん
で
分
析
す
る
こ
と
の
意
味
も
こ
こ
に
あ
る
。

本
稿
が
、
以
下
、
「
何
を
」
で
は
な
く
「
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
」
を

中
心
に
論
じ
る
の
も
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
な
お
、
ソ
ー
ス
探
し
を
目
的

と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
分
野
の
研
究
の
進
展
に
資
す
る
た
め
に
、
調

査
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
情
報
に
つ
い
て
は
な
る
べ
く
記
録
に
と
ど
め
る

よ
う
心
掛
け
る
。

二
長
平
の
サ
バ
イ
バ
ル
と
「
食
」

長
平
が
漂
着
し
た
の
は
伊
豆
諸
島
南
端
の
鳥
島
で
あ
る
。
東
京
か
ら
約
六
〇

〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
南
に
位
置
す
る
こ
の
島
は
、
四
方
を
切
り
立
っ
た
岸
壁
に
囲

ま
れ
た
火
山
島
で
、
湧
水
が
な
く
食
用
植
物
に
も
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、

季
節
風
や
潮
流
の
関
係
で
し
ば
し
ば
難
破
船
が
漂
着
し
て
お
り
、
一
七
世
紀
か

ら
一
九
世
紀
に
限
っ
て
も
、
百
人
以
上
も
の
船
乗
り
が
こ
の
島
に
上
陸
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
漂
着
例
の
一
部
を
資
料
二
に
示
す （

�）。
こ
れ
ら
の
事

例
を
詳
し
く
調
べ
る
と
、
島
で
の
滞
在
が
短
期
間
だ
っ
た
場
合
は
、
漂
着
者
全

員
が
生
き
て
島
を
脱
出
で
き
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
①
③
⑤

⑥
⑩
）
。
島
で
の
暮
ら
し
が
短
い
と
い
う
の
は
、
脱
出
の
手
段
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
船
の
破
損
状
況
が
軽
く
て
自
力
航
行
が
可
能
だ
っ
た
、
あ
る

い
は
、
ほ
か
の
船
が
運
よ
く
到
着
し
た
り
通
り
か
か
っ
た
り
し
て
、
救
助
し
て

も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
っ
た
状
況
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

唯
一
の
脱
出
手
段
で
あ
る
船
を
失
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
必
然
的
に
在
島
期
間

は
長
く
な
り
、
漂
着
者
の
生
存
率
も
低
下
し
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
②
④
⑦

⑧
⑨
の
ケ
ー
ス
は
そ
の
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
船
を
失
っ
て
い

た
と
し
て
も
、
島
に
先
着
者
が
い
た
場
合
に
は
、
後
着
漂
着
者
の
生
存
率
は
向

上
す
る
。
後
着
漂
流
者
は
、
先
着
漂
流
者
が
蓄
積
し
た
そ
の
土
地
に
関
す
る
知

識
や
そ
こ
で
暮
ら
す
た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
伝
授
し
て
も
ら
え
る
た
め
、
サ
バ
イ

バ
ル
力
が
補
強
さ
れ
る
こ
と
が
そ
の
一
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

と
も
に
脱
出
し
た
⑦
⑧
⑨
の
う
ち
、
⑦
よ
り
も
⑧
⑨
の
ほ
う
が
、
生
存
率
が
高

い
。
じ
つ
は
、
こ
の
⑦
こ
そ
が
長
平
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

長
平
が
乗
り
組
ん
で
い
た
の
は
、
藩
か
ら
御
蔵
米
の
運
搬
を
請
け
負
っ
た
赤

岡
浦
松
屋
儀
七 （

�）所
有
の
廻
船
で
、
目
的
地
で
船
頭
が
下
船
し
て
い
る
間
に
、
悪

天
候
に
み
ま
わ
れ
て
舵
を
失
い
、
風
と
潮
に
流
さ
れ
る
ま
ま
に
二
週
間
近
く
か

け
て
鳥
島
近
く
へ
と
運
ば
れ
た
。
長
平
は
仲
間
の
水
夫
三
人
（
源
右
衛
門
、
長

六
、
甚
兵
衛
）
と
と
も
に
か
ろ
う
じ
て
島
に
上
陸
し
た
も
の
の
、
船
は
岸
壁
に

打
ち
付
け
ら
れ
て
大
破
し
、
食
料
は
お
ろ
か
一
切
の
物
資
を
運
び
出
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
ほ
ぼ
身
一
つ
で
島
に
上
陸
し
た
彼
ら
の
生
活
は
厳
し
く
、
漂

着
か
ら
二
年
と
た
た
な
い
う
ち
に
仲
間
た
ち
は
持
病
を
悪
化
さ
せ
た
り
、
脚
気

を
思
わ
せ
る
よ
う
な
症
状
を
呈
し
た
り
し
て
次
々
と
落
命
す
る （

�）。
だ
が
、
そ
の

翌
年
に
は
新
た
な
漂
着
者
（
⑧
）
を
、
二
年
後
に
は
さ
ら
な
る
漂
着
者
（
⑨
）

を
得
て
大
所
帯
と
な
り
、
長
平
は
彼
ら
と
力
を
合
わ
せ
て
漂
着
物
を
集
め
て
船

を
造
り
、
島
を
脱
出
し
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、

無
人
島
生

活
者
の
食
生

活
を

決
定

づ
け
る

要
素
と
し
て
は
、

サバイバーの食卓198
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「
持
込
食
料
の
量
」「
島
の
豊
潤
度
」「
道
具
の
有
無
」「
サ
バ
イ
バ
ー
自
身
の
能

力
」
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
食
料
を
一
切
持
た
ず
に
サ
バ
イ
バ
ル
生
活
が
ス
タ
ー

ト
し
た
場
合
、
遭
難
者
は
、
現
地
の
植
物
、
動
物
、
海
産
物
等
を
食
べ
て
生
き

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
土
地
の
豊
か
さ
は
サ
バ
イ
バ
ー
の
食
卓

の
豊
か
さ
の
前
提
条
件
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
食
材
調
達
が
可
能
な
島
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
狩
猟
採
集
に
使
う
道
具
や
調
理
道
具
が
な
け
れ
ば
、
豊
か

な
食
生
活
は
保
証
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
サ
バ
イ
バ
ー
自
身
が
、
見
慣
れ
ぬ
動
植

物
を
食
材
と
し
て
認
識
す
る
た
め
の
知
識
や
、
そ
れ
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
技

術
や
体
力
、
調
理
や
食
品
加
工
に
関
す
る
知
識
や
技
術
を
身
に
着
け
て
い
な
け

れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
環
境
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
そ
れ
を
活
か
す
こ
と
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
。

鳥
島
上
陸
後
の
食
料
事
情
に
つ
い
て
は
、
長
平
の
次
の
よ
う
な
証
言
が
残
っ

て
い
る
。

艀
も
右
時
化
に
て
、
是
又
破
損
仕
候
間
、
夫
食
類
は
一
切
無
御
座
、
火
道

具
等
も
、
無
御
座
候
間
、
磯
邊
に
て
貝
類
を
取
夫
食
に
仕
、
其
後
は
、
右

島
に
白
き
鳥
夥
敷
有
之
候
間
、
右
の
鳥
を
取
、
是
又
夫
食
に
仕
、
四
人
の

者
漸
助
命
仕
候
。
右
の
通
生
貝
、
生
鳥
を
日
々
夫
食
に
仕
、
水
は
天
水
斗

を
當
テ
に
仕
候
間
、
度
々
水
に
飢
、
無
之
非
潮
を
給
候
儀
、
數
度
御
座
候 （

�）。

こ
の
よ
う
に
、
長
平
の
サ
バ
イ
バ
ル
生
活
は
、
け
っ
し
て
豊
潤
と
は
言
え
な

い
島
で
、
持
込
食
料
な
し
・
道
具
な
し
と
い
う
悪
条
件
の
も
と
で
の
ス
タ
ー
ト

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
食
生
活
が
大
き
く

改
善
さ
れ
る
の
は
、
後
着
漂
流
者
た
ち
が
加

わ
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
大
坂
船
と

�

摩
船
の
乗
組
員
た
ち
が
火
や
道
具
を
持
ち
込

ん
で
く
れ
た
お
か
げ
で
、
そ
れ
ま
で
は
生
あ

る
い
は
干
し
て
食
べ
る
し
か
な
か
っ
た
鳥
や

魚
を
、
焼
い
た
り
煮
た
り
し
て
食
す
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

後
着
漂
流
者
の
な
か
に
、
現
地
調
達
し
た
材

料
を
使
っ
て
漆
喰
を
作
る
こ
と
の
で
き
る
者

が
い
た
た
め
、
天
水
を
貯
め
る
池
を
作
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
飲
み
水
の
問

題
も
改
善
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
長
平
に
と
っ
て
、
後
着
漂
流
者
の
到
来
は
、

「
食
」
を
決
定
づ
け
る
要
素
の
う
ち
「
道
具
」
に
加
え
て
知
識
・
技
術
面
、
す

な
わ
ち
「
サ
バ
イ
バ
ー
自
身
の
能
力
」
と
い
う
項
目
に
関
す
る
得
点
を
飛
躍
的

に
向
上
さ
せ
る
で
き
ご
と
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
後
着
漂
流
者
が
長
平
の
生
活

に
も
た
ら
し
た
の
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
サ
バ
イ
バ
ー
の
増
加
は
、
労
働

力
の
増
加
を
も
意
味
す
る
。
漂
着
物
を
は
ぎ
合
わ
せ
て
船
を
完
成
さ
せ
る
と
い

う
大
仕
事
を
完
遂
で
き
た
の
も
、
道
具
と
知
識
と
技
術
と
労
働
力
が

�っ
た
か

ら
こ
そ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
最
悪
の
条
件
下
で
始
ま
っ
た
長
平
の
サ

バ
イ
バ
ル
生
活
が
、
生
還
と
い
う
幸
運
な
結
末
を
迎
え
る
に
至
っ
た
の
は
、
後

着
漂
流
者
た
ち
の
存
在
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る （

�）。
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資料3 サバイバーの「食」を決定づける要素

持込食料 少ない ⇔ 多い

場所の豊潤度 低い ⇔ 高い

道 具 少ない ⇔ 多い

サバイバーの能力 低い ⇔ 高い

食の内容 貧しい ⇔ 豊か



三
物
語
に
描
か
れ
た
「
食
」

ア
ホ
ウ
ド
リ

鳥
島
で
の
サ
バ
イ
バ
ー
た
ち
の
「
食
」
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
ア
ホ
ウ
ド
リ

へ
の
依
存
度
の
高
さ
で
あ
る
。
穀
類
、
果
実
、
野
菜
、
根
菜
な
ど
に
恵
ま
れ
ず
、

釣
り
に
は
必
ず
し
も
適
さ
な
い
険
阻
な
海
岸
線
を
も
つ
島
で
は
、
唯
一
手
軽
に

調
達
で
き
る
の
が
、
人
を
恐
れ
ず
動
き
も
緩
慢
な
巨
大
な
白
い
鳥
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
、
鳥
島
は
ア
ホ
ウ
ド
リ
の
一
大
繁
殖
地
と
し
て

知
ら
れ
て
お
り
、
十
月
か
ら
五
月
ご
ろ
に
か
け
て
の
繁
殖
シ
ー
ズ
ン
に
は
、
島

全
体
が
白
く
見
え
る
ほ
ど
お
び
た
だ
し
い
数
の
鳥
が
飛
来
し
て
い
た
と
い
う
。

長
平
を
含
め
て
鳥
島
に
漂
着
し
た
サ
バ
イ
バ
ー
の
大
部
分
は
、
子
育
て
中
の
大

き
な
鳥
を
撲
殺
し
て
そ
の
肉
を
食
べ
て
い
た
の
で
あ
る （

�）。
道
具
も
火
も
持
っ
て

い
な
か
っ
た
長
平
た
ち
は
、
撲
殺
し
た
ア
ホ
ウ
ド
リ
を
引
き
裂
い
て
生
の
ま
ま

食
べ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
写
実
的
に
描
写
す
れ
ば
、
子
ど
も
の
読

者
に
と
っ
て
は
、
か
な
り
衝
撃
的
な
内
容
と
な
る
だ
ろ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
扱
い
方
は
作
家
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
以
下
、

こ
の
点
を
中
心
に
据
え
て
四
作
品
の
特
徴
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

最
初
に
挙
げ
る
の
は
、
北
村
重 し
げ敬 ゆ
き（
一
八
七
四
―
一
九
五
五 （

�））
の
『
土
佐
の

長
平
漂
流
談 ば
な
し

日
本
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』（
一
九
〇
一
年
）
で
あ
る
。
北
村
は
、

「
将
来
世
界
の
舞
台
に
立
っ
て
、
立
派
な
活
動
を
す
る
大
国
民
を
つ
く
る
」
た

め
に
「
海
事
思
想
を
啓
発
し
て
、
航
海
探
検
貿
易
移
住
殖
民
等
の
念
慮
を
起
こ

さ
す
が
捷
径
だ
と
思
う （

�）」
と
執
筆
動
機
を
明
か
し
て
お
り
、
出
版
後
に
は
教
育

関
係
の
雑
誌
上
に
て
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
に
勝
る
修
身
教
材
と
し

て
自
作
を
売
り
込
ん
で
い
る （

�）。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
北
村
が
こ
の
作
品
を
、

膨
張
主
義
的
帝
国
主
義
思
想
に
根
差
し
た
児
童
教
育
と
い
う
、
明
確
な
目
的
を

も
っ
て
執
筆
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
作
品
で
は
、
凄
惨
な
食
料
調
達

作
業
も
楽
し
い
狩
猟
と
し
て
描
か
れ
、

勇
敢
で
行
動
力
の
あ
る
日
本
人
漂
民
の

英
雄
性
を
表
現
す
る
手
段
と
な
る
。
北
村
は
、
長
平
た
ち
が
ア
ホ
ウ
ド
リ
を
初

め
て
目
に
し
た
時
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
描
写
す
る
。

こ
れ
は
面
白
い
、
そ
れ
を
捕
へ
て

や
ろ
ー
と
思
つ
て
、
や
つ
て
ゆ
き
ま
す

と
、
ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
は
、
そ
の
大
鳥
は
、
人
を
見
て
も
逃
げ
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
四
人
は
、
ち
よ
つ
と
お
さ
へ
て
は
し
め
こ
ろ
し
、
ち
よ
つ
と
お
さ

へ
て
は
し
め
こ
ろ
し
、
暫
時
の
間
に
二
十
羽
ほ
ど
捕
へ
ま
し
た
。
四
人
は

大
喜
び
で
、
こ
の
鳥
を
食
料
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た （

�）。

北
村
は
、
よ
り
直
接
的
な
「
教
育
」
も
忘
れ
て
は
い
な
い
。
ア
ホ
ウ
ド
リ
の

異
名
、
分
布
や
形
態
に
つ
い
て
説
明
し
、
子
ど
も
の
読
者
に
博
物
学
的
知
識
を

与
え
よ
う
と
す
る
。

こ
の
大
鳥
は
、
と
ー
く
ろ
ー
と
申
す
鳥
で
、
熱
帯
地
方
に
居
る
鳥
で
す
。

あ
ほ
ー
ど
り
と
も
、
ば
か
ど
り
と
も
ひ
ま
す
。
大
変
に
大
き
な
白
い
鳥
で
、

羽
を
ひ
ろ
げ
る
と
四
尺
ほ
ど
も
あ
り
ま
す
。
人
に
お
そ
れ
ま
せ
ん
か
ら
、

素
手
で
捕
へ
る
こ
と
が
容
易
で
す
。
さ
れ
ば
、
こ
の
鳥
は
漂
流
者
に
と
つ

サバイバーの食卓196
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て
は
、
唯
一
の
食
料
で
す
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
も
万
次
郎
も
、
こ
の
鳥
を
く
つ

て
助
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
す （

�）。（
二
七
―
二
九
頁
）

島
の
唯
一
の
食
料
で
あ
る
と
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鳥
を
「
お
さ
へ
て
」

「
し
め
こ
ろ
」
す
と
い
う
行
為
の
必
然
性
を
読
者
に
感
じ
取
ら
せ
る
と
と
も
に
、

有
名
な
サ
バ
イ
バ
ー
の
名
前
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
長
平
を
彼
ら
と
同
列
の
存

在
で
あ
る
と
印
象
づ
け
よ
う
と
い
う
著
者
の
意
図
が
読
み
と
れ
る
だ
ろ
う
。

南
洋
一
郎
（
一
八
九
三
―
一
九
八
〇 （

�））
の
『
水
夫
長
平
無
人
島
漂
流
記
』

（
一
九
四
三
年
）
も
、
海
事
思
想
へ
の
共
感
に
基
づ
く
児
童
教
育
を
主
眼
に
据

え
て
い
た
点
で
は
、
北
村
作
品
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
南
も
ま
た
巻
頭
で
執

筆
意
図
を
明
確
に
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
全
国
民
が
「
鉄
の
一
丸
と
な
り
、

お
の
お
の
自
己
の
力
を
全
部
君
国
に
さ
さ
げ
て
八
紘
一
宇
の
大
理
想
の
完
遂
に

奉
仕
」
す
べ
き
非
常
時
に
あ
っ
て
、
「
昔
の
船
乗
り
の
あ
ら
は
し
た
り
っ
ぱ
な

精
神
を
知
り
、
感
動
し
、
そ
れ
に
な
ら
ふ
」
こ
と
で
、
「
た
く
ま
し
く
生
き
抜

く
力
を
養
成 （

�）」
し
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、『
吼
え
る
密
林
』

（
一
九
三
三
年
）
以
来
、
秘
境
や
密
林
を
舞
台
に
し
た
冒
険
小
説
で
少
年
読
者

の
心
を
鷲
掴
み
に
し
て
い
た
人
気
作
家
の
筆
力
は
、
素
人
の
青
年
教
師
の
そ
れ

と
は
比
す
べ
く
も
な
い
。

彼
ら
の
見
た
信
天
翁
は
翼
の
長
さ
が
二
米
以
上
も
あ
つ
た
。
そ
の
翼
を
ぴ

ん
と
は
つ
て
大
空
を
飛
ぶ
姿
は
、
美
し
く
も
あ
り
雄
大
で
も
あ
つ
た
が
、

地
上
で
は
の
ろ
く
さ
か
つ
た
。
飛
び
あ
が
る
と
き
は
飛
行
機
の
や
う
に
両

翼
を
ひ
ろ
げ
て
滑
走
す
る
。

そ
の
速
さ
は
人
間
の
走
る
の
よ
り
お
そ
い
の
で
追
ひ
か
け
て
と
ら
へ
る
こ

と
も
む
づ
か
し
く
な
か
つ
た
。
そ
れ
に
、
少
し
も
人
間
を
こ
わ
が
ら
な
い

の
で
、
ざ
う
さ
な
く
四
五
羽
を
つ
か
ま
へ
、
石
で
う
ち
こ
ろ
し
、
岩
穴
へ

持
ち
か
へ
つ
た
が
、
料
理
す
る
道
具
も
火
も
な
い
。
船
板
に
つ
い
て
ゐ
た

船
釘
を
う
ち
の
ば
し
て
小
刀
に
つ
く
り
、
そ
れ
で
肉
を
切
り
き
ざ
み
、
海

水
で
洗
つ
て
食
つ
た
が
、
そ
の
味
の
よ
さ
は
山
海
の
珍
味
に
も
ま
さ
る
か

と
思
は
れ
た （

�）。

こ
こ
で
南
は
、
簡
潔
な
が
ら
も
的
確
な
描
写
力
で
ア
ホ
ウ
ド
リ
の
生
き
生
き

と
し
た
姿
を
示
し
た
の
ち
に
、
人
間
が
そ
の
鳥
を
食
料
に
し
て
消
費
す
る
過
程

を
冷
静
か
つ
客
観
的
な
筆
致
で
描
出
す
る
。
そ
の
結
果
、
読
者
に
強
く
印
象
づ

け
ら
れ
る
の
は
、
サ
バ
イ
バ
ー
た
ち
の
生
き
る
力
で
あ
り
、
自
然
界
の
征
服
者
・

生
き
物
の
王
者
と
し
て
の
人
間
の
姿
と
な
る
。

南
は
、
登
場
人
物
一
人
ひ
と
り
に
は
っ
き
り
と
し
た
個
性
を
与
え
、
記
録
に

残
る
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
独
自
の
脚
色
を
加
え
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
豊
か
な

読
み
物
に
仕
立
て
て
い
る
。
冒
険
物
語
の
常
道
と
し
て
、
主
人
公
長
平
の
英
雄

性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

水
夫
頭
た
る
源
右
衛
門
の
造
形
で
あ
る
。
経
験
豊
か
な
こ
の
老
水
夫
は
、
意
気

消
沈
す
る
水
夫
た
ち
を
慰
め
、
励
ま
し
、
無
人
島
で
の
生
活
の
立
ち
上
げ
に
際

し
て
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
の
だ
が
、
最
年
長
者
と
し
て
の
そ

の
知
識
や
見
識
が
、「
食
」
を
通
し
て
示
さ
れ
る
の
も
興
味
深
い
。
た
と
え
ば
、
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ア
ホ
ウ
ド
リ
を
食
べ
た
の
ち
に
は
、
将
来
役
立
て
る
た
め
に
そ
の
羽
を
保
管
す

る
よ
う
命
じ
、
若
い
者
た
ち
が
手
当
た
り
次
第
に
殺
し
た
り
余
分
な
肉
を
放
置

し
た
り
す
る
と
、
乱
獲
を
戒
め
、
無
駄
を
無
く
し
て
備
蓄
に
回
す
よ
う
促
す
。

「
こ
り
や
、
と
ん
で
も
な
い
心
得
ち
が
ひ
ぢ
や
ぞ
。
す
べ
て
物
と
い
ふ
も

の
は
、
あ
り
あ
ま
つ
た
か
ら
と
い
つ
て
無
駄
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
米

一
粒
も
な
い
こ
の
島
で
生
命
を
つ
な
い
で
行
け
る
の
も
こ
の
鳥
や
貝
の
お

か
げ
で
は
な
い
か
。
も
つ
た
い
な
い
あ
り
が
た
い
と
思
つ
た
ら
、
無
断
に

は
で
き
ま
い
が
な
…
… （

�）」

の
ち
に
長
平
が
「
米
が
ゆ
た
か
に
み
の
り
、
清
ら
か
な
水
が
ど
こ
に
も
流
れ

て
ゐ
る
日
本
の
國
に
生
ま
れ
そ
だ
つ
た
こ
と
が
、
ど
ん
な
に
幸
福
だ
っ
た
か
」

と
嘆
息
し
、
「
清
水
も
ざ
ぶ
ざ
ぶ
と
使
ひ
は
う
だ
い
に
使
つ
て
ゐ
た
こ
と
が
、

悔
や
ま
れ
た （

�）」
と
自
省
す
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
源
右
衛
門
の
教
え
が
あ
っ
た

れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
南
作
品
で
は
サ
バ
イ
バ
ル
生
活

に
お
け
る
「
食
」
が
、
主
人
公
に
道
徳
的
な
気
づ
き
を
も
た
ら
す
教
材
に
な
っ

て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
読
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
物
語
か
ら
、

食
物
を
粗
末
に
し
て
は
な
ら
な
い
、
食
べ
も
の
や
食
べ
も
の
が
あ
る
こ
と
に
感

謝
の
念
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
徳
目
を
自
然
に
吸
収
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

戦
後
に
出
版
さ
れ
た
長
平
を
主
人
公
と
す
る
変
形
譚
で
も
、
「
食
」
は
し
ば

し
ば
教
材
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
は
大
き
な
変
化

が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
谷
真
介
（
一
九
三
五
―
）
の
『
鳥
の
島
漂
流
記
』

（
一
九
八
〇
年 （

�））
と
三
田
村
信
行
（
一
九
三
九
―
）
の
『
に
っ
ぽ
ん
ロ
ビ
ン
ソ

ン
土
佐
の
長
平
・
無
人
島
漂
流
記
』（
一
九
九
八
年 （

�））
に
共
通
す
る
の
は
、

地
理
、
理
科
、
道
徳
に
加
え
て
、
環
境
教
育
の
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
点
で
あ

る
。
両
作
家
は
い
ず
れ
も
、
「
あ
と
が
き
」
で
鳥
島
の
歴
史
に
触
れ
、
特
に
ア

ホ
ウ
ド
リ
の
お
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
長
平
た
ち
が

暮
ら
し
た
当
時
に
は
、
島
全
体
を
覆
い
尽
く
す
ほ
ど
だ
っ
た
ア
ホ
ウ
ド
リ
は
、

そ
の
後
、
羽
毛
め
あ
て
の
業
者
に
よ
る
乱
獲
と
火
山
活
動
の
活
発
化
に
よ
っ
て
、

終
戦
直
後
に
は
絶
滅
が
宣
言
さ
れ
る
ほ
ど
に
そ
の
数
を
減
ら
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
一
時
中
断
し
て
い
た
鳥
島
で
の
調
査
・
保
護
活
動
は
一
九
七
〇
年
代
後
半

か
ら
再
開
さ
れ
、
九
〇
年
代
に
入
る
と
環
境
省
主
導
の
法
的
保
護
も
加
速
し
た
。

谷
と
三
田
村
の
作
品
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
な
か
で
生
ま
れ
て
き
た
作

品
で
あ
る
。

環
境
保
護
意
識
が
浸
透
し
た
社
会
で
は
、
自
然
は
も
は
や
征
服
す
べ
き
対
象

で
は
な
い
。
作
品
執
筆
時
に
は
す
で
に
ベ
テ
ラ
ン
作
家
と
な
っ
て
い
た
谷
や
三

田
村
が
描
く
長
平
た
ち
の
食
料
調
達
活
動
は
、
サ
バ
イ
バ
ー
た
ち
の
生
き
る
力

を
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
点
で
、
南
洋
一
郎
の
そ
れ
に
比
肩
す

る
。
彼
ら
が
南
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
生
き
延
び
る
た
め
に
奮
闘
す
る
サ

バ
イ
バ
ー
に
、
罪
の
意
識
を
背
負
わ
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
谷
は
、

長
平
に
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
。

「
三
年
の
あ
い
だ
に
わ
た
し
は
も
う

何
百
羽
と
も

知
れ

ぬ
鳥
を
殺
生
し
て

サバイバーの食卓194
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き
ま
し
た
。
こ
の
鳥
を
食
わ
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
ぬ
の
だ
か
ら
し
か
た
が

あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
つ
の
日
か
国
も
と
へ
帰
っ
た
ら
、
こ
の
鳥
た
ち
へ
の

感
謝
と
し
て
、
生
涯
鳥
の
肉
は
食
わ
な
い
こ
と
を
心
に
ち
か
っ
て
い
る
の

で
す （

�）。」

谷
の
描
く
長
平
は
、
後
着
漂
流
者
と
と
も
に
月
に
一
度
ア
ホ
ウ
ド
リ
を
食
べ

な
い
「
精
進
日
」
を
も
う
け
さ
え
す
る
。
同
様
に
、
三
田
村
版
の
長
平
も
、
衰

弱
し
た
肉
体
に
必
要
だ
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
ア
ホ
ウ
ド
リ
の
卵
に
手
を
伸
ば

す
こ
と
を
た
め
ら
う
。
長
平
は
そ
の
理
由
を
、
親
鳥
た
ち
の
肉
に
加
え
て
卵
ま

で
と
る
の
は
「
罪
深
い
よ
う
な
気
が
し
た
か
ら （

�）」
だ
と
説
明
す
る
。
さ
ら
に
、

三
田
村
版
に
は
次
の
よ
う
な
描
写
も
あ
る
。

大
鳥
は
、
あ
い
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
た
ち
を
お
そ
れ
も
せ
ず
、
に
げ
も
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
わ
た
し
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
命
を
ね
ら
う
お
そ
ろ
し

い
敵
で
あ
る
こ
と
を
う
た
が
い
も
し
な
い
の
で
す
。

そ
ん
な
鳥
た
ち
を
見
て
い
る
と
、
な
ん
だ
か
す
ま
な
い
気
持
ち
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。

「
か
ん
に
ん
し
て
く
れ
。
お
れ
た
ち
が
生
き
る
た
め
に
は
、
お
ま
え
ら
が

必
要
な
ん
じ
ゃ
」

気
の
や
さ
し
い
長
六
は
、
涙
を
ぽ
ろ
ぽ
ろ
こ
ぼ
し
て
い
ま
し
た （

�）。

北
村
版
サ
バ
イ
バ
ー
が
「
ち
よ
つ
と
お
さ
へ
て
は
し
め
こ
ろ
」
し
た
時
、
ア

ホ
ウ
ド
リ
と
は
、
人
間
が
自
由
に
利
用
し
て
よ
い
も

�の

�に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ま

た
、
南
版
で
は
「
山
海
の
珍
味
に
も
ま
さ
る
」
食

�べ

�も

�の

�だ
っ
た
。
だ
が
、
谷

と
三
田
村
の
作
品
で
は
、
ア
ホ
ウ
ド
リ
は
、
自
分
た
ち
と
同
様
に
命
を
持
つ
生

�

き

�も

�の

�と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
後
の
サ
バ
イ
バ
ー
た
ち
が
背

負
わ
さ
れ
た
罪
の
意
識
は
、
こ
の
よ
う
な
自
然
観
や
人
間
観
の
変
化
に
よ
る
も

の
だ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
生
き
て
い
る
鳥
や
魚
を
自
宅
で
し
め
た
り
捌
い
た

り
し
て
食
卓
に
載
せ
て
い
た
時
代
は
は
る
か
遠
く
、
大
部
分
の
子
ど
も
が
小
さ

く
切
り
分
け
ら
れ
パ
ッ
ク
詰
め
さ
れ
た
食
材
と
し
て
の
肉
や
魚
に
し
か
接
し
た

こ
と
の
な
い
現
代
に
あ
っ
て
は
、
谷
版
や
三
田
村
版
の
サ
バ
イ
バ
ー
が
食
料
調

達
活
動
の
な
か
で
示
す
強
い
抵
抗
感
は
、
読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
感
情

の
は
ず
で
あ
る
。
パ
ッ
ク
詰
め
の
肉
や
魚
を
食
べ
て
い
る
限
り
ス
ト
レ
ス
を
感

じ
ず
に
い
ら
れ
る
社
会
に
あ
っ
て
、
現
代
の
作
家
た
ち
は
、
こ
の
抵
抗
感
を
あ

え
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
る
こ
と
と
は
食
べ
る
こ
と
で
あ
り
、
食
べ
る

こ
と
と
は
命
を
い
た
だ
く
こ
と
な
の
だ
と
子
ど
も
の
読
者
に
伝
え
て
い
る
の
で

あ
る
。

お
わ

り
に

以
上
、
長
平
を
主
人
公
に
し
た
子
ど
も
向
け
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
四
作
に
つ

い
て
、
食
べ
も
の
に
関
す
る
描
写
を
比
較
す
る
こ
と
で
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
生
じ

た
変
化
を
確
認
し
て
き
た
。
実
在
の
孤
島
生
活
経
験
者
に
関
す
る
記
録
を
も
と

に
し
た
物
語
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
作
品
化
に
あ
た
っ
て
は
、
同
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
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を
い
か
に
表
現
す
る
の
か
、
と
い
う
点
に
各
作
家
の
個
性
が
表
出
す
る
。
今
回

と
り
あ
げ
た
の
は
、
ア
ホ
ウ
ド
リ
を
撲
殺
し
て
そ
の
肉
を
生
で
食
べ
る
と
い
う
、

長
平
の
食
に
関
す
る
記
録
の
な
か
で
も
最
も
劇
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、

四
人
の
作
家
た
ち
の
描
写
に
は
明
確
な
差
異
が
確
認
で
き
た
。
そ
の
差
異
は
、

単
に
作
家
の
技
量
や
表
現
手
法
の
違
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、
作
家
が
生
き
た
時
代

の
違
い
、
作
品
を
生
ん
だ
社
会
の
違
い
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
。
戦
前

戦
中
期
の
作
品
が
、
ア
ホ
ウ
ド
リ
を
せ
い
ぜ
い
食
べ
も
の
と
し
か
み
な
し
て
い

な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
戦
後
の
作
品
に
は
、
命
を
も
っ
た
生
き
も
の
に
対
す

る
敬
意
や
、
人
間
の
命
を
支
え
て
く
れ
る
こ
と
に
対
す
る
感
謝
の
念
が
顕
在
化

し
て
い
た
。
こ
の
違
い
は
、
人
間
と
自
然
の
関
係
の
捉
え
方
が
劇
的
に
変
化
し

た
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
紙
幅
の
関
係
上
、
今
回
は
、
作
品

も
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
限
ら
れ
た
範
囲
の
み
で
の
検
証
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
長

平
の
物
語
に
は
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
「
食
」
に
関
す
る
描
写
が
あ
り
、
ほ
か

の
鳥
島
サ
バ
イ
バ
ー
の
物
語
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の

考
察
は
ま
た
他
日
を
期
し
た
い
。

謝
辞本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費

16K
02431

（
児
童
文
学
に
お
け
る
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形

譚
の
受
容
研
究

「
食
」
が
示
す
「
生
き
る
力
」
の
考
察
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
。

（

1）
た
と
え
ば
、
鶴
見
俊
介
・
山
下
恒
夫
「

�対談

�石
井
研
堂
と
江
戸
漂
流
記
」、

一
七
頁
（
山
下
恒
夫
再
編
『
石
井
研
堂
こ
れ
く
し
ょ
ん
江
戸
漂
流
記
総
集
』
第

一
巻
、
日
本
評
論
社
、
一
九
九
二
年
、
一
―
六
〇
頁
）
、
瀬
田
貞
二
「
石
井
研
堂

解
説
」、
四
三
三
頁
（『
日
本
児
童
文
学
大
系
第
三
巻
石
井
研
堂
押
川
春
浪
集
』、

ほ
る
ぷ
出
版
、
一
九
七
八
年
、
四
二
五
―
三
四
頁
）
な
ど
。

（

2）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
生
ま
れ
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン

石
井
研
堂
の

『
鯨
幾
太
郎
』

」
（
『
児
童
文
学
研
究
』
第
四
八
号
、
日
本
児
童
文
学
学
会
、
二

〇
一
六
年
一
月
、
二
三
―
三
七
頁
）
に
て
詳
し
く
論
じ
た
。

（

3）
年
三
俵
の
扶
持
米
が
藩
か
ら
支
給
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
（
香
我

美
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
香
我
美
町
史
』
上
巻
、
香
我
美
町
、
一
九
八
五
年
、
七

〇
一
―
七
〇
二
頁
）。

地
元
に
は
「
無
人
嶋
」「

野
村
長
平
」「
文
政
四
巳
年
」「
四

月
八
日
」
と
記
さ
れ
た
小
さ
な
墓
石
も
残
る
が
、
縁
者
に
つ
い
て
は
度
々
の
調
査

に
も
か
か

わ
ら
ず

不
明
と
な
っ
て
い
る
（
「

高
知

新
聞
」
一
九
九
七
年
三
月
五
日

朝
刊
二
五
面
）。

（

4）
長
平
を

主
人

公
に
し
た
作
品
と
し
て
は

吉
村

昭
『
漂
流
』
（
一
九
七
六
年
）
が

有
名
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
子
ど
も
向
け
で
は
な
い
。
井
伏

�二
に
も
ノ
ン
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
「
無
人
島
長
平
」（
一
九
三
五
年
）
や
随
筆
「
長
平
の
墓
」（
一
九
三
五

年
）
が
あ
る
。

（

5）
こ
れ
ら
四
作
の
ほ
か
に
、

岡
本
文

良
『
「
ア
ホ
ウ
ド
リ
」
と
生
き
た

十
二
年

無
人
島
と

少
年

船
乗
り
の
物
語
』
（
Ｐ

Ｈ
Ｐ
研
究

所
、
一
九
九
八
年
）
も

条
件
に

あ
て
は
ま
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
は
、
長
平
を
十
二
歳
の
少
年
と
し
て
独
自
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
全
体
を
再
構
成
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
史
実
に
依
拠
し
な

が
ら
細
部
に
肉
付
け
す
る
と
い
う
手
法
を
と
っ
た
ほ
か
の
五
作
品
と
は
大
き
く
性

格
が
異
な
る
た
め
、
比
較
の
都
合
上
、
今
回
の
分
析
対
象
か
ら
は
除
外
し
た
。

（

6）
石
井
研
堂
校
訂
『
漂
流
奇
談
全
集
』
博
文
館
、
一
九
〇
〇
年
、
三
〇
一
―
三
七

〇
頁
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
収
録
）。

（

7）
春

名
徹
「
文
学
と
し
て
の
漂
流
記
」
、
一
六
六
―
六
八
頁
（
『
江
戸
文
学
』
、
第

三
二
号
、
ペ
リ
カ
ン
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
六
五
―
七
七
頁
）。

（

8）
「

無
人
島
談

話
」
は

�摩
藩

侍
医
を

務
め
た

曽
槃
と
い
う
人
物
が
、
長
平
と
と

も
に
帰
国
し
た

�摩
船
の
乗
組
員
た
ち
か
ら
聴
取
し
た
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
、

サバイバーの食卓192
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後
述
す
る
「
坐
臥
記
」
と
同
様
に
、
長
平
の
主
観
的
記
述
と
し
て
の
性
格
を
持
つ

「
漂
流
日
記
」
の
内
容
を
、
別
の
視
点
か
ら
補
っ
て
く
れ
る
資
料
と
位
置
づ
け
ら

れ
る
。

（

9）
松
江
藩
の
儒
学
者
桃
西
河
（
一
七
四
八
―
一
八
一
〇
）
の
随
筆
集
。
後
着
船

（
資
料
二
⑧
）
の
清
三
か
ら
聴
取
し
た
島
で
の
生
活
の
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（

10）
北
村
は
勘
定
奉
行
根
岸
肥
前
守
に
よ
る
長
平
の
取
調
記
録
に
依
拠
し
た
と
述
べ

（
「
読
者
に
告
ぐ
」
『
土
佐
の
長
平
漂
流
談
』
、
一
頁
）
、
南
は
文
献
を
特
定
し
て
い

な
い
も
の
の
、
二
百
四
五
十
年
前
か
ら
存
在
し
た
鳥
島
漂
着
者
た
ち
の
記
録
に
言

及
し
、
十
二
、
三
歳
の
こ
ろ
に
父
親
の
蔵
書
か
ら
見
つ
け
出
し
、
そ
の
後
三
十
五

年
間
く
り
か
え
し
読
ん
で
き
た
、
と
語
っ
て
い
る
（
「
な
ぜ
、
私
は
本
書
を
書
い

た
か
」『
水
夫
長
平
無
人
島
漂
流
記
』
一
―
二
頁
）。
な
お
、
南
は
、
エ
ピ
ロ
ー
グ

部
分
で
、
わ
ざ
わ
ざ
曽
槃
の
名
と
そ
の
著
作
を
挙
げ
た
う
え
で
、
長
平
が
遠
州
船

（
資
料
二
②
）
と
江
戸
船
（
同
③
）
の
漂
流
譚
に
接
し
、
日
州
船
（
同
⑨
）
の
栄

右
衛
門
が
同
じ
志
布
志
の
漂
流
譚
（
同
①
）
を
読
む
と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
盛

り
込
ん
で
い
る
。
遠
州
船
、
江
戸
船
、
日
州
船
の
漂
流
譚
を
併
録
す
る
と
い
う
こ

の
構
成
は
、
「
無
人
島
談
話
」
を
思
わ
せ
、
曽
槃
自
身
を
物
語
に
登
場
さ
せ
て
い

る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
南
の
主
典
拠
は
同
文
献
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。

（

11）
流
人
と
し
て
八
丈
島
で
暮
ら
し
た
近
藤
富
蔵
が
、
同
地
お
よ
び
周
辺
の
島
々
に

つ
い
て
著
し
た
草
稿
七
十
二
巻
に
及
ぶ
郷
土
資
料
。
翻
刻
版
で
は
、
第
二
巻
第
五

編
に
「
鳥
島
」
の
項
が
あ
り
、
長
平
を
含
む
漂
着
者
た
ち
に
関
す
る
記
録
も
収
録

さ
れ
て
い
る
（
八
丈
実
記
刊
行
会
編
『
八
丈
実
記
』
緑
地
社
、
一
九
六
四
―
七
六

年
、
二
一
一
―
二
五
〇
頁
）。

（

12）
た
と
え
ば
、
森
下
高
茂
『
長
平
島
物
語
』（
一
九
二
六
年
）。
宮
田
定
繁
「
長
平

漂
流
話
」（
一
九
六
四
年
）。
前
者
は
岸
本
町
青
年
団
に
よ
る
企
画
出
版
物
。
墓
地

の
整
備
お
よ
び
顕
彰
碑
の
建
設
と
と
も
に
、
郷
土
の
偉
人
を
称
え
る
た
め
の
事
業

の
一
環
で
あ
っ
た
。
著
者
が
「
緒
言
」
で
「
高
知
新
聞
」
に
連
載
し
た
内
容
を
ま

と
め
な
お
し
た
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
初
出
紙
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
後

者
は
の
ち
に
、
高
知
県
警
察
本
部
教
務
課
発
行
の
雑
誌
『
建
依
別
（
た
け
よ
り
わ

け
）
』
二
二
五

号
と
二
二
六

号
（
一
九
六
九
年
九

月
号

・
十

月
号
）
に
二

回
に
わ

け
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（

13）
公
的
記
録
類
に
記
さ
れ
た
情
報
や
当
時
の
漂
民
の
帰
国
手
続
き
に
照
ら
せ
ば
、

作
家
た
ち
が
そ
ろ
っ
て
語
っ
て
い
る
「
行
方
不
明
に
な
っ
て
か
ら
一
三
年
目
の
同

じ
日
に

帰
郷
し
」
「
実

際
に

帰
郷
す
る

ま
で
長
平
の
生
存
が
地

元
に

伝
わ
っ
て
い

な
か
っ
た
」
と
い
う
内
容
に
は
無
理
が
あ
る
た
め
、
北
村
が
創
作
し
、
森
下
や
宮

田
が
そ
の

影
響
を

受
け
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

「
伝
説
」「

昔
話
」
と
し
て
の
長
平
の
物
語
に
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
こ
と
と
（
例

�市
原
麒
一
郎
編
著
『
香
南
伝
説
散
歩
』
土
佐
民
話
の
会
、
一

九
七
六
年
。
土
佐
教
育
研
究
会
国
語
部
編
『
高
知
の
伝
説
』
日
本
標
準
、
一
九
七

九
年
。
大
石
久
子
『
し
ば
て
ん
』、
二
〇
〇
〇
年
頃
、
自
費
出
版
物
）、
北
村
・
森

下
・
宮
田
が
い
ず
れ
も
高
知
出
身
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
彼
ら
が
「
地
元

で
語
り
継
が
れ
て
き
た
伝
承
」
を
作
品
に
と
り
い
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
逆
に
、

彼
ら
の
作
品
が
そ
の
よ
う
な
「
伝
承
物
語
」
の
成
立
に
ど
の
程
度
影
響
し
た
の
か
、

と
い
う
見
地
か
ら
の
検
証
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（

14）
地
名
や
人
名
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
小
林
郁
『
鳥
島
漂
着
物
語
十
八
世
紀
庶

民
の
無
人
島
体
験
』
成
山
堂
書
店
、
二
〇
〇
三
年
に
倣
っ
た
。

（

15）
資
料
に
よ
っ
て
は
船
頭
の
名
と
し
て
挙
が
っ
て
い
た
た
め
に
、
あ
る
い
は
、
読

み
手
が
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
結
果
、
か
つ
て
は
「
漂
流
日
記
」
の
書
き
手
を
儀

七
だ
と
考
え
る

向
き
も
あ
っ
た
。
じ
つ
は
、

石
井

研
堂
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。

『
異
国
漂
流
奇
譚
集
』（

永
倉
書
店
、
一
九
二
七
年
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル

コ
レ

ク
シ

ョ
ン
収
録
）
に
そ
の

旨
の
記
述
が
あ
る
（
六
二
一
頁
）
。

ま
た
、

仲
原

善
忠
は
『
日
本
漂
流

奇
談
』
（

イ
デ

ア
書

院
、
一
九
二
七
年
）
に
「

儀
七
漂
流
日

記
」
の
タ
イ
ト
ル
で
そ
の
リ
ラ
イ
ト
版
を
収
録
し
て
い
る
。
だ
が
、
赤
岡
町
史
を

紐
解
く
と
、
長
平
が
帰
国
し
た
寛
政
年
間
に
同
地
で
栄
え
て
い
た
什
器
製
造
業
者

の
中
に
「

赤
岡

浦
松

屋
儀
七
」
な
る
者
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
『

赤
岡
町

史

改
訂
版
』
赤
岡
町
史
編
纂
委
員
会
、
二
〇
一
〇
年
、
一
五
六
―
一
五
七
頁
） 。

軽
々

に
同
一
人
物
だ
と
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
ち

な
み
に
、

奈
半

利
浦
で

上
陸
し
た
船

頭
の
名
を
「

重
助
」
と
す
る
記
録
も
あ
る

191

20



（
池
田
皓
編
、『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
第
五
巻
漂
流
』
三
一
書
房
、
一
九

六
八
年
、
四
八
一
頁
）。

（
16）

「
漂
流
日
記
」
で
は
、
船
親
父
（
水
夫
頭
）
の
源
右
衛
門
は
、
持
病
の
癪
を
悪

化
さ
せ
て
漂
着
し
た
年
の
九
月
に
、
長
六
と
甚
兵
衛
は
、
骨
や
筋
に
痛
み
を
感
じ

る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
動
く
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
翌
八
月
か
ら
九
月
に
か

け
て
相
次
い
で
衰
弱
死
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
（
山
下
再
編
、
前
掲
書
、
四
六
九
―

四
七
〇
頁
）。

（

17）
池
田
編
、
前
掲
書
、
四
九
一
頁
。

（

18）
一
九
六
〇
年
に
、
長
平
の
物
語
は
「
長
平
漂
流
記
」
の
タ
イ
ト
ル
で
二
〇
頁
分

の
読
み
物
と
し
て
小
学
校
国
語
教
科
書
に
収
録
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
学
習
の
狙
い

が
「
強
く
生
き
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を
育
て
、
他
人
と
協
力
し
合
う
態
度
を
育
て

る
」
（
『
小
学
校
国
語
六
年
―
１
』
大
日
本
図
書
、
一
五
九
頁
）
だ
っ
た
。
な
お

「
長
平
漂
流
記
」
は
一
九
六
四
年
版
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（

19）
な
か
に
は
、
ア
ホ
ウ
ド
リ
を
殺
さ
な
い
と
い
う
選
択
を
し
た
漂
民
も
い
た
が
稀

な
ケ
ー
ス
と
い
え
る
。
資
料
二
①
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
石
井
研
堂
の
「
日
州
船
漂

落
記
事
」
に
詳
し
い
（
石
井
校
訂
、
前
掲
書
、
三
五
―
五
二
頁
）。

（

20）
い
わ
ゆ
る
「
堺
事
件
」
に
お
け
る
「
恩
赦
八
士
」
の
ひ
と
り
垣
内
徳
太
郎
の
息

子
。
『
高
知
県
人
名
事
典

新
版
』
（
高
知
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
れ
ば

「
香
美
郡
赤
岡
村
生
ま
れ
」（
二
五
七
頁
）
と
あ
る
が
、『
南
国
市
史
』（
南
国
市
、

一
九
八
二
年
）
お
よ
び
『
長
岡
村
史
』
（
長
岡
村
役
場
、
一
九
五
五
年
）
に
よ
れ

ば
「
西
野
地
村
三
畠
生
ま
れ
」（
九
四
八
頁
、
二
九
一
頁
）。
地
元
の
小
学
校
で
教

鞭
を
と
っ
た
の
ち
、
東
京
高
等
師
範
学
校
に
学
び
、
私
立
中
学
教
員
を
経
て
師
範

学
校
に
迎
え
ら
れ
、
の
ち
に
は
各
地
の
師
範
学
校
長
を
歴
任
し
た
。

（

21）
北
村
、「
読
者
に
告
ぐ
」『
土
佐
の
長
平
漂
流
談
』、
一
―
二
頁
。

（

22）
北
村
重
敬
、
「
修
身
教
材
と
し
て
土
佐
の
長
平
と
ロ
ビ
ン
ソ
ン
ク
ル
ー
ソ
ー
と

の
優
劣
を
断
ず
」（『
日
本
之
小
学
教
師
』
第
三
巻
第
三
五
号
、
国
民
教
育
学
会
、

一
九
〇
一
年
一
一
月
一
二
日
、
一
七
―
一
九
頁
）
。
そ
の
甲

斐
あ
っ
て
か
、

無
名

の
作
者
の

作
品
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
土
佐
の
長
平
漂
流
談
』
は
翌
年
第
二
版
が

出
版
さ
れ
て
い
る
（
秋
田
県
立
図
書
館
と
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
所
蔵
あ
り
）。

（

23）
北
村
、
前
掲
書
、
二
七
頁
。

（

24）
北
村
、
前
掲
書
、
二
七
―
二
九
頁
。

（

25）
戦
中
戦
後
を
通
し
て
活
躍
し
た
児
童
文
学
作
家
。
戦
中
は
冒
険
物
語
で
人
気
を

博
し
、
戦
後
は
ポ
プ
ラ
社
の
『
怪
盗
ル
パ
ン
全
集
』
の
翻
訳
で
名
を
知
ら
れ
た
。

池
田

宣
政
名

義
で

偉
人

伝
も

数
多
く

出
版
し
て
お
り
、
『

ジ
ョ
ン

・
万
次
郎

開

国
の
先
駆
者
』（
一
九
五
一
年
）
も
そ
の
ひ
と
つ
。
な
お
、『
水
夫
長
平
無
人
島
漂

流
記
』
は
、

戦
後
、

占
領

軍
の

検
閲
修

正
を
経
て
『

無
人

島
の

冒
険
』
（
一
九
四

八
年
）
の
タ
イ
ト
ル
で
再
刊
さ
れ
て
い
る
。

（

26）
南
、「
な
ぜ
、
私
は
本
書
を
書
い
た
か
」『
水
夫
長
平
無
人
島
漂
流
記
』
七
―
八

頁
。

（

27）
南
、
前
掲
書
、
四
八
―
四
九
頁
。

（

28）
南
、
前
掲
書
、
五
〇
頁
。

（

29）
南
、
前
掲
書
、
五
二
頁
。

（

30）
一
九
八
八
年
に
講
談
社
青
い
鳥
文
庫
と
し
て
再
刊
さ
れ
て
い
る
。

（

31）
三
田
村
は
、
一
九
八
七
年
に
出
版
し
た
『
火
の
島
に
生
き
る

悲
劇
の
島
青
ケ

島
の
記
録
』
（

偕
成
社
）
の
な
か
に
も
長
平
を

登
場
さ
せ
て
お
り
、
長
平
に

関
す

る
作

品
も
こ
の
こ

ろ
か
ら

構
想
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
『
に
っ

ぽ
ん
ロ
ビ

ン
ソ
ン

土
佐
の
長
平
・
無
人
島
漂
流
記
』
一
九
八
頁
）。

（

32）
谷
、
一
二
二
頁
。

（

33）
三
田
村
、『
に
っ
ぽ
ん
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
一
一
一
頁
。

（

34）
三
田
村
、『
に
っ
ぽ
ん
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
五
五
―
五
六
頁
。

（
提
出
日
平
成
二
九
年
九
月
二
九
日
）
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