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�音
�
に
注
目
し
た
文
学
教
育
と
環
境
教
育
の
横
断
的
研
究
序
論

大

國

眞

希

安

藤

公

美

一
、
小
説
に
お
け
る
風
景
と

�音
�

自
分
の
周
囲
の
音
に
注
意
を
払
い
、
意
識
化
す
る
。
音
に
よ
っ
て
自
分
を
取

り
巻
く
環
境
を
構
成
す
る
。
こ
の
よ
う
な

�音
�
に
注
目
し
な
が
ら
、
小
説
及

び
小
説
を

｢

読
む
こ
と｣

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

読
む
と
い
う
行
為
は
、
因
果
や
意
味
を
捉
え
る
知
覚
と
、
情
景
や
イ
メ
ー
ジ

を
想
起
す
る
感
覚
が
動
員
さ
れ
、
そ
れ
等
が
交
差
衝
突
し
な
が
ら
、
い
わ
ば
立

体
的
な
行
為
空
間
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
。
そ
の
働
き
を
例
え
ば
、
テ
ク
ス
ト
の

�風
景
�
化
と
名
付
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

�風
景
�
の
中
で
、
�音
�
は
、

如
何
な
る
響
き
を
示
す
の
か
。
島
崎
藤
村
の

｢

夜
明
け
前｣

(『

中
央
公
論』

一

九
二
九
・
四
〜
一
九
三
五
・
一
〇)

に
は
、
物
語
の
初
め
に
住
職
が
撞
く
鐘
の

音
が
印
象
的
に
書
か
れ
て
い
る
。

幾
つ
か
の
山
嶽
も
、
そ
の
位
置
か
ら
は
隠
れ
て
よ
く
見
え
な
か
つ
た

が
、
遠
く
か
す
か
に
鳴
き
か
は
す
鶏
の
声
を
谷
の
向
う
に
聞
き
つ
け

る
こ
と
は
出
来
た
。
ま
だ
本
堂
の
前
の
柊
も
暗
い
。
そ
の
時
、
朝
の

空
気
の
静
か
さ
を
破
つ
て
、
澄
ん
だ
大
鐘
の
音
が
起
つ
た
。
力
を
籠

め
た
松
雲
の
撞
き
鳴
ら
す
音
だ
。
そ
の
音
は
谷
か
ら
谷
を
伝
い
、
畠

か
ら
畠
を
匍
つ
て
、
ま
だ
動
き
は
じ
め
な
い
村
の
水
車
小
屋
の
方
へ

も
、
半
分
眠
つ
て
ゐ
る
や
う
な
馬
小
屋
の
方
へ
も
ひ
け
て
行
つ
た
。

音
の
遠
近
法
に
よ
り
、
物
語
空
間
に
鐘
の
音
が
充
�
し
て
い
く
描
写
で
あ
る
。

物
語
の
結
末
部
に
お
い
て
も
、
音
は
重
要
な

�風
景
�
を
見
せ
て
い
る
。
主
人

公
青
山
半
蔵
の
遺
体
を
埋
め
る
た
め
に
土
を
掘
る
男
た
ち
の
様
子
を
以
て
こ
の

小
説
は
閉
じ
ら
れ
る
が
、｢

強
い
匂
ひ
を
放
つ
土
中
を
め
が
け
て
佐
吉
等
が
鍬

を
打
ち
込
む
度
に
、
そ
の
鍬
の
響
が
重
く
勝
重
の
は
ら
わ
た
に
徹
へ
た
。
一
つ

の
音
の
後
に
は
、
ま
た
他
の
音
が
続
い
た｣

と
あ
り
、
長
�｢

夜
明
け
前｣

の

194

17



末
文
と
し
て
選
ば
れ
た

�風
景
�
は
、
テ
ク
ス
ト
の
最
初
に
撞
か
れ
た
鐘
の
音

と
呼
応
し
、
ま
た
、
ま
る
で
山
脈
の
よ
う
に
連
な
っ
て
い
く
波
長
の
よ
う
な
、

一
つ
の
音
と
そ
れ
に
続
く
他
の
音
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
事
と
自
然
と
が
離
れ
が
た
く
引
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
物
語

内
の

�風
景
�
を
描
く
手
法
は
、
長
い
日
本
文
学
の
歴
史
に
あ
っ
て
馴
染
み
の

手
法
で
あ
る
。
近
年
の
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
文
脈
に
お
い
て
、
例
え
ば
ア

メ
リ
カ
の
詩
人
ゲ
ー
リ
ー
・
ス
ナ
イ
ダ
ー
の
日
本
の
ネ
イ
チ
ャ
ー
ラ
イ
テ
ィ
ン

グ
へ
の
注
視
な
ど
も
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
自
然
を
語
ら
ぬ
対
象
と

せ
ず
、
雄
弁
な
他
者
と
し
て
、
或
い
は
隣
人
と
し
て
捉
え
、
風
景
と
心
情
の
一

致
し
た
抒
情
性
と
い
う
も
の
を
日
本
文
学
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
こ
と

に
違
和
は
な
い

(

１)

。
抒
情
性
も
、
読
み
の
立
体
化
、
つ
ま
り
テ
ク
ス
ト
の

�風

景
�
化
の
一
側
面
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
徳
富
蘆
花

『
自
然
と
人
生』

(

民
友

社
、
一
九
〇
〇)

は
、｢

自
然
に
対
す
る
五
分
時｣

の
前
に
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア

の
以
下
の
詩
句
が
置
か
れ
て
い
る
。

A
n

d
th

is
o

u
r

life
,

e
x

e
m

p
t

fro
m

p
u

b
lic

h
a

u
n

t,

F
in

d
s

to
n

g
u

e
s

in
tre

e
s
,

b
o

o
k

s
in

th
e

ru
n

n
in

g
b

ro
o

k
s
,

S
e
rm

o
n

s
in

s
to

n
e
s
,

a
n

d
in

e
v

e
ry

th
in

g
.

こ
れ
を

｢

意
訳
、
か
く
塵
寰
を
免
れ
た
わ
が
命
は
、
樹
々
の
語
る
に
耳
を
か

た
む
け
、
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
の
音
に
ま
こ
と
の
典
を
見
出
す
。
石
が
道
を
説
く

を
聞
き
、
か
く
し
て
な
べ
て
も
の
の
中
に
善
を
見
出
す｣

と
訳
し
た
の
は
、
唐

木
順
三

(｢

写
生｣

『

日
本
人
の
心
の
歴
史』

筑
摩
書
房
、
一
九
七
三
・
四)

で

あ
る
。
直
訳
に
は
な
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
自
然
へ
の
傾
聴
と
表
現
し
て
い
る
こ
の

｢

意
訳｣

は
、
音
と

�風
景
�
と
を
グ
ロ
ー
カ
ル
に
考
察
す
る
場
合
、
重
要
な

問
題
提
起
と
な
る
は
ず
だ
。

｢

風
景
は
気
分
で
あ
る｣

と
大
室
幹
雄

『

月
瀬
幻
影』

(

中
央
公
論
新
社
、
二

〇
〇
二
・
三
・
二
五)

は
い
う
。
現
地
で
の
調
査
及
び
作
品
の
解
読
を
通
し
て
、

江
戸
後
期
の
文
章
表
現
の
中
に
ど
の
よ
う
な
風
景
享
受
の
作
法
が
現
れ
て
い
る

の
か
を
、
文
化
史
的
に
�
っ
た
こ
の
書
は
、｢

気
分
は
私
た
ち
の
内
面
に
う
か

ぶ
特
殊
に
自
由
な
風
光
だ
。
自
然
と
人
文
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
生
れ
た
景
観

に
人
が
出
会
う
と
き
、
気
分
と
景
観
と
の
相
互
的
な
働
き
か
け
の
う
ち
に
風
景

は
現
れ
て
く
る｣

と
述
べ
、
景
観
を
前
に
し
た
主
体
の
感
覚
と
の
相
互
交
差
上

に
現
れ
る
作
用
と
、
�風
景
�
を
捉
え
る
。
こ
こ
で
い
う

�風
景
�
は
、
眼
前

の
光
景
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
実
体
験
や
、
読
書
体
験
を
踏
ま
え

つ
つ
、
主
体
内
部
に
起
こ
る
出
来
事
と
し
て
の

�風
景
�
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の

�風
景
�
は
、
光
景
を
前
に
し
た
主
体
の
経
験

(

経
験
を
積
ん
だ
身

体)

に
左
右
さ
れ
る
像
と
い
え
る
。
大
室
は
、
岡
林
清
風
が

｢

町
な
か
の
雑
音

か
し
ま
し
い
熱ね
つ

鬧と
う

に
暮
ら
し
な
が
ら
、
そ
の
卑
俗
を
き
ら
っ
て
拒
絶
す
る
の
で

は
な
く
、
読
書
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
生
を
間
接
化
す
る
力｣

に
よ
っ
て
喧
騒

と
静
寂
、
あ
る
い
は
卑
俗
と
風
雅
と
い
っ
た
即
事
的
な
差
異
を
撥
撫
し
て

｢

世

界
の
中
に
確
固
た
る
生
の
位
置
を
占
め
う
る｣

ま
で
に
至
る
と
述
べ
る
。｢

生

に
た
い
し
て
は
本
質
的
に
暗
示
引
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
読
書
か
ら
得
ら
れ
た
知

に
よ
っ
て
、
卑
俗
も
含
め
た
生
の
直
接
性
を
捨
象
し
て
、
生
全
体
を
抽
象
化
し

観
念
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
転
し
て
生
と
世
界
と
を
全
称
的
に
肯
定
す
る

こ
と
の
で
き
る
穆
如
た
る
心
の
作
動｣

が
そ
の
精
神
を
育
て
る
。
さ
ら
に
眼
前
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の
風
景
と
は
異
な
る
環
境
に
身
を
置
く
こ
と
で
、｢

読
書｣

経
験
が

｢

聴
覚
的

で
あ
る
と
と
も
に
視
覚
的
で
も
あ
る
小
情
景｣

を
現
出
さ
せ
る
暗
示
作
用
の
あ

る
こ
と
を
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。
�風
景
�
と
読
書
を
め
ぐ
る
日
本
的
発
現

を
知
る
う
え
で
重
要
な
指
摘
と
考
え
ら
れ
る
。

昭
和
期
に
活
躍
す
る
画
家
、
石
井
鶴
三
は
小
説
の
挿
絵
を
書
く
に
あ
た
り
、

文
章
を
そ
の
ま
ま
挿
絵
に
す
る
の
で
は
な
く
、｢

空
気｣

を
挿
絵
に
す
る
と
い

う

(｢

挿
絵
の
話｣

一
九
三
六)

。

挿
絵
は
絵
に
よ
っ
て
本
文
を
説
明
す
る
と
か
明
示
す
る
と
か
い
っ

た
意
味
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
以
上
、
本
文
に
書
か
れ
て
あ
る
と
こ

ろ
の
題
材
を
同
様
に
絵
の
方
で
扱
っ
た
と
致
し
ま
し
て
も
、
本
と
画

と
本
質
的
に
異
な
っ
た
特
性
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
各
々
異
っ
た
別

趣
の
境
地
が
現
出
す
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
差
支
な
い
わ
け
で
あ

り
ま
す
。
実
際
に
も
こ
う
い
う
行
き
方
で
描
か
れ
る
挿
絵
が
多
い
の

で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
成
る
べ
く
な
ら
ば
文
に
書
か
れ
て
い
る
場

面
は
文
の
方
に
ま
か
せ
て
し
ま
っ
て
、
画
の
方
で
は
文
に
書
か
れ
て

い
な
い
そ
の
か
げ
に
な
っ
て
い
る
方
面
、
背
景
と
か
気
分
と
か
空
気

と
か
、
い
っ
た
方
面
を
題
材
と
し
て
扱
わ
れ
た
ら
一
層
面
白
く
ま
た

効
果
的
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
冬
の

夜
火
鉢
を
か
こ
ん
で
し
め
や
か
に
語
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
本
文
に
、

私
は
寒
々
と
し
た
深
夜
に
火
の
番
の
拍
子
を
な
ら
し
て
ゆ
く
画
を
描

き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
石
井
は
、｢

春
泥｣

(｢

大
阪
朝
日
新
聞｣

一
九
二
八)

の
挿
絵
と
し
て
、
小
説
の
展
開
の
中
心
と
な
っ
て
い
る

(

登
場
人
物
た
ち
が
話

を
す
る)

場
で
は
な
く
、
そ
の
屋
外
の
雨
の
様
子
や
夜
回
り
の
姿
を
描
く

(

２)

。
こ

れ
は
、
挿
絵
で
あ
る
以
上
、
表
層
は
絵
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
だ
が
、
表
象

と
し
て
は
会
話
の
外
に
響
く

�拍
子
木
の
音
�
で
あ
り
、
会
話
を
包
む

�雨
の

音
�
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
石
井
の
い
う

｢

か
げ｣

｢

背
景｣

｢

気
分｣

｢

空
気｣

は
、
前
掲
書

『

月
瀬
幻
影』

で
い
う

｢

気
分
は
私
た
ち
の
内
面
に
う
か
ぶ
特
殊

に
自
由
な
風
光
だ｣

に
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
�風
景
�
と
は
、
こ

の
よ
う
な

｢

空
気｣

｢

気
分｣

の
空
間
的
表
徴
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
視
覚
的
な
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
聴
覚
的
な
も
の
で
も
あ
る
は
ず
だ
。
�

潤
は
、｢

瞑
想｣

な
ら
ぬ

｢

鳴
想｣

と
い
う
言
葉
を
使
い
、
そ
れ
を
表
現
し
て

い
る
。
視
覚
的
な
共
有
感
覚
と
同
様
に
、
聴
覚
的
も
別
の
主
体
と
共
有
し
得
る

こ
と
を
示
す
語
彙
と
い
え
よ
う
。
本
来
、
視
覚
的
に
も
聴
覚
的
に
も
把
捉
さ
れ

る
は
ず
の

�風
景
�
に
対
し
て
、
今
ま
で
の
研
究
で
は
、
視
覚
と
比
す
る
と
聴

覚
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

坂
口
安
吾
は

｢
F

A
R

C
E

に
就
て｣

(
『

青
い
鳥』

一
九
三
二
・
三)

で
、

｢

最
も
写
実
的
に
見
え
る
文
学
に
お
い
て
さ
え
、
わ
が
国
の
古
典
は
決
し
て
写

実
的
で
は
な
か
っ
た｣

と
す
る
文
脈
の
な
か
で
、『

花
伝
書』

の

｢

ま
ず
は
花

を
与
え
る｣

精
神
と
同
一
の
も
の
が
日
本
の
古
典
に
は
常
に
流
れ
て
い
る
と
言

う
。
そ
し
て
、｢

言
葉
に
は
言
葉
の
、
音
に
は
音
の
、
色
に
は
ま
た
色
の
、
も
っ

と
純
粋
な
領
域
が
あ
る
は
ず｣

と
主
張
す
る
。｢

一
般
に
、
私
達
の
日
常
に
お

い
て
は
、
言
葉
は
専
ら

『

代
用』

の
具
に
供
さ
れ
て
い
る｣

。
つ
ま
り
、
風
景

�音�に注目した文学教育と環境教育の横断的研究序論192
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に
つ
い
て
言
葉
を
用
い
て
説
明
す
る
の
は
、
言
葉
に
よ
る

｢

代
用｣

で
あ
り
、

写
真
を
一
枚
見
せ
る
な
り
、
本
物
の
風
景
を
見
せ
る
な
り
し
た
ほ
う
が

｢

正
し

い｣
と
考
え
る
向
き
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
言
葉
は

｢

代
用｣

で
は
な
く
、｢

言

葉
に
は
言
葉
の
、
音
に
は
音
の
、
そ
し
て
ま
た
色
に
は
色
の
、｣

｢

も
っ
と
純
粋

な
、
絶
対
的
な
領
域
が
有
る
は
ず
で
あ
る｣

と
す
る
。
そ
し
て
、｢

古
池
や
蛙

飛
び
込
む
水
の
音｣
を
引
用
し
、｢

こ
れ
な
ら
ば
、
誰
が
見
て
も
純
粋
な
言
葉

で
あ
ろ
う
。
蛙
飛
び
込
む
水
音
を
作
曲
し
て
、
こ
の
句
の
意
味
を
音
楽
化
し
た

と
言
う
人
も
な
か
ろ
う
し
、
古
池
に
蛙
飛
び
込
む
現
実
の
風
景
が
、
こ
の
句
か

ら
受
け
る
よ
う
な
感
銘
を
私
達
に
与
え
よ
う
と
は
考
え
ら
れ
な
い｣

と
主
張
す

る
。
本
研
究
で
は
、
こ
の
水
の

�音
�
を
こ
そ
俎
上
に
載
せ
た
い
。
そ
の
時
に

問
題
と
な
る
の
は
、
特
権
化
さ
れ
る
芸
術
性
や
芸
術
家
特
有
の
感
覚
で
は
な
い
。

安
吾
は
、
先
の

｢

水
の
音｣

の
句
を
藝
術
と
な
す
に
は

｢

言
葉
を
駆
使
す
る
と

こ
ろ
の
、
高
い
藝
術
精
神｣

が
必
要
で
あ
る
と
か
、
こ
の
句
は

｢

一
切
の
理
窟

を
離
れ
て
、
た
だ
一
つ
高
揚
が
働
い
て
い
る｣

と
言
う
。
だ
が
、
こ
の
句
は
、

あ
る
い
は
こ
の

｢

水
の
音｣

は
、
本
来
的
に
は
い
か
な
る
読
み
手
に
も
味
わ
い

得
る
は
ず
で
あ
る
し
、
そ
の
味
わ
い
の
妙
味
は
誰
に
で
も
深
め
ら
れ
る
は
ず
だ
。

文
学
的
な

�音
�
に
注
目
し
た
う
え
で
、
安
吾
が

｢

高
い
藝
術
精
神｣

と
か

｢

高
揚｣

と
か
称
し
て
い
る
も
の
を
、
読
み
手
は
い
か
に
観
取
し

(

聴
取
し)

、

そ
れ
を
共
有
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
こ
そ
を
本
研
究
で
は
問
題
と
し
た
い

(

３)

。

そ
し
て
、
近
代
文
学
の
世
界
に
響
く

�音
�
に
注
目
し
な
が
ら
、
読
書
体
験
に

よ
っ
て
の
み
現
出
さ
れ
る
も
う
一
つ
の

�風
景
�
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
、
文
学
に
お
け
る
風
景
と
文
学
教
育

一
九
七
二
年
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
は

｢

作
品
に
描
か
れ
た
情
景
や

人
物
を
豊
か
な
想
像
力
を
も
っ
て
と
ら
え
る｣

こ
と
が
指
導
事
項
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。｢

こ
れ
は
、
主
と
し
て
文
学
作
品
を
読
む
能
力
に
関
す
る
事
項

で
あ
る
。
文
学
作
品
に
描
か
れ
る
事
が
ら
の
中
で
、
特
に
た
い
せ
つ
な
の
は
情

景
と
人
物
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
と
ら
え
る
に
は
想
像
力
を
は
た
ら
か
せ
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
読
み
手
は
想
像
力
を
は
た
ら
か
せ
て
作
品
に
描
か
れ
た
事
が

ら
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
体
験
を
豊
か
に
し
た
り
、
視
野
を
拡

大
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
指
導
の
効
果
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
視

聴
教
材
・
教
具
な
ど
を
必
要
に
応
じ
て
利
用
す
る
な
ど
の
く
ふ
う
が
考
え
ら
れ

る｣

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
情
景
と
は
少
し
異
な
る
広
い
意
味
を
含
有

す
る
表
現
で
は
あ
る
が
、｢

背
景｣

に
関
す
る
指
導
事
項
も
あ
る
。｢

主
題
や
論

旨
を
生
か
す
た
め
に
材
料
が
い
か
に
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て

考
え
る
こ
と｣

と
あ
り
、｢『

材
料』

と
は
、
文
学
作
品
の
場
合
は
、
で
き
ご
と
、

人
物
、
背
景
な
ど
が
お
も
な
も
の｣

と
あ
る
。
そ
し
て
、
二
〇
一
〇
年
の
高
等

学
校
学
習
指
導
要
領
で
も
、｢

国
語
総
合｣

の

｢

読
む
こ
と｣

の
な
か
に

｢

文

章
に
描
か
れ
た
人
物
、
情
景
、
心
情
な
ど
を
表
現
に
即
し
て
読
み
味
わ
う
こ
と｣

が
、｢
表
現
に
即
し
て
読
み
味
わ
う
こ
と｣

に
関
す
る
指
導
事
項
の
な
か
で
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。｢

情
景｣

と
は
、
文
章
に
描
か
れ
て
い
る
場
面
や
自
然
の
風

景
を
指
し
、｢

文
学
的
な
文
章
で
は
人
物
の
心
情
の
反
映
や
象
徴
、
物
事
が
起
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こ
る
予
兆
な
ど
と
し
て
設

定
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

こ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
は

人
物
の
言
動
、
置
か
れ
て

い
る
状
況
を
理
解
す
る
重

要
な
手
掛
か
り
と
な
る｣

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
ま

た

｢

現
代
文｣

に
も
、

｢

文
章
を
読
ん
で
、
書
き

手
の
意
図
や
、
人
物
、
情

景
、
心
情
の
描
写
な
ど
を

的
確
に
と
ら
え
、
表
現
を

味
わ
う
こ
と｣

｢

人
間
、

社
会
、
自
然
に
つ
い
て
自

分
の
考
え
を
深
め
た
り
発

展
さ
せ
た
り
す
る
こ
と｣

が
指
導
事
項
と
し
て
掲
げ

ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
作
品
に
描
か
れ

た
情
景
を
ど
の
よ
う
に
豊

か
な
想
像
力
を
も
っ
て
と

ら
え
、
そ
れ
が
結
果
と
し

て
ど
の
よ
う
に
生
活
体
験
を
豊
か
に
し
た
り
、
視
野
を
拡
大
し
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
、
教
科
書
か
ら
探
っ
て
み
よ
う
。
例
え
ば

｢

明
解
国
語
総
合｣

(

三
省
堂
15
国
総
合
031)

の

｢

表
現
の
窓｣

に

｢

絵
か
ら
物
語
へ｣

と
い
う
課

題
が
あ
る
。
そ
こ
に
は

｢

一
枚
の
絵
を
見
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
る
か
。

想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
、
材
料
を
集
め
て
物
語
を
構
成
し
よ
う｣

と
い
う
課
題
が

あ
る

�図
１
�。
手
続
き
と
し
て
は
ま
ず

｢

物
語
を
つ
く
る｣

と
あ
っ
て

｢

想

像
力
を
は
た
ら
か
せ
て
、
こ
の
場
面
が
出
て
く
る
物
語
を
つ
く
っ
て
み
よ
う
。

手
順

１.

絵
を
じ
っ
く
り
眺
め
、
絵
に
あ
る
事
柄
や
人
物
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関

係
を
確
か
め
る
。
２.

自
由
に
想
像
力
を
は
た
ら
か
せ
て
、
こ
の
絵
の
前
後
の

場
面
を
思
い
浮
か
べ
る
。
３.

こ
れ
か
ら
つ
く
る
物
語
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と

を
決
め
る
。
・
時
・
場
所
・
登
場
す
る
も
の

４.

あ
ら
筋
を
箇
条
書
き
に
す

る
。
５.

登
場
す
る
も
の
の
会
話
を
考
え
る
。
６.

書
き
出
し
を
工
夫
す
る
。

７.

一
続
き
の
話
に
す
る｣

と
あ
る
。｢

会
話｣

が
辛
う
じ
て
音
声
で
あ
る
と

も
捉
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
物
語
を
構
成
す
る
材
料
と
し
て
、
あ
る
い
は
場
面

や
情
景
を
構
成
す
る
材
料
と
し
て
の
、
音
が
欠
落
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
事
柄

と
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
関
係
で
あ
り
、
前
後
の
場
面
で
あ
り
、
時
と
場
所

で
あ
り
、
あ
ら
す
じ
な
の
だ
。
ヒ
ン
ト
と
し
て
絵
の
周
囲
に
示
さ
れ
て
い
る
の

も
、｢

箱
の
周
り
は
ど
の
よ
う
な
動
物
が
い
る
の
だ
ろ
う｣

｢

箱
か
ら
出
て
き
た

の
は
な
ん
だ
ろ
う｣

｢

こ
こ
は
ど
の
よ
う
な
所
だ
ろ
う｣

｢

二
人
の
人
物
は
ど
の

よ
う
な
人
だ
ろ
う｣

｢

二
人
は
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う｣

で
あ
っ
て
、
音
に

属
す
る
問
い
か
け
は
一
切
な
い
。
絵
を
眺
め
る
限
り
、
そ
の
場
に
お
い
て
だ
け

で
も
、
飛
び
出
す
音
や
倒
れ
る
音
や
竈
の
音
な
ど
様
々
な
音
が
響
い
て
い
る
に

�音�に注目した文学教育と環境教育の横断的研究序論190
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も
関
わ
ら
ず
。
そ
し
て
、
各
生
徒
が
物
語
を
つ
く
っ
た
後
は
、｢

物
語
を
読
み

あ
う｣

と
い
う
課
題
が
あ
り
、｢

グ
ル
ー
プ
で
読
み
合
い
、
豊
か
な
想
像
力
が

感
じ
ら
れ
る
も
の
、
着
想
の
お
も
し
ろ
い
も
の
な
ど
を
選
び
、
ク
ラ
ス
で
紹
介

し
よ
う｣
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
の
手
順
に
従
っ
て
創
作
さ
れ
た
物
語
で
あ
る

こ
と
を
鑑
み
る
と

(

そ
こ
に
は
音
に
関
す
る
促
し
が
全
く
な
い
た
め)

、｢

豊
か

な
想
像
力｣

｢

着
想
の
お
も
し
ろ
さ｣

を
感
じ
さ
せ
る
項
目
の
な
か
に
音
や
音

に
ま
つ
わ
る
描
写
が
数
え
ら
れ
な
い
懸
念
を
抱
か
せ
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
一

切
、
音
の
描
写
が
な
い
物
語
を
描
く
生
徒
も
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

し
て
、
そ
の
こ
と
を
疑
問
に
思
わ
な
い
生
徒
も
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
語
運
用
と
し
て
の
文
学
教
育
に
つ
い
て
は
相
対
的
に

(

小
学
生
〜
高
校

二
年
生
と
比
較
し
て)

習
得
が
進
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
高
校
三
年
の

｢

総

合
国
語｣

と

｢

現
代
文｣

の
二
〇
一
二
年
度
現
行
の
教
科
書
か
ら
、
近
現
代
の

小
説
を
中
心
に
対
象
と
し
て
、
現
代
小
説
の
本
文
と
本
文
の
後
に
提
示
さ
れ
て

い
る

｢

学
習
の
手
引
き｣

(

教
科
書
に
よ
っ
て
は

｢

学
習｣

｢
研
究｣

｢

発
展｣

な
ど)

か
ら
、
教
科
書
に
お
け
る
文
学
作
品
と
音
の
扱
い
を
探
っ
て
み
る
。

ま
ず
は
教
科
書
採
択
の
定
番
作
家
の
ひ
と
り
と
も
言
え
る
太
宰
治
作
品
を
見

て
み
よ
う
。
太
宰
作
品
で
一
番
採
択
が
多
い
の
は

｢

富
嶽
百
景｣

(｢

国
語
総
合｣

の
212
桐
原
・
国
総
047
、
15
三
省
堂
国
総
029
、
２
東
書
国
総
027
、
明
治
書
院
037
、

筑
摩
039)

の
五
つ
、
次
い
で

｢

猿
が
島｣

(｢

新
編
国
語
総
合｣

15
三
省
国
総
030)

、

そ
し
て
、｢

清
貧
譚｣

(

明
治
043)

と

｢

葉
桜
と
魔
笛｣

(｢

展
開
現
代
文｣

桐
原

050)

で
あ
る
。

｢

富
嶽
百
景｣

は

｢

私｣

が
見
る
様
々
な
富
士
の
姿
を
切
り
取
っ
て
い
く
小

説
で
あ
り
、｢

学
習
の
手
引
き｣

に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
富
士
の
姿
や
描

写
を
ま
と
め
る
課
題
、
そ
の
景
色
と

｢

私｣

の
心
情
を
ま
と
め
る
課
題
、｢

私｣

の
か
か
わ
っ
た
人
物
を
ま
と
め
る
課
題
が
多
い
。
そ
の
過
程
で
音
や
そ
の
描
写

に
注
目
す
る
生
徒
は
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
促
す
よ
う
な
設
問
は
な

い
。｢

探
求
国
語
総
合
212
桐
原
・
国
総
047｣

の

｢

発
展｣

で
は
、｢

自
分
の
身
の

周
り
の
風
景
を
見
て
、『

私
の
○
○
百
景』

を
書
い
て
み
よ
う｣

と
あ
る
。
こ

の
発
問
を
み
る
限
り
、
や
は
り
、｢

見
て｣

で
あ
り
、
聴
覚
刺
激
を
風
景
構
成

の
材
料
と
す
る
発
想
は
な
い
。

｢

猿
が
島｣

も

｢

読
む
こ
と｣

に
あ
た
っ
て

｢

情
景｣

が
大
切
と
な
る
小
説

で
あ
る
。｢

学
習
の
手
引
き｣

を
見
る
と
、
霧
の
描
写
に
注
目
を
促
す
も
の
の
、

そ
の
霧
と
共
に
重
要
な

｢

呼
ぶ
声｣

に
関
し
て
の
設
問
は
な
い
。
小
説
を
題
材

と
し
た
教
育
で
は
、
筋
の
展
開
を
追
う
こ
と
、
場
面
や
中
心
人
物
の
心
理
を
想

像
す
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
加
え
て
、｢

音
読
、
朗
読
、
暗
唱
を
す

る
言
語
活
動｣

が
な
さ
れ
て
い
た
。
確
か
に
そ
れ
ら
も
、
学
習
指
導
要
領
に
あ

る
よ
う
に

｢

読
み
を
深
め
る｣

う
え
で
不
可
欠
で
、
有
効
な
方
法
で
あ
る
。
内

田
樹
は

｢

強
い
言
葉
が
あ
り
、
響
き
の
よ
い
言
葉
が
あ
り
、
身
体
に
し
み
こ
む

言
葉
が
あ
り
、
脈
拍
が
早
く
な
る
言
葉
が
あ
り
、
頬
が
紅
潮
す
る
言
葉
が
あ
り
、

癒
し
を
も
た
ら
す
言
葉
が
あ
る｣

と
、｢

言
葉
の
物
質
性｣

に
触
れ
、｢

論
理
性

を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
、
論
理
の
運
び
が
美
し
い
文
章
を
浴
び
る
よ
う
に
読

む
以
外
に
手
だ
て
は
な
い
。｢

力
の
あ
る
言
葉｣

を
繰
り
返
し
読
み
、
暗
誦
し
、

筆
写
す
る
。
国
語
教
育
と
は
畢
竟
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る｣

と
主
張
す
る

(

４)

。

し
か
し
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
受
容
と
は
異
な
る
方
法
の
有
効
性
を
考
え
た
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い
。

｢

葉
桜
と
魔
笛｣

は
題
名
が
示
す
と
お
り
、
葉
桜
と
い
う
風
景
が
魔
笛
と
い

う
聴
覚
刺
激
へ
と
変
換
さ
れ
る
小
説
だ
。
太
宰
作
品
に
は
、｢

き
り
ぎ
り
す｣

や

｢
I

c
a

n
s
p

e
a

k
｣

な
ど
の
よ
う
に
視
覚
で
と
ら
え
た
風
景
が
聴
覚
へ
と
変

換
さ
れ
る
作
品
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
変
換
さ
れ
る
聴
覚
は
、｢

き
り
ぎ
り
す｣

で
は
、｢

私｣

が
俗
物
と
化
し
て
し
ま
っ
た
夫
と
別
れ
て
も
、
そ
の
芸
術
の
中

に
な
お

｢

美｣

が
あ
る
と
信
じ
、｢

私｣

が
生
き
る
支
え
と
す
る

｢

き
り
ぎ
り

す｣

の
声
で
あ
り

(

５)

、
声
を
失
っ
て
し
ま
っ
た

｢

私｣

が
、
そ
れ
で
も
小
説
を
書

く
こ
と
が
で
き
る
と
感
じ
さ
せ
る
、
小
説
の
、
世
界
の
生
成
を
感
じ
さ
せ
る
原

初
の
音
で
あ
る

(

６)

の
だ
。
こ
の
よ
う
な

�音
�
は
、
そ
の
小
説
世
界
に
と
っ
て
、

中
心
人
物
の

｢

私｣

に
と
っ
て
、
根
源
的
、
決
定
的
な
大
切
な
音
だ
。
し
か
も
、

そ
の
よ
う
に
大
切
な
音
を
、
読
者
は
小
説
を
読
む
こ
と
で
し
か
聴
き
と
る
こ
と

が
出
来
な
い
。
学
習
指
導
要
領
に
あ
る
よ
う
な
、
直
接
的
に
聴
覚
器
官
を
刺
激

す
る
教
具
の
工
夫
の
ほ
か
に
、
小
説
を

｢

読
む
こ
と｣

に
お
い
て
は
、
小
説
を

読
む
こ
と
で
し
か
聴
く
こ
と
の
で
き
な
い
、
こ
の
よ
う
な

�音
�
を
聞
き
取
る

こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

中
村
三
春
は

｢

言
葉
は
、
真
理
と
の
対
応
を
宿
命
と
す
る
、
真
理
条
件
を
備

え
た
命
題
の
粉
飾
さ
れ
た
形
態
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
る
定
式
に
お
け
る
言
葉

と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
言
明
可
能
性
の
条
件
に

よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
虚
構
と
は
、
こ
の
言
明
不
可
能
性

条
件
と
同
じ
広
が
り
を
持
つ
、
有
意
味
な
言
葉
の
使
用
可
能
性
の
機
構
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
虚
構
は
言
葉
の
起
源
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
虚
構
は
よ
り
深
甚
で
巧

妙
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
達
の
困
難
性
も
し
く
は
不
可
能
性

を
�
け
金
と
す
る
の
で
あ
る
。
文
芸
の
文
芸
た
る
所
以
も
、
恐
ら
く
こ
こ
に
あ

る

(

７)｣

と
指
摘
す
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
小
説
が
虚
構
で
あ
れ
ば
こ
そ
、｢

表

意
作
用
の
領
域
は
、
常
に

�伝
達
�
の
領
域
を
は
み
出｣

し
、｢

レ
ト
リ
ッ
ク

が
虚
構
の
重
要
な
組
織
の
一
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
純
に
発
信
源
へ

の
�
行
の
入
口
と
見
な
さ
れ
て
は｣

な
ら
な
い
の
だ

(

８)

。｢

葉
桜
と
魔
笛｣

を
採

択
し
た
教
科
書
で
は
、｢

発
展｣

で

｢

葉
桜
と
魔
笛｣

と
い
う
題
名
は
何
を
意

味
し
て
い
る
か
、
話
し
合
っ
て
み
よ
う｣

と
あ
る
。
指
導
書
を
紐
解
く
と
、
死

を
扱
い
な
が
ら
も
浪
曼
主
義
的
な
題
名
と
す
る
の
は
太
宰
の
真
骨
頂
だ
と
あ
る
。

せ
っ
か
く
、
題
名
に
注
目
し
な
が
ら
、｢

魔
笛｣

の
音
を
読
者
行
為
で
聴
く
こ

と
な
く
、
作
家
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
は
残
念
に
思
わ
れ
る

(

９)

。

文
学
に
表
れ
る
音
を
、
読
み
手
を
説
得
さ
せ
る
た
め
の
材
料
と
考
え
る
た
め
に
、

作
家
の
戦
略
へ
と
還
元
す
る
。
そ
れ
は

｢

文
章
に
お
け
る
材
料
は
あ
く
ま
で
も

主
題
や
主
旨
を
生
か
す
た
め
の
も
の
で
あ
り｣

｢

文
章
を
読
む
場
合
と
し
て
は
、

読
み
手
は
そ
の
材
料
が
、
ど
の
よ
う
に
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
考
え

る
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
読
み
手
の
作
文
力
を
養
う
う
え
に
効
果

を
生
む
も
の
で
あ
る｣

と
学
習
指
導
要
領
で
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係

で
は
な
く
、
各
人
が
好
き
勝
手
に
読
め
ば
い
い
の
だ
と
い
う
読
み
の
ア
ナ
ー
キ

ズ
ム
を
警
戒
し
、
読
み
の
客
観
性
を
保
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ

が
一
方
で
、
作
家
の
戦
略
と
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
み
取
る
な
ら
ば
、
読

み
手
は
文
章
技
術
の
向
上
は
図
れ
る
が
、
読
み
手
自
身
の
な
か
に
そ
の

�音
�

を
取
り
入
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
対
話
や
相
手
を
説
得
す
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る
上
で
は
有
効
か
も
知
れ
な
い
が
、
文
学
空
間
の
拡
が
り
を
体
験
し
て
、
自
分

自
身
の
感
性
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
は
繋
が
り
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。

感
性
は
、
単
純
な
情
報
の
入
力
や
、
声
に
出
す
、
作
文
力
を
培
う
と
い
っ
た

直
接
的
な
出
力
か
ら
の
み
鍛
え
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
文
学
を
教
材

と
し
た
場
合
、
入
力
か
ら
出
力
へ
到
る
現
実
的
な
国
語
力
を
養
う
軸
が
仮
に
あ

る
と
す
れ
ば
、
感
性
教
育
は
、
そ
れ
と
交
差
す
る
よ
う
に
存
在
す
る
も
う
一
つ

の
軸
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
感
性
と
は
、
入
力
と
出
力
の
中
間
項
と
し
て
、
個

人
の
内
部
に
立
体
的
に
生
じ
る
出
来
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
作
品
世

界
の
中
に
主
体
を
埋
没
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
生
じ
る
、
物
語
内
環
境

(

文
学

空
間)

、
�風
景
�
へ
の
意
識
に
よ
っ
て
こ
そ
、
感
性
が
発
動
す
る
契
機
と
な
る

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
時
発
動
し
た
感
性
は
、
�風
景
�
を
目
の
当
た
り
に
見

る
だ
け
で
な
く
、
そ
の

�音
�
を
も
捉
え
る
は
ず
だ
。
こ
の
物
語
内
環
境
に
向

け
た
聴
覚
的
意
識
の
喚
起
は
、｢

作
品
に
描
か
れ
た
情
景
や
人
物
を
豊
か
な
想

像
力
を
も
っ
て
と
ら
え
る｣

と
い
う
指
導
事
項
の
目
標
と
方
向
性
を
一
に
す
る

一
方
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
は
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い

�音
�
を
前
景

化
す
る
試
み
と
い
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
教
科
書
に
採
択
さ
れ
た
小
説
の
な
か
に
音
に
ま
つ
わ
る
描
写
が

ま
っ
た
く
な
い
訳
で
は
な
く
、
学
習
の
手
引
き
そ
の
ほ
か
で
、
音
に
ま
つ
わ
る

記
述
に
基
づ
い
た
学
習
の
促
し
を
す
る
箇
所
も
あ
る
。
小
説
で
は
な
く
随
筆
の

範
疇
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
は
い
る
が
、『

現
代
文』

(

筑
摩
045)

に
採
択
さ
れ
た

角
田
光
代

｢

口
笛
男｣

は
ま
さ
に
音
と
記
憶
に
ま
つ
わ
る
内
容
で
あ
る
。
さ
ら

に
言
え
ば
、『

国
語
総
合』

(

大
修
館
051)

な
ど
の
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
谷
川
俊

太
郎
の
詩
の
声
も
ま
た
高
ら
か
に
響
く
。
そ
の
意
味
で
も
、
音
に
注
目
し
た
文

学
教
育
に
お
い
て
教
科
書
に
採
択
さ
れ
て
い
る
小
説
に
は
大
き
な
可
能
性
が
潜

在
す
る
。
そ
れ
を
最
大
限
に
い
か
す
べ
く
、｢

黒
電
話｣

(『

高
校
生
の
現
代
文』

明
治
書
院
043)

に
お
い
て
、
今
で
は
聞
く
こ
と
が
出
来
な
い
黒
電
話
の
呼
び
鈴

の
音
を
聞
か
せ
る
と
い
っ
た
直
接
的
な
聴
覚
刺
激
の
材
料
を
与
え
る

(

無
論
こ

れ
も
重
要
な
く
ふ
う
で
あ
る)

と
は
別
の
く
ふ
う
、
い
わ
ば
読
書
に
よ
っ
て
の

み
得
る
こ
と
が
可
能
な

�音
�
体
験
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
教
育
方
法
の
く
ふ
う

を
提
示
し
た
い
。

そ
こ
で
、
自
分
の
周
囲
の
音
に
耳
を
澄
ま
し
、
聞
き
取
っ
た
音
を
文
字
や
座

標
を
利
用
し
て
再
構
成
す
る
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
作
成
を
い
か
し
た
環
境
教
育
と

の
横
断
的
な
研
究
と
そ
の
実
践
的
方
法
を
採
用
す
る

(

�)

。
結
城
正
美

『

水
の
音
の

記
憶』

(

水
声
社
、
二
〇
一
〇
・
七)

に
あ
る
よ
う
に
、｢

聴
く
と
い
う
行
為
に

関
心
を
向
け
る
こ
と
は
、
自
然
と
の
つ
な
が
り
を
経
験
的
に
知
ら
な
い
者
が
、

自
然
と
の
つ
な
が
り
を
探
究
す
る
際
に
と
り
う
る
一
つ
の
方
法｣

で
あ
り
、
前

掲
の

『

月
瀬
幻
影』

に
あ
る
よ
う
に
、｢

景
観
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
位
相
が
こ
と

ば
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
き
、
風
景
が
は
じ
め
て
成
立
す
る｣

｢

風
景
は
、

そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
景
観
と
、
そ
の
景
観
に
た
い
し
て
取
り
結
ば
れ
た

何
ら
か
の
関
連
の
う
ち
に
立
つ
人
の
教
養
と
の
相
互
志
向
的
な
関
係
の
う
ち
に

現
れ
て
く
る
も
の
な
の
だ｣

｢

そ
し
て
教
養
と
は
、
こ
の
ば
あ
い
と
り
わ
け
て
、

こ
と
ば
な
の
で
あ
る｣

か
ら
。
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三
、
震
災
を
め
ぐ
る

�音
�
の
風
景

音
に
対
し
て
人
が
と
り
わ
け
敏
感
に
な
る
契
機
を
捉
え
て
、
音
の
感
覚
・
知

覚
の
特
徴
を
知
る
こ
と
は
本
研
究
に
お
い
て
不
可
欠
な
手
続
き
で
あ
る
。
近
代

文
学
が
体
験
し
た
そ
の
よ
う
な
契
機
の
一
つ
が
、
関
東
大
震
災
で
あ
る
。
被
災

者
一
九
〇
万
人
と
も
い
わ
れ
る
こ
の
震
災
は
、
都
市
に
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
、

心
理
的
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
同
時
に
江
戸
文
化
か
ら
の
連
続
性
を
断

ち
、
一
方
で
、
新
興
の
芸
術
活
動
を
盛
ん
に
も
さ
せ
た

(

�)

。
こ
の
未
曽
有
の
災
害

経
験
に
お
い
て
、
作
家
は
、
体
験
者
と
し
て
ど
の
よ
う
な
耳
を
も
ち
、
ど
の
よ

う
な
言
葉
を
用
い
た
の
か
。

震
災
以
前
に
響
い
て
い
た
音
は
当
時
の
人
間
の
み
が
共
有
で
き
る
も
の
で
あ

り
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
音
は
も
う
文
化
と
し
て
継
承
し
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
震
災
に
よ
っ
て
生
じ
た
断
絶
感
と
は
体
験
し
た
者
に
し
か
わ
か
ら

な
い
主
観
的
な
体
験
な
の
だ
ろ
う
か
。
感
情
面
で
は
そ
う
で
あ
る
と
結
論
つ
け

ざ
る
を
得
な
い
。
江
戸
の
面
影
を
残
し
て
い
た
震
災
前
の
東
京
を
構
成
し
て
い

た
音
を
聞
け
な
い
者
は
、
そ
れ
ら
を
聞
い
て
動
か
さ
れ
た
感
情
を
知
ら
な
い
。

震
災
を
体
験
し
な
か
っ
た
者
は
、
そ
の
前
後
に
生
じ
た
亀
裂
か
ら
生
み
出
さ
れ

る
感
情
は
得
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
文
学
の

�音
�
の
特
徴
を
考
え
る
な
ら
ば
、

聞
こ
え
る
音
を
意
識
化
す
る
こ
と
だ
け
が
聴
く
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な

機
構
は
、
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
音
、
あ
る
い
は
音
の
向
こ
う
側
へ
と
想
像
を
進

ま
せ
る
は
ず
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
文
学
の

�音
�
と
は
、
直
接
的
に
聴
覚
を
刺
激

す
る
音
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。

夢
野
久
作

(

杉
山
萠
圓)

は
、｢

品
川
駅
の
蓄
音
機｣

(｢

街
頭
か
ら
見
た
新

東
京
の
裏
面｣

｢

市
政
の
巻｣

『

九
州
日
報』

一
九
二
四
・
一
〇)

に
お
い
て
、

｢

震
災
後
初
め
て
東
京
に
行
く
人
は
、
先
ず
品
川
駅
に
着
く
と
ホ
ー
ム
の
雑
音

に
ま
じ
っ
て
、｢

品
川
ア
ー
…
…
品
川
ア
ー
…
…
山
の
手
線
、
新
宿
…
…
方
面

行
乗
換
え
エ
…
…
品
川
ア
ー
…
…
品
川
ア
ー
…
…
お
早
く
願
い
ま
ア
す
…
…｣

と
い
う
特
別
に
異
様
な
割
れ
鐘
声
を
聞
く
で
あ
ろ
う｣

と
記
事
に
書
い
て
い
る
。

そ
れ
が
、
ホ
ー
ム
に
備
え
付
け
ら
れ
た
蓄
音
機
か
ら
鳴
る
、｢

声
自
慢
の
駅
夫

に
吹
き
こ
ま
せ
た
も
の｣

で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
ど
う
せ
な
ら

｢

鶯
の
初
音

の
よ
う
な
声｣

か

｢

有
名
な
女
優
か
何
か
の
声｣

に
す
れ
ば
、｢

殺
気
立
っ
た

り
疲
れ
た
り
し
た
旅
客
の
心
理
状
態
を
和
ら
げ
る｣

効
果
が
あ
る
は
ず
だ
と
続

け
て
い
る
。
新
し
い
東
京
の
印
象
が
、
ま
ず
機
械
音
に
よ
る
ノ
イ
ズ
へ
の
注
意

か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
ま
で
表
記
で
き
な
か
っ
た
音
を
、

敢
え
て
新
し
さ
と
し
て
直
接
表
現
す
る
の
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
特
に
ダ
ダ
イ
ズ

ム
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
雑
誌

『

赤
と
黒』

、『

マ
ヴ
ォ』

、『

ダ
ム
ダ
ム』

な
ど
に

発
表
さ
れ
た
多
く
の
詩
が
、
既
成
の
概
念
を
打
破
す
る
詩
的
革
命
と
し
て
、
人

工
音
を
取
り
上
げ
、
そ
の
強
調
を
特
徴
と
す
る
の
も
、
震
災
後
の
一
つ
の
音
を

め
ぐ
る
風
景
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る

(

�)

。

し
か
し
、
小
説
空
間
の
構
成
で
は
、
直
接
的
に
聴
こ
え
た
音
や
叫
び
を
書
く

だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
声
に
な
ら
な
い
声
を
、
今
ま
で
は
表
記
で
き
な
か
っ

た
音
を
、
で
は
小
説
で
は
ど
の
よ
う
に
描
き
だ
し
て
い
る
の
か
。

震
災
を
契
機
に
、
聴
こ
え
な
く
な
っ
た

�音
�
を
取
り
戻
す
テ
ク
ス
ト
と
し

�音�に注目した文学教育と環境教育の横断的研究序論186

25



て
、
芥
川
龍
之
介

｢

少
年｣

を
挙
げ
て
み
よ
う
。
一
九
二
三
年
の
ク
リ
ス
マ
ス

か
ら
語
り
だ
さ
れ
る
こ
の
小
説
は
、
一
章
か
ら
六
章
ま
で
の
構
成
を
と
り
、
一

章
が
、
震
災
直
後
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
出
来
事
を
、
二
章
以
下
で
は
、
三
十
年
前

の
主
人
公
の
思
い
出
が
描
出
さ
れ
る
。
震
災
前
後
の
二
層
の
時
間
だ
け
で
な
く
、

現
在
の
復
興
過
程
に
あ
る
銀
座

(

一
章)

と
、
近
代
化
を
経
る
前
の
、
藪
や
森

に
近
い
お
竹
倉
の
あ
る
両
国

(

二
章
〜
六
章)

を
取
り
上
げ
、
震
災
と
近
代
化

と
い
う
い
ず
れ
も
風
景
・
環
境
の
破
壊
と
い
う
点
で
共
通
す
る
二
つ
の
仕
切
り

を
立
て
、
三
層
の
時
間
を
物
語
に
創
り
出
し
、
�現
在
�
と

�ふ
た
昔
前
�
を

描
く
の
が

｢

少
年｣

の
特
徴
で
あ
る
。
一
章
に
お
い
て
、
主
人
公
堀
川
保
吉
は
、

復
興
期
の
悪
事
情
を
思
わ
せ
る
バ
ス
の
中
で
、
少
女
と
宣
教
師
と
の
遣
り
取
り

を
目
に
す
る
。
生
意
気
な
態
度
の
少
女
や
、
ク
リ
ス
マ
ス
は
イ
エ
ス
の
誕
生
日

だ
と
言
わ
せ
た
い
宣
教
師
の
や
り
口
に
不
愉
快
さ
を
覚
え
る
保
吉
な
の
だ
が
、

宣
教
師
の
牽
引
を
裏
切
り
、
少
女
が

｢

今
日
は
あ
た
し
の
お
誕
生
日｣

と
言
い

放
っ
た
こ
と
か
ら
、
保
吉
の
ま
な
ざ
し
は
一
転
、
少
女
を
美
し
い
マ
リ
ア
に
、

宣
教
師
を
お
伽
噺
の
大
男
の
よ
う
に
見
直
す
。
少
女
の
一
声
が
、
保
吉
の
感
覚

の
変
容
を
促
す
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
出
来
事
か
ら
、
時
間
の
層
を
飛
び

越
え
、
自
ら
の
幼
少
期
、
つ
ま
り

｢

ふ
た
昔
前｣

の
記
憶
へ
と
物
語
を
�
行
さ

せ
る
。
最
後
の
六
章
、
保
吉
が
友
人
と
回
向
院
の
境
内
で
戦
争
ご
っ
こ
を
す
る

場
面
は
、｢

開
戦
！｣

の
一
声
と
と
も
に
、
小
さ
な
戦
場
と
し
て
の
境
内
が
描

出
さ
れ
る
が
、
勢
い
余
っ
て
転
ん
だ
保
吉
が
大
泣
き
し
て
い
る
の
を
心
配
し
て

彼
を
取
り
囲
ん
だ
友
人
の
一
人
が
、｢

｢

お
母
さ
ん｣

つ
て
云
っ
て
泣
い
て
や

が
る｣

と
揶
揄
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
物
語
は
再
び
別
の
階
層
に
飛
ぶ
。
つ
い

数
年
前
、
上
海
で
入
院
中
に
、
や
は
り
言
っ
た
覚
え
の
な
い

｢

お
母
さ
ん｣

の

一
声
を
、
看
護
婦
か
ら
指
摘
さ
れ
た
記
憶
で
あ
る
。
そ
の
時
、
保
吉
は
あ
り
あ

り
と

｢

あ
の
回
向
院
の
境
内
を
思
ひ
出
し
た｣

と
い
う
。
友
人
の

｢

嘘｣

と
し

て
否
定
さ
れ
た
は
ず
の
記
憶
が
境
内
の
風
景
と
し
て
再
現
さ
れ
た
瞬
間
で
あ
る
。

震
災
と
復
興
の
慌
し
さ
と
い
う
外
界
を
背
景
に
、
�あ
ら
ゆ
る
ク
リ
ス
マ
ス
の

美
し
さ
�
に
求
心
す
る
内
界
を
図
と
し
て

｢

少
年｣

は
成
立
し
て
い
る
。
こ
の

｢

お
母
さ
ん｣

は
、
�母
恋
い
�
と
い
う
作
家
論
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、

テ
ク
ス
ト
に
時
間
と
記
憶
と
風
景
の
重
層
化
を
創
出
す
る
契
機
を
も
た
ら
す

�声
�
な
の
で
あ
る
。
保
吉
が
二
昔
前
の
世
界
へ
移
行
で
き
る
の
は
、
バ
ス
内

で
の
感
情
を
経
て
カ
フ
ェ
で
の
感
覚
的
な
回
想
状
態
を
呼
び
起
こ
し
た
か
ら
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
感
性
的
営
為
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
読
者
に
と
っ
て
も

同
様
の
手
続
き
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
小
説
的
な

�音
�
を
聴

く
体
験
は
、
直
接
的
に
感
情
を
揺
さ
ぶ
る
体
験
で
は
な
く
、
感
性
を
刺
激
す
る

営
み
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
補
足
す
る
な
ら
、
破
壊
す
る
音
へ
の
即
時
的

な
愕
き
は
感
情
と
、
そ
こ
か
ら
看
取
す
る
世
界
観
は
感
覚
と
言
え
、
感
性
と
は

区
別
さ
れ
る

(

�)

。
多
く
主
観
を
は
ら
む
た
め
に
、
客
観
的
な
読
み
の
材
料
と
し
て

は
排
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
感
性
的
な
教
育
の
側
面
も
、
感
情
や
感
覚
と
の
腑

わ
け
を
明
確
に
し
て
論
じ
れ
ば
、
十
分
に
客
観
的
な
材
料
と
な
り
得
る
と
提
言

で
き
る
。
表
層
に
は
響
か
ぬ

�声
�
を
聴
こ
う
と
す
る
、
感
性
的
行
為
の
体
現

者
と
し
て
、
読
み
手
も
ま
た
保
吉
を
模
倣
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

｢

少
年｣
発
表
と
同
時
期
に
、
多
く
の

�少
年
も
の
�
が
発
表
さ
れ
た
の
も
、

こ
の

｢

感
性｣
へ
の
働
き
か
け
を
積
極
的
に
可
能
に
す
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
幼
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少
期
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う

(

�)

。
大
正
一
二
年
の

�九
・
〇
一
�
は
、
こ
の

｢

感
情｣

｢

感
覚｣

｢

感
性｣

の
差
異
を
テ
ク
ス
ト
或

い
は
、
文
章
表
現
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
顕
著
に
意
識
化
す
る
出
来
事
で
も
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
大
都
市
が
一
日
の
う
ち
で
崩
壊
し
た

こ
と
を
目
の
当
た
り
し
た
作
家
の
多
く
が
、
稀
有
な
体
験
と
し
て
そ
の
震
災
を

言
語
化
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
そ
の
描
き
方
は
様
々
で
あ
る
が
、
震
災
直
後

に
書
か
れ
た
文
章
の
特
徴
の
一
つ
が
、
震
災

｢

以
前
・
以
後｣

に
よ
る
心
理
状

態
の
書
き
分
け
で
あ
る
。
幸
田
露
伴
の

｢

震
は
亨｣

(

一
九
二
三
・
一
〇)

は

そ
の
好
例
で
あ
り
、
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
音
風
景
と
し
て
そ
れ
を
描
き
出
し

て
い
る
点
で
あ
る
。

此
度
の
大
震
大
火
、
男
女
多
く
死
す
る
の
前
に
は
、｢

お
れ
は
河

原
の
枯
芒
、
お
な
し
お
ま
へ
も
枯
芒
、
ど
う
せ
二
人
が
此
世
で
は
花

の
咲
か
な
い
か
れ
す
ゝ
き｣

と
い
ふ
謡
が
行
は
れ
て
、
童
幼
こ
れ
を

唱
へ
、
特
に
江
東
に
は
多
く
唱
は
れ
、
或
は
其
曲
を
口
笛
な
ど
に
吹

く
者
も
あ
つ
た
。
其
歌
詞
曲
譜
と
も
に
卑
弱
哀
傷
、
人
を
し
て
厭
悪

の
感
を
懐
か
し
め
た
。
こ
れ
は
活
動
写
真
の
挿
曲
か
ら
行
は
れ
た
の

で
、
原
意
は
必
ず
し
も
此
度
の
惨
事
を
予
言
し
た
の
で
も
何
で
も
無

い
が
、
大
震
大
火
が
起
つ
て
、
本
所
や
小
梅
、
到
る
と
こ
ろ
河
原
の

枯
芒
と
な
つ
た
人
の
多
い
に
及
ん
で
、
唱
ふ
者
は
パ
ッ
タ
リ
と
無
く

な
つ
た
が
、
回
顧
す
る
と
厭
な
感
じ
が
す
る
。

露
伴
は
、
忌
わ
し
い
謡
や
妙
な
謡
が
歌
わ
れ
た
り
、
変
な
風
俗
が
行
わ
れ
た

り
し
た
後
に
大
き
な
事
変
を
体
験
す
る
と
、｢

各
人
の
記
臆
の
中
か
ら
、
忌
は

し
く
感
じ
た
り
異
様
に
思
つ
て
ゐ
た
事
な
ど
が
頭
を
擡
げ
て
来
て
、
さ
も
�
�

其
事
変
の
前
表
予
告
で
ゞ
も
有
つ
た
か
の
如
く
復
現
し
て
来
る
も
の
で
あ
る｣

と
続
け
て
い
る
。｢

忌
わ
し
い｣

｢

妙
な｣

｢

変
な｣

と
い
う
感
覚
が
、
事
変
を

通
し
て
、
予
言
と
い
う
か
た
ち
で
因
果
や
意
味
を
生
じ
さ
せ
、
枯
れ
芒
の
歌
自

体
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
不
吉
な
意
味
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
露
伴
は
エ
ッ
セ
イ

の
中
で
現
実
化
し
て
し
ま
う

(

�)

。
こ
の
文
章
の
最
後
が
、｢

邵
子
が
橋
上
に
杜
鵑

の
声
を
聞
い
て
天
下
の
形
勢
を
悟
つ
た
と
い
ふ
の
も
、
豈
直
に
杜
鵑
の
声
を
聞

い
て
而
る
後
に
悟
る
と
こ
ろ
有
り
し
な
ら
ん
や
で
あ
る｣

と
い
う
故
事
を
以
て

閉
じ
ら
れ
る
こ
と
も
象
徴
的
で
あ
ろ
う
。
持
続
的
な
世
界
が
、
震
災
に
よ
り
二

つ
に
分
断
さ
れ
た
よ
う
に
、
季
節
の
到
来
を
告
げ
る
杜
鵑
の
声
は
、
以
前
・
以

後
を
明
確
化
す
る
指
標
と
し
て
浮
か
び
あ
が
る
。

未
分
化
な
状
態
を
瞬
間
的
に
明
分
化
し
て
み
せ
る
文
章
は
、
ほ
か
に
も
挙
げ

ら
れ
る
。
芥
川
の

｢

大
震
雑
記｣

(『

中
央
公
論』

一
九
二
三
・
一
〇)

で
あ
る
。

震
災
以
前
か
ら
書
き
出
さ
れ
た
こ
の
雑
記
の

｢

六｣

に
は
、
以
前
通
っ
た
丸
の

内
の
焼
け
跡
を
再
び
訪
れ
た

｢

僕｣

が
、
突
然
、
あ
る
歌
声
を
聞
く
場
面
が
描

か
れ
て
い
る
。

僕
は
か
う
云
ふ
景
色
を
見
な
が
ら
、
や
は
り
歩
み
を
つ
づ
け
て
ゐ
た
。

す
る
と
突
然
濠
の
上
か
ら
、
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
歌
の
声
が
起
つ
た
。
歌

は

｢

懐
し
の
ケ
ン
タ
ツ
キ
イ｣

で
あ
る
。
歌
つ
て
ゐ
る
の
は
水
の
上
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に
頭
ば
か
り
出
し
た
少
年
で
あ
る
。
僕
は
妙
な
興
奮
を
感
じ
た
。
僕

の
中
に
も
そ
の
少
年
に
声
を
合
せ
た
い
心
も
ち
を
感
じ
た
。
少
年
は

無
心
に
歌
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
歌
は
一
瞬
の
間
に
い

つ
か
僕
を
捉
へ
て
ゐ
た
否
定
の
精
神
を
打
ち
破
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
描
か
れ
た
歌
声
は
、
露
伴
と
は
対
極
的
に
、｢

僕｣

を
捉
え
て
い
た

｢

否
定
の
精
神｣

か
ら
の
解
放
を
促
す
指
標
と
し
て
機
能
す
る
。｢

芸
術
は
生
活

の
過
剰
だ
さ
う
で
あ
る｣

｢

僕
等
は
人
間
た
る
尊
厳
の
為
に
生
活
の
過
剰
を
作

ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ｣

｢

生
活
に
過
剰
を
あ
ら
し
め
る
と
は
生
活
を
豊
富
に
す

る
こ
と
で
あ
る｣

と
続
け
、
芸
術
家
は
、｢
巧
み
に
そ
の
過
剰
を
大
い
な
る
花

束
に
仕
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ｣

と
い
う
決
意
表
明
が
な
さ
れ
、｢

僕
は
丸
の
内
の

焼
け
跡
を
通
つ
た
。
け
れ
ど
も
僕
の
目
に
触
れ
た
の
は
猛
火
も
亦
焼
き
難
い
何

も
の
か
だ
つ
た｣

と
、
言
語
的
に
不
分
明
な

｢

何
も
の
か｣
を
、
作
者
か
ら
読

者
へ
向
け
て
差
し
だ
さ
れ
る
花
束
の
比
喩
を
用
い
て
語
る
。
情
景
を
一
変
さ
せ

る
テ
ク
ス
ト
の
切
れ
目
と
し
て
、
こ
こ
で
は
少
年
の
歌
う

｢

懐
し
の
ケ
ン
タ
ツ

キ
イ｣

の
一
回
性
が
強
調
さ
れ
る
。
同
じ
誌
面
に
お
い
て
、
震
災
の
絶
望
か
ら

文
芸
を

｢

無
用
の
贅
沢
品｣

と
言
っ
た
菊
池
寛
と
は
、
対
照
的
な
立
場
で
あ
る
。

虚
構
は
果
た
し
て
現
実
に
拮
抗
し
え
な
い
の
か
、
こ
の
問
い
の
延
長
に

｢

少
年｣

は
描
か
れ
て
い
る
。

鎌
倉
で
被
災
し
、
そ
の
後
多
く
の
被
災
体
験
を
発
表
し
た
久
米
正
雄
は
、

｢

人
の
日
常
の
想
像
力
で
は
あ
れ
だ
け
の
大
地
震
を
、
矢
張
り
目
の
あ
た
り
直

ぐ
想
像
は
出
来
な
い
の
だ｣

｢

あ
ら
ゆ
る
話
の
表
現
上
の
誇
張
が
、
訳
に
立
た

な
い
気
さ
へ
し
た｣
(｢

災
害
印
象｣

『

新
潮』

一
九
二
三
・
十)

と
、
そ
れ
を

表
現
し
き
れ
ぬ
こ
と
、
つ
ま
り
リ
ア
リ
テ
ィ
の
不
可
能
性
と
し
て
語
る
。
最
後

に
、｢

あ
れ
だ
け
暴
威
を
振
つ
て
も
、
人
事
に
比
べ
れ
ば
自
然
は
ま
だ
い
ゝ｣

と
結
論
づ
け
、
そ
れ
に
続
い
て
次
の
よ
う
に
文
章
を
閉
じ
た
。

自
然
と
い
へ
ば
、
私
が
震
後
直
ぐ
、
海
岸
通
り
を
歩
い
て
行
つ
た

時
、
倒
れ
た
石
垣
や
白
塗
り
の
鉄
柵
に
は
、
朗
ら
か
に
鮮
や
か
な
日

影
が
さ
し
て
、
も
う
、
蝉
は
常
も
の
昼
ら
し
く
啼
き
し
き
つ
て
ゐ
た
。

蝉
と
云
へ
ば
、
蝉
は
震
後
五
分
と
経
た
ぬ
に
、
も
う
何
も
知
ら
ず

に
啼
き
初
め
た
。
東
京
の
焦
土
を
見
て
帰
つ
て
、
鎌
倉
の
自
分
の
家

の
焼
跡
に
立
つ
た
Ｏ
君
が
云
つ
た
。｢

君
、
鎌
倉
は
ま
だ
し
も
い
ゝ

よ
。
焼
跡
に
も
う
虫
が
啼
い
て
ゐ
る
。｣

と
。

仮
小
屋
の
夜
々
、

月
は
い
よ
�
�
晩
く
、
天
の
川
が
夜
に
夜
に
濃
く
な
つ
て
行
つ
た
。

鎌
倉
に
住
む
者
に
と
っ
て
、
蝉
が
ど
れ
程
生
命
力
に
富
ん
だ
存
在
で
あ
る
か

は
言
を
俟
た
な
い

(

�)

。
虫
が
鳴
く
と
い
う
日
常
的
な
身
辺
近
似
の
リ
ア
ル
な
出
来

事
の
対
岸
に
、
在
り
得
な
い
参
事
を
逆
説
的
に
写
そ
う
と
す
る
構
造
と
も
い
え

る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
お
け
る
蝉
の
声
は
、｢

古
池
や｣

と
並
ぶ
名
句

｢

閑
さ

や
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声｣

を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
む
し
ろ
静
か
さ
の
象
徴

で
も
あ
る
。
描
き
き
れ
な
い
大
参
事
、｢

人
道
主
義
と
個
人
主
義
の
大
な
る
揺

れ
幅｣

の
中
に
置
か
れ
た
人
間
た
ち
の
営
み
と
無
関
係
に
鳴
く
蝉
の
声
は
、
月

や
天
の
川
と
い
う
も
の
言
わ
ぬ
自
然
と
同
化
し
て
、
よ
り
静
か
さ
を
象
徴
し
て
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い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
震
災
の

�風
景
�
に
響
く
重
要
な
音
で
あ
る
。
震
災
か

ら
一
二
年
後
に
発
表
さ
れ
た
寺
田
寅
彦
の

｢

震
災
日
記
よ
り｣

で
は
、
大
火
を

出
し
た
東
京
の
空
の
も
と
、｢

電
車
の
音
も
止
ま
り
近
所
の
大
工
の
音
も
や
み
、

世
間
が
し
ん
と
し
て
実
に
静
寂
な
感
じ
が
し
た｣

(『

橡
の
実』

一
九
三
五
・
一

〇)

と
描
出
さ
れ
た
。

震
災
と
小
説
的
な

�音
�
と
は
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
に
象
徴
さ
れ
る
ノ
イ
ズ
か
ら
、

蝉
の
声
や

｢

し
ん
と
し
て
実
に
静
寂｣

と
い
う
限
り
な
く
無
音
に
近
い
音
の
風

景
の
中
に
開
か
れ
て
い
る
。
聴
く

�耳
�
は
、
震
災
を
通
し
て
よ
り
研
ぎ
澄
ま

さ
れ
、
聴
力
と
い
う
具
体
的
周
波
を
捉
え
る
だ
け
で
な
く
、
現
実
に
は
聴
こ
え

な
い
、
失
わ
れ
た
音
や
存
在
し
な
い
音
を
聴
き
取
る
器
官
と
し
て
、
さ
ら
に
、

音
を
存
在
さ
せ
て
い
た
環
境
を
も
再
生
さ
せ
る
契
機
と
し
て
、
感
性
の
領
域
を

広
げ
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
果
た
し
て
、
そ
の
よ
う
な
小
説
的
な

�音
�
を
、
で
は
読
み
手
は
ど
の
よ
う
に
観
取
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

四
、
感
性
と
文
化
的
継
承

実
際
に
聞
い
た
音
の
向
こ
う
側
に
響
く
音
と
は
ど
の
よ
う
な
音
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
こ
そ
が
感
性
を
刺
激
し
、
思
考
を
生
み
出
す
音
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い

か
。
感
性
と
は
、
主
体
の
記
憶
や
経
験
を
動
員
さ
せ
て
、
思
考
的
な
領
域
へ
食

い
込
ん
で
行
こ
う
と
す
る
、
感
覚
と
思
考
の
中
間
的
な
、
橋
渡
し

リ

エ

ゾ

ン

で
あ
る
。

｢

杜
鵑
の
声｣

や

｢

懐
か
し
の
ケ
ン
タ
ッ
キ
イ｣

は
、
読
者
を
、
感
情
的
・
感

覚
的
な
世
界
か
ら
感
性
的
な
世
界
へ
と
移
行
さ
せ
る
た
め
の
、
指
標
、
窓
口
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
体
内
部
に
働
き
か
け
る
こ
れ
ら
の

�音
�
は
、
そ

れ
以
前
の
状
態
と
比
し
て
、
決
定
的
に
異
な
る
状
態
へ
と
主
体
を
導
き
い
れ
る
。

柳
川
隆
之
介
の
筆
名
で
発
表
さ
れ
た

｢

大
川
の
水

(

Ａ
Ｒ
Ｓ.)｣

(

芥
川
龍

之
介

『

心
の
花』

一
九
一
四
・
四)

は
、
本
研
究
に
お
い
て
象
徴
的
な
テ
ク
ス

ト
と
い
え
る
。
大
川
端
近
く
に
生
れ
育
っ
た

｢

自
分｣

に
よ
り
語
ら
れ
、｢

大

川
の
水
の
色
、
大
川
の
水
の
ひ
び
き
は
、
我
が
愛
す
る

｢

東
京｣

の
色
で
あ
り
、

声
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
は
大
川
あ
る
が
ゆ
え
に
、｢

東
京｣

を
愛
し
、

｢

東
京｣

あ
る
が
ゆ
え
に
、
生
活
を
愛
す
る
の
で
あ
る｣

と
閉
じ
ら
れ
る
こ
の

テ
ク
ス
ト
は
、
既
に
大
川
か
ら
離
れ
た
或
る
郊
外
の
家
の
二
階
の
書
斎
で
綴
ら

れ
て
い
る
。

青
く
光
る
大
川
の
水
は
、
其
冷
な
潮
の
匂
い
と
共
に
、
昔
な
が
ら

南
へ
流
れ
る
、
な
つ
か
し
い
ひ
ゞ
き
を
つ
た
へ
て
く
れ
る
だ
ら
う
。

あ
ゝ
、
其
水
の
声
の
な
つ
か
し
さ
、
つ
ぶ
や
く
や
う
に
、
拗
ね
る
や

う
に
、
舌
う
つ
や
う
に
、
草
の
汁
を
し
ぼ
つ
た
青
い
水
は
、
日
も
夜

も
同
じ
や
う
に
、
両
岸
の
石
崖
を
洗
つ
て
ゆ
く
。
班
女
と
云
ひ
、
業

平
と
云
ふ
、
武
蔵
野
の
昔
は
知
ら
ず
、
遠
く
は
多
く
の
江
戸
浄
瑠
璃

作
者
、
近
く
は
河
竹
黙
阿
弥
翁
が
、
浅
草
寺
の
鐘
の
音
と
共
に
、
其

殺
し
場
の
シ
ユ
チ
ン
ム
ン
グ
を
、
最
も
力
強
く
表
す
為
に
、
屡
々
、

其
世
話
物
の
中
に
用
ゐ
た
も
の
は
、
実
に
此
大
川
の
さ
び
し
い
水
の

響
き
で
あ
つ
た
。
十
六
夜
清
心
が
身
を
な
げ
た
時
に
も
、
源
之
丞
が

鳥
追
姿
の
お
こ
よ
を
見
染
め
た
時
に
も
、
或
は
又
、
鋳
掛
屋
松
五
郎
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が
蝙
蝠
の
飛
交
ふ
夏
の
夕
ぐ
れ
に
、
天
�
を
に
な
ひ
な
が
ら
両
国
の

橋
を
通
つ
た
時
に
も
、
大
川
は
今
の
如
く
、
船
宿
の
桟
橋
に
、
岸
の

青
蘆
に
、
猪
�
船
の
船
腹
に
懶
い
さ
ゝ
や
き
を
く
り
返
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

文
化
的
継
承
が

�風
景
�
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
触
れ
、
さ
ら
に
、｢

ホ
フ

マ
ン
ス
タ
ア
ル
の
エ
ア
レ
エ
プ
ニ
ス
と
い
う
詩
を
よ
ん
だ
時
の
よ
う
な｣
｢

さ

び
し
さ｣

を
大
川
に
感
じ
る

｢
自
分
の
心
の
中
に
も
ま
た
、
情
緒
の
水
の
さ
さ

や
き
が
、
靄
の
底
を
流
れ
る
大
川
の
水
と
同
じ
旋
律
を
う
た
っ
て
い
る
よ
う
な

気
が
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い｣

と
書
く
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
本
論
で
い
う
感
性

を
露
出
し
た
テ
ク
ス
ト
と
い
え
な
い
か
。
嶌
田
明
子
が
い
う
よ
う
に
、
こ
の
テ

ク
ス
ト
に
お
い
て

｢

�山
の
手
の
郊
外
�
は
、
作
品
を
成
立
せ
し
め
る
文
学
創

造
の
場｣

で
あ
り
、｢

大
川
の
風
景
は

�山
の
手
の
郊
外
�
の

�書
斎
�
の
中

に
こ
そ
広
が
っ
て
い
る

(

�)｣

。
書
斎
に
身
を
置
き
、
日
本
、
外
国
文
学
を
縦
横
無

尽
に
引
用
す
る
こ
と
で
、
大
川
の

�風
景
�
を
生
の
体
験
と
し
て
描
こ
う
と
す

る
こ
の
姿
勢
こ
そ
、『

月
瀬
幻
想』

の
い
う

｢

生
と
世
界
と
を
全
称
的
に
肯
定

す
る
こ
と
の
で
き
る
穆
如
た
る
心
の
作
動｣

と
同
一
で
あ
る
。
末
尾
に

｢

そ
の

後

｢

一
の
橋
の
渡
し｣

の
絶
え
た
こ
と
を
き
い
た
。｢

御
蔵
橋
の
渡
し｣

の
廃

れ
る
の
も
間
が
あ
る
ま
い｣

と
い
う
一
文
を
置
く
と
き
、
感
性
を
通
じ
て
失
わ

れ
た
も
の
を
再
生
し
て
い
く
働
き
が
こ
の

｢

大
川
の
水｣

に
は
多
分
に
意
識
さ

れ
る

(

�)

。
こ
の
よ
う
に
、
本
研
究
で
は
、｢

感
性｣

と
い
う
語
を
、
感
情
、
感
覚
と
差

異
化
し
つ
つ
、｢

読
書｣

を
通
し
て
主
体
の
中
に
育
ま
れ
る
こ
と
が
可
能
な
思

考
、
感
受
性
、
道
徳
観
や
判
断
力
を
盛
る
器
と
し
て
は
勿
論
、
失
わ
れ
た
環
境

や
風
景
、
あ
る
い
は
文
化
的
継
承
や
創
出
の
契
機
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
。

新
学
習
要
領
で
掲
げ
ら
れ
た

｢

情
緒
力｣

に
対
し
て
、
村
上
呂
里

(

二
〇
〇
四)

は

｢

い
っ
た
い
こ
の
徳
目
に
当
て
は
ま
る
べ
き
文
学
作
品
と
し
て
は
何
が
想
定

さ
れ
、
近
代
小
説
の
格
闘
の
跡
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
今
度
は

『

な
ぜ
学
ぶ
の
か』

が
根
源
的
に
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
古

典
が
重
視
さ
れ
、｣

｢

教
室
で
の

『

読
む
こ
と』

は
ま
す
ま
す
国
民
的
共
同
体
に

根
を
下
ろ
す
こ
と
と
な
る｣

と
批
判
的
な
評
価
を
す
る
。
古
典
を
暗
唱
す
る
、

も
し
く
は
、
場
面
や
主
旨
に
即
し
て

�正
し
く
�
書
き
手
を
理
解
す
る
読
み
手

の
生
成
へ
と
安
易
な
国
語
教
育
に
お
け
る
文
学
の
役
割
を
変
更
す
る
こ
と
へ
の

警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
近
年
の
学
習
要
領
は
、
読
書
を
単
な
る
個
人

の
好
み
や
印
象
に
終
始
す
る
主
観
的
な
回
路
に
閉
鎖
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
対
話

や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
言
っ
た
表
現
を
技
能
や
戦
略
を
磨
く
と
い
う
客
観

的
な
読
み
を
保
証
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
読
み
は
、
中
村
三
春
が
示
唆

す
る
よ
う
に
、
書
き
手
と
読
み
手
と
が
了
解
可
能
な
、
書
く
こ
と
に
先
行
す
る

客
観
的
な
事
実
が
存
在
す
る
と
の
錯
誤
を
生
ん
で
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
そ

の
一
方
で
、
そ
れ
を
作
家
の
特
異
な
芸
術
性
と
見
做
し
た
り
、
作
家
の
戦
略
や

技
術
と
し
て
捉
え
た
り
す
る
場
合
は
、
書
き
手
に
の
み
従
属
し
、
読
み
手
に
は

了
解
不
可
能
な
も
の
と
し
て
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
作
品
に
対
し
て

好
き
嫌
い
レ
ベ
ル
で
判
断
す
る
感
情
や
時
代
的
な
雰
囲
気
な
ど
を
看
取
す
る
感

覚
と
は
別
に

(
或
い
は
そ
の
延
長
に)

、
自
己
内
部
に

�風
景
�
を
描
き
出
す
、
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特
に
は
文
学
的
な

�音
�
を
聴
き
感
じ
と
る
感
性
を
磨
く
こ
と
が
肝
要
な
の
で

は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
過
去
の
情
報
を
知
性
的
に
得
る
こ
と
と
は
異
な
り
、
自

分
自
身
の
な
か
に
文
学
空
間
を
読
み
こ
む
こ
と
だ
。
先
に
引
用
し
た

｢

読
書
か

ら
得
ら
れ
た
知
に
よ
っ
て
、
卑
俗
も
含
め
た
生
の
直
接
性
を
捨
象
し
て
、
生
全

体
を
抽
象
化
し
観
念
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
転
し
て
生
と
世
界
と
を
全
称

的
に
肯
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
穆
如
た
る
心
の
作
動｣

も
こ
の
こ
と
と
関
わ
る

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
感
性
は
、
個
人
そ
れ
ぞ
れ
の
な
か
で
文
化

を
つ
く
り
だ
し
て
い
く
う
え
で
の
鍵
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
後
、
震
災
な
ど
の
環
境
の
変
化
に
伴
い
強
い
ら
れ
る
ヒ
ト
の

�感
覚
�

�知
覚
�、
そ
の
交
錯
体
と
し
て
の

�感
性
�
を
、
文
学
及
び
読
者
の
立
場
か
ら
、

特
に

�音
�
に
注
目
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
文
学
テ
ク
ス
ト
を
総
体

と
し
て
読
み
、
読
書
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
力
を
解
き
明
か
し
、
環
境
教
育
と
文

学
教
育
の
横
断
を
試
み
、
教
材
研
究
と
そ
の
実
践
方
法
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。

(

1)
『

環
境
と
い
う
視
座

日
本
文
学
と
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム』

(

勉
誠
出
版
、
二

〇
一
一
・
七)

(

2)

石
井
鶴
三
の
挿
絵
の
研
究
と
し
て
、
諸
岡
知
徳

｢

石
井
鶴
三

『

春
泥』

の
挿

絵
�
一
九
三
〇
年
前
後
の
新
聞
小
説
と
大
衆
読
者｣

｢

信
州
大
学
附
属
図
書
館
研

究｣

１
、
二
〇
一
二
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
二
〇
一
二
年

八
月
三
〇
日
に
信
州
大
学
で
開
催
さ
れ
た

｢

挿
絵
と
小
説｣

研
究
会
に
お
け
る
口

頭
発
表
、
諸
岡
知
徳

｢

小
出
�
重
の
挿
絵｣

、
荒
井
真
理
亜

｢

上
司
小
剣
の
新
聞

小
説
と
石
井
鶴
三
の
挿
絵

｢

花
道｣

と

｢

東
京｣

�愛
欲
�
�

｣

の
発
表
レ
ジ
ュ

メ
を
参
照
し
た
。
当
日
の
お
ふ
た
り
の
口
頭
発
表
及
び
そ
の
後
の
質
疑
応
答
か
ら

多
く
の
示
唆
を
受
け
た
。

(

3)

安
吾
と
音
楽
に
つ
い
て
は
、
安
吾
の
音
楽
受
容
の
側
面
か
ら
、
例
え
ば
、
大
原

祐
治
が

｢

文
学
と
音
楽
の
交
錯

出
発
期
に
お
け
る
坂
口
安
吾｣

(｢

千
葉
大
学

紀
要｣

20)

の
中
で
、
ジ
ャ
コ
ブ
の
サ
テ
ィ
評
価

｢

文
字
通
り
ナ
ン
セ
ン
ス

�＝

意
味
な
し
�
な
状
態
で
奏
で
ら
れ
る

�音
そ
の
も
の
�
を
聴
け
、
と
い
う
性
質
の

も
の
だ｣

を
重
要
視
す
る
安
吾
が
、｢

初
期
の

�フ
ァ
ル
ス
�
の
思
想
的
根
源
は
、

お
そ
ら
く
こ
こ
に
あ
る｣

と
指
摘
を
す
る
な
ど
、
ジ
ャ
ン
ル
横
断
的
な
研
究
が
な

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
俳
諧
表
現
、
特
に
芭
蕉
と
音
に
つ
い
て
は
、
堀
切
実

『

芭

蕉
の
音
風
景』

(

ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
八
・
六)

が
示
唆
に
富
む
。

(

4)

内
田
樹

『

こ
ん
な
日
本
で
よ
か
っ
た
ね

構
造
主
義
的
日
本
論

』
(

文

芸
春
秋
、
二
〇
〇
九)

(

5)

大
國
眞
希

｢

太
宰
治
に
お
け
る

�幽
か
な
声
�
と

�震
へ
�
あ
る
い
は
色
彩
と

音

『

き
り
ぎ
り
す』

を
中
心
に｣

(『

新
世
紀
太
宰
治』

双
文
社
、
二
〇
〇
九
・

六)

(

6)

大
國
眞
希

｢

小
説
に
倍
音
は
い
か
に
響
く
の
か
、
言
葉
は
い
か
に
生
成
す
る
の

か

太
宰
治

｢
I

c
a

n
s
p

e
a

k
｣

前
後

(｢

太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ｣

四
号
、
二

〇
一
二
・
六)

(

7)
『

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
機
構』

(

ひ
つ
じ
書
房
、
一
九
九
四
・
五)

(

8)
(

7)

に
同
じ
。

(

9)

根
本
啓
二
は

｢｢

葉
桜
と
魔
笛｣

を
読
む｣

(｢

国
語
―
教
育
と
研
究｣

47
号
、

二
〇
〇
八)

の
中
で
、
当
該
作
に
お
け
る
聴
覚
の
重
要
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

(

10)

鳥
越
け
い
子
は

｢｢

残
し
た
い
日
本
の
音
風
景｣

を
め
ぐ
っ
て｣

の
中
で
、
静

岡
県
の

｢

遠
州
�
の
海
鳴
・
波
小
僧｣

が

｢

一
〇
〇
の
音
風
景｣

に
選
ば
れ
て
い

る
こ
と
を
取
り
上
げ
、｢

波
音
を
聴
き
分
け
て
天
候
の
変
化
を
予
測
し
た
人
び
と

の
暮
ら
し
の
知
恵
や
、
そ
う
し
た
自
然
界
と
の
交
流
を
つ
う
じ
て
生
ま
れ
た

｢

波

小
僧｣
の
物
語
そ
の
他
、
地
域
の
文
化
を
伝
承
し
て
い
く
と
と
に
も
つ
な
が
る｣

と
し
、｢
波
小
僧
の
物
語
そ
の
も
の
が
、
地
元
の
人
び
と
の
遠
州
�
の
波
音
へ
の

感
性
や
愛
着
を
育
み
、
そ
の
こ
と
が
遠
州
�
の
環
境
保
全
に
役
立
っ
て
い
る
と
い
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う
こ
と
で
あ
る｣

と
指
摘
し
て
い
る

(｢

エ
コ
ソ
フ
ィ
ア｣

九
号
、
昭
和
堂
、
二

〇
〇
二
・
五)

。

(
11)

中
村
光
夫

『

日
本
の
現
代
小
説』

(

岩
波
書
店
、
一
九
六
八
・
四)

は
、
日
本

の
文
学
者
に
関
東
大
震
災
が
ど
の
よ
う
な
衝
撃
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
詳
し
く
述

べ
て
い
る
。
震
災
後
短
期
間
に
ま
と
め
ら
れ
た
詩
集
と
し
て
白
鳥
省
吾
・
川
路
柳

虹
・
百
田
宗
治
編
震
の
震
災
詩
集

『

災
禍
の
上
に』

(

新
潮
社
、
一
九
二
三
・
一

一
・
一
五)
が
あ
る
。
ま
た
、
斎
藤
環

『

文
学
の
断
層』

(

朝
日
新
聞
社
、
二
〇

〇
八
・
七
・
三
〇)
は
、｢

花
袋
も
し
く
は
新
感
覚
派
に
お
け
る
震
災
の
影
響
に

お
い
て
も
、
空
間
の
多
重
化
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
は
っ
き
り
み
て
と
れ
る
。
こ
こ

に
お
い
て
、｢

写
生｣

と
し
て
単
数
を
志
向
し
て
い
た
虚
構
空
間
の
リ
ア
リ
テ
ィ

は
、
は
っ
き
り
と
多
重
化
・
複
数
化
を
遂
げ
た
の
で
あ
る｣

と
あ
り
、
文
学
の

�風
景
�
を
考
え
る
に
あ
た
り
示
唆
的
で
あ
る
。

(

12)

西
杉
夫

｢

芸
術
革
命
期
の
詩
人
た
ち｣

(『

社
会
文
学』

一
九
九
四
・
八)

を
参

照
し
た
。
ま
た
、
葉
山
嘉
樹

｢

牢
獄
の
半
日｣

『
文
芸
戦
線』

(

一
九
二
四
・
一
〇)

中
の

｢

砕
け
る
肉
の
響
、
流
れ
る
血
潮
の
ど
よ
め
き｣

｢

轢
殺
車
は
地
響
き
を
立

て
な
が
ら
地
上
を
席
�
す
る｣

と
っ
た
暗
示
的
比
喩
表
現
も
み
ら
れ
る
。

(

13)

佐
々
木
健
一
は

『

日
本
的
感
性』
(

中
公
新
書
、
二
〇
一
〇
・
九)

の
中
で

｢

感
性
と
は
、
刺
戟
に
応
答
す
る
身
体
化
さ
れ
た
記
憶
の
活
性｣
で
あ
り
、｢

客
観

的
な
諸
事
の
布
置｣

で
は
な
く
、｢

よ
り
高
次
の
、
一
つ
の
文
化
の
な
か
で
形
成

さ
れ
て
き
た
感
じ
方
の
あ
り
よ
う
で
あ
る｣

と
す
る
。

(

14)

少
年
も
の
の
流
行
に
つ
い
て
は
、
安
藤
公
美

『

芥
川
龍
之
介』

(

�
林
書
房
、

二
〇
〇
六
・
三)

で
も
触
れ
る
が
、
藤
井
淑
禎

『

小
説
の
考
古
学』

(

名
古
屋
大

学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
・
二)

に
よ
る
。

(

15)

当
時
流
行
し
た
歌
と
し
て
、
こ
の

｢

枯
れ
す
す
き

(

船
頭
小
唄)

｣

の
ほ
か

｢

夕
焼
小
焼｣

｢

生
け
る
屍

(

女
工
哀
史
よ
り)｣

｢

復
興
節｣

な
ど
が
挙
が
る

(

中

原
陽
一
郎

『

関
東
大
震
災』

雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
二
・
七)

。
同
書
に
は
、｢

こ

れ
ら
の
唄
が
も
つ
哀
感
と
、
廃
墟
の
う
え
に
ボ
ー
ゼ
ン
と
立
つ
大
衆
の
な
げ
や
り

な
気
持
に
ピ
ッ
タ
リ
し
、
共
感
を
も
っ
て
、
人
の
口
か
ら
口
へ
と
伝
わ
っ
て
、
歌

い
つ
づ
け
ら
れ
た｣

と
あ
る
。

(

16)

二
〇
一
二
年
九
月
に
行
っ
た
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
時
に
お
け
る

�蝉
�
の
存
在
感

参
照
。
小
泉
八
雲
に

｢

蝉｣
(『

明
暗』

一
九
九
〇)

が
あ
る
。

(

17)
｢

新
宿｣

(『

別
冊
解
釈
と
鑑
賞』

二
〇
〇
一
・
一)

(

18)

時
間
層
の
問
題
と
し
て
論
じ
た
も
の
に
、
宮
坂
覺

｢｢

大
川
の
水｣

論｣
(『

国

文
学』

一
九
九
二
・
二)

が
あ
る
。
松
本
常
彦

｢

大
川
の
水｣

(『

芥
川
龍
之
介
全

作
品
事
典』)

に
は

｢｢

エ
ア
レ
エ
プ
ニ
ス｣

即
ち

｢

体
験｣

の
内
実
を
検
証
す
る

作
業
が
今
後
の
課
題｣

と
あ
る
が
、
本
論
の
感
性
の
注
視
は
そ
の
課
題
に
沿
っ
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

[

付
記]

本
稿
は
文
部
科
学
省
科
学
技
術
研
究
費
補
助
金
採
択
課
題

｢

�感
覚
�
作
用
、

特
に

�音
�
に
注
目
し
た
環
境
教
育
と
文
学
教
育
の
横
断
的
研
究
と
そ
の
実

践｣
(

研
究
課
題
番
号
２
４
５
３
０
９
８
０)

の
課
題
研
究
の
一
部
を
含
む
も

の
で
あ
る
。
調
査
等
に
あ
た
っ
て
は
嶌
田
明
子
氏
に
協
力
戴
い
た
。

(

二
〇
一
二
年
九
月
二
十
八
日
提
出)
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