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『
小
公
子
』
の
翻
訳
者
と
し
て
名
高
い
若
松
賤
子
が
わ
ず
か
三
十
一
歳
と
い
う
若
さ
で
こ
の
世
を
去
っ
た
の
は
一
八
九
六
（
明
治
二
十
九
）
年
二
月
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
数
え
て
す
で
に
百
有
余
年
の
歳
月
が
経
過
し
て
い
る
。
夏
目
漱
石
が
十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
家
ロ
レ
ン
ス
・
ス
タ

ー
ン
の
作
品
を
紹
介
す
る
文
章
の
中
で
使
っ
た
言
葉
を
借
用
す
る
な
ら
ば
、
〈
賤
子
「
死
し
て
墓
木
す
で
に
拱
す
」
〉
と
い
う
表
現
が
ぴ
っ
た
り
す
る
よ

う
な
時
の
経
過
で
あ
る
。
亡
く
な
る
前
に
彼
女
は
夫
の
巌
本
善
治
に
遺
言
し
て
、
「
葬
式
は
公
に
せ
ず
、
伝
記
は
書
か
ず
、
墓
に
は
只
だ
、
『
賤
子
』
と

銘
し
て
く
れ
、
人
若
し
問
は
ゞ
、
一
生
基
督
の
恩
寵
を
感
謝
し
た
婦
人
と
の
み
申
し
て
く
れ
」
と
伝
え
た
と
い
う
。
自
ら
筆
名
を
賤
子
と
名
乗
っ
て
い

た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
女
は
そ
の
生
涯
を
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
信
仰
に
捧
げ
た
。
墓
に
名
前
を
刻
む
に
も
、
本
名
の
「

か甲
し子

」
で
は
な
く
、

通
称
の
「
嘉
志
」
で
も
な
く
、
た
だ
神
の
御
前
に
ひ
た
す
ら
忠
誠
を
誓
う
「
賤
子
」
と
の
み
刻
ん
で
ほ
し
い
、
あ
と
は
伝
記
も
な
に
も
残
さ
ず
に
そ
っ

と
こ
の
世
を
立
ち
去
り
た
い
、
そ
れ
が
死
の
床
に
横
た
わ
る
彼
女
の
さ
さ
や
か
な
願
い
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

ま
わ
り
の
者
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
彼
女
の
気
持
ち
を
尊
重
し
て
、
伝
記
ら
し
い
伝
記
も
し
る
さ
ず
に
た
だ
そ
の
つ
つ
ま
し
や
か
な
生
涯
を
自
分
た
ち

の
心
の
う
ち
に
の
み
と
ど
め
て
き
た
。
し
か
し
、
彼
女
の
伝
記
は
世
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
が
、
彼
女
が
真
心
を
籠
め
て
書
き
上
げ
た
珠
玉
の
作
品
は
、

と
く
に
子
ど
も
を
愛
し
「

そ
の其

恩
を
思
ふ
」
気
持
ち
か
ら
世
に
送
ら
れ
た
『
小
公
子
』
一
篇
は
、
明
治
か
ら
大
正
、
大
正
か
ら
昭
和
へ
と
幾
世
代
に
も
わ

た
っ
て
読
み
継
が
れ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
て
彼
女
の
没
後
三
十
年
あ
ま
り
経
っ
た
一
九
二
七
（
昭
和
二
）

年
、
『
小
公
子
』
が
岩
波
文
庫
に
収
録
さ
れ
る

に
あ
た
り
、
夫
の
巌
本
は
は
じ
め
て
口
を
開
い
て
上
に
記
し
た
よ
う
な
感
動
に
み
ち
た
彼
女
の
言
葉
を
公
表
し
た
の
で
あ
る
。
巌
本
は
そ
の
わ
ず
か
三

頁
ば
か
り
の
小
文
を
、
こ
ん
な
言
葉
を
も
っ
て
結
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
彼
女
の
性
行
に
就
て
は
、
三
十
一
年
経
過
の
今
日
、
宛
が
ら
昨
日
の
如
く

感
じ
、
綿
々
痛
恨
の
情
を
増
す
斗
り
、
永
久
忘
る
ゝ
こ
と
が
出
来
ま
せ
ぬ
。
今
少
し
長
生
き
さ
せ
て
、
日
本
文
学
の
粋
と
、
日
本
国
民
の
精
と
を
外
国

の
方
々
に
訳
述
さ
せ
た
か
つ
た
と
思
つ
て
い
ま
す
」
と
。
し
か
し
、
彼
女
は
「
日
本
文
学
の
粋
」
を
外
国
の
人
々
の
た
め
に
翻
訳
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
け
れ
ど
も
、「
外
国
文
学
の
粋
」
を
文
明
開
化
後
ま
も
な
い
日
本
の
人
々
に
紹
介
す
る
こ
と
に
お
い
て
比
類
の
な
い
貢
献
を
し
た
。
と
く
に
、
日

本
の
子
ど
も
た
ち
に
西
洋
児
童
文
学
の
お
も
し
ろ
さ
を
伝
え
る
と
い
う
点
に
お
い
て
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
ほ
ど
大
き
な
功
績
を
残
し
た
。

若
松
賤
子
と
い
う
文
学
者
が
日
本
に
西
洋
流
の
近
代
児
童
文
学
を
根
づ
か
せ
る
上
で
果
た
し
た
役
割
を
正
し
く
評
価
し
よ
う
と
思
え
ば
、
ま
ず
は
彼

女
が
遺
し
た
作
品
を
忠
実
に
復
原
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
彼
女
が
亡
く
な
る
寸
前
ま
で
手
を
入
れ
て
い
た
と
い
う
代
表
作

の
『
小
公
子
』
を
彼
女
が
手
が
け
た
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
再
現
し
、
そ
れ
を
も
と
に
様
々
な
文
学
上
の
価
値
を
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
考
え
か
ら
こ
の
『
小
公
子
』
の
復
刻
の
企
画
は
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
様
に
そ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
以
下
に
『
小
公
子
』
に
関
す
る
原
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資
料
の
い
く
つ
か
を
掲
げ
、
そ
の
解
説
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

 
 

 
一

『
小
公
子
』
の
翻
訳
に
つ
い
て

若
松
賤
子
の
翻
訳
態
度

こ
の
不
世
出
の
翻
訳
家
が
『
小
公
子
』
の
連
載
を
開
始
す
る
の
は
明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
八
月
の
こ
と
で
あ
り
、
年
齢
的
に
い
う
と
、
作
家
と

し
て
、
あ
る
い
は
母
親
と
し
て
、
最
も
精
力
的
に
働
く
こ
と
の
で
き
る
二
十
五
歳
と
い
う
年
齢
で
あ
っ
た
。
実
際
そ
の
作
品
の
発
表
経
過
を
見
て
も
、

明
治
二
十
二
年
十
月
に
「
お
向
ふ
の
離
れ
」
で
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
て
以
来
、
翌
二
十
三
年
一
月
に
は
ミ
ス
・
プ
ロ
ク
タ
ー
の
『
忘
れ
形
見
』
や
イ
ギ

リ
ス
の
桂
冠
詩
人
テ
ニ
ソ
ン
の
『
イ
ノ
ッ
ク
・
ア
ー
デ
ン
』
を
翻
訳
し
て
『
女
学
雑
誌
』
に
連
載
す
る
な
ど
、
た
て
続
け
に
い
く
つ
か
の
作
品
を
発
表

し
て
い
る
。
し
か
し
、
順
調
に
見
え
る
彼
女
の
作
家
活
動
も
、
よ
く
調
べ
て
み
る
と
肺
患
と
い
う
病
と
闘
い
な
が
ら
の
活
動
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

病
を
養
い
な
が
ら
、
少
し
で
も
体
の
調
子
の
よ
く
な
っ
た
と
き
を
見
計
ら
っ
て
机
に
向
か
う
と
い
う
の
が
彼
女
の
も
の
を
書
く
と
き
の
い
つ
も
の
状
態

で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
詳
し
い
様
子
に
つ
い
て
は
、
夫
の
巌
本
善
治
が
貴
重
な
証
言
を
残
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
以
下
に
引
用
し
て
み
よ
う
。
賤

子
が
巌
本
家
に
嫁
い
だ
の
は
明
治
二
十
二
年
の
夏
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
頃
に
は
す
で
に
彼
女
の
病
気
は
は
じ
ま
っ
て
い
た
と
巌
本
の
回
想
は
伝
え
て
い

る
。

《
其
頃
は
病
気
も
重
り
、
年
中
夜
具
を
敷
づ
め
で
、
大
祭
祝
日
の
外
は
、
床
上
げ
も
致
ま
せ
ん
か
ら
、
子
供
等
は
ソ
レ
を
常
の
事
に
思
つ
て
居
ま

し
た
。
然
し
筆
を
執
る
時
は
、
起
き
上
つ
て
机
に
向
ひ
、
ス
ラ

く
と
楽
に
書
き
了
り
、
女
学
雑
誌
の
一
回
分
四
五
頁
位
は
、
只
訳
も
な
く
書
く

様
で
し
た
が
、
其
前
後
に
は
寝
乍
ら
色
々
に
考
へ
た
も
の
と
見
え
、
一
語
一
句
の
相
当
な
訳
語
を
定
め
る
に
も
、
随
分
と
長
く
掛
つ
た
様
で
す
。

或
時
申
す
に
、
女
が
半
襟
の
う
つ
り
を
考
へ
て
、
ア
レ
か
コ
レ
か
と
思
案
す
る
様
に
、
又
時
々
箪
笥
か
ら
ソ
ツ
ト
着
物
を
出
し
て
見
て
、
独
り
で

楽
し
む
様
に
、
色
々
の
訳
語
を
思
出
し
て
は
見
て
居
り
ま
す
と
言
ひ
ま
し
た
。

元
来
、
英
語
は
幼
年
よ
り
習
ひ
覚
え
て
、

ご
く極

雑
作
も
な
い
様
で
、
寝
言
で
も
申
す
時
は
、
い
つ
も
英
語
で
し
た
か
ら
、
寧
ろ
外
国
の
事
に
は
慣
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れ
て
居
た
で
せ
う
が
、
然
し
一
度
で
も
洋
服
と
云
ふ
も
の
を
着
ず
、
日
本
婦
人
の
忍
耐
献
身
に
太
た
く
感
服
し
、
又
和
漢
の
学
語
に
簡
潔
な
所
の

あ
る
を
時
々
賛
嘆
し
て
居
ま
し
た
。
私
は
別
段
助
力
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
『
小
公
子
』
と
い
ふ
題
名
を
撰
み
ま
し
た
時
に
、
成
程
漢
語
は
便
利

で
す
と
笑
つ
て
居
ま
し
た
。
》（
巌
本
善
治
「
後
序
」
『
小
公
子
』
〔
岩
波
文
庫
〕
昭
和
二
年
十
月
）

注
目
さ
れ
る
の
は
文
章
前
段
に
見
え
る
彼
女
の
翻
訳
態
度
で
あ
る
。
賤
子
は
、
ひ
と
た
び
起
き
あ
が
っ
て
机
に
向
か
う
と
き
に
は
「
女
学
雑
誌
の
一

回
分
四
五
頁
位
」
は
ス
ラ
ス
ラ
と
書
き
上
げ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
の
前
後
に
は
床
に
横
に
な
り
な
が
ら
、
一
字
一
句
の
訳
語
に
相
当
な

思
案
を
重
ね
て
い
た
。
若
松
賤
子
と
い
う
作
家
が
手
が
け
る
翻
訳
作
品
の
特
徴
は
、
こ
の
思
案
に
思
案
を
重
ね
た
訳
文
の
完
成
度
に
あ
っ
た
。
彼
女
は
、

そ
れ
を
行
う
の
に
「
女
が
半
襟
の
う
つ
り
を
考
へ
て
、
ア
レ
か
コ
レ
か
と
思
案
す
る
様
に
」
楽
し
み
な
が
ら
行
っ
た
。
つ
ま
り
、
お
し
ゃ
れ
好
き
の
女

性
が
夜
会
に
着
て
い
く
着
物
の
取
り
合
わ
せ
を
吟
味
す
る
か
の
よ
う
に
、
自
分
の
訳
文
に
再
考
を
加
え
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
女
の
翻
訳
が

こ
の
時
代
の
他
の
作
家
の
作
品
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
正
確
無
比
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
天
性
の
文
学
好
き
・
文
章
好
き
と
い
う
こ
と
が
大
い
に
関
係

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
女
の
作
品
の
文
章
上
の
特
徴
を
い
ち
早
く
見
抜
い
て
世
間
に
告
知
し
た
の
は
、
当
時
の
翻
訳
文
壇
の
大
御
所
・
森
田
思
軒

で
あ
っ
た
。
思
軒
は
、
文
章
と
い
う
の
は
二
度
三
度
と
手
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
好
い
文
章
が
で
き
る
と
い
う
信
念
の
持
ち
主
で
、
そ
う
し

た
立
場
か
ら
若
松
賤
子
の
翻
訳
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

《
私
が
小
公
子
に
就
て
感
心
し
て
居
る
の
は
、
始
め
て
小
公
子
を
読
み
ま
し
た
時
に
文
章
の
書
き
方
が
、
ど
う
も
決
し
て
一
遍
に
書
き
流
し
た
物

で
な
く
、
頗
ぶ
る
苦
心
し
て
書
い
た
者
で
あ
る
や
う
に
想
像
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
。
処
が
此
間
毎
日
新
聞
に
掲
げ
て
あ
る
記
事
を
見
ま
す
る
と
、

若
松
賤
子
君
は
其
の
永
眠
な
さ
る
少
し
ば
か
り
前
迄
も
、
小
公
子
後
篇
の
原
稿
を
頻
り
に
直
し
て
居
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
然
れ
ば
、

私
が
最
初
想
像
し
た
所
は
果
し
て
違
は
ず
其
文
章
を
書
く
に
は
余
程
度
々
改
修
な
さ
つ
た
と
云
ふ
こ
と
は
明
か
で
あ
り
ま
す
。
…
…
小
公
子
と
云

ふ
一
書
は
、
維
新
以
来
出
来
て
居
る
沢
山
の
翻
訳
の
中
で
他
に
多
く
比
類
を
見
ざ
る
、
第
一
等
の
善
良
な
翻
訳
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
な
の
で
す
。

即
ち
私
は
、
否
や
我
邦
の
文
学
世
界
は
実
に
斯
の
好
翻
訳
手
を
喪
ふ
た
こ
と
を
、
返
す

く
も
悲
し
み
惜
し
む
の
で
あ
り
ま
す
。
》（
森
田
思
軒
「
小

公
子
の
翻
訳
者
若
松
賤
子
君
」
『
女
学
雑
誌
』
明
治
二
十
九
年
五
月
〔
掲
載
文
は
明
治
三
十
年
に
博
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
小
公
子
』
の
巻
末
に
掲
載
さ
れ
た
同

文
か
ら
引
用
〕
）
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賤
子
が
『
小
公
子
』
の
翻
訳
に
着
手
し
た
の
は
先
に
も
記
し
た
と
お
り
明
治
二
十
三
年
八
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
明
治
二
十
九
年
二
月
十

日
に
三
十
一
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
る
直
前
ま
で
彼
女
は
『
小
公
子
』
の
原
稿
に
手
を
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
見
ス
ラ
ス
ラ
と
書
き
流
し
た
か
に
も

見
え
る
彼
女
の
訳
文
は
そ
う
し
た
飽
く
こ
と
を
知
ら
ぬ
努
力
の
た
ま
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

現
存
す
る
三
種
の
翻
訳

で
は
現
在
わ
れ
わ
れ
が
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
『
小
公
子
』
の
翻
訳
に
は
ど
ん
な
種
類
の
も
の
が
存
在
す
る
の
か
。
賤
子
が
亡
く
な
る
一
年
後
に

発
表
さ
れ
た
「
遺
稿
」
を
含
め
、
『
小
公
子
』
の
翻
訳
に
は
次
の
三
種
類
の
も
の
が
あ
る
。
そ
の
詳
細
な
書
誌
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
例
と
と
も
に
以
下
に

掲
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

①
「
小
公
子
」
（
『
女
学
雑
誌
』
明
治
二
十
三
年
八
月
よ
り
二
十
五
年
一
月
ま
で
掲
載
）

先
ほ
ど
来
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
『
小
公
子
』
の
翻
訳
の
初
出
で
あ
る
。
賤
子
の
夫
で
明
治
女
学
校
の
教
頭
（
の
ち
校
長
）
を
し
て
い
た
巌

本
善
治
の
『
女
学
雑
誌
』（
毎
週
土
曜
日
発
行
）

に
連
載
さ
れ
た
。
そ
の
「
第
一
回
（
上
）
」
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
明
治
二
十
三
年
八
月
二
十
三
日
発
行
の

二
百
二
十
七
号
。
十
回
ほ
ど
連
載
が
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
二
百
三
十
八
号
以
降
、
病
気
の
た
め
中
断
。
半
年
あ
ま
り
休
載
と
な
っ
て
、
二
百
六
十
六
号

か
ら
再
び
連
載
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
の
後
は
順
調
に
進
ん
で
、
翌
二
十
五
年
一
月
九
日
発
行
の
二
百
九
十
九
号
で
め
で
た
く
「
大
尾
」
を
迎
え
た
。
初

回
の
掲
載
か
ら
数
え
る
と
、
実
に
一
年
四
カ
月
余
り
に
お
よ
ぶ
連
載
で
あ
っ
た
。
訳
例
の
一
部
を
掲
げ
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

《
か
あ
さ
ま
、
と
う
さ
ま
は
モ
ウ
よ
く
な
つ
て
？
。

と
、
セ
ド
リ
ツ
ク
が

い
ひ云

ま
し
た
ら
、
…
…
ど
う
い
ふ
訳
か
、
急
に
お
つ
か
さ
ん
の

く
び頸

に
両
手
を
廻
し
て
、

い
く幾
ど度

も

く
キ
ス
を
し
て
、
そ
し
て
お

つ
か
さ
ん
の

ほ
う頬

に
、
自
分
の
軟
か
な

ほ
う頬

を
お
し
あ
て

推
当
て

あ
げ上

な
け
れ
ば
、
な
ら
な
く
な
り

ま
し升

た
か
ら
、
そ
の
通
り
し
て

あ
げ上

る
と
、
お
つ
か
さ
ん
が
、
モ
ウ

く
決
し
て
離
さ
な
い
と
い
ふ
様
に
、
シ
ツ
カ
リ
セ
ド
リ
ツ
ク
を
つ
か
ま
へ
て
、
セ
ド
リ
ツ
ク
の
肩
に
自
分
の
顔
を

お
し
あ
て

推
当
て
、
声
を

お
し吝

ま
ず
に
お

泣
な
さ
い

ま
し升

た
。
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ソ
ウ
だ
よ
、
モ
ウ
よ
く
お
成
り
な
す
つ
た
よ
、
モ
ウ
、
ス
ツ
…
…
ス
ツ
カ
リ
よ
く
お
な
り
な
の
だ
よ
、
ダ
ガ
子
、
お
ま
へ
と
わ
た
し
は
、
モ
ウ

ふ
た
り

き
り切

に
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
だ
よ
、
ふ
た
り

き
り切

で
、
モ
ウ

ほ
か外

に
だ何
れ人

も
い
な
い
の
だ
よ
。
》

②
『
小
公
子

前
編
』
（
女
学
雑
誌
社
、
明
治
二
十
四
年
十
月
）

こ
れ
は
前
項
の
『
女
学
雑
誌
』
掲
載
の
翻
訳
の
前
半
部
分
（
第
七
回
ま
で
）
を
一
冊
の
本
に
ま
と
め
刊
行
し
た
も
の
で
、
明
治
二
十
五
年
三
月
に
再

版
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
『
女
学
雑
誌
』
の
三
百
五
号
（
二
十
五
年
二
月
二
十
日
刊
）

に
「
若
松
賤
子
訳
／
小
公
子
／
近
日
再
版

出
来
上
可
申
候
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。
そ
の
版
に
は
と
く
に
「
再
版
」
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
村
上
浜
吉
監
修
の
『
明
治
文
学
書
目
』（
村

上
文
庫
、
昭
和
十
二
年
）
を
み
る
と
、
「
小
公
子

前
編
」
の
出
版
は
「
明
治
二
十
五
年
三
月
」
と
あ
っ
て
、
そ
れ
が
再
版
の
出
版
年
月
で
あ
る
こ
と
は
ど

こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
同
様
に
岡
野
他
家
夫
の
『
明
治
文
学
研
究
文
献
総
覧
』（
冨
山
房
、
昭
和
十
九
年
）
に
も
、
書
物
の
写
真
が
掲
げ
ら
れ
そ
の
付

記
と
し
て
「
明
治
二
十
五
年
刊
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
、
従
来
『
小
公
子

前
篇
』
の
出
版
の
日
付
に
は
混
乱

が
み
ら
れ
た
。
今
後
そ
う
し
た
混
乱
が
生
じ
ぬ
よ
う
、
こ
こ
に
初
版
の
日
付
を
は
っ
き
り
明
治
二
十
四
年
十
月
二
十
八
日
と
し
る
し
て
お
く
。
前
例
に

な
ら
っ
て
そ
の
訳
例
を
掲
げ
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

《
か
あ
さ
ま
、
と
う
さ
ま
は
、
モ
ウ
、
よ
く
な
つ
て
？
。

と
、
セ
ド
リ
ツ
ク
が

い
ひ云

ま
し
た
ら
、
…
…
ど
う
い
ふ
訳
か
、
急
に
お
つ
か
さ
ん
の

く
び頸

に
両
手
を
廻
し
て
幾
度
も

く
も
、
キ
ス
を
し
て
、
そ
し
て

お
つ
か
さ
ん
の

ほ
う頬

に
、
自
分
の
軟
か
な

ほ
う頬

を
お
し
あ
て

推
当
て

あ
げ上

な
け
れ
ば
、
な
ら
な
い
様
に
な
り

ま
し升

た
か
ら
、
そ
の
通
り
に
し
て

あ
げ上

る
と
、
お
つ
か
さ
ん

が
、
モ
ウ

く
決
し
て
離
さ
な
い
と
い
ふ
様
に
、
シ
ツ
カ
リ
、
セ
ド
リ
ツ
ク
を
抱
き

し
め〆

て
、
セ
ド
リ
ツ
ク
の
肩
に
自
分
の
顔
を

お
し
あ
て

推
当
て
、
声
を

お
し吝

ま

ず
に
、
お
泣
な
さ
い

ま
し升

た
。

ソ
ウ
だ
よ
、
モ
ウ
お

な
お愈

り
な
す
つ
た
の
だ
よ
、
モ
ウ
、
ス
…
…
ス
ツ
か
り
、
よ
く
お
な
り
な
の
だ
よ
、
ダ
ガ
ネ
、
お
ま
へ
と
わ
た
し
は
、
モ
ウ

ふ
た
り

き
り切

に
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
だ
よ
、
タ
ツ
タ
、
ふ
た
り
で
、
モ
ウ

ほ
か外

に
だ何
れ人

も
な
い
の
だ
よ
。
》

③
『
小
公
子
』
（
博
文
館
、
明
治
三
十
年
一
月
）
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こ
れ
は
賤
子
の
没
後
、
巌
本
善
治
の
友
人
で
あ
っ
た
博
文
館
の
大
橋
新
太
郎
が
そ
の
早
世
を
悼
み
出
版
し
た
も
の
。
編
纂
に
当
た
っ
た
桜
井
彦
一
郎

（

村
）

に
よ
る
と
、
『
女
学
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
小
公
子
」
の
全
篇
を
、
「
聊
か
魯
魚
焉
馬
の
誤
を
訂
し
て
」
出
版
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
本
書

は
、
出
版
と
同
時
に
、
賤
子
の
文
学
を
愛
す
る
人
々
の
心
を
捉
え
、
あ
る
い
は
新
た
に
そ
れ
を
読
む
人
々
の
心
を
捉
え
て
、
爆
発
的
な
人
気
を
博
し
た
。

手
も
と
の
明
治
三
十
七
年
十
一
月
発
行
の
版
に
は
第
十
一
版
と
あ
る
。
大
正
期
に
発
行
さ
れ
た
版
も
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
森
田
思
軒

の
『
十
五
少
年
』
と
並
ぶ
明
治
三
十
年
代
以
降
の
一
大
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
や
が
て
そ
れ
は
昭
和
に
入
っ
て
「
岩
波
文
庫
」

に
引
き
継
が
れ
、
大
戦
後
の
昭
和
二
十
五
年
に
は
「
第
十
七
刷
」
を
数
え
た
。
ま
さ
に
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
少
年
少
女
の
心
を
魅
了
し
続
け
た
国
民

的
な
児
童
文
学
書
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
例
に
従
っ
て
、
文
例
を
掲
げ
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

《
か
あ
さ
ま
、
と
う
さ
ま
は
、
も
う
、
よ
く
な
つ
て
？

と
、
セ
ド
リ
ツ
ク
が

い
ひ云

ま
し
た
ら
、
…
…
ど
う
い
ふ
訳
か
、
急
に
お
ツ
か
さ
ん
の

く
ぴ頸゙

に
両
手
を
廻
し
て

い
く
た
び

幾
度
も

く
、
キ
ツ
ス
を
し
て
、
そ
し
て

お
ツ
か
さ
ん
の

ほ頬
に
、
自
分
の

や
わ
ら
か

柔
軟
な

ほ
ほ頬

を
、

お
し推
あ当

て
ゝ
上
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
に
な
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
通
り
に
し
て

あ
げ上

る
と
、
お
ツ
つ

か
さ
ん
が
、
ま
う

く
決
し
て
離
さ
な
い
と
い
ふ
様
に
、
し
ツ
か
り
、
セ
ド
リ
ツ
ク
を
抱
き

し〆
め
て
、
セ
ド
リ
ツ
ク
の
肩
に
自
分
の
顔
を

お
し推
あ当

て
ゝ
、

声
を

お
し吝

ま
ず
に
、
お
泣
な
さ
い
ま
し
た
。

さ
う
だ
よ
、
も
う
お

な
お愈

り
な
す
ツ
た
の
だ
よ
、
も
う
…
…
す
ツ
か
り
、
よ
く
お
な
り
な
の
だ
よ
。
だ
が
ね
、
お
ま
へ
と
わ
た
し
と
は
、
ふ
た
り

き
り切

に
な
つ
て
し
ま
ツ
た
の
だ
よ
。
た
ツ
た
、
ふ
た
り
で
、
も
う

ほ
か外

に
だ何
れ人

も
な
い
の
だ
よ
。
》

一
見
し
た
と
こ
ろ
三
種
の
訳
文
は
ど
れ
も
同
じ
よ
う
に
見
え
る
が
、
よ
く
比
べ
て
み
る
と
そ
れ
な
り
の
違
い
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
①
「
シ
ツ

カ
リ
セ
ド
リ
ツ
ク
を
つ
か
ま
へ
て
」
、
②
「
シ
ツ
カ
リ
、
セ
ド
リ
ツ
ク
を
抱
き

し
め〆

て
」
、
③
「
し
ツ
か
り
、
セ
ド
リ
ツ
ク
を
抱
き

し〆
め
て
」
と
い
う
よ
う

に
、
句
読
点
や
仮
名
の
表
記
に
、
あ
る
い
は
言
葉
そ
の
も
の
に
微
妙
な
違
い
が
み
て
と
れ
る
。
そ
の
ほ
か
こ
こ
に
は
書
き
写
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

こ
と
で
、
大
変
重
要
な
違
い
の
一
つ
は
、
作
中
に
変
体
仮
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
出
て
く
る
「
に
」
「
た
」
「
さ
」
「
は
」

等
の
ひ
ら
が
な
が
変
体
仮
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
②
の
『
小
公
子

前
篇
』
に
最
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が

み
ら
れ
る
。
『
女
学
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
か
っ
た
も
の
が
、
『
小
公
子

前
篇
』
に
至
る
と
急
に
多
用
さ
れ
は
じ
め
る
。
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た
と
え
ば
、
『
女
学
雑
誌
』
の
文
章
を
基
準
に
し
て
い
う
と
、
「
声
を

お
し吝

ま
ず
に
、
お
泣
な
さ
い

ま
し升

た
」
と
い
う
よ
う
な
横
線
を
引
い
た
部
分
が
、
『
小
公

子

前
篇
』
で
は
い
ず
れ
も
変
体
仮
名
に
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
か
と
考
え
て
み
る
に
、
ど
う
も
、
そ
こ
に
は
子
ど
も
に
対
す
る
配
慮
が
働
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

当
時
の
『
女
学
雑
誌
』
や
『
早
稲
田
文
学
』
等
に
繰
り
返
し
掲
載
さ
れ
た
『
小
公
子

前
篇
』
の
広
告
を
み
る
と
、
同
書
が
「
小
供
の
よ
み
本
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
人
目
に
つ
く
よ
う
に
大
き
な
文
字
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
「
小
供
の
よ
み
本
」
と
い
う
こ
と
と
変
体
仮
名
に
書
き

改
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
大
い
に
関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
当
時
子
供
が
手
に
す
る
本
は
、
た
と
え
ば
、
呉
文
聡
（
く
れ

あ

や
と
し
）
の
『
八
ツ
山
羊
』（
明
治
二
十
年
八
月
）
や
上
田
万
年
の
『
お
ほ
か
み
』（
同
二
十
二
年
十
月
、
と
も
に
グ
リ
ム
の
「
狼
と
七
匹
の
子
山
羊
」
の
訳
）
を
み

て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
変
体
仮
名
混
じ
り
の
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
『
小
公
子
』
も
成
人
の
女
性
を
読
者
の
対
象
と
す
る
『
女
学
雑
誌
』
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
と
き
に
は
一
般
の
仮
名
表
記
で
事
は
足
り
た
が
、
そ
れ
を
「
小
供
の
よ
み
本
」
と
し
て
売
り
出
す
に
は
、
子
ど
も
に
な
じ
み
の
深
い
変
体
仮

名
に
書
き
改
め
る
等
の
手
直
し
が
必
要
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
『
小
公
子

前
篇
』
に
は
、
『
女
学
雑
誌
』
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
十
三
葉
か
ら
な
る
亜
鉛
版
の
挿
し
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
あ
と
で
詳

し
く
述
べ
る
が
そ
れ
ら
の
挿
し
絵
は
、
す
べ
て
英
米
で
爆
発
的
な
人
気
を
博
し
た
『
小
公
子
』
の
原
書
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
挿
し
絵
で
あ
り
、
そ
れ
ら

の
挿
し
絵
も
ま
た
「
小
供
」
の
読
者
が
物
語
の
内
容
を
よ
く
理
解
す
る
よ
う
に
と
の
訳
者
の
配
慮
か
ら
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
そ

う
し
た
成
人
の
女
性
を
対
象
と
す
る
翻
訳
か
ら
「
小
供
の
よ
み
本
」
へ
と
改
め
ら
れ
て
い
く
際
の
改
良
や
工
夫
に
関
し
て
、
『
女
学
雑
誌
』（
二
百
九
十
五

号
、
明
治
二
十
四
年
十
二
月
十
二
日
発
行
）
に
興
味
深
い
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。
同
誌
に
よ
る
と
、
そ
の
変
更
の
経
緯

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

《
女
学
雑
誌
に
其
あ
ら
ま
し
を
掲
げ
、
い
さ
ゝ
か
児
籃
の
慰
さ
め
と
な
し
け
る
小
公
子
は
、
は
し
な
く
多
く
の
愛
読
者
を
得
て
、
賞
賛
の
評
判

ひ一
と

方
な
ら
ず
。
訳
文
は
た
と
ひ
瓦
の
如
く
と
も
、
原
文
の
玉
其
間
に
き
ら
め
け
ば
な
る
べ
し
。
読
者
の
好
意
謝
し
ま
つ
る
に

こ
と辞

ば
な
し
と
感
謝
せ
る

も
の
を
、
こ
は
雑
誌
の
ま
ゝ
に
て
埋
む
る
は
惜
し
ゝ
、
是
非
に
綴
ぢ
て
読
も
の
に
せ
よ
、
吾
等
が
愛
子
の
重
宝
と
せ
ん
、
吾
等
が
知
り
人
何
某
々
々

等
の
母
に
贈
ら
ん
、
是
非
に
と
促
が
さ
る
ゝ

む
き向

、
亦
多
し
。
望
の
外
の
励
ま
し
に
依
り
、
遂
に
訳
文
を
更
に
磨
き
、
原
本
の
密
画
を
其
ま
ゝ
に
写

し
挿
み
、
製
本
を
丈
夫
に
し
、
体
裁
を
美
し
く
し
、
お
子
供
衆
の
読
物
、
子
を
持
ち
玉
ふ
母
御
の
重
宝
と
し
て
、
些
さ
か
其
御
需
め
に
応
ず
る
丈
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け
の
も
の
と
は
な
し
ぬ
。
》

注
目
し
て
ほ
し
い
の
は
、
文
章
後
段
の
本
書
が
「
お
子
供
衆
の
読
物
、
子
を
持
ち
玉
ふ
母
御
の
重
宝
と
し
て
」
発
行
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
読

者
の
対
象
に
、
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
て
「
お
子
供
衆
」
が
加
え
ら
れ
た
結
果
、
「
子
を
持
ち
玉
ふ
母
御
」
を
主
た
る
読
者
と
し
て
い
た
従
来
の
「
小
公
子
」

の
訳
文
に
何
ら
か
の
改
良
を
施
す
必
要
が
生
じ
て
き
た
。
そ
れ
が
、
「
訳
文
を
更
に
磨
き
、
原
本
の
密
画
を
其
ま
ゝ
に
写
し
挿
み
、
製
本
を
丈
夫
に
し
、

体
裁
を
美
し
く
」
す
る
と
い
う
改
良
や
工
夫
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
賤
子
が
子
ど
も
の
読
者
の
こ
と
を
思
っ

て
考
え
出
し
た
そ
の
よ
う
な
改
良
・
工
夫
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
そ
こ
に
挿
入
さ
れ
た
原
画
の
写
し

は
③
の
博
文
館
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
小
公
子
』
で
は
す
べ
て
取
り
の
ぞ
か
れ
、
か
わ
り
に
巌
本
善
治
の
同
郷
の
画
家
で
あ
っ
た
松
井
昇
が
描
い
た
表
紙

絵
と
口
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
賤
子
が
『
小
公
子
』
の
翻
訳
に
託
し
た
真
の
狙
い
を
知
ろ
う
と
思
え
ば
、
当
然
、
博
文
館
の
『
小
公
子
』
で
は
な
く
、

女
学
雑
誌
社
発
行
の
『
小
公
子

前
篇
』
を
手
も
と
に
置
い
て
考
察
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
上
記
三
種
の
翻
訳
を
比
較
し
て
目
に
つ
く
大
き
な
違
い
を
あ
げ
る
と
、
全
体
の
章
分
け
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ま
ず
①
は
全
十
六
回
で
「
大
尾
」
と
な
る
。
②
に
収
録
さ
れ
て
い
る
前
半
部
分
で
比
較
す
る
と
、
②
の
最
終
章
に
当
た
る
「
第
六
回
」
が
、
①

で
は
「
第
七
回
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
①
に
お
い
て
、
最
初
の
二
、
三
、
四
回
の
部
分
を
原
作
通
り
の
章
分
け
に
し
な
か
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
②
で
は
急
遽
そ
れ
を
原
作
通
り
の
六
章
分
け
に
戻
し
て
は
い
る
が
、
原
作
の
第
二
章
を
二
回
に
区
切
っ
た
り
、
三
章
と
四
章
を

一
つ
に
統
合
す
る
な
ど
原
作
と
は
多
少
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
③
で
は
、
そ
れ
を
す
べ
て
原
作
通
り
の
章
立
て
に
戻
し
全
十
五
章
か
ら
な
る
物
語
に
変

更
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
一
見
み
な
同
じ
訳
文
の
よ
う
に
み
え
る
三
種
の
翻
訳
も
、
よ
く
比
べ
て
み
れ
ば
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。

重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
う
ち
の
①
と
②
の
み
が
若
松
賤
子
の
生
前
の
作
品
で
、
最
後
の
③
は
多
少
と
は
い
え
「
遺
稿
」
の
編
集
者
で
あ
る
桜
井

村
の

改
訂
が
加
え
ら
れ
た
翻
訳
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
若
松
賤
子
と
い
う
翻
訳
家
が
、
一
字
一
句
に
彫
琢
を
こ
ら
す
真
の
意
味
で
の
翻
訳
家
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
他
人
の
手
の
加
わ
え
ら
れ
た
も
の
よ
り
は
、
賤
子
本
人
の
残
し
た
翻
訳
を
基
本
と
し
て
様
々
な
文
学
上
の
評
価
が
試

み
ら
れ
る
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
在
わ
れ
わ
れ
が
一
般
に
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
え
ば
、
③
の
博
文
館
か
ら
発
行
さ
れ

た
翻
訳
か
、
さ
ら
に
そ
れ
に
手
が
加
え
ら
れ
て
な
っ
た
岩
波
文
庫
収
録
の
翻
訳
で
あ
る
。
②
の
『
小
公
子

前
篇
』
も
、
一
九
六
八
（
昭
和
四
十
三
）

年
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に
近
代
文
学
館
か
ら
復
刻
さ
れ
て
い
て
読
む
に
は
読
め
る
が
、
前
編
の
み
で
物
語
全
体
に
目
を
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

賤
子
は
、
生
前
、
そ
う
し
た
欠
を
補
う
べ
く
『
小
公
子

後
篇
』
の
刊
行
に
意
欲
を
燃
や
し
、
亡
く
な
る
寸
前
ま
で
旧
稿
に
手
を
入
れ
て
い
た
。
そ

の
こ
と
は
森
田
思
軒
が
、
先
に
引
用
し
た
文
章
の
中
で
毎
日
新
聞
に
掲
げ
ら
れ
た
記
事
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
と
お
り
だ
が
、
何
と
も
惜
し
ま
れ
る
こ

と
に
、
『
小
公
子

後
篇
』
は
、
明
治
二
十
九
年
二
月
五
日
、
巌
本
宅
（
善
治
が
管
理
し
て
い
た
明
治
女
学
校
）

を
襲
っ
た
火
災
の
た
め
家
財
も
ろ
と
も
烏

有
に
帰
し
た
。
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
が
も
と
で
彼
女
の
病
状
は
に
わ
か
に
進
み
、
火
災
か
ら
五
日
経
っ
た
二
月
十
日
に
つ
い
に
彼
女
は
帰
ら
ぬ
人
と
な
る
。

彼
女
に
と
っ
て
『
小
公
子
』
は
命
に
も
匹
敵
す
る
ほ
ど
大
事
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
や
彼
女
ば
か
り
で
は
な
い
、
そ
れ
が
失
わ
れ
た
こ
と
は

日
本
の
近
代
文
学
界
に
と
っ
て
も
限
り
な
く
大
き
な
損
失
で
あ
っ
た
。
『
小
公
子

後
篇
』
の
原
稿
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
前
篇
と
あ
わ
せ
て
、
完
全
な
か

た
ち
で
賤
子
自
身
が
残
し
た
「
小
供
の
よ
み
本
」
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
を
、
そ
れ
が
永
遠
に
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
失
わ
れ
た
も
の
を
い
つ
ま
で
も
嘆
い
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
現
在
残
っ
て
い
る
『
小
公
子
』
の
翻
訳
を
す
べ
て
総

合
し
て
、
で
き
る
だ
け
訳
者
の
意
図
に
近
い
か
た
ち
で
そ
れ
を
復
原
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
彼
女
が
残

し
た
た
だ
一
つ
の
『
小
公
子
』
の
全
訳
で
あ
る
『
女
学
雑
誌
』
掲
載
の
文
章
を
完
全
復
刻
し
て
、
そ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
訳
文
を
『
小

公
子

前
篇
』
と
比
較
・
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
初
想
定
し
た
母
親
を
仲
立
ち
と
し
て
子
ど
も
に
伝
え
ら
れ
る
物
語
か
ら
、
子
ど
も
が
直
接
手

に
取
る
こ
と
が
で
き
る
「
小
供
の
よ
み
本
」
へ
と
改
め
ら
れ
て
い
く
状
況
を
知
る
た
め
に
も
、
そ
れ
は
必
要
だ
ろ
う
と
考
え
刊
行
に
踏
み
切
っ
た
と
い

う
次
第
で
あ
る
。

 
 

 

二

原
作
と
の
関
係

『
小
公
子
』
と
原
著
者
バ
ー
ネ
ッ
ト

『
小
公
子
』
の
原
著
者
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ホ
ジ
ソ
ン
・
バ
ー
ネ
ッ
ト
（Frances Eliza H

odgson B
urnett

）
は
、
一
八
四
九
年
、
英
国
の
マ
ン
チ
ェ

ス
タ
ー
に
生
ま
れ
る
。
幼
少
期
を
そ
こ
で
過
ご
し
た
の
ち
、
父
親
の
死
後
、
一
八
六
五
年
に
家
族
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
の
テ
ネ
シ
ー
州
に
移
住
し
、
同

地
で
医
師
を
し
て
い
た
バ
ー
ネ
ッ
ト
と
結
婚
を
し
た
。
家
計
を
助
け
る
た
め
に
早
く
か
ら
小
説
に
手
を
染
め
、
生
涯
に
四
十
作
以
上
の
小
説
と
数
篇
の
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劇
作
を
残
し
た
が
、
一
般
に
は
児
童
文
学
の
書
き
手
と
い
う
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
当
時
の
著
名
雑
誌
『
セ
ン
ト
・
ニ
コ
ラ
ス
』
誌
に

発
表
し
た
『
小
公
子
』
（Little Lord Fauntleroy

）
の
評
判
は
高
く
、
一
八
八
六
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
社
（C

harles 

Scribner's Sons

）
か
ら
一
冊
の
書
物
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
二
年
後
の
一
八
八
八
年
に
は
劇
と
し
て
も
公
表
さ
れ
た
。
同
作
品
に
登
場
す
る
主
人
公
セ
ド

リ
ッ
ク
は
彼
女
自
身
の
長
子
ビ
ビ
ア
ン
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
愛
く
る
し
い
姿
が
書
物
の
挿
し
絵
や
劇
に
登
場
す
る
主
人
公
を
通

し
て
一
般
社
会
に
伝
え
ら
れ
る
と
、
流
行
に
敏
感
な
世
の
母
親
連
中
は
競
っ
て
子
ど
も
た
ち
に
「
フ
ォ
ン
ト
ル
ロ
イ
風
」
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
身
に
つ
け

さ
せ
た
と
い
う
。
『
小
公
子
』
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
評
判
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
と
同
じ
一
八
八
六
年
に
は
ロ
ン
ド
ン
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ウ
ォ
ー

ン
社
（Frederick W

arrne A
nd C

o.

）
か
ら
出
版
さ
れ
、
わ
ず
か
二
年
で
十
三
版
を
数
え
る
ほ
ど
の
売
れ
行
き
を
示
し
た
（
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
社
版
と
同
じ
挿

し
絵
が
用
い
ら
れ
て
い
る
）
。
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
そ
の
他
の
作
品
と
し
て
は
、
こ
れ
も
ま
た
児
童
文
学
書
と
し
て
名
高
い
『
秘
密
の
花
園
』
（The Secret G

arden,

一
九
一
一
年

）
な
ど
が
あ
る
。
彼
女
は
一
時
イ
ギ
リ
ス
に
移
り
住
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
一
九
二
四
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
プ
ラ
ン
ダ
ム
（Plandom

e

）

で
没
し
た
。

『
小
公
子
』
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
評
判
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
発
表
さ
れ
た
当
時
ア
メ
リ
カ
に
住
ん
で
い
た
「
梅
馨
生
」
な
る
人
物
が
『
女
学
雑

誌
』（
三
百
号
、
明
治
二
十
五
年
一
月
刊
）

に
、
興
味
深
い
原
稿
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
若
松
賤
子
の
「
小
公
子
」
の
連
載
が
前
号
の
二
百
九
十
九
号
で

「
大
尾
」
と
な
っ
た
の
を
受
け
、
同
誌
の
「
小
公
子
の
評
」
と
題
す
る
特
集
記
事
の
一
篇
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
単
な
る
宣
伝
記
事
と
は
違

い
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
原
作
に
対
す
る
当
時
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
反
応
を
伝
え
る
記
録
と
し
て
大
変
貴
重
な
も
の
な
の
で
次
に
引
用
し
て
み
る
こ
と
に
す

る
。

《
此
書
が
世
に
出
で
ゝ
大
評
判
と
な
れ
る
は
千
八
百
八
十
五
六
年
の
頃
に
在
り
、
而
し
て
今
日
に
至
る
迄
一
般
に
愛
読
せ
ら
れ
て
家
々
の
好
蔵
書

た
り
。
初
め
此
著
は
バ
ー
子
ッ
ト
夫
人
が
米
国
児
女
の
必
読
す
る
有
名
な
る
「
セ
ン
ト
、
ニ
コ
ラ
ス
」
雑
誌
の
依
頼
に
よ
り
て
投
書
せ
る
も
の
に

し
て
、
其
後
之
を
一
書
と
な
し
、
更
に
演
劇
に
仕
組
ま
る
ゝ
に
至
れ
り
。
夫
人
に
二
子
あ
り
、
長
を
ビ
ビ
ア
ン
と
呼
ぶ
。
生
れ
て
怜
悧
夫
人
の
愛

撫
極
な
く
、
書
中
フ
ォ
ン
ト
ル
ロ
ー
イ
の
一
挙
一
動
は
、
悉
く
此
児
よ
り
取
来
て
、
之
れ
写
出
せ
る
も
の
に
し
て
、
徒
に
想
像
を
画
け
る
に
は
非

ず
。
…
…
此
書
の
及
ぼ
す
感
化
は
啻
に
無
形
的
に
止
ら
ず
し
て
、
延
て
有
形
上
に
も
及
ぼ
せ
り
。
今
は
少
し
く
廃
れ
た
れ
ど
も
一
時
は
米
国
に
て

「
フ
オ
ン
ト
ル
ロ
ー
イ
風
」
と
称
す
る
も
の
頗
る
流
行
せ
り
。
「
小
公
子
」
に
は
挿
画
あ
る
や
否
や
知
ら
ざ
れ
ど
も
、
凡
て
美
し
き
児
女
を
持
て
る
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母
等
は
其
の
子
の
金
髪
を
蓄
へ
、
之
を
縮
ら
し
て
長
く
頭
を
掩
ふ
て
垂
れ
し
め
、
…
…
。
「
小
公
子
」
は
少
年
文
学
と
冠
せ
ら
れ
た
れ
ど
も
如
何
な

る
種
類
の
人
々
も
実
に
必
読
の
書
に
し
て
、
殊
に
其
平
易
の
間
に
英
米
人
情
風
俗
の
差
を
叙
す
る
所
、
容
易
に
他
の
書
に
得
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ

り
。
而
し
て
、
更
に
艱
難
の
中
に
此
児
を
生
み
、
此
児
を
撫
育
せ
る
母
あ
る
事
を
思
へ
ば
、
実
に
世
の
婦
女
子
の
好
模
範
た
る
や
、
言
を
待
ず
。

故
に
余
は
心
よ
り
女
学
雑
誌
社
の
此
挙
あ
り
し
を
喜
び
、
巌
本
夫
人
の
労
を
謝
し
、
併
て
米
国
女
流
文
学
者
の
泰
斗
た
る
バ
ー
子
ツ
ト
夫
人
の
純

潔
な
る
思
想
の
今
や
我
邦
に
紹
介
せ
ら
れ
た
る
を
祝
す
る
な
り
。
余
は
即
ち
遙
か
に
「
小
公
子
」
の
流
行
如
何
に
よ
り
て
、
我
邦
人
の
意
向
を
卜

せ
ん
と
す
。
》（
在
米

梅
香
生
「
『
小
公
子
』
に
就
て
」
『
女
学
雑
誌
』
明
治
二
十
五
年
一
月
十
六
日
）

若
松
賤
子
の
使
用
し
た
底
本

前
章
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
若
松
賤
子
の
『
小
公
子
』
の
翻
訳
が
『
女
学
雑
誌
』
に
連
載
さ
れ
は
じ
め
る
の
は
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）

年
八
月
の

こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
日
本
の
読
者
が
そ
の
翻
訳
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
原
作
の
出
版
か
ら
数
え
て
わ
ず
か
四
年
し
か
た
っ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
に
な
る
。
明
治
二
十
三
年
と
い
う
段
階
に
お
い
て
、
英
米
で
人
気
を
博
し
た
児
童
文
学
書
が
そ
の
評
判
も
さ
め
や
ら
ぬ
三
、
四
年
の
う
ち
に
太
平

洋
を
横
断
し
て
日
本
の
読
者
の
前
に
供
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
種
の
驚
き
と
い
う
ほ
か
な
い
。
そ
れ
は
、
日
本
の
洋
書
の
輸
入
体
制
や
翻
訳
文
学

作
品
の
供
給
体
制
が
拡
充
整
備
さ
れ
て
い
く
状
況
を
う
か
が
う
上
で
も
ま
た
と
な
い
貴
重
な
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
と
は
別
に
、
こ

こ
で
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
若
松
賤
子
は
一
体
い
か
な
る
原
本
を
使
っ
て
そ
の
翻
訳
を
試
み
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
、
日
本
の
児
童
文
学
史
上
に
一
期
を
画
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
『
小
公
子
』
と
い
う
作
品
の
原
本
を
突
き
と
め
て
、
そ
れ
が
成
立
す
る
ま
で
の
状
況

を
様
々
な
角
度
か
ら
検
証
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

前
項
に
も
記
し
た
と
お
り
、
『
小
公
子
』
は
一
八
八
六
年
に
ア
メ
リ
カ
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
同
じ
年
に

イ
ギ
リ
ス
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ウ
ォ
ー
ン
社
か
ら
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
出
版
年
の
上
か
ら
は
、
賤
子
が
ど
ち
ら
を
使
用
し
た
か
は
特
定
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
出
版
年
と
は
別
に
、
一
つ
そ
の
こ
と
を
推
し
は
か
る
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
原
書
の
中

に
挿
入
さ
れ
た
銅
版
の
挿
し
絵
で
あ
る
。
私
蔵
す
る
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
社
版
（
初
版
）
と
、
ウ
ォ
ー
ン
社
版
（
一
八
八
八
年
の
十
三
版
）
を
詳
細
に
つ
き
あ
わ

せ
て
み
た
と
こ
ろ
、
二
十
六
葉
か
ら
な
る
そ
の
挿
し
絵
に
は
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
ず
本
の
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ー
ジ
の
前
に
掲

げ
ら
れ
た
口
絵
（Frontispiece

）
が
、
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
社
版
は
セ
ド
リ
ッ
ク
が
初
め
て
祖
父
の
伯
爵
と
対
面
す
る
場
面
の
絵
で
あ
る
の
に
対
し
、
ウ
ォ
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ー
ン
社
版
は
セ
ド
リ
ッ
ク
の
母
で
あ
る
ミ
セ
ス
・
エ
ロ
ル
が
伯
爵
か
ら
今
後
セ
ド
リ
ッ
ク
と
一
緒
に
い
て
ほ
し
い
と
い
わ
れ
る
物
語
終
盤
の
場
面
が
掲

げ
ら
れ
て
い
る
。
口
絵
ば
か
り
か
作
中
に
掲
載
さ
れ
た
挿
し
絵
に
関
し
て
も
、
配
列
順
序
が
異
な
っ
て
い
た
り
、
図
柄
の
上
で
も
微
妙
な
ズ
レ
が
見
ら

れ
る
等
、
双
方
に
は
か
な
り
の
違
い
が
見
て
と
れ
る
。

こ
の
口
絵
や
挿
し
絵
に
見
ら
れ
る
違
い
と
い
う
の
は
賤
子
の
用
い
た
底
本
を
突
き
と
め
る
上
で
大
変
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

明
治
二
十
四
年
十
月
に
女
学
雑
誌
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
小
公
子

前
篇
』
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
原
作
と
全
く
同
一
の
亜
鉛
版
の
挿
し
絵
が
掲

載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
版
、
ウ
ォ
ー
ン
社
版
、
そ
れ
ぞ
れ
の
口
絵
・
挿
し
絵
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
女
が
使
用
し
た
『
小
公

子
』
の
原
本
が
ア
メ
リ
カ
版
、
イ
ギ
リ
ス
版
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
か
が
判
断
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
早
速
そ
れ
を
照
合
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
『
小

公
子

前
篇
』
に
掲
載
さ
れ
た
口
絵
や
挿
し
絵
は
、
二
カ
所
を
の
ぞ
い
て
す
べ
て
ア
メ
リ
カ
の
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
版
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
そ
の
二
カ
所
と
は
、
一
つ
は
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ー
ジ
（
日
本
で
い
え
ば
中
扉
）

に
掲
載
さ
れ
た
人
物
の
絵
が
省
か
れ
て
い
る
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は

原
作
の
三
章
末
尾
に
載
っ
て
い
る
汽
船
の
ス
ケ
ッ
チ
が
、
『
小
公
子

前
篇
』
で
は
「
第
四
回
」
末
尾
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
、
配
置
場
所
の
違
い
で

あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
『
小
公
子

前
篇
』
に
原
書
の
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ー
ジ
に
相
当
す
る
「
中
扉
」
が
な
い
た
め
に
、
挿
し
絵
も
省
略
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
方
の
汽
船
の
ス
ケ
ッ
チ
に
関
す
る
変
更
の
ほ
う
は
、
『
小
公
子

前
篇
』
の
章
分
け
が
「
第
三
回
」
「
第
四
回
」
に
限
り
原
作

と
ズ
レ
て
い
る
結
果
起
こ
っ
た
変
更
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
の
十
三
葉
の
口
絵
・
挿
し
絵
は
、
す
べ
て
掲
載
順
序
・
図
柄
と
も
に
ア
メ
リ

カ
の
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
社
版
に
一
致
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
版
が
『
小
公
子

前
篇
』
の
底
本
で
あ
っ
た
と
考
え
て
ま
ず
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
後
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
版
を
若
松
賤
子
の
『
小
公
子
』
の
底
本
と
考
え
、
作
品
評
価
の
基
礎
資
料
に
加
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

 
 

 

三

文
学
史
上
の
評
価

原
作
に
忠
実
な
言
文
一
致
体

若
松
賤
子
が
『
小
公
子
』
の
翻
訳
を
『
女
学
雑
誌
』
に
発
表
し
た
明
治
二
十
三
、
四
年
と
い
う
の
は
、
日
本
の
近
代
文
学
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
、

翻
訳
文
学
者
に
と
っ
て
も
、
あ
る
い
は
創
作
を
事
と
す
る
一
般
の
文
学
者
に
と
っ
て
も
、
い
ま
だ
進
む
べ
き
将
来
の
方
向
も
わ
か
っ
て
い
な
い
混
沌
と
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し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
わ
ず
か
に
外
国
文
学
の
翻
訳
を
通
し
て
そ
の
あ
る
べ
き
姿
を
模
索
す
る
と
い
う
五
里
霧
中
の
状
態
に
日
本
の
文
学
界
全
体
が
お

か
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
坪
内
逍
遥
が
創
刊
間
も
な
い
『
早
稲
田
文
学
』（
第
三
号
、
明
治
二
十
四
年
十
一
月
）

に
「
外
国
美
文
学
の
輸
入
」
と
い
う

論
説
を
掲
げ
、
日
本
に
新
た
な
西
洋
流
の
文
学
を
根
づ
か
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
ま
ず
翻
訳
を
通
し
て
そ
の
手
本
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主

張
し
て
い
る
の
を
み
て
も
わ
か
る
。
同
様
の
姿
勢
は
当
時
の
ほ
か
の
文
学
者
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
た
姿
勢
で
、
二
葉
亭
四
迷
や
森

外
、
森
田
思
軒

と
い
っ
た
そ
の
頃
の
第
一
級
の
文
学
者
た
ち
も
、
逍
遥
と
軌
を
一
に
す
る
か
の
よ
う
に
西
洋
「
美
文
学
」
の
輸
入
に
意
を
傾
け
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、

明
治
二
十
年
代
ま
で
の
文
学
と
い
う
の
は
創
作
文
学
よ
り
は
翻
訳
文
学
に
中
心
が
お
か
れ
た
文
学
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
翻
訳
文
学
ブ
ー
ム
の
一
方
で
、
そ
の
流
れ
に
乗
じ
た
翻
訳
と
は
名
ば
か
り
の
杜
撰
な
訳
が
多
数
出
ま
わ
っ
て
い
た
と
い
う
の
も

ま
た
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
そ
の
頃
の
翻
訳
作
品
を
み
る
と
、
し
ば
し
ば
「
意
訳
」
「
纂
訳
」
「
戯
訳
」
と
い
う
よ
う
な
文
字
を
目

に
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
言
葉
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
要
す
る
に
、
原
著
者
に
断
り
な
し
に
作
品
の
内
容
を
大
き
く
作
り
替
え
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
日
本
に
お
い
て
、
外
国
の
原
著
作
者
は
著
作
物
発
行
の
時
点
よ
り
十
年
間
そ
の
翻
訳
権
を
保
証
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
十
年
条
項
」

が
公
布
さ
れ
る
の
は
明
治
三
十
二
年
の
条
約
改
正
の
と
き
で
あ
り
、
明
治
二
十
年
代
ま
で
の
翻
訳
文
学
に
は
、
翻
訳
者
が
原
作
者
の
意
図
を
無
視
し
て

勝
手
に
作
品
の
内
容
を
作
り
替
え
て
し
ま
う
よ
う
な
翻
訳
と
は
名
ば
か
り
の
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
翻
訳
文
学
を
取
り
巻
く
状
況
の
中
で
、
若
松
賤
子
と
い
う
文
学
者
が
い
か
に
良
心
的
か
つ
巧
妙
に
原
作
の
も
つ
香
り
や
特
徴
を
自
己
の

作
品
の
中
に
反
映
さ
せ
て
い
こ
う
と
し
た
か
、
そ
の
努
力
の
跡
を
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
の
が
上
に
述
べ
た
『
小
公
子

全
篇
』
に
み
ら
れ
る
様
々

な
創
意
工
夫
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
原
作
の
前
半
部
分
に
出
て
く
る
口
絵
や
挿
し
絵
を
忠
実
に
再
現
し
て
、
読
者
の
物
語
理
解
の
一
助
と
な
そ
う
と
い

う
彼
女
の
意
図
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
原
作
の
文
章
を
よ
り
解
り
や
す
い
よ
り
適
切
な
日
本
語
に
置
き
換
え
て
、

日
本
の
読
者
の
西
洋
文
学
に
対
す
る
理
解
の
向
上
を
は
か
ろ
う
と
い
う
翻
訳
文
学
本
来
の
目
的
に
関
し
て
も
、
彼
女
は
他
の
文
学
者
の
追
随
を
許
さ
ぬ

ほ
ど
卓
抜
し
た
技
量
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
当
時
の
翻
訳
文
壇
の
大
御
所
・
森
田
思
軒
は
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

《
「
小
公
子
」
は
米
国
今
代
の
名
家
バ
ル
子
ッ
ト
夫
人
の
傑
作
「
リ
ツ
ト
ル
、
ロ
ー
ド
、
フ
オ
ン
ト
ル
ロ
イ
」
を
訳
せ
る
も
の
…
…
余
が
之
を
読
む

と
き
読
み
て
妙
絶
の
処
に
至
る
毎
に
誦
し
て
家
人
に
聞
か
し
む
る
に
、
家
人
は
皆
な
針
を
停
め
睚
を
う
る
ほ
し
て
之
を
傾
聴
せ
り
。
而
し
て
之
を

原
文
に
参
じ
考
へ
る
に
、
敢
て
一
字
を
増
さ
ず
、
敢
て
一
字
を
損
せ
ず
、
只
だ
忠
誠
に
謹
勅
に
原
文
を
摸
せ
る
な
り
。
…
…
世
間
の
謂
ゆ
る
言
文
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一
致
体
に
由
る
者
に
し
て
余
が
心
よ
り
服
せ
る
も
の
唯
だ
「
浮
雲
」
あ
り
し
の
み
。
今
日
此
書
を
獲
て
二
と
な
れ
り
。
熟
ら
世
間
の
謂
ゆ
る
言
文

一
致
を
事
と
す
る
も
の
を
観
る
に
、
…
…
必
ず
其
間
に
あ
り

く
斧
鑿
の
痕
あ
り
て
、
自
然
の
美
を
欠
か
ざ
る
も
の
希
れ
な
り
。
独
り
訳
者
に
至

て
は
斯
の
一
体
よ
り
以
外
に
は
復
た
文
あ
る
を
知
ら
ざ
る
が
如
く
満
身
の
文
才
、
満
身
の
物
か
く
技
能
は
強
ひ
ず
、
勉
め
ず
、
自
然
此
体
に
聚
注

せ
る
も
の
に
似
た
り
。
試
に
渠
の
文
を
看
よ
、
信
の
み
、
実
の
み
、
一
点
の
ヤ
マ
な
し
、
一
点
の
ケ
レ
ン
な
し
。
謂
ゆ
る
場
当
り
、
キ
ザ
気
に
至

て
は
毫
も
之
を
見
る
こ
と
な
き
な
り
。
是
れ
故
、
さ
ら
に
言
文
一
致
を
事
と
す
る
者
の
企
て
能
は
ざ
る
所
な
り
。
蓋
し
、
優
し
く
、
柔
良
な
る
女

性
の
天
質
の
由
り
て
自
ら
然
る
歟
。
》（
思
軒
居
士
「
偶
書

『
小
公
子
』
を
読
む
」
『
郵
便
報
知
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
十
一
月
十
五
日
〔
掲
載
文
は
明
治
三

十
年
に
博
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
小
公
子
』
の
巻
末
に
掲
載
さ
れ
た
同
文
か
ら
引
用
〕
）

『
小
公
子
』
の
翻
訳
に
見
ら
れ
る
一
字
一
句
を
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
翻
訳
の
態
度
を
、
思
軒
は
「
渠
の
文
を
看
よ
、
信
の
み
、
実
の
み
、
一
点
の
ヤ

マ
な
し
、
一
点
の
ケ
レ
ン
な
し
」
、
「
之
を
原
文
に
参
じ
て
考
ふ
る
に
、
敢
て
一
字
を
増
さ
ず
、
敢
て
一
字
を
損
せ
ず
、
只
だ
忠
誠
に
謹
勅
に
、
原
文
を

摸
せ
る
な
り
」
と
言
い
表
し
た
。
思
軒
の
こ
の
言
葉
を
単
な
る
レ
ト
リ
ッ
ク
、
単
な
る
誇
張
と
受
け
流
さ
な
い
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
実
際
に
『
小

公
子
』
の
原
文
と
若
松
賤
子
の
訳
文
と
を
入
念
に
比
較
照
合
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
、
双
方
の
書
き
出
し
部
分
を
以
下
に
引

用
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

C
ED

R
IC

 him
self knew

 nothing w
hatever about it. It had never been even m

entioned to him
. H

e knew
 that his papa had been an 

Englishm
an, because his m

am
m

a had told him
 so; but then his papa had died w

hen he w
as so little a boy that he could not rem

em
ber 

very m
uch about him

, except that he w
as big, and had blue eyes and a long m

oustache, and that it w
as a splendid thing to be carried 

around the room
 on his shoulder.

《
セ
ド
リ
ッ
ク
に
は
、
誰
も
云
ふ
て
聞
か
せ
る
人
が
有
ま
せ
ん
か
つ
た
か
ら
、
何
も
知
ら
な
い
で
ゐ
た
の
で
し
た
。
お
と
つ
さ
ん
は
、
イ
ギ
リ
ス

人
だ
つ
た
と
云
ふ
こ
と
丈
は
、
お
つ
か
さ
ん
に
聞
ゐ
て
、
知
つ
て
ゐ
ま
し
た
が
、
お
と
つ
さ
ん
の
没
し
た
の
は
、
極
く
少
さ
い
う
ち
で
し
た
か
ら
、

よ
く

き記
お
く憶

し
て
居
ま
せ
ん
で
、
た
ゞ
大
き
な
人
で
、
眼
が
浅
黄
色
で
、
頬
髯
が
長
く
つ
て
、
時
々
肩
へ
乗
せ
て
座
敷
中
を
連
れ
廻
ら
れ
た
こ
と
の
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面
白
か
つ
た
こ
と
丈
し
か
、
ハ
ツ
キ
リ
と
は
、

お

ぼ

え

記
憶
て
ゐ
ま
せ
ん
か
つ
た
。
》

何
は
と
も
あ
れ
彼
女
の
訳
文
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
こ
に
う
か
が
え
る
翻
訳
姿
勢
は
、
贅
言
を
ろ
う
さ
ず
、
冗
漫
に
流
さ
れ
ず
、
そ
れ
で

い
て
原
文
の
伝
え
る
意
味
は
余
す
と
こ
ろ
な
く
汲
み
取
っ
て
い
く
と
い
っ
た
、
極
め
て
実
直
な
翻
訳
姿
勢
で
あ
る
。
五
行
余
り
の
英
文
を
ほ
ぼ
同
じ
長

さ
の
日
本
文
に
言
い
表
し
て
い
く
訳
文
の
妙
、
用
語
の
的
確
さ
。
思
軒
が
与
え
た
、
「
敢
て
一
字
を
増
さ
ず
、
敢
て
一
字
を
損
せ
ず
、
只
忠
誠
に
謹
勅
に
、

原
文
を
模
せ
る
な
り
」
と
い
う
評
言
が
、
い
か
に
正
鵠
を
射
た
評
言
で
あ
っ
た
か
、
わ
ず
か
こ
れ
だ
け
の
文
章
を
見
て
も
察
し
が
つ
く
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
文
章
は
平
易
に
し
て
流
麗
。
徹
底
し
た
「
言
文
一
致
」
の
文
章
で
あ
る
。
こ
の
文
章
が
い
か
に
時
流
を
抜
い
た
斬
新
な
文
章
で

あ
っ
た
か
を
確
認
す
る
に
は
、
当
時
一
般
に
流
布
し
て
い
た
文
学
作
品
と
比
べ
て
み
る
の
が
最
も
有
効
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
『
小
公
子
』
と

ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
発
表
さ
れ
た
巌
谷
小
波
の
『
こ
が
ね
丸
』（
博
文
館
、
明
治
二
十
四
年
一
月
刊
）
を
例
に
取
る
と
、
そ
れ
は
「
む
か
し
或
る
深
山
の
奥
に
、

一
匹
の
虎
住
み
け
り
」
と
い
う
よ
う
な
、
旧
文
学
の
伝
統
を
色
濃
く
と
ど
め
た
文
章
で
あ
る
。
小
波
門
下
の
木
村
小
舟
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
『
こ
が

ね
丸
』
の
一
冊
は
、
実
に
漣
山
人
を
し
て
、
少
年
文
学
界
の
権
威
た
ら
し
め
た
ば
か
り
で
な
く
、
前
人
未
踏
の
好
文
学
と
し
て
、
『
少
年
文
学
』
の
地
位

を
確
立
せ
し
め
る
上
に
、
至
大
の
効
果
を
」
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
（
『
少
年
文
学
史
』
明
治
篇
）
。
し
か
し
、
そ
の
「
前
人
未
踏
」
の
『
こ
が
ね
丸
』

に
し
た
と
こ
ろ
で
、
物
語
の
筋
立
て
は
、
「
金
眸
大
王
」
と
い
う
猛
虎
の
た
め
に
父
親
を
殺
害
さ
れ
た
狐
の
「
こ
が
ね
丸
」
が
父
の
か
た
き
を
と
っ
て
忠

孝
の
誉
れ
を
手
に
す
る
と
い
う
前
時
代
的
な
も
の
で
、
そ
れ
を
伝
え
る
文
章
が
ま
た
上
に
示
し
た
よ
う
な
旧
文
学
の
伝
統
を
引
き
ず
る
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
若
松
賤
子
の
文
章
が
い
か
に
時
代
を
超
え
た
「
新
し
い
」
文
章
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
と
い
う
も
の
だ
。
こ
れ
に
は

さ
す
が
の
、
旧
派
の
「
殿
将
」
・
森
田
思
軒
も
、
「
世
間
の
謂
ゆ
る
言
文
一
致
体
に
由
る
者
に
し
て
、
余
が
心
よ
り
服
せ
る
も
の
は
、
唯
だ
『
浮
雲
』
あ

り
し
の
み
。
今
日
、
此
書
を
得
て
二
と
為
れ
り
」
と
最
大
級
の
賛
辞
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
当
時
の
日
本
文
学
界
は
、
思
軒
と
と
も
に
、
こ
の
新
た
な

る
才
能
の
出
現
に
心
か
ら
快
哉
を
叫
ば
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

子
供
の
立
場
に
立
っ
た
新
し
い
形
の
児
童
文
学

若
松
賤
子
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
時
代
を
超
え
た
新
し
い
文
章
を
創
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
そ
の
原
因
は
、
お
そ
ら
く
彼
女
が
取
り
組
ん

で
い
た
の
が
西
洋
文
学
の
翻
訳
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
外
国
で
作
ら
れ
た
物
語
の
翻
訳
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
自
由
な
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発
想
に
立
っ
て
そ
の
訳
文
を
創
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
彼
女
の
言
文
一
致
の
訳
文
の
生
ま
れ
た
背
景
を
説
明
す
る

に
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
当
時
の
文
学
者
と
い
う
の
は
近
代
文
学
以
前
の
伝
統
に
強
く
支
配
さ
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
グ
リ
ム
や
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の

翻
訳
を
試
み
る
に
も
、
「
今
は
昔
、
あ
る
国
に
一
人
の
王
様
あ
り
け
り
」（
「
王
の
新
し
き
衣
裳
」
『R

O
M

A
JI Z

A
SSH

I

』
、
明
治
十
九
年
十
一
月
）

と
い
う
よ
う

な
旧
文
学
の
常
套
文
句
を
書
き
連
ね
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
人
若
松
賤
子
の
み
が
、
そ
う
し
た
伝
統
の
束
縛
を
免
れ
て
、
「
セ
ド
リ

ッ
ク
に
は
、
誰
も
云
ふ
て
聞
か
せ
る
人
が
有
ま
せ
ん
か
つ
た
か
ら
、
何
も
知
ら
な
い
で
ゐ
た
の
で
し
た
」
と
い
う
斬
新
な
語
り
口
の
物
語
を
創
出
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
は
何
か
他
と
は
異
な
る
特
別
な
理
由
が
あ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
そ
の
最
も
大
き
な
要
因
の
一
つ
と
考
え
ら

れ
る
の
が
、
彼
女
が
作
品
を
発
表
し
た
『
女
学
雑
誌
』
と
い
う
雑
誌
で
あ
る
。
『
女
学
雑
誌
』
に
は
、
当
時
の
他
の
雑
誌
に
は
み
ら
れ
な
い
独
自
の
視
点

が
備
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
女
性
の
た
め
」
「
子
ど
も
の
た
め
」
と
い
う
視
点
で
あ
り
、
そ
の
視
点
と
、
寝
言
さ
え
英
語
で
言
っ
た
と
い
う
彼
女
独
自

の
西
洋
流
の
言
語
感
覚
が
相
ま
っ
て
、
前
章
に
示
し
た
よ
う
な
新
し
い
語
り
口
の
文
章
が
生
ま
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

『
女
学
雑
誌
』
に
「
女
性
の
た
め
」
と
い
う
視
点
が
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
雑
誌
の
名
前
を
み
れ
ば
あ
る
程
度
推
察
さ
れ
る
が
、
一
方
の
「
子
ど
も

の
た
め
」
と
い
う
視
点
に
関
し
て
は
、
少
々
こ
こ
で
説
明
を
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
『
女
学
雑
誌
』
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
若
松
賤

子
の
夫
巌
本
善
治
が
編
集
に
当
た
っ
て
い
た
雑
誌
で
あ
る
。
巌
本
は
、
学
農
社
の
津
田
仙
の
影
響
で
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
、
そ
の
立
場
か
ら
、
『
女
学

雑
誌
』
に
女
性
の
自
立
や
解
放
を
促
す
論
説
や
記
事
を
掲
載
す
る
一
方
で
、
子
ど
も
を
持
つ
母
親
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
児
童
教
育
に
関
す
る
記
事

も
数
多
く
掲
載
し
て
い
っ
た
。
な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
小
供
の
は
な
し
」
と
題
す
る
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
、
そ
こ
に
当
時
と
し
て
は
め
ず
ら
し

い
ア
ン
デ
ル
セ
ン
や
グ
リ
ム
の
翻
訳
を
載
せ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
明
治
二
十
一
年
と
い
う
ご
く
早
い
時
期
で
あ
っ
た
た
め
に
、
日
本
に
西

洋
童
話
が
紹
介
さ
れ
は
じ
め
る
最
初
の
作
品
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
同
コ
ー
ナ
ー
に
掲
載
さ
れ
た
物
語
は
、
の
ち
に
一
冊
の
書
物
に
ま
と
め
ら

れ
、
そ
の
名
も
『
子
ど
も
の
談
』
と
い
う
題
名
で
女
学
雑
誌
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
自
身
は
そ
の
本
を
い
ま
だ
目
に
し
た
こ
と
は
な
い
が
、

明
治
二
十
四
年
七
月
発
行
の
同
誌
の
広
告
に
、
「
『
子
ど
も
の
談
』
／
紙
数
八
十
葉
／
定
価
二
十
銭
」
と
記
さ
れ
、
そ
の
「
第
十
五
、
不
思
議
の
新
衣
裳
」

「
第
十
六
、
小
娘
と
ガ
マ
」
と
い
う
よ
う
に
各
話
の
明
細
が
載
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
注
意
す
べ
き
は
そ
の

広
告
文
で
、
そ
こ
に
は
、
「
右
は
子
供
の
為
に
な
る

よ好
き
お
話
に
て
、
母
親
が
言
い
聞
か
す
に
結
構
な
材
料
な
り
」
と
い
う
、
同
書
刊
行
の
目
的
が
明
記

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
ア
ン
デ
ル
セ
ン
や
グ
リ
ム
の
童
話
は
、
母
親
が
子
ど
も
に
「
言
い
聞
か
」
せ
る
た
め
の
話
、
そ
れ
を
今

日
風
の
言
葉
に
直
せ
ば
、
「
読
み
聞
か
せ
」
用
の
児
童
文
学
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
頃
の
翻
訳
児
童
文
学
の
ほ
と
ん
ど
が
読
む
、
、
物
語
で
あ
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っ
た
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
は
母
親
を
通
し
て
間
接
的
に
子
ど
も
た
ち
の
耳
に
伝
え
ら
れ
る

、
、
、
、
、
物
語
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
違
い
が
ど
の
よ

う
な
か
た
ち
で
訳
文
の
上
に
現
れ
て
く
る
の
か
、
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
同
コ
ー
ナ
ー
に
掲
げ
ら
れ
た
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
「
不
思
議
の
新
衣
裳
」
の

冒
頭
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

《
或
る
国
の
天
子
さ
ま
は
大
層
美
く
し
ひ

き

も

の

衣
物
が
お
好
き
で
、
毎
日

く
化
粧
部
屋
に
入
つ
て
、
半
日
は

き

も

の

衣
物
を
着
換
へ
た
り
何
か
し
て
暮
さ
れ

た
と
申
す
こ
と
で
、

そ
れ
ゆ
え

夫
故

は
な
や
か

華
美

り

つ

ぱ

立
派
な
る
衣
服
と
て
は
山
の
如
く
在
り
ま
し
た
が
、
ま
だ

く
美
し
ひ
も
の
と
あ
ら
ば
、

ど何
れ
程
の
金
を
出
し
て

も
お
買
上
に
成
る
と
の
評
判
高
く
あ
り
ま
し
た
。
》（
「
不
思
議
の
新
衣
裳
」
『
女
学
雑
誌
』
明
治
二
十
一
年
三
月
）

そ
の
頃
出
回
っ
て
い
た
翻
訳
児
童
文
学
の
ほ
と
ん
ど
が
、
「
今
は
昔
、
あ
る
国
に
一
人
の
王
様
あ
り
け
り
」
と
い
う
よ
う
な
文
語
主
体
の
訳
文
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
こ
の
「
不
思
議
の
新
衣
裳
」
の
翻
訳
は
従
来
の
物
語
の
し
き
た
り
に
と
ら
わ
れ
な
い
か
な
り
の
自
由
訳
に
な
っ
て
い
る
。
上
に
引
用
し

た
書
き
出
し
の
部
分
と
、
最
後
の
「
で
す
か
ら
…
…
お
前
方
は
何
で
も
正
直
に
し
、
そ
し
て
正
直
な
事
を
言
ふ
に
は
少
し
も
恐
る
ゝ
こ
と
な
く
キ
ツ
パ

リ
と
之
を
言
ひ
、
ま
た
断
じ
て
行
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
結
び
の
言
葉
な
ど
は
、
当
時
の
児
童
文
学
と
し
て
は
め
ず
ら
し
い
言
文
一
致

の
文
章
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
そ
れ
が
西
洋
の
優
れ
た
児
童
文
学
の
翻
訳
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
子
ど
も
に
「
言
い
聞

か
」
せ
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
要
素
が
結
び
つ
い
て
は
じ
め
て
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
語
り
口
の
文
章
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
『
女
学
雑
誌
』
に
し
て
は
じ
め
て
な
し
う
る
技
術
革
新
で
あ
っ
た
。
明
治
二
十
一
年
と
い
う

段
階
で
、
西
洋
の
児
童
文
学
を
、
子
ど
も
に
「
言
い
聞
か
」
せ
る
と
い
う
こ
と
を
発
想
し
う
る
雑
誌
は
、
『
女
学
雑
誌
』
を
措
い
て
、
ほ
か
に
あ
り
え
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

若
松
賤
子
の
『
小
公
子
』
が
、
こ
の
「
不
思
議
の
新
衣
裳
」（
巌
本
善
治
の
翻
訳
と
さ
れ
る
）

の
延
長
線
上
に
創
ら
れ
た
翻
訳
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

双
方
の
書
き
出
し
部
分
を
比
べ
て
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
と
も
に
欧
文
を
欧
文
と
し
て
理
解
し
、
古
い
文
章
語
の
し
き
た
り
や
物
語
の
形
式
に

置
き
換
え
て
捉
え
直
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
態
度
は
見
ら
れ
な
い
。
森
田
思
軒
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
敢
て
一
字
を
増
さ
ず
、
敢
て
一
字
を
損

せ
ず
、
只
だ
忠
誠
に
謹
勅
に
、
原
文
を
模
せ
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
が
ま
さ
に
ピ
ッ
タ
リ
の
文
章
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
不
思
議
の
新
衣
裳
」
の
訳
者
の

場
合
は
母
親
が
子
ど
も
に
「
言
い
聞
か
」
せ
る
と
い
う
想
定
で
翻
訳
を
行
っ
た
が
、
自
分
自
身
が
母
親
で
も
あ
っ
た
賤
子
の
場
合
は
（
逝
去
の
と
き
に
五
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歳
、
四
歳
、
二
歳
の
三
児
が
い
た
）
、
そ
れ
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
母
親
で
は
な
く
子
供
に
直
接
語
っ
て
聞
か
せ
る
よ
う
に
そ
の
翻
訳
を
試
み
た
。
そ
の

結
果
、
「
不
思
議
の
新
衣
裳
」
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
た
言
文
一
致
の
訳
文
が
出
現
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
『
小
公
子
』
の
筆
を
執
る
彼
女
の
脳
裏
を
支
配
し
て
い
た
の
は
、
真
に
子
供
の
立
場
を
思
い
や
る
子
供
の
た
め
の
文
学
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
『
小
公
子

前
篇
』
の
序
文
を
こ
ん
な
言
葉
で
結
ん
で
い
る
の
を
見
て
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。

《
私
は
深
く

お
さ
な
ご

幼
子
を
愛
し
、

そ
の其

恩
を
思
ふ
者
で
、

こ
と殊

に
共
々
に
珍
重
す
可
き

こ
の
ま
ろ
う
ど

此
客
人
を
尚
一
層
優
待
い
た
し

た
く度

切
に
希
望
い
た
し

ま
す升

。
そ
れ
ゆ
え

夫
故
幼
稚

園
、
小
学
校
な
ど
の

ま
う設

け
は
、
私
の
心
に
と
つ
て
い
と
も

と
う尊

と
く
、
悦
ば
し
い
者
で
す
。

そ
れ
の
み

夫
巳
な
ら
ず
、
近
来
少
年
文
学
の
類
が
ボ
ツ

く
世
に

見
え
る
様
に
な
つ
て
来

ま
し升

た
が
、
こ
れ
も

ま
ご
こ
ろ

真
心
よ
り
感
謝
し
て
居
り

ま
す升

。
そ
れ
故
、
只
今
訳
し
て

こ
の此
ち
い小

さ
き
本
の
前
編
を

い
だ出

し
ま
す升

の
も
、
一
つ
に

は
、
自
分
が

お
さ
な
ご

幼
子
を
愛
す
る
の
愛
を
紀
念
し
、

い
さ
さ

聊

か
ま
た亦

ホ
ー
ム
の
恩
人
に
対
す
る

お

ひ

め

負
債
を
償
ふ

は
し端

に
致
し

た
い度

の
み
で
す
。
》

こ
こ
で
い
う
「
ホ
ー
ム
の
恩
人
」
と
は
、
夫
婦
の
心
を
明
る
く
「

ゆ

た

か

寛
優
」
に
し
て
く
れ
る
子
ど
も
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
ホ
ー
ム
の
恩
人
」
で
あ

る
子
ど
も
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
か
ら
『
小
公
子
』
一
篇
は
生
ま
れ
た
。
心
底
子
ど
も
の
こ
と
を
思
い
や
る
こ
の
彼
女
の
気
持
ち
と
、
寝
言
さ
え
英
語
で

言
っ
た
と
い
う
彼
女
の
稀
有
の
言
語
感
覚
が
相
ま
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
例
を
見
な
い
新
し
い
話
法
の
児
童
文
学
作
品
が
生
ま
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
『
明
治
期
翻
訳
文
学
書
全
集
』
Ⅰ
～
Ⅳ
（
ナ
ダ
書
房
刊
）
、
『
明
治
翻
訳
文
学
全
集
《
新
聞
雑
誌

編
》
』
全
五
十
二
巻
（
既
刊
四
十
巻
・
二
〇
〇
〇
年
秋
完
結
予
定
、
大
空
社
刊
）
を
川
戸
道
昭
と
榊
原
貴
教
が
編
纂
す
る
過
程
で
立
案

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
う
け
ナ
ダ
出
版
セ
ン
タ
ー
で
企
画
化
し
、
五
月
書
房
よ
り
刊
行
す
る
。
本
書
の
扉
・
本
文
レ
イ
ア
ウ
ト
・

制
作
は
、
岡
田
由
里
子
、
榊
原
千
絵
、
川
俣
友
紀
が
担
当
し
た
。


