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一
、
本
稿
の
目
的
と
問
題
意
識

本
稿
で
は
、
大
正
七
年
鈴
木
三
重
吉
創
刊
の
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
掲
載
の
作
品
に

描
か
れ
た
「
子
ど
も
」
を
分
析
対
象
と
し
て
、以
下
の
二
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
一
に
、『
赤
い
鳥
』
が
提
示
し
た
と
さ
れ
る
近
代
的
「
子
ど
も
」
像
、特
に
〈
子

ど
も
＝
純
真
無
垢
〉
と
い
う
構
図
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。『
赤
い
鳥
』
創

刊
号
の
標
榜
語
（
モ
ッ
ト
ー
）
か
ら
は
、
本
雑
誌
が
「
子
供
の
純
正
を
保
全
開
発

す
る
た
め
」
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
生
み
だ
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
事
実
本

誌
は
、大
正
自
由
教
育
を
担
う
教
育
者
や
、都
市
部
で
子
を
持
つ
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

の
家
庭
（
新
中
間
層
）
を
中
心
に
多
く
の
賛
同
者
を
得
て
、「
童
心
主
義
」
の
象

徴
と
し
て
機
能
し
、
子
ど
も
を
「
純
真
無
垢
」
と
し
て
捉
え
る
傾
向
を
生
ん
だ（
１
）

と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
『
赤
い
鳥
』
に
関
す
る
先
行
研
究
に
お
い
て

は
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
「
子
ど
も
」
像
を
改
め
て
問
い
直
す
も
の
は
ほ
と
ん
ど
存

在
せ
ず
、
わ
ず
か
に
、『
赤
い
鳥
』
前
期
に
当
た
る
、
創
刊
か
ら
昭
和
四
年
三
月

の
休
刊
ま
で
の
一
二
七
冊
を
分
析
し
た
河
原
和
枝
氏
に
よ
る
研
究（
２
）が
あ
る
に

と
ど
ま
る
。

河
原
氏
は
、描
か
れ
た
「
子
ど
も
」
像
を
「
良
い
子
」「
弱
い
子
」「
純
粋
な
子
」

の
三
つ
に
分
類
で
き
る
と
し
、
三
つ
に
共
通
し
て
い
る
の
が
「
無
垢
」
の
観
念
、

当
時
の
言
葉
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
童
心
」
で
あ
る
と
結
論
付
け
、
従
来
の
〈
子
ど

も
＝
純
真
無
垢
〉
と
い
う
構
図
を
よ
り
掘
り
下
げ
て
論
じ
て
い
る
。

第
一
の
「
良
い
子
」
と
は
、「
優
し
い
子
、
親
孝
行
な
子
、
努
力
す
る
子
、
反

省
す
る
子
」
な
ど
「
社
会
の
道
徳
的
価
値
に
同
調
し
て
い
る
子
」
で
あ
り
、
こ
の

場
合
の
「
道
徳
的
価
値
」
が
伝
統
的
な
儒
教
的
モ
ラ
ル
で
は
な
く
、
西
欧
的
な
新

し
い
市
民
社
会
型
の
モ
ラ
ル
に
基
づ
い
て
い
る
点
、
ま
た
「
良
い
子
」
が
登
場
す

る
作
品
で
は
「
平
和
」「
友
愛
」
が
描
か
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
立
身
出
世
主
義
」
に

基
づ
く
「
良
い
子
」
は
「
ま
っ
た
く
い
な
い
」
こ
と
、
同
様
に
「
英
雄
主
義
」
に

基
づ
く
「
良
い
子
」
も
「
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
」
点
を
特
徴
と
し
て
指
摘
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、「
理
想
の
現
実
に
向
か
っ
て
積
極
的
に
行
動
す
る
『
良
い
子
』

は
少
数
派
」
で
あ
り
、「
素
直
さ
、
優
し
さ
、
思
い
や
り
、
反
省
す
る
態
度
と
い
っ

た
内
面
的
属
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
行
動
よ
り
は
む
し
ろ
内
面
の
問
題
が

強
調
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
。
第
二
の
「
弱
い
子
」
は
、
貧
困
な
ど
の
「
外
的
・

状
況
的
要
因
」、
あ
る
い
は
自
身
が
精
神
的
、
身
体
的
に
弱
い
と
い
っ
た
「
内
的
・

近
代
的
「
子
ど
も
」
像
と
「
女
児
」
へ
の
一
考
察
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主
体
的
要
因
」
に
よ
る
「
弱
さ
」
を
持
つ
子
ど
も
を
指
す
。
第
三
の
「
純
粋
な
子
」

は
、北
原
白
秋
の
童
謡
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
純
粋
」
な
要
素
を
持
つ
子
で
、「
非

功
利
的
」「
非
妥
協
的
」
な
態
度
を
貫
く
こ
と
や
、
の
め
り
込
む
と
他
人
を
傷
つ

け
る
こ
と
を
厭
わ
ぬ
ほ
ど
の
「
熱
中
」
な
ど
を
「
純
粋
を
表
現
す
る
要
素
」
と
し

て
い
る
。
河
原
氏
に
よ
る
こ
の
三
分
類
に
は
一
定
の
評
価
が
で
き
る
と
し
て
も
、

実
際
に
『
赤
い
鳥
』
を
読
ん
で
み
る
と
こ
の
三
分
類
に
当
て
は
ま
ら
な
い
「
子
ど

も
」
も
多
く
見
ら
れ
、
疑
問
が
残
る
。

本
稿
の
第
二
の
目
的
は
、
特
に
「
女
児
」
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の

か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
幼
児
〜
十
二
歳
ま
で
の
年
齢
層

の
男
女
は「
子
ど
も
」と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。「
少
女
」

に
関
す
る
研
究（
３
）に
お
い
て
も
、
分
析
対
象
は
少
女
雑
誌
の
愛
読
者
で
あ
り
、

ま
た
作
品
中
に
描
か
れ
る
、
高
等
女
学
生
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
は
尋
常
小
学
校
に
通
う
年
齢
、
も
し
く
は
そ
れ
以
前
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、中
等
教
育
を
受
け
て
い
な
い
層
の
「
少
女
」

像
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
点
も
問
題
で
あ
る
。

以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
河
原
氏
の
研
究
に
は
欠
如
し
て
い
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

視
点
を
取
り
入
れ
、
か
つ
、
中
等
教
育
を
受
け
て
い
な
い
層
に
つ
い
て
も
明
ら
か

に
す
る
た
め
、『
赤
い
鳥
』
に
描
か
れ
る
幼
児
〜
十
七
歳
の
「
子
ど
も
」
像
、
お

よ
び
そ
の
男
女
差
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。
特
に
、
河
原
氏
が
提
示
し
た
「
良

い
子
」
像
に
着
目
し
て
、
そ
の
再
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
対
極
に
あ
る
〈
悪
い

子
〉
像
に
つ
い
て
も
新
た
に
考
察
す
る
。

「
良
い
子
」「
悪
い
子
」
に
分
け
る
基
準
と
し
て
は
、
周
囲
の
人
物
等
に
よ
る
、

子
ど
も
に
対
す
る
評
価
が
分
か
る
描
写
な
ど
か
ら
、
作
者
の
意
図
を
汲
み
取
る
こ

と
を
第
一
と
す
る
。
ま
た
時
代
に
よ
っ
て
「
良
い
子
」「
悪
い
子
」
の
基
準
は
変

化
し
う
る
が
、
今
日
的
な
そ
れ
に
従
う
の
で
は
な
く
、
極
力
当
時
の
基
準
に
沿
っ

て
分
類
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
分
析
方
法

『
赤
い
鳥
』
前
期
に
当
た
る
大
正
七
年
七
月
〜
昭
和
四
年
三
月
に
出
版
さ
れ
た

一
二
七
冊
の
全
掲
載
作
品
の
中
か
ら
、①
「
童
話
」
も
し
く
は
「
幼
年
読
物
」「
低

年
読
物
」
作
品
で
あ
る
こ
と
、
②
創
作
作
品
で
あ
る
こ
と
（
民
話
、
伝
記
、
外
国

作
品
の
再
話
な
ど
で
は
な
い
こ
と
）、
③
作
品
中
で
「
子
ど
も
」
が
主
な
登
場
人

物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
の
三
点
を
全
て
満
た
し
て
い
る
作
品
を
分
析
対

象
と
し
て
、
二
五
三
編
を
選
出
し
た
。
な
お
、「
子
ど
も
」
と
判
断
す
る
年
齢
と

し
て
、
本
稿
の
目
的
に
鑑
み
、
明
記
し
て
あ
る
場
合
は
十
七
歳
を
上
限
と
し
た
。

十
二
歳
〜
十
七
歳
は
中
学
校
及
び
高
等
女
学
校
へ
通
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、

こ
の
年
齢
層
で
通
学
し
て
い
る
子
ど
も
は
一
例
の
み（
４
）で
あ
る
。

分
析
の
単
位
は
「
作
品
」
で
は
な
く
、
登
場
人
物
の
「
子
ど
も
」
と
す
る
。
主

人
公
の
「
子
ど
も
」
は
無
条
件
に
分
析
対
象
と
し
、
主
人
公
周
辺
の
「
子
ど
も
」

に
つ
い
て
も
性
格
お
よ
び
行
動
に
つ
い
て
あ
る
程
度
詳
細
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い

る
場
合
は
分
析
対
象
に
含
め
る
。
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
「
子
ど
も
」
の
行
動
、

心
理
描
写
、
周
囲
の
人
物
・
動
物
・
植
物
・
昆
虫
・
玩
具
等
と
の
関
係
性
を
示
し

た
描
写
の
中
で
、〈
良
い
子
〉
お
よ
び
〈
悪
い
子
〉
と
し
て
分
類
さ
れ
る
根
拠
と

な
る
文
節
を
抽
出
し
、
作
品
や
「
子
ど
も
」
の
属
性
と
と
も
に
一
覧
表
を
作
成
す

る
。
そ
の
後
、
男
女
と
い
う
性
別
の
属
性
を
分
析
軸
と
し
て
、
抽
出
し
た
描
写
に
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お
け
る
差
異
を
検
証
し
て
い
く
。

な
お
、
分
析
対
象
作
品
の
二
五
三
編
の
う
ち
、
男
児
が
主
人
公
の
作
品
は

一
五
八
編
、
女
児
が
主
人
公
の
作
品
が
八
一
編
、
男
児
と
女
児
が
と
も
に
主
人
公

と
な
っ
て
い
る
作
品
は
一
四
編
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
分
析
方
針
に
よ
り
、
作
品

数
の
内
訳
と
分
析
対
象
と
な
っ
た
「
子
ど
も
」
の
男
児
・
女
児
の
数
は
一
致
し
て

い
な
い
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
上
で
男
児
が
重
視
さ
れ
て
い
る
作
品
が
多
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
り
、
こ
こ
に
男
女
差
が
あ
る
点
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。

三
、
分
析
結
果

本
稿
で
は
、分
析
対
象
の
子
ど
も
を
、〈
自
己
犠
牲
〉
型
、〈
目
的
遂
行
〉
型
、〈
思

い
や
り
〉
型
と
い
う
三
つ
の
〈
良
い
子
〉
像
、
お
よ
び
、〈
加
害
〉
型
、〈
不
服
従
〉

型
、〈
怠
惰
〉
型
と
い
う
三
つ
の
〈
悪
い
子
〉
像
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
男
女

差
を
見
出
す
こ
と
が
適
当
と
考
え
、
河
原
説
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
提
出
す
る
。

表
1
は
確
認
さ
れ
た
作
品
数
を
男
女
別
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
（〈
短
所
克
服
〉

型
に
つ
い
て
は
後
述
）。
こ
れ
ら
の
〈
良
い
子
〉
像
、〈
悪
い
子
〉
像
は
排
他
的
な

も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
重
な
り
合
い
な
が
ら
そ
の
子
ど
も
の
性
格
を
形
成

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
分
析
対
象
と
な
っ
た
子
ど
も
す
べ
て
が
こ
れ

ら
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
「
良
い
子
」「
悪
い
子
」
に
分
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
子
ど
も
も
存
在
し
た
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
〈
良
い
子
〉
像
、
及
び
〈
悪
い
子
〉
像
の
詳
細
と
、

表
象
の
男
女
差
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

（
一
）〈
自
己
犠
牲
〉
型
良
い
子

〈
自
己
犠
牲
〉
型
良
い
子
は
、
耐
え
る
、
我
慢
す
る
と
い
っ
た
、
文
字
通
り
自

己
を
犠
牲
に
す
る
行
為
に
よ
っ
て
問
題
を
丸
く
収
め
よ
う
と
す
る
〈
良
い
子
〉
た

ち
で
あ
る
。
確
認
で
き
た
の
は
六
人
で
あ
り
、そ
の
う
ち
五
人
が
主
人
公
で
あ
る
。

細
田
源
吉
「
都
へ
出
て
み
た
ら
」（
大
正
十
四
年
六
月
）
の
主
人
公
お
と
き
は
、

仕
事
で
家
を
留
守
に
す
る
父
に
代
わ
り
、
弟
の
面
倒
を
す
べ
て
見
て
き
た
弟
思
い

の
姉
で
あ
る
。
弟
に
「
東
京
と
い
ふ
と
こ
ろ
を
頭
に
う
か
ぶ
ま
ゝ
に
」
夢
物
語
の

よ
う
に
話
し
て
聞
か
せ
て
い
た
お
と
き
だ
が
、
女
中
と
な
る
べ
く
や
っ
て
き
た
東

表１　良い子・悪い子及び〈短所克服〉型　男女別数

男児 女児
〈自己犠牲〉型良い子 0 6
〈目的遂行〉型良い子 18 6
〈思いやり〉型良い子 10 10
〈加害〉型悪い子 22 7
〈不服従〉型悪い子 23 12
〈怠惰〉型悪い子 4 0
〈短所克服〉型 14 0

注：二、分析方法で確認したとおり、本稿の分析単位は作品
でなく「子ども」であるが、表 1ではその「子ども」が登場
する「作品」数を記す。これは、本文中で例を挙げた「六年生」
や「官舎の子」のように、集団で同じ行動をとることで一作
品中に良い子もしくは悪い子と分類される子どもが多数登場
するものがあり、「子ども」の数では比較に適さないと判断す
るためである。



峠　

田　

彩　

香

六
六

京
の
現
実
は
あ
ま
り
に
厳
し
く
、
弟
に
手
紙
を
書
く
と
い
う
約
束
も
果
た
す
暇
が

な
い
ほ
ど
働
か
さ
れ
る
。
弟
か
ら
「
ね
え
さ
ん
は
と
う
き
や
う
が
お
も
し
ろ
い
の

で
、
そ
れ
で
、
や
く
そ
く
を
、
す
つ
か
り
わ
す
れ
て
し
ま
つ
た
の
で
せ
う
」
と
な

じ
る
手
紙
が
来
る
が
、
お
と
き
は
「
暇
の
な
い
こ
と
で
云
ひ
わ
け
を
す
る
気
は
さ

ら

く
」
な
く
、辛
い
境
遇
を
弟
だ
け
に
は
「
知
ら
せ
て
は
や
れ
な
い
」
と
思
う
。

結
局
お
と
き
は
返
事
を
出
す
こ
と
が
出
来
ず
、
父
だ
け
に
「
な
に
ご
と
も
し
ん
ぼ

う
し
ろ
と
お
父
さ
ま
が
お
い
ひ
で
し
た
か
ら
、
し
ん
ぼ
う
し
ま
す
…
…
」
と
い
う

手
紙
を
出
す
と
い
う
結
末
で
あ
る
。
ま
た
、
交
野
な
つ
子
「
紙
雛
さ
ま
」（
大
正

九
年
五
月
）
の
文
子
の
家
は
、
雛
人
形
を
買
う
余
裕
も
な
い
ほ
ど
貧
し
い
境
遇
に

あ
る
。
学
校
で
念
願
の
雛
人
形
を
作
る
こ
と
に
な
り
、
文
子
は
喜
ぶ
が
、
先
生
の

手
違
い
で
、
自
分
が
丁
寧
に
作
っ
た
紙
雛
と
隣
の
席
の
君
子
が
作
っ
た
「
ぞ
ん
ざ

い
な
不
恰
好
な
お
雛
」
と
が
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
う
。
泣
き
そ
う
に
な
る
文
子
だ

が
、
決
し
て
「
取
り
か
へ
て
下
さ
い
と
い
ふ
こ
と
が
言
へ
」
な
い
。
お
雛
様
を
家

に
飾
っ
た
後
も
悲
し
さ
は
こ
み
あ
げ
て
く
る
が
、「
併
し
、
い
く
ら
厭
な
と
こ
ろ

が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
で
も
ち
や
ん
と
一
人
の
お
雛
様
な
の
で
す
か
ら
、
文
ち
や
ん

に
は
そ
れ
を
憎
ら
し
く
思
つ
た
り
す
る
こ
と
は
出
来
」
な
い
。「
本
当
の
お
雛
さ

ま
は
何
年
た
つ
て
も
買
つ
て
貰
ふ
を
り
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
文
ち

や
ん
は
一
寸
も
悲
し
い
と
は
思
ひ
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
言
葉
で
締
め
く
く
ら

れ
、
悲
し
み
を
誰
に
も
打
ち
明
け
ず
に
我
慢
す
る
〈
良
い
子
〉
と
し
て
の
文
子
の

性
格
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
宇
野
浩
二
「
優
し
い
娘
の
話
」（
大
正

十
四
年
九
月
）
の
主
人
公
は
継
母
に
い
じ
め
ら
れ
る
「
娘
」
で
あ
る
が
、
唯
一
与

え
ら
れ
る
「
冷
た
い
握
飯
」
で
さ
え
お
腹
を
空
か
せ
た
廿
日
鼠
に
す
べ
て
や
っ
て

し
ま
う
。
与
え
ら
れ
た
握
飯
が
継
母
の
意
地
悪
で
「
石
を
包
ん
だ
紙
屑
」
だ
っ
た

と
分
か
っ
た
時
に
は
、「
自
分
が
食
べ
ら
れ
な
い
の
は
い
ゝ
が
、
せ
つ
か
く
出
て

来
た
廿
日
鼠
に
食
べ
物
が
や
れ
な
い
の
を
悲
し
く
思
」
う
な
ど
、
自
分
自
身
が
辛

い
境
遇
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
弱
者
の
た
め
に
喜
ん
で
犠
牲
に
な
ろ
う

と
す
る
。
そ
の
他
、
暴
力
を
ふ
る
わ
れ
、
ひ
も
じ
い
思
い
を
さ
せ
ら
れ
な
が
ら
も

「
不
平
を
こ
ぼ
さ
ず
、
い
ひ
つ
け
ら
れ
た
と
ほ
り
何
で
も
ま
め
に
は
た
ら
」
く
召

使
い
マ
ル
ー
シ
ュ
カ
（
大
木
篤
夫
「
十
二
の
月
」
大
正
十
五
年
五
月
〜
六
月
）
や
、

自
分
も
曲
馬
団
で
虐
待
を
受
け
て
働
く
身
で
あ
り
な
が
ら
、
主
人
公
幸
吉
の
味
方

に
な
り
、「
幸
吉
の
手
に
あ
ま
る
つ
ら
い
仕
事
を
か
げ
な
が
ら
手
伝
つ
て
」
ひ
っ

そ
り
と
死
ん
で
い
く
き
え
（
下
村
千
秋
「
曲
馬
団
の
『
ト
ツ
テ
ン
カ
ン
』」
昭
和

三
年
九
月
〜
十
一
月
）、「
み
ず
ぼ
ら
し
い
み
な
り
」
の
客
が
羽
織
紐
を
買
え
な
い

の
を
見
て
、
自
分
が
貰
え
る
予
定
で
あ
っ
た
紐
を
そ
の
客
に
や
る
美
代
子
（
木
内

高
音
「
大
晦
日
の
夜
」
大
正
十
五
年
十
二
月
）
な
ど
も
、〈
自
己
犠
牲
〉
型
良
い

子
の
女
児
た
ち
で
あ
る
。

〈
自
己
犠
牲
〉
型
良
い
子
の
最
も
重
要
な
特
徴
は
、
男
児
に
は
こ
れ
に
属
す
る

も
の
が
い
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
き
え
が
曲
馬
団
で
虐
待
さ
れ

る
の
を
自
分
の
運
命
と
し
て
受
け
入
れ
、
ひ
っ
そ
り
と
死
ん
で
い
く
の
に
対
し
、

幸
吉
は
き
え
の
死
後
「
わ
か
姉
さ
ん
」
の
助
け
を
借
り
て
曲
馬
団
か
ら
脱
出
、
象

を
扱
っ
て
い
た
腕
を
見
込
ま
れ
、
上
野
動
物
園
で
新
た
な
職
を
得
る
。
幸
吉
は
、

自
分
が
置
か
れ
て
い
る
現
状
が
辛
い
も
の
な
ら
「
お
と
な
し
く
」
我
慢
せ
ず
、
自

分
か
ら
行
動
を
起
こ
す
こ
と
で
幸
福
を
掴
み
取
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
次
に
見

る
〈
目
的
遂
行
〉
型
良
い
子
に
お
け
る
〈
行
動
力
〉
の
男
女
差
に
も
関
わ
る
部
分

で
あ
る
が
、以
上
の
よ
う
に
〈
自
己
犠
牲
〉
型
良
い
子
が
女
児
特
有
の
〈
良
い
子
〉

像
で
あ
る
こ
と
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
見
逃
せ
な
い
。



近
代
的
「
子
ど
も
」
像
と
「
女
児
」
へ
の
一
考
察

六
七

（
二
）〈
目
的
遂
行
〉
型
良
い
子

第
二
の
〈
良
い
子
〉
像
で
あ
る
〈
目
的
遂
行
〉
型
の
子
ど
も
た
ち
は
、
周
囲
に

困
難
や
問
題
が
発
生
し
た
際
、
自
ら
考
え
、
具
体
的
な
行
動
を
起
こ
す
こ
と
で
解

決
し
よ
う
、〈
目
的
を
遂
行
〉
し
よ
う
と
す
る
性
格
を
持
つ
。
彼
ら
に
は
、
自
分

の
困
難
だ
け
で
な
く
、
し
ば
し
ば
家
族
、
友
達
と
い
っ
た
周
囲
の
人
々
の
問
題
に

も
対
応
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。〈
目
的
遂
行
〉
型
良
い
子
は
男
女
と
も
に
確

認
で
き
る
が
、
そ
の
際
の
行
動
力
を
分
析
す
る
と
、
男
児
の
ほ
う
に
よ
り
積
極
性

が
確
認
で
き
る
。

上
司
小
剣
「
碁
か
ら
野
球
へ
」（
昭
和
三
年
十
月
）
は
、
碁
に
の
め
り
こ
む
父

親
を
持
つ
鉦
吉
が
主
人
公
で
あ
る
。「
あ
ん
な
に
毎
日
毎
日
、
す
わ
り
こ
ん
で
碁

ば
か
り
う
つ
て
ゐ
て
は
、体
に
さ
は
る
で
あ
ら
う
」と
心
配
す
る
母
の
た
め
に
、「
ど

う
か
し
て
お
父
さ
ん
に
碁
を
止
め
さ
し
た
い
」
と
思
う
鉦
吉
は
、「
子
供
の
こ
と
ゝ

て
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
」
な
い
立
場
な
が
ら
あ
ら
ゆ
る
策
を
講
じ
る
。
負
け
れ

ば
負
け
る
ほ
ど
碁
を
打
ち
た
が
る
父
の
性
格
か
ら
「
勝
つ
て
ば
か
り
ゐ
た
ら
、
き

つ
と
碁
が
い
や
に
な
る
に
ち
が
ひ
な
い
」
と
考
え
た
鉦
吉
は
、
碁
の
相
手
に
な
る

人
々
の
家
を
一
軒
ず
つ
訪
ね
、
負
け
て
く
れ
る
よ
う
頼
み
込
ん
で
、
み
ご
と
碁
に

対
す
る
父
の
興
味
を
な
く
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
杉
山
正
賢
「
六
年
生
」（
大

正
十
五
年
八
月
）
に
登
場
す
る
小
学
六
年
生
の
吉
田
君
、
保
ち
や
ん
ら
も
、
弱
者

に
対
し
瞬
発
的
に
行
動
を
起
こ
す
〈
良
い
子
〉
た
ち
で
あ
る
。
冬
の
下
校
時
、
宿

題
を
忘
れ
た
罰
と
し
て
掃
除
を
さ
せ
ら
れ
る
下
級
生
勇
吉
を
見
つ
け
た
吉
田
君
た

ち
五
人
は
、「
み
ん
な
で
手
つ
だ
つ
て
や
ら
う
」
と
声
を
掛
け
合
い
、
掃
除
を
終

わ
ら
せ
る
。
そ
し
て
報
告
の
際
、「
先
生
、
三
年
生
な
ぞ
に
、
一
人
で
罰
当
番
を

さ
せ
る
の
は
よ
し
て
下
さ
い
」
と
「
大
き
な
こ
ゑ
で
先
生
に
喰
つ
て
か
ゝ
る
や
う

に
、づ
け
づ
け
と
ど
な
」
り
、校
長
ま
で
出
て
く
る
大
騒
ぎ
と
な
る
。
彼
ら
は
黙
っ

て
勇
吉
の
手
伝
い
を
す
る
だ
け
の
〈
良
い
子
〉
な
の
で
は
な
く
、
理
不
尽
だ
と
思

う
行
為
に
は
敬
う
べ
き
先
生
に
対
し
て
も
臆
す
る
こ
と
な
く
意
見
す
る
点
で
、
積

極
的
に
問
題
解
決
に
向
け
て
行
動
す
る
〈
良
い
子
〉
だ
と
い
え
る
。
他
に
も
、「
曲

馬
団
の
『
ト
ツ
テ
ン
カ
ン
』」
の
幸
吉
（
前
述
）、
病
気
の
父
に
食
べ
さ
せ
る
た
め

「
自
分
の
生
命
を
失
つ
て
も
構
は
な
い
」
と
い
う
思
い
で
お
濠
か
ら
鯉
を
盗
む
計

画
を
実
行
す
る
正
作
（
上
司
小
剣
「
鯉
」
大
正
十
一
年
七
月
）、「
笑
う
門
に
は
福

来
る
」
と
い
う
言
葉
を
知
り
、「
笑
ふ
門
」
と
い
う
門
を
家
の
前
に
建
て
れ
ば
苦

し
い
家
計
が
改
善
さ
れ
る
と
信
じ
て
一
人
で
建
立
す
る
梅
吉
（
中
村
星
湖
「
笑
ふ

門
」
大
正
十
四
年
六
月
）
な
ど
、
困
難
に
対
す
る
解
決
策
を
自
ら
考
え
、
目
的
を

果
た
そ
う
と
す
る
積
極
的
な
〈
良
い
子
〉
で
あ
る
男
児
た
ち
は
二
十
二
人
、
十
八

作
品
で
確
認
で
き
た
。

一
方
、〈
目
的
遂
行
〉
型
良
い
子
に
当
て
は
ま
る
女
児
は
わ
ず
か
六
人
で
、
男

児
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
〈
行
動
力
〉
を
持
っ
て
い
る
の
は
三
人
だ
け
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
卵
を
食
べ
た
い
と
ぐ
ず
る
病
気
の
妹
の
わ
が
ま
ま
に
困
り
果
て
、
自
分

の
家
の
裏
の
鶏
の
い
る
物
置
か
ら
卵
を
持
ち
出
し
た
初
子
（
堤
文
子
「
た
ま
ご
」

昭
和
二
年
七
月
）、「
魔
法
の
鞄
」に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
少
年
を
助
け
た
メ
リ
ー

（
塚
原
健
二
郎
「
奇
術
師
の
鞄
」
昭
和
二
年
二
月
）、
病
気
で
寺
か
ら
追
い
出
さ
れ

そ
う
に
な
っ
た
父
の
た
め
に
、
病
気
に
効
く
と
い
う
赤
い
睡
蓮
の
花
を
探
し
に
里

川
を
訪
ね
て
歩
く
「
娘
」（
小
川
未
明
「
娘
と
大
き
な
鐘
」
大
正
十
三
年
七
月
）

で
あ
る
。
残
り
の
三
人
、
エ
リ
ヤ
（
塚
原
健
二
郎
「
乳
屋
の
エ
リ
ヤ
」
昭
和
二
年

十
一
月
）、
君
子
（「
紙
雛
さ
ま
」、
前
出
）、
八
重
子
（
伊
従
登
美
子
「
転
校
し
た

こ
ろ
」
昭
和
二
年
八
月
）
ら
は
、
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
〈
目
的
遂
行
〉
型
良
い
子
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香

六
八

と
は
異
な
り
、
弱
者
を
「
庇
う
」
と
き
に
だ
け
そ
の
行
動
力
を
発
揮
す
る
。
以
上

か
ら
、〈
目
的
遂
行
〉
型
の
男
児
と
同
様
の
積
極
性
を
持
つ
女
児
は
ほ
ん
の
わ
ず

か
で
あ
り
、
そ
の
行
動
力
に
は
男
女
差
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
ら
に
、〈
目
的
遂
行
〉
型
の
男
児
た
ち
は
全
員
が
主
人
公
で
あ
る
の
に
対
し
、

女
児
の
場
合
、
君
子
と
八
重
子
は
主
人
公
の
親
友
に
過
ぎ
ず
、
目
的
を
持
っ
た
彼

女
た
ち
の
ふ
る
ま
い
は
ス
ト
ー
リ
ー
上
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
点
も
考
慮
す

べ
き
で
あ
る
。

（
三
）〈
思
い
や
り
〉
型
良
い
子

こ
れ
は
、〈
目
的
遂
行
〉
型
良
い
子
た
ち
の
よ
う
に
具
体
的
な
目
的
を
持
っ
て

行
動
に
移
す
こ
と
は
な
い
が
、
他
人
を
気
遣
う
、
優
し
く
す
る
、
心
配
す
る
、
同

情
す
る
と
い
っ
た
〈
思
い
や
り
〉
を
持
つ
子
ど
も
で
あ
る
。
翼
が
傷
つ
い
た
烏
を

た
だ
ひ
た
す
ら
に
心
の
中
で
案
じ
る
太
郎
（
小
川
未
明
「
翼
の
破
れ
た
烏
」
大
正

十
三
年
三
月
）
や
、
十
四
年
間
大
切
に
し
て
き
た
時
計
を
盗
ま
れ
、「
惜
し
い
と

い
ふ
よ
り
は
、
可
哀
さ
う
」
と
涙
ぐ
むP

子
（
上
司
小
剣
「
青
い
時
計
」
大
正

十
三
年
八
月
）
な
ど
、〈
思
い
や
り
〉
型
の
子
ど
も
た
ち
に
は
男
女
差
が
な
い
の

が
特
徴
で
あ
る
。
太
郎
は
烏
を
、P

子
は
時
計
を
、
た
だ
ひ
た
す
ら
「
思
う
」
よ

り
ほ
か
に
解
決
策
を
思
い
つ
か
な
い
。
と
き
に
そ
の
〈
思
い
や
り
〉
が
問
題
解
決

や
成
功
に
結
び
つ
く
こ
と
も
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
本
人
は
無
意
識
的
で
あ
る
。
ス

ト
ー
リ
ー
上
内
面
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
河
原
氏
の
提
示
す
る
「
良

い
子
」
像
に
最
も
近
い
と
言
え
る
。

（
四
）〈
加
害
〉
型
悪
い
子

続
い
て
、〈
良
い
子
〉
の
対
極
に
あ
る
三
つ
の
〈
悪
い
子
〉
像
の
特
徴
を
見
て

い
く
。
一
つ
目
の
〈
加
害
〉
型
悪
い
子
に
は
、〈
他
者
に
危
害
を
加
え
る
〉
描
写

の
見
ら
れ
る
子
ど
も
が
分
類
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
行
為
は
男
女
共
通
だ
が
、
女
児

は
男
児
に
比
べ
て
、
危
害
を
与
え
る
範
囲
、
方
法
と
も
に
よ
り
限
定
的
で
あ
る
。

最
初
に
〈
加
害
範
囲
〉
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
男
児
が
「
村
中
の
人
々
」、「
み

ん
な
」
な
ど
広
範
囲
な
不
特
定
多
数
を
相
手
に
す
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
、
女

児
に
は
そ
の
傾
向
が
な
い
。
宮
原
晃
一
郎
「
閻
魔
の
お
腹
」（
大
正
十
四
年
九
月
）

の
友
太
郎
は
「『
腕
白
の
友
ち
や
ん
。』
さ
う
言
へ
ば
、
そ
の
界
隈
で
、
誰
一
人
知

ら
な
い
者
の
な
い
ほ
ど
腕
白
で
、き
か
な
い
男
の
子
」で
あ
る
。ば
あ
や
は
三
、四
ヵ

月
で
二
人
も
変
わ
り
、
ま
た
近
所
の
子
ど
も
た
ち
も
「
み
ん
な
」
友
太
郎
に
い
じ

め
ら
れ
た
経
験
が
あ
る
た
め
、
友
太
郎
の
姿
を
見
た
だ
け
で
叫
び
な
が
ら
逃
げ
て

行
く
。
水
木
京
太
「
果
物
の
国
」（
大
正
十
三
年
十
月
）
の
ト
ム
と
ジ
ヤ
ッ
ク
は
、

村
に
何
か
問
題
が
起
こ
る
度
に
、「
皆
が
『
ま
た
ト
ム
と
ジ
ヤ
ッ
ク
だ
な
』
と
き

め
て
し
ま
ふ
ほ
ど
、
二
人
は
村
で
有
名
な
悪
戯
者
」
で
あ
り
、
有
島
生
馬
「
宝
探

し
の
計
略
」（
大
正
十
年
六
月
）
の
主
人
公
太
郎
も
、「
い
た
づ
ら
」
で
「
悪
い
子
」、

「
従
つ
て
み
ん
な
か
ら
嫌
は
れ
て
」
い
る
。
中
村
星
湖
「
虫
を
と
る
子
」（
大
正

十
五
年
十
一
月
）
の
松
男
が
危
害
を
与
え
る
対
象
は
、
姉
、
い
と
こ
と
い
っ
た
身

近
な
同
年
代
に
と
ど
ま
ら
ず
、
両
親
亡
き
後
松
男
を
引
き
取
っ
た
叔
父
や
叔
母
、

さ
ら
に
「
虫
」
た
ち
に
も
及
ぶ
。

一
方
女
児
た
ち
を
見
て
み
る
と
、
危
害
を
与
え
る
対
象
は
特
定
の
人
物
に
限
ら

れ
る
。
市
川
さ
わ
子
「
北
川
さ
ん
」（
大
正
十
五
年
六
月
）
で
は
、
主
人
公
敬
子

と
そ
の
同
級
生
た
ち
が
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
北
川
さ
ん
に
嫌
悪
感
を
抱
き
、
本
人
に
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九

対
し
て
は
っ
き
り
忠
告
し
た
り
、
陰
で
悪
口
を
言
う
様
子
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
心

と
な
っ
て
い
る
。「
十
二
の
月
」（
前
出
）
の
わ
が
ま
ま
娘
ホ
レ
ー
ナ
の
い
じ
め
の

対
象
は
召
使
い
の
マ
ル
ー
シ
ュ
カ
だ
け
で
あ
り
、小
林
か
ね
よ
「
日
曜
ノ
朝
」（
昭

和
二
年
八
月
）
の
光
子
と
年
子
が
か
ら
か
う
の
は
「
ミ
ソ
ッ
歯
ノ
、
オ
デ
コ
ノ
、

イ
ケ
ス
カ
ナ
イ
梅
子
サ
ン
」
だ
け
で
あ
る
。
女
児
た
ち
が
い
じ
め
る
対
象
、
悪
口

の
対
象
は
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

続
い
て
、〈
加
害
方
法
〉
の
男
女
差
に
つ
い
て
。〈
加
害
〉
型
悪
い
子
が
他
人
を

傷
つ
け
る
と
き
、
そ
の
方
法
は
、
相
手
の
身
体
を
攻
撃
し
て
傷
つ
け
る
場
合
と
、

力
を
使
わ
ず
、
怒
鳴
る
、
仲
間
は
ず
れ
に
す
る
、
無
理
難
題
を
押
し
付
け
る
な
ど

と
い
っ
た
行
為
に
よ
っ
て
、
目
に
見
え
な
い
形
で
相
手
を
傷
つ
け
る
場
合
に
分
か

れ
る
。
前
者
を
〈
身
体
的
加
害
〉、
後
者
を
〈
精
神
的
加
害
〉
と
定
義
し
、〈
加
害
〉

型
悪
い
子
を
こ
の
二
種
類
の
加
害
方
法
に
よ
り
分
類
す
る
と
、〈
身
体
的
加
害
〉

を
行
な
う
の
は
男
児
に
限
ら
れ
、
こ
こ
に
も
男
女
差
が
生
じ
て
い
る
。

例
と
し
て
、
男
児
同
士
、
女
児
同
士
の
喧
嘩
の
よ
う
す
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て

み
る
。
坪
田
譲
治
「
小
川
の
葦
」（
昭
和
三
年
九
月
）
の
男
児
同
士
の
喧
嘩
で
は
、

「
ネ
ツ
キ
」
と
い
う
遊
び
を
し
て
い
る
と
「
い
つ
で
も
」「
言
ひ
合
ひ
」
が
は
じ
ま

り
、
そ
の
「
言
ひ
合
ひ
」
が
「
な
ぐ
り
合
ひ
」
に
な
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
日
常

茶
飯
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
一
方
、
伊
東
文
雄
「
官
舎
の
子
」（
昭

和
四
年
一
月
）
で
は
、女
児
が
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
互
い
に
「
さ
げ
ず
」

み
、「
ば
か
に
し
」
合
い
、
よ
く
「
け
ん
か
を
し
」
て
い
る
が
、
男
児
の
よ
う
に

力
に
よ
る
暴
力
を
ふ
る
う
こ
と
は
し
な
い
。
女
児
た
ち
に
と
っ
て
「
う
ん
と
い
じ

め
て
や
る
」
と
は
、「
み
ん
な
が
石
け
り
し
て
い
る
真
中
を
、
わ
ざ
と
通
つ
て
や
」

る
程
度
で
あ
る
。
ま
た
チ
ョ
ー
ク
で
似
顔
絵
を
落
書
き
さ
れ
た
「
仕
返
し
」
を
す

る
時
に
は
、
女
児
た
ち
自
身
は
手
を
出
さ
ず
、
男
で
あ
る
「
お
兄
さ
ん
」
を
連
れ

て
行
っ
て
叱
っ
て
も
ら
う
点
か
ら
も
、
男
女
差
は
明
ら
か
で
あ
る
。

他
の
作
品
に
お
い
て
も
、
男
児
た
ち
は
し
ば
し
ば
〈
身
体
的
加
害
〉
に
よ
っ
て

他
者
を
傷
つ
け
る
。
相
手
は
人
間
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
尻
尾
を
持
つ
て
逆
に
吊
し

上
げ
た
り
、
つ
ぶ
さ
れ
さ
う
な
猫
の
背
に
馬
乗
り
を
し
よ
う
と
」「
ま
る
で
気
狂

ひ
の
や
う
に
」
飼
い
猫
を
い
じ
め
る
太
郎
（
水
木
京
太
「
同
情
学
校
」
大
正
十
三

年
四
月
）
や
、「
そ
れ
は
い
た
づ
ら
な
、
ま
る
で
斑ぶ
ち

駒ご
ま

を
生
き
な
が
ら
逆さ
か
は
ぎ剥
に
し

て
忌い
み
は
た
ど
の

機
殿
に
投
げ
込
ん
だ
あ
の
素
戔
嗚
尊
の
や
う
な
悪
い
子
」
で
、
金
魚
を
次
々

に
殺
し
て
干
物
に
す
る
、
カ
ナ
リ
ヤ
や
ウ
グ
イ
ス
を
串
刺
し
に
し
て
焼
く
な
ど
、

残
虐
な
行
為
を
繰
り
返
す
太
郎
（
有
島
生
馬
「
宝
探
し
の
計
略
」
大
正
十
年
六
月
）

な
ど
、
動
物
に
危
害
を
加
え
る
例
も
あ
る
。
し
か
し
、
女
児
た
ち
に
は
こ
う
し
た

暴
力
性
が
見
ら
れ
ず
、
い
ず
れ
も
が
〈
精
神
的
加
害
〉
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
、男
児
の
場
合
は
〈
身
体
的
加
害
〉〈
精
神
的
加
害
〉、

ど
ち
ら
の
加
害
方
法
を
用
い
る
こ
と
も
可
能
な
点
で
あ
る
。〈
身
体
的
加
害
〉
だ

け
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
身
体
的
加
害
に
発
展
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
た

め
結
果
と
し
て
〈
精
神
的
加
害
〉
が
目
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
小
川
の
葦
」（
前
出
）
の
男
児
の
喧
嘩
が
「
言
ひ
合
ひ
」
で
始
ま
る
こ

と
な
ど
か
ら
判
断
で
き
る
。〈
加
害
〉
型
悪
い
子
像
に
お
け
る
〈
加
害
方
法
〉
の

男
女
差
は
、「
男
児
＝
〈
身
体
的
加
害
〉」「
女
児
＝
〈
精
神
的
加
害
〉」
と
い
う
二

項
対
立
で
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
男
児
に
は
可
能
な
〈
身
体
的
加
害
〉
が

女
児
に
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
点
に
注
目
す
る
べ
き
で
あ
る
。
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〇

（
五
）〈
不
服
従
型
〉
悪
い
子

こ
れ
は
、
目
上
の
立
場
の
人
か
ら
の
禁
止
、
忠
告
、
叱
責
な
ど
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
無
視
し
た
行
動
に
出
た
り
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
た
り
す
る

子
ど
も
た
ち
で
あ
る
。
母
親
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
池
へ
妹
春
子
を
連
れ
て
行
き
、

帰
途
を
急
ぐ
あ
ま
り
春
子
を
見
失
う
一
郎
（
福
永
渙
「
金
の
馬
と
銀
の
馬
」
大
正

十
二
年
二
月
）
や
、
両
親
か
ら
禁
止
さ
れ
て
い
る
木
登
り
を
し
た
た
め
、
指
を
切

断
す
る
大
怪
我
を
し
て
「
親
の
い
ふ
こ
と
に
は
間
違
ひ
は
な
い
だ
ら
う
。
罰
だ
」

と
言
わ
れ
る
奈
美
子
（
武
久
照
子
「
櫨は
ぜ

の
木
」
大
正
九
年
三
月
）、
隣
家
か
ら
迷

い
込
ん
で
き
た
子
犬
を
飼
い
た
い
ば
か
り
に
、
母
親
に
嘘
を
つ
い
て
子
犬
を
引
き

出
し
に
隠
し
、
窒
息
死
さ
せ
て
し
ま
う
正
子
（
堤
文
子
「
犬
の
子
」
昭
和
二
年

十
二
月
）な
ど
が
分
類
さ
れ
る
。
小
野
浩「
お
寝ね
だ
い台
の
は
な
し
」（
昭
和
三
年
五
月
）

の
三
郎
、
島
崎
藤
村
「
コ
ケ
コ
ツ
コ
ー
」（
大
正
九
年
一
月
）
の
兄
弟
、
江
口
千

代
子
「
銀
の
御
殿
」（
大
正
八
年
七
月
〜
八
月
）
の
暁
子
、
江
口
千
代
子
「
朝
顔

の
花
」（
大
正
十
年
十
一
月
）
の
愛
子
ら
は
、
早
寝
早
起
き
が
で
き
ず
両
親
を
困

ら
せ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
子
ど
も
が
〈
不
服
従
〉
な
態
度
を
と
る
相
手
、

お
よ
び
そ
の
態
度
な
ど
に
男
女
で
大
き
な
差
は
見
ら
れ
な
い
。

（
六
）〈
怠
惰
〉
型
悪
い
子

こ
れ
は
、
怠
惰
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
、
面
倒
な
こ
と
が
嫌
い
、
仕
事
を
し
な

い
な
ど
の
性
格
を
持
つ
子
ど
も
た
ち
で
あ
る
。
広
津
和
郎
「
太
助
の
薄
馬
鹿
」（
大

正
九
年
十
一
月
）
の
太
助
は
「
薄
馬
鹿
で
、
怠
け
者
で
村
中
で
一
番
や
く
ざ
者
」

で
あ
る
。
兄
二
人
は
立
派
な
百
姓
、
立
派
な
学
者
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
中
で
太
助
だ
け
が
毎
日
天
気
さ
え
良
け
れ
ば
蜻
蛉
を
追
い
ま
わ
し
て
遊

び
、
雨
が
降
れ
ば
家
の
中
で
ご
ろ
ご
ろ
し
て
「
少
し
も
仕
事
を
し
よ
う
と
も
」
し

な
い
。蜻
蛉
を
捕
ま
え
る
の
で
さ
え
他
の
子
の
よ
う
に「
走
り
廻
る
の
が
大
儀
」で
、

竿
に
も
ち
を
つ
け
て
立
て
て
お
き
、
ご
ろ
り
と
寝
そ
べ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
宮
原
晃

一
郎
「
鶉う
づ
らの
頭か
み

四
郎
」（
大
正
十
五
年
十
一
月
）
の
四
郎
も
「
村
ぢ
う
で
、
一
と

う
腕
白
の
、
一
と
う
な
ま
け
者
と
い
ふ
評
判
の
た
か
い
」
子
ど
も
で
、
尋
ね
て
き

た
托
鉢
の
僧
侶
に
お
布
施
の
米
を
渡
す
よ
う
母
親
か
ら
言
わ
れ
て
も
、
全
く
動
こ

う
と
せ
ず
、
結
局
母
親
が
台
所
仕
事
を
中
断
し
て
対
応
す
る
。
そ
の
他
、「
何
一

つ
す
る
こ
と
を
好
か
な
い
や
う
で
、
い
つ
も
ぼ
ん
や
り
、
爐ゐ
ろ
りの
傍そ
ば

に
座
つ
て
、
火

箸
で
爐
の
中
の
灰
ば
か
り
掻
き
ち
ら
し
て
」、「
の
ん
気
」
な
次
郎
（
宮
原
晃
一
郎

「
灰
掻
き
次
郎
」
大
正
十
四
年
十
一
月
）
や
、「
畑
へ
行
く
と
」、「
二
時
間
で
も
三

時
間
で
も
、
う
ね
に
腰
を
か
け
て
、
ぼ
ん
や
り
し
て
」
お
り
、
走
り
使
い
を
さ
せ

る
と
「
一
時
間
た
つ
て
も
二
時
間
た
つ
て
も
帰
つ
て
来
」
な
い
で
チ
ャ
ボ
と
遊
ん

で
い
る
平
七
（
福
永
渙
「
馬
鹿
を
ど
り
」
昭
和
三
年
九
月
）
な
ど
が
分
類
さ
れ
る
。

以
上
の
〈
怠
惰
〉
型
悪
い
子
も
、
男
児
に
限
ら
れ
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
他
の
二

つ
の
〈
悪
い
子
〉
像
に
比
べ
、
男
児
の
例
自
体
も
四
人
と
少
な
い
点
は
考
慮
す
べ

き
だ
が
、「
怠
け
者
」、「
ぼ
ん
や
り
と
し
て
ゐ
る
」、「
面
倒
く
さ
い
」、「
仕
事
を

し
よ
う
と
し
な
い
」と
言
っ
た
表
現
が
女
児
に
は
見
ら
れ
な
い
点
は
見
逃
せ
な
い
。

（
七
）
男
児
だ
け
が
持
つ
〈
短
所
克
服
〉
型
ス
ト
ー
リ
ー

以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
〈
良
い
子
〉
像
、
お
よ
び
〈
悪
い
子
〉
像
に
つ
い
て

見
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
排
他
的
な
も
の
で
は
な
く
、
一
人
の
子
ど
も
が

〈
良
い
子
〉
像
を
複
合
的
に
持
つ
場
合
が
あ
る
の
と
同
様
に
、〈
悪
い
子
〉
に
属
し

な
が
ら
同
時
に
〈
良
い
子
〉
に
も
属
す
る
と
い
う
子
ど
も
も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
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子
ど
も
が
見
ら
れ
る
要
因
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
病
気
の
父
を
喜
ば
せ
る
た
め
に

お
濠
の
鯉
を
盗
ん
で
し
ま
う
上
司
小
剣
「
鯉
」（
大
正
十
一
年
七
月
）
の
正
作
の

よ
う
に
、
あ
る
行
為
が
〈
良
い
子
〉
と
〈
悪
い
子
〉
の
二
面
性
を
持
つ
ケ
ー
ス
が

あ
る
こ
と
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
従
っ
て
〈
悪
い
子
〉

か
ら
〈
良
い
子
〉
へ
と
転
じ
る
子
ど
も
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
本
稿
で
は
、

後
者
の
タ
イ
プ
を
〈
短
所
克
服
〉
型
と
呼
び
、
別
に
分
類
を
し
て
、
以
下
に
検
討

す
る
。

〈
短
所
克
服
〉
型
の
最
大
の
特
徴
は
、
属
し
て
い
る
の
が
男
児
に
ほ
ぼ
限
ら
れ

る
点
で
あ
る
（
表
2
参
照
）。
例
え
ば
、
伊
藤
英
子
「
弱
虫
」（
大
正
八
年
四
月
）

の
太
郎
は
六
歳
で
入
学
を
迎
え
る
が
、「
そ
れ
は
そ
れ
は
意
気
地
の
な
い
」「
弱
虫
」

な
「
甘
え
ッ
子
」
で
、
学
校
で
「
ぽ
ろ
ぽ
ろ
涙
を
こ
ぼ
し
」、「
お
机
の
下
へ
潜
り

こ
ん
で
お
弁
当
を
食
べ
て
」
か
ら
、
す
ぐ
に
「
鉄
砲
玉
の
や
う
に
馳
け
出
し
」
て

家
に
逃
げ
帰
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
さ
な
男
の
子
が
「
町
の
い

ぢ
め
つ
子
達
」
相
手
に
一
人
で
喧
嘩
し
て
い
る
こ
と
に
感
化
さ
れ
、「
片
端
か
ら

ポ
カ
ポ
カ
皆
を
な
ぐ
り
」、「
と
う

く
い
ぢ
め
つ
子
を
み
ん
な
追
ひ
払
」
う
こ
と

に
成
功
す
る
。「
そ
れ
か
ら
と
い
ふ
も
の
は
、
す
つ
か
り
、
強
い
、
勇
ま
し
い
男

ら
し
い
、
立
派
な
子
に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
」
と
い
う
文
章
に
見
ら
れ
る
と
お

り
、太
郎
は
「
弱
虫
」
と
い
う
〈
短
所
〉
を
克
服
し
た
の
で
あ
る
。
小
川
未
明
「
そ

の
日
か
ら
正
直
に
な
つ
た
話
」（
昭
和
二
年
九
月
）
の
「
少
年
」
は
た
び
た
び
嘘

を
つ
く
癖
が
あ
り
、「
お
前
は
い
ゝ
子
だ
け
ど
、て
い
さ
い
の
い
ゝ
嘘
を
つ
く
の
で
、

悪
い
子
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
」
と
母
に
泣
か
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
あ
る

旅
人
と
の
出
会
い
が
「
少
年
の
心
を
深
く
感
動
さ
せ
」、「
も
う
自
分
は
、
決
し
て
、

嘘
を
言
つ
て
は
、
悪
い
」
と
思
う
よ
う
に
な
り
、「
そ
れ
か
ら
少
年
は
、
正
直
な

子
供
と
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
、
ま
さ
に
〈
短
所
を
克
服
し
た
〉
こ
と
が
わ
か
る

文
章
で
作
品
は
終
わ
る
。
こ
の
他
、皆
に
恐
れ
ら
れ
て
い
た
「
閻
魔
の
お
腹
」（
前

出
）
の
友
太
郎
は
、「
閻
魔
様
」
に
首
筋
を
つ
か
ま
え
ら
れ
食
べ
ら
れ
そ
う
に
な

る
と
い
う
、「
す
つ
か
り
閉
口
す
る
」
経
験
を
し
た
結
果
、「
そ
れ
以
来
ず
つ
と
お

と
な
し
い
、
い
ゝ
子
に
な
」
る
。
ま
た
、
村
に
何
か
問
題
が
起
こ
る
度
に
、「
皆

が
『
ま
た
ト
ム
と
ジ
ヤ
ッ
ク
だ
な
』
と
き
め
て
し
ま
ふ
ほ
ど
」、「
村
で
有
名
な
悪

戯
者
」
で
あ
っ
た
「
果
物
の
国
」（
前
出
）
の
ト
ム
と
ジ
ヤ
ッ
ク
も
、
盗
み
食
べ

た
果
物
た
ち
に
逆
襲
さ
れ
、
苦
し
ま
さ
れ
る
経
験
を
し
て
、「
そ
れ
か
ら
は
生
れ

変
つ
た
や
う
な
い
ゝ
子
に
な
」
る
。

短
所
を
克
服
し
た
上
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
後
に
大
き
な
成
功
を
収
め
る
男
児

た
ち
さ
え
い
る
。
豊
島
与
志
雄「
強
い
賢
い
王
様
の
話
」（
大
正
十
年
八
月
）の「
王

子
」
は
、「
む
や
み
に
高
い
所
へ
上
る
」
と
い
う
困
っ
た
「
癖
」
を
持
っ
て
い
た
が
、

世
界
で
一
番
高
い
山
に
登
っ
て
下
り
ら
れ
な
く
な
っ
た
経
験
か
ら
、「
高
い
所
へ

上
る
に
は
、
ま
づ
第
一
に
、
ま
た
下
へ
下
り
ら
れ
る
や
う
な
道
を
、
こ
し
ら
へ
て
、

お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。「
こ
の
王
子
は
後
に
、
世

界
で
一
番
強
い
、
一
番
賢
い
王
様
に
な
り
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
ん
な
高
い
所

へ
、
上
つ
て
も
平
気
な
ほ
ど
し
つ
か
り
し
た
気マ

マ象
で
し
た
か
ら
、
一
番
強
か
つ
た

の
で
す
し
、
ま
た
ち
や
ん
と
下
り
道
を
拵こ
し
らへ
て
お
く
ほ
ど
用
心
深
か
つ
た
か
ら
、

一
番
賢
い
の
で
し
た
」
と
い
う
結
末
で
終
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
王
子
の
場
合
、

高
い
と
こ
ろ
に
上
る
と
い
う
〈
悪
い
〉
行
為
を
す
っ
か
り
や
め
て
し
ま
う
の
で
は

な
く
、
失
敗
し
た
経
験
か
ら
解
決
方
法
を
学
び
、「
し
つ
か
り
し
た
気
象
」
を
示

す
行
為
へ
と
意
味
付
け
を
転
換
し
て
い
く
強
さ
が
う
か
が
え
る
。

〈
加
害
〉
型
悪
い
子
の
例
と
し
て
挙
げ
た
「
虫
を
と
る
子
」（
前
出
）
の
松
男
の
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よ
う
に
、
諭
さ
れ
て
も
性
格
が
直
ら
な
い
男
児
も
い
る
が
、
男
児
た
ち
に
は
、
も

と
も
と
〈
悪
い
子
〉
と
判
断
さ
れ
る
行
動
や
性
格
＝
〈
短
所
〉
を
持
っ
て
は
い
て

も
、
何
ら
か
の
経
験
を
踏
ま
え
て
そ
れ
を
克
服
し
、「
そ
れ
か
ら
は
」「
す
つ
か
り
」

「
生
れ
変
わ
つ
た
や
う
な
」「
い
ゝ
子
」
を
典
型
的
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、「
良

い
子
」
へ
と
転
じ
て
い
く
ス
ト
ー
リ
ー
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、「
強
い

賢
い
王
様
の
話
」（
前
出
）
の
「
王
子
」
の
よ
う
に
、
よ
り
大
き
な
成
功
へ
と
つ

な
が
っ
て
い
く
例
さ
え
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
女
児
に
は
、
こ
れ
ら
の
男
児
の
よ
う

に
〈
良
い
子
〉
へ
と
転
じ
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
。〈
不
服
従
〉

型
悪
い
子
と
し
て
例
に
挙
げ
た
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
木
登
り
を
し
て
足
の
指
を
一

本
失
い
、「
い
つ
ま
で
も
一
人
で
悔
」
や
む
「
櫨
の
木
」（
前
出
）
の
奈
美
子
や
、

母
に
逆
ら
っ
て
子
犬
を
隠
し
た
た
め
窒
息
死
さ
せ
て
し
ま
い
、「
こ
ち
こ
ち
に
な

つ
て
ゐ
た
子
犬
に
す
ま
な
い
や
う
な
気
が
し
て
、
泪な
み
だを
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
」
流

す
「
犬
の
子
」（
前
出
）
の
正
子
ら
は
、
反
省
や
後
悔
を
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

「
そ
れ
か
ら
は
」「
す
つ
か
り
」「
生
れ
変
わ
つ
た
や
う
な
」「
い
ゝ
子
」
に
な
る
と

い
っ
た
〈
短
所
克
服
〉
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
例
外

が
、「
銀
の
御
殿
」（
前
出
）
の
暁
子
、「
朝
顔
の
花
」（
前
出
）
の
愛
子
の
二
人
で

あ
る
。
早
寝
早
起
き
が
で
き
な
い
と
い
う
彼
女
た
ち
の
短
所
は
、「
お
寝
台
の
は

な
し
」（
前
出
）
の
三
郎
、「
コ
ケ
コ
ツ
コ
ー
」（
前
出
）
の
兄
弟
と
同
様
に
、
母

親
の
努
力
に
よ
っ
て
「
い
つ
の
ま
に
か
」「
す
つ
か
り
な
ほ
つ
て
」
お
り
、
暁
子

の
場
合
に
は「
生
れ
変
つ
た
や
う
な
素
直
な
子
」に
な
っ
た
と
い
う（
表
3
参
照
）。

し
か
し
、
男
児
が
克
服
し
た
〈
短
所
〉
が
弱
虫
、
嘘
つ
き
、
怠
惰
、
暴
力
的
で
あ

る
と
い
っ
た
本
人
た
ち
の
性
格
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
本
質
的
な
部
分
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
女
児
二
人
の
〈
短
所
〉
は
そ
う
と
は
い
え
ず
、
ま
た
〈
短
所
〉
の
種

類
も
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
。

以
上
か
ら
、〈
短
所
克
服
〉
型
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
一
般
に
男
児
だ
け
に
用
意

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
女
児
が
〈
悪
い
子
〉

の
要
素
を
克
服
し
て
大
き
な
成
功
を
掴
み
取
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。



近
代
的
「
子
ど
も
」
像
と
「
女
児
」
へ
の
一
考
察

七
三

表
2　
男
児
〈
短
所
克
服
〉
型
一
覧
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四
、
考
察

（
一
）
女
児
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か

前
章
で
分
析
し
た
よ
う
に
、
女
児
に
の
み
見
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
、
①
「
自
己

を
犠
牲
に
す
る
」、
②
「
行
動
力
が
弱
い
」、
③
「
暴
力
的
で
な
い
」、
④
「
逆
転

成
功
の
可
能
性
が
絶
た
れ
て
い
る
」、
と
い
う
四
点
が
認
め
ら
れ
る
。
図
1
は
以

上
の
分
析
結
果
を
図
式
化
し
た
も
の
で
あ
る（
５
）。

①
の
「
自
己
を
犠
牲
に
す
る
」
女
児
像
に
は
、
当
時
の
「
愛
情
」
規
範
が
関
係

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
愛
情
」規
範
と
は
、渡
部
周
子
氏
が「
就
学
期
に
あ
っ

て
、
出
産
可
能
な
身
体
を
持
ち
つ
つ
も
結
婚
ま
で
猶
予
さ
れ
た
期
間
」
と
し
て
定

義
し
た
「
少
女
」
が
持
つ
、「
愛
情
」
に
関
わ
る
規
範
的
言
説
で
あ
る
。
渡
部
氏

に
よ
れ
ば
、
女
子
教
育
は
将
来
良
妻
賢
母
と
な
る
「
少
女
」
の
心
性
を
「
愛
情
」

深
く
教
化
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
高
等
女
学
校
用
修
身
教
科
書
は
明
治

三
十
四
年
に
発
行
が
始
ま
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
「
女
性
は
本
性
的
に
『
愛
情
』
深

く
、
家
族
に
犠
牲
的
に
献
身
す
る
こ
と
が
そ
の
崇
高
な
使
命
で
あ
る
と
記
さ
れ
」、

さ
ら
に
「
女
性
は
そ
の
優
し
さ
に
よ
っ
て
男
性
を
励
ま
し
た
り
、
男
性
が
困
っ
て

い
る
時
に
は
助
け
」
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る（
６
）。
ま
た
、
小
山
静
子
氏
も
「
女

性
の
特
性
」
で
あ
る
「
女
性
の
愛
情
」
に
関
す
る
言
説
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、

大
正
九
年
以
降
の
修
身
教
科
書
に
な
る
と
、「
女
性
」
の
「
愛
情
」
を
注
ぐ
べ
き

対
象
が
「
家
庭
」
を
超
え
た
社
会
一
般
に
ま
で
広
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る（
７
）。
渡
部
氏
の
い
う
よ
う
に
、
主
人
公
幸
吉
を
助
け
な
が
ら
虐
待
を
受

け
死
ん
で
い
く
「
曲
馬
団
の
『
ト
ツ
テ
ン
カ
ン
』」（
前
出
）
の
き
え
、
都
で
女
中

を
し
な
が
ら
故
郷
で
学
校
に
通
う
弟
や
父
を
助
け
る「
都
に
出
て
み
た
ら
」（
前
出
）

表
3　
早
寝
早
起
き
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
女
児
一
覧

図１　〈良い子〉像および〈悪い子〉
像の男女比較図
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の
お
と
き
な
ど
か
ら
は
、
ほ
ぼ
同
年
齢
の
男
児
の
た
め
に
身
を
挺
し
た
り
、
家
族

に
献
身
し
た
り
す
る
様
子
が
確
認
で
き
る
。
今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
、「
愛
情
」

規
範
に
つ
い
て
は
渡
部
氏
の
定
義
を
超
え
て
、〈
自
己
犠
牲
〉
型
に
属
し
て
い
る

女
児
た
ち
の
年
齢
層
に
も
適
用
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

も
う
一
つ
、
当
時
の
社
会
が
『
赤
い
鳥
』
に
描
か
れ
る
年
齢
層
の
女
児
に
「
愛

情
」
規
範
を
求
め
て
い
た
こ
と
の
根
拠
と
な
る
の
が
、
学
習
院
初
等
科
、
学
習
院

女
子
部
に
勤
め
た
馬
上
孝
太
郎
の
著
作
『
少
女
の
教
育
』（
大
正
三
年
七
月
、
目

黒
書
店
）（８
）で
あ
る
。
こ
れ
は
渡
部
氏
も
紹
介
し
て
い
る
も
の
だ
が
、馬
上
は
、「
少

女
」
の
定
義
を
渡
部
氏
が
定
義
し
た
高
等
女
学
生
で
は
な
く
「
小
学
校
以
下
の
女

子
」
と
定
義
し
て
論
を
進
め
て
お
り
、
本
稿
が
分
析
対
象
と
し
て
い
る
年
齢
層
に

よ
り
適
合
し
て
い
る
と
い
え
る
。「
愛
憐
の
情
の
発
作
は
少
年
に
比
し
て
少
女
の

方
頗
る
著
し
い
も
の
あ
る
」、「
真
に
犠
牲
と
な
る
も
の
が
多
く
高
潔
な
る
犠
牲
は

寧
ろ
女
子
に
限
」
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
少
女
時
代
に
於
い
て
は
愛
情
を
以
て
女

子
自
然
の
も
の
と
し
之こ
れ

を
保
護
撫
育
し
て
少
女
自
然
の
性
情
を
害
せ
ぬ
様
に
心
掛

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
主
張
す
る
馬
上
は
、「
高
潔
な
る
犠
牲
」
を
も
っ

て
愛
情
を
発
揮
す
る
こ
と
が
、「
自
然
」
な
「
少
女
」
の
姿
だ
と
述
べ
て
い
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
馬
上
は
、「
少
女
」
の
愛
情
発
揮
の
具
体
例
と
し
て
次
の
よ
う

な
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

 （
二
）
何
処
の
小
僧
か
は
知
れ
ま
せ
ん
が
下
駄
の
緒
を
切
ら
し
て
困
つ
て
居

り
ま
す
。
之
を
見
た
学
校
帰
り
の
一
少
女
。
自
分
の
袂た
も
とな
る
糸
切
れ
布
切
れ

を
出
し
て
与
へ
ま
し
た
。

　

 （
四
）（
筆
者
注
・
以
下
は
「
此
頃
自
分
で
心
に
満
足
し
た
と
思
つ
た
行
為
は

な
き
か
」
と
問
わ
れ
た
少
女
の
返
答
）
十
一
二
の
小
僧
が
目
を
泣
き
は
ら
し

な
が
ら
何
か
頻し
き

り
に
捜
し
て
を
り
ま
す
。
ど
う
い
た
し
ま
し
た
と
尋
ね
ま
す

と
私
は
今
母
の
目
薬
を
買
ひ
に
行
く
途
中
二
十
銭
銀
貨
一
枚
失
く
し
ま
し
て

と
申
し
ま
す
。
気
の
毒
で
な
り
ま
せ
ん
か
ら
造
花
の
材
料
を
買
ふ
つ
も
り
で

あ
つ
た
お
銭
を
与
へ
て
や
り
ま
し
た
ら
小
僧
は
要い

り
ま
せ
ん
要
り
ま
せ
ん
と

い
ひ
ま
し
た
が
無
理
に
取
ら
し
て
私
は
帰
り
ま
し
た
。

特
に
（
四
）
の
例
は
、
自
分
が
貰
え
る
は
ず
で
あ
っ
た
羽
織
紐
を
、
客
の
た
め

に
諦
め
て
や
る
「
大
晦
日
の
夜
」（
前
出
）
の
〈
自
己
犠
牲
〉
型
良
い
子
の
美
代

子
と
ほ
ぼ
同
じ
行
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
犠
牲
を
「
少
女
」
に
強
い
る
当
時

の
「
愛
情
」
規
範
は
、『
赤
い
鳥
』
に
描
か
れ
た
年
齢
層
に
も
適
用
さ
れ
る
思
想

で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
女
児
よ
り
男
児
が
優
先
さ
れ
、
ま
た
女
児
た
ち
自
身

も
自
己
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
厭
わ
ぬ
よ
う
な
規
範
を
教
え
ら
れ
、
受
け
入
れ
て

い
た
こ
と
が
、〈
自
己
犠
牲
〉
型
の
女
児
像
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
②
の
「
行
動
力
が
弱
い
」
女
児
像
は
、〈
目
的
遂
行
〉
型
良
い
子
に
属

す
る
女
児
の
行
動
力
の
弱
さ
、
ス
ト
ー
リ
ー
上
の
配
置
に
見
ら
れ
る
消
極
性
、
さ

ら
に
〈
加
害
〉
型
悪
い
子
に
属
す
る
女
児
の
〈
加
害
範
囲
〉
が
男
児
に
比
べ
て
限

定
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
女
児
の
身
体
的
能
力
の
低
さ
に
よ
る
男
女
差
と
い

う
よ
り
も
、
女
児
の
行
動
を
制
限
す
る
社
会
規
範
が
作
り
出
し
た
女
児
像
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

③
の
「
暴
力
的
で
は
な
い
」
女
児
像
は
、〈
加
害
〉
型
悪
い
子
像
に
お
け
る
〈
加

害
範
囲
〉
が
男
児
よ
り
も
狭
く
、
ま
た
〈
身
体
的
加
害
〉
を
行
う
描
写
が
一
切
な

い
こ
と
に
よ
る
。
女
児
が
男
児
に
比
べ
て
暴
力
性
が
低
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
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と
を
示
す
と
同
時
に
、
当
時
の
社
会
が
、
男
児
の
身
体
的
暴
力
に
は
寛
容
で
も
、

女
児
に
は
厳
し
か
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

④
の
「
逆
転
成
功
の
可
能
性
が
絶
た
れ
て
い
る
」
女
児
像
は
、〈
短
所
克
服
〉

型
が
女
児
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
女
児
の
場
合
は
、〈
悪
い
子
〉

か
ら
〈
良
い
子
〉
へ
と
転
じ
て
い
く
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
が
見
ら
れ
ず
、
従
っ
て
、

逆
転
成
功
す
る
可
能
性
も
当
然
存
在
し
な
い
。
筆
者
は
、
こ
の
④
の
女
児
像
に
、

当
時
の
女
児
へ
の
見
方
が
最
も
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
特
に
、
購
買
層
と

し
て
『
赤
い
鳥
』
を
支
え
て
い
た
新
中
間
層
に
お
い
て
は
、
男
児
は
た
と
え
〈
短

所
〉
を
持
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
克
服
し
、
立
身
出
世
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
女
児
の
場
合
は
、
た
と
え
〈
短
所
〉
を
克
服
で
き
た
と
し
て

も
、
将
来
的
に
男
児
ほ
ど
の
社
会
的
成
功
を
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え
ら

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
①
の
「
自
己
を
犠
牲
に
す
る
」
女
児
像
も
、
つ
ま
る

と
こ
ろ
女
児
が
何
か
行
動
を
お
こ
し
た
と
こ
ろ
で
男
児
ほ
ど
の
成
功
は
望
め
な
い

と
い
う
、
当
時
の
人
々
の
見
方
の
裏
返
し
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
か
ら
、
こ
れ
ま
で
「
子
ど
も
」
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
て
き
た
幼
少

の
年
齢
層
、
ま
た
何
ら
か
の
理
由
で
中
等
教
育
を
受
け
て
い
な
い
層
に
も
男
女
の

表
象
の
差
異
が
認
め
ら
れ
、
女
児
特
有
の
特
徴
が
四
点
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。

（
二
）
近
代
的
「
子
ど
も
」
像
―
〈
子
ど
も
＝
純
真
無
垢
〉
説
再
考
に
向
け
て

本
稿
で
は
、
河
原
和
枝
氏
が
提
示
し
た
三
つ
の
「
子
ど
も
」
像
の
う
ち
、
特
に

「
良
い
子
」
に
着
目
を
し
て
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
河
原
氏
が
「
目
的
に
向
か
っ

て
突
進
す
る
タ
イ
プ
で
は
な
く
、
た
だ
日
常
的
な
状
況
の
な
か
で
他
者
へ
の
優
し

さ
や
思
い
や
り
を
示
す
『
良
い
子
』
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
」
と
し
た
「
良
い
子
」

像
は
、
本
稿
が
分
類
し
た
〈
思
い
や
り
〉
型
良
い
子
像
と
一
致
し
て
い
る
と
言
え

る
。
し
か
し
、河
原
氏
と
重
な
る
〈
思
い
や
り
〉
型
だ
け
で
は
な
く
、〈
目
的
遂
行
〉

型
良
い
子
が
本
稿
に
お
い
て
新
た
に
見
出
せ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
だ
ろ
う
。

「
理
想
の
現
実
に
向
か
っ
て
積
極
的
に
行
動
す
る『
良
い
子
』は
少
数
派
」と
さ
れ
、

そ
の
実
例
も
挙
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
従
来
の
「
良
い
子
」
た
ち
だ
が
、
実
は
目

的
を
持
ち
、
積
極
的
に
行
動
を
起
こ
し
て
い
た
子
ど
も
が
、
男
児
二
十
二
人
、
女

児
六
人
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
新
た
な
〈
良
い
子
〉
像
に
加
え
、〈
加
害
〉
型
、〈
不
服
従
〉
型
、〈
怠
惰
〉

型
と
い
う
〈
悪
い
子
〉
像
を
新
た
に
提
示
し
た
こ
と
で
、「
良
い
子
」「
弱
い
子
」「
純

粋
な
子
」
だ
け
で
は
「
子
ど
も
」
像
の
枠
組
み
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
河
原
説
の
提
示
す
る
「
子
ど
も
」
像
三
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
同
等

に
並
ん
で
い
る
と
い
う
よ
り
も
、む
し
ろ
「
弱
い
」
要
素
を
持
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、

ま
た
は
「
純
粋
」
な
要
素
を
持
っ
て
い
る
ゆ
え
に
「
良
い
子
」
と
し
て
分
類
で
き

る
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
様
に
、
本
稿
が
提
示
し
た
〈
悪

い
子
〉
と
、
河
原
説
の
「
弱
い
子
」「
純
粋
な
子
」
と
の
対
応
関
係
を
考
え
る
と

す
る
と
、「
弱
い
子
」
だ
か
ら
、
も
し
く
は
「
純
粋
な
子
」
だ
か
ら
ゆ
え
に
〈
悪

い
子
〉
と
し
て
分
類
さ
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

主
人
公
の
「
周
辺
の
子
ど
も
」
た
ち
が
主
人
公
に
対
し
て
〈
悪
い
〉
行
動
を
と

る
こ
と
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
と
し
て
自
然
な
流
れ
で
あ
り
、〈
悪
い
子
〉
も
当

然
出
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
「
主
人
公
」
レ
ベ
ル
の
子
ど
も
た

ち
も
〈
悪
い
子
〉
の
要
素
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、〈
悪
い
子
〉
で

あ
る
こ
と
を
最
後
ま
で
克
服
で
き
ず
に
終
わ
る
子
ど
も
も
多
か
っ
た
。『
赤
い
鳥
』



近
代
的
「
子
ど
も
」
像
と
「
女
児
」
へ
の
一
考
察

七
九

の
研
究
史
の
中
で
、〈
純
真
無
垢
〉
な
「
良
い
子
」
と
は
対
極
に
あ
る
〈
悪
い
子
〉

と
い
う
「
子
ど
も
」
像
を
見
出
し
た
こ
と
も
ま
た
、
本
稿
の
成
果
と
い
え
よ
う
。

注

（
1
） 

鳥
越
信
『
日
本
児
童
文
学
』、
一
九
九
五
年
、
建
帛
社
、
佐
藤
宗
子
「『
赤
い
鳥
』

の
出
現
」（
鳥
越
信
編
『
は
じ
め
て
学
ぶ
日
本
児
童
文
学
史
』、
二
〇
〇
一
年
、
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
な
ど
。

（
2
） 

河
原
和
枝
『
子
ど
も
観
の
近
代
―
『
赤
い
鳥
』
と
「
童
心
」
の
理
想
』、一
九
九
八
年
、

中
央
公
論
社
。

（
3
） 

本
田
和
子
『
異
文
化
と
し
て
の
子
ど
も
』（
一
九
八
二
年
、
紀
伊
国
屋
書
店
）
に
お

い
て
「
少
女
小
説
」
の
研
究
の
遅
れ
へ
の
批
判
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
、

以
後
、
主
に
少
年
少
女
雑
誌
を
分
析
対
象
と
し
て
、「
少
女
」
の
表
象
や
「
少
女
」

文
化
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
4
） 

伊
東
英
子
「
洗
礼
」（
大
正
十
一
年
六
月
）
の
主
人
公
み
や
子
で
、「
女
学
校
の
一

年
坊
主
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
十
二
歳
、
ま
た
は
十
三
歳
と
推
察
さ
れ

る
が
、
分
析
対
象
か
ら
は
外
す
。

（
5
） 

そ
れ
ぞ
れ
の
〈
良
い
子
〉
像
、〈
悪
い
子
〉
像
が
複
合
的
に
そ
の
子
ど
も
の
性
格
を

形
成
し
て
い
る
こ
と
を
、
図
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
集
合
が
重
な
り
合
う
部
分
で
示
し

て
い
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
重
な
り
に
該
当
す
る
子
ど
も
が
存
在
す
る
わ
け
で
は

な
い
。

（
6
） 

渡
部
周
子
『〈
少
女
〉
像
の
誕
生
』、
二
〇
〇
七
年
、
新
泉
社
。

（
7
） 

小
山
静
子
『
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
』、
一
九
九
一
年
、
勁
草
書
房
。

（
8
） 

引
用
は
、
中
蔦
邦
編
『
近
代
日
本
女
子
教
育
文
献
集　

第
一
二
巻
』、
一
九
八
四
年
、

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
所
収
に
拠
る
。

付
記　
『
赤
い
鳥
』
か
ら
の
引
用
は
、
日
本
近
代
文
学
館
『
赤
い
鳥　

復
刻
版
』、
一
九
七
九

年
、
ほ
る
ぷ
出
版
に
拠
る
。
引
用
に
際
し
て
、
漢
字
は
現
行
の
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
適

宜
略
し
た
。


