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一　

「
校
本
」
と
し
て
の
「
稿
本
」

　

「
風
野
又
三
郎
」
か
ら
「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
へ
の
改
稿
に
関
わ
る
、

「
風
野
又
三
郎
」
草
稿
に
お
け
る
行
間
筆
写
稿
の
存
在
は
、
宮
澤
賢
治
に
固

有
の
テ
ク
ス
ト
性
を
考
え
る
場
合
の
手
が
か
り
と
し
て
、
極
め
て
重
要
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
�

。
な
ぜ
な
ら
、
行
間
筆
写
稿
は
、
最
初
か
ら
推
敲
す

る
こ
と
を
前
提
と
し
て
作
ら
れ
た
草
稿
で
あ
り
、
そ
し
て
推
敲
こ
そ
、
言

う
ま
で
も
な
く
宮
澤
的
テ
ク
ス
ト
最
大
の
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
原

稿
用
紙
の
マ
ス
目
で
な
く
行
間
に
本
文
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
マ
ス
目

の
部
分
を
利
用
し
て
本
文
の
手
入
れ
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

い
わ
ば
、
校
正
の
要
領
で
推
敲
し
よ
う
と
し
た
と
推
測
で
き
る
。
あ
の
、

縦
横
無
尽
に
書
い
て
は
消
し
、
添
削
を
行
い
、
線
を
引
い
て
は
書
き
足
し
、

草
稿
を
転
用
し
て
つ
ぎ
は
ぎ
す
る
通
例
の
改
稿
の
仕
方
に
比
べ
る
と
、
こ

れ
は
原
理
的
に
は
極
め
て
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
に
推
敲
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
「
風
野
又
三
郎
」
以
外
に
は
、
こ
う
し
た
行
間

筆
写
稿
は
存
在
し
な
い
。
ま
ず
初
め
に
、
宮
澤
が
何
の
た
め
に
こ
の
よ
う

な
工
夫
を
し
た
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

　

し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
る
沢
里
武
治
宛
書
簡（
一
九
三
一
・
八
・
一
八
付
、書

簡
番
号
三
七
九
）
に
よ
っ
て
、
宮
澤
は
佐
藤
一
英
主
宰
の
『
児
童
文
学
』

（
原
文
で
は
「
童
話
文
学
」
と
誤
記
）
に
「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
を
発
表
す

る
つ
も
り
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
�

。

　

そ
れ
は
こ
の
頃
「 
童  
話 
文
学
」
と
い
ふ
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
版
の
雑
誌
か

マ 

マ

ら
再
三
寄
稿
を
乞
ふ
て
来
た
の
で
既
に
二
回
出
し
て
あ
り
、
次
は
「
風

野
又
三
郎
」
と
い
ふ
あ
る
谷
川
の
岸
の
小
学
校
を
題
材
と
し
た
百
枚
ぐ

ら
ゐ
の
も
の
を
書
い
て
ゐ
ま
す
の
で
ち
や
う
ど
八
月
の
末
か
ら
九
月
上

旬
へ
か
け
て
の
学
校
や
こ
ど
も
ら
の
空
気
に
も
ふ
れ
た
い
の
で
す
。

　

後
期
形
「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
は
、
初
期
形
「
風
野
又
三
郎
」
の
ほ
か
、

「
種
山
ヶ
原
」
と
「
さ
い
か
ち
淵
」
を
改
稿
し
た
上
で
合
体
・
編
集
し
、

「
み
ぢ
か
い
木
ぺ
ん
」の
要
素
を
取
り
入
れ
て
成
立
し
た
。
ま
た
構
想
メ
モ

等
か
ら
、
将
来
的
に
は
「
谷
」「
鳥
を
と
る
や
な
ぎ
」
な
ど
も
取
り
入
れ
て

完
成
さ
れ
る
計
画
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

後
で
触
れ
る
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
手
法
と
言
っ
て
も
よ
く
、
一
般
に
モ
ン

タ
ー
ジ
ュ
的
で
あ
る
宮
澤
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
も
、「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」

ほ
ど
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
的
な
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
風
〔
の
〕
又

三
郎
」
と
い
う
題
名
か
ら
見
て
も
、
ま
た
主
人
公
の
名
前
か
ら
し
て
も
、

ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
《
稿
本
風
の
又
三
郎
》 
―
― 
中
村
（
三
）
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初
期
形
「
風
野
又
三
郎
」
が
基
本
と
な
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
に
は

疑
い
を
い
れ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
を
い
わ
ば
底
本
と
し
て
、
そ
れ
を
校

訂
の
要
領
で
改
作
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
の
複
雑
な

改
作
の
作
業
を
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
に
実
行
し
、
新
た
な
コ
ン
セ
プ
ト
に
よ

る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
〈
風
の
又
三
郎
〉
を
完
成
さ
せ
、『
児
童
文
学
』
に
掲

載
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
意
気
込
み
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
行
間
筆
写
稿

と
い
う
奇
妙
な
形
態
の
本
文
が
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
来
る
べ
き
書
物
〈
風
の
又
三
郎
〉
は
完
成
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
理
由
は
、
天
澤
退
二
郎
に
よ
れ
ば
、
沢
里
に
依
頼
し
た
風
の
歌
の
音

楽
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
や
、
又
三
郎
と
三
郎
の
同
定
を
謎
と
化
し
て
ゆ

く
複
雑
な
改
作
の
プ
ロ
セ
ス
が
力
業
的
に
難
し
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
幾
つ

か
の
理
由
が
推
察
さ
れ
て
い
る
�

。
ま
た
『
児
童
文
学
』
も
二
号
で
終
刊
を

迎
え
て
し
ま
い
、
こ
の
時
点
で
あ
と
二
年
余
り
し
か
余
命
の
残
っ
て
い
な

か
っ
た
宮
澤
に
は
、
こ
れ
ら
諸
般
の
事
情
が
完
成
を
許
さ
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
翻
っ
て
考
え
れ
ば
、〈
風
の
又
三
郎
〉
が
未
完
の
ま
ま
残
さ
れ
た

こ
と
は
、
本
来
、
宮
澤
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
が
未
完
成
で
あ
る
こ
と
を
本
質

と
す
る
こ
と
に
通
ず
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
ず
か
な
例
外
を
除
け

ば
、
宮
澤
の
ほ
と
ん
ど
の
テ
ク
ス
ト
は
皆
、
推
敲
途
上
の
ま
ま
に
残
さ
れ

て
い
る
。
確
か
に
、『
児
童
文
学
』
第
二
冊
（
昭
七
・
二
）
に
掲
載
さ
れ
た

「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
の
ほ
か
、
生
前
発
表
さ
れ
た
幾
つ
か
の
童
話

な
ど
は
、
一
応
、
完
成
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
例
え

ば
『
春
と
修
羅
』
刊
行
後
に
詩
集
本
文
に
手
を
加
え
、「
稲
作
挿
話
（
未
定

稿
）」（『
聖
燈
』
創
刊
号
、
昭
三
・
三
）
な
ど
も
雑
誌
発
表
後
に
推
敲
し
た

こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
生
前
発
表
が
そ
の
ま
ま
完
成
と
言
え
な
い
こ
と

は
確
実
で
あ
る
。
い
わ
ば
〈
推
敲
途
上
性
〉
が
刻
印
さ
れ
た
、
本
質
と
し

て
の
未
完
成
性
を
帯
び
た
テ
ク
ス
ト
、
そ
れ
が
宮
澤
の
テ
ク
ス
ト
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
、
特
に
〈
風
の
又
三
郎
〉
の
場
合
に
は
、
な
ぜ
未
完
成
な
の
か

の
問
題
は
、
テ
ク
ス
ト
の
構
造
と
併
せ
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

後
期
形
「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
本
来
、
高
田
三
郎

は
又
三
郎
か
と
い
う
物
語
内
容
の
謎
に
、
未
完
成
で
あ
っ
て
不
完
全
で
あ

る
と
い
う
事
情
に
よ
る
謎
が
輪
を
か
け
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
極
言
す

れ
ば
、「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
未
完
成
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
単
に
未
完
成
性
を
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
さ

ら
に
、
未
完
成
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
完
成
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト

な
の
だ
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
し
く
「
永
久
の
未
完
成
こ
れ
完

成
で
あ
る
」（「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」）
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

未
完
成
性
を
よ
り
積
極
的
に
理
解
す
る
た
め
に
、
次
に
宮
澤
テ
ク
ス
ト
に

お
け
る
対
立
す
る
命
題
の
同
時
存
在
、
つ
ま
り
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
諸
相
に

つ
い
て
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
私
は
複
数
の
論
考
に
お
い
て
、
宮
澤
の
テ
ク
ス
ト
の
多
く
は
、

単
一
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
収
斂
し
得
な
い
、
強
力
な
両
義
性
を
帯
び
て
い
る

─ (281)2 ─



こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
�

。
す
な
わ
ち
、「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」「
黄
色
い
ト
マ

ト
」「
土
神
と
き
つ
ね
」
な
ど
に
お
け
る
神
話
性
と
反
神
話
性
の
同
居
、

「
ビ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
」
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
無
意
味
化
、「
銀
河
鉄
道
の
夜
」

に
お
け
る
言
葉
が
通
じ
合
わ
な
い
状
態
、
共
約
不
可
能
性
の
問
題
な
ど
で

あ
る
。
ま
た
『
春
と
修
羅
』
第
三
集
の
幾
つ
か
の
詩
の
改
稿
状
況
を
検
討

す
る
と
、
草
稿
の
各
段
階
に
お
い
て
、
矛
盾
対
立
す
る
主
張
が
、
現
れ
て

は
消
え
て
ゆ
く
実
態
が
認
め
ら
れ
る
。
改
稿
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
じ
た
い
が

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
々
と
異
な
っ
た
素
材
が
時

間
軸
上
に
繋
が
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
見
え
る
宮
澤
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
改
作
は
、

い
わ
ば
、
異
な
っ
た
映
像
を
繋
い
で
高
次
元
の
映
像
を
作
り
出
す
、
映
画

の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
手
法
に
通
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ

は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
決
し
て
調
和
的
な
帰
結
を
可

能
と
も
必
然
と
も
す
る
も
の
で
は
な
く
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
性
を
現
代
の
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
の
本
質
と
見
な
し
た
Ｔ
・
Ｗ
・
ア
ド
ル
ノ
に
倣
っ

て
言
う
な
ら
ば
、
現
代
人
の
損
な
わ
れ
た
生
の
あ
り
方
を
表
現
す
る
ス
タ

イ
ル
の
一
つ
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
「
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
」（『
注
文
の

多
い
料
理
店
』「
序
」）
も
の
と
し
て
残
り
続
け
る
の
で
あ
る
�

。

　

こ
の
要
素
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
こ
の
際
、
宮
澤
が
何
を
意
図
し
た

の
か
で
は
な
く
、
結
果
的
に
宮
澤
の
し
た
こ
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い

う
観
点
か
ら
、「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
の
改
稿
問
題
を
考
え
直
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
膨
大
な
テ
ク
ス
ト
が
推
敲
途
上
の
未
完

成
な
草
稿
と
し
て
残
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
物
理
的
そ
の
他
偶
然
の
事

情
に
よ
っ
て
余
儀
な
く
さ
れ
た
事
故
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
宮
澤
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
総
体
が
必
然
的
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
、

あ
る
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
宿
命
と
し
て
と
ら
え
る
観
点
で
あ
る
。
例
え
る
な

ら
ば
、
大
江
健
三
郎
が
障
害
を
も
っ
た
子
ど
も
を
授
か
っ
た
こ
と
、
中
上

健
次
が
路
地
と
呼
ば
れ
る
地
区
に
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
た
ぶ
ん
偶

然
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
大
江
や
中
上
の
テ
ク
ス
ト
が
出

現
し
て
し
ま
っ
た
今
と
な
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
事
情
は
、
そ
れ
な
く
し
て

は
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
あ
り
え
な
い
よ
う
な
、
必
然
的
な
本
質
で
あ
る
と
言

う
ほ
か
に
な
い
だ
ろ
う
。
同
じ
く
、
宮
澤
の
テ
ク
ス
ト
も
、
そ
れ
が
あ
の

よ
う
な
形
態
を
身
に
帯
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
、
そ
れ
こ
そ

が
掛
け
替
え
の
な
い
本
質
で
あ
る
と
認
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
宮
澤
の
テ
ク
ス
ト
は
、
い
わ
ば
、
当
初
か
ら
、『
校
本

宮
澤
賢
治
全
集
』
や
、
そ
の
編
纂
者
の
登
場
を
予
期
し
て
い
た
と
さ
え
言

え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
性
を
可
能
に
す
る
た

め
に
は
、
校
本
の
形
が
も
っ
と
も
適
切
だ
か
ら
で
あ
る
。
古
典
文
学
を
中

心
と
し
て
数
々
の
校
本
が
作
成
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
と
『
校
本
宮
澤

賢
治
全
集
』
が
異
な
る
の
は
、
こ
れ
が
、
あ
ら
か
じ
め
可
能
性
と
し
て
内

在
し
て
い
た
テ
ク
ス
ト
性
を
実
現
す
る
方
法
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
宮
澤
が
沢
里
に
作
曲
を
依
頼
し

て
結
局
断
ら
れ
た
際
、《
稿
本
風
の
又
三
郎
》
な
る
書
物
の
形
態
を
示
唆
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
�

。
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さ
て
、
本
論
に
入
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
曲
を
つ
け
ろ
と
い
う
御
託
宣

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
曲
を
仰
せ
つ
か
っ
た
の
で
あ
る
。﹇
…
﹈
だ
が
、

だ
が
所
詮
わ
た
く
し
に
し
て
成
し
得
る
業
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
わ
た
し
は
花
巻
は
豊
沢
町
の
お
店
に
先
生
を
訪
ね
て
、
も
ぞ
も

ぞ
と 
託 
び
言
を
言
上
に
及
ん
だ
。
先
生
は
黙
つ
て
は
居
ら
れ
た
が
、
大

マ
マ

変
が
つ
か
り
さ
れ
た
様
子
で
、
し
ば
ら
く
の
後
静
か
に
稿
本
風
の
又
三

郎
開
巻
第
一
頁
に
楽
譜
風
の
又
三
郎
を
掲
載
す
る
つ
も
り
で
あ
つ
た
こ

と
を
語
ら
れ
、
こ
の
上
は
誰
に
も
作
曲
は
頼
ま
な
い
と
つ
ぶ
や
か
れ
た
。

　

こ
れ
は
沢
里
の
、
出
来
事
か
ら
四
十
年
も
後
の
回
想
文
が
典
拠
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
確
定
的
な
話
で
は
な
く
、
ま
た
沢
里
は
音
声
の
会
話
で

宮
澤
の
言
葉
を
聞
い
た
の
だ
ろ
う
か
ら
、「
稿
本
」
と
い
う
綴
り
が
正
し
い

か
ど
う
か
も
確
実
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
場
合
「
稿
本
」
が
何
を
意

味
す
る
の
か
も
、
な
お
さ
ら
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
示
唆
に

富
む
記
事
で
あ
る
。
元
々
「
稿
本
」
と
は
、
下
書
き
や
草
稿
を
綴
じ
た
本

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
が
行
間
筆
写
稿
を
底
本
と
し
て
作
成
さ
れ
る

と
な
る
と
、
そ
れ
は
一
種
の
校
本
、
つ
ま
り
複
数
の
本
文
を
比
較
対
照
し

て
一
覧
に
し
た
本
と
し
て
の
意
味
も
帯
び
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

行
間
筆
写
稿
と
は
、
い
わ
ば
校
本
と
し
て
の
「
稿
本
」
作
成
の
た
め
の
方

法
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、《
稿
本
風
の

又
三
郎
》
は
『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
の
出
現
を
待
っ
て
、
初
め
て
実
現

し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
化

（tex
tu
lisation

   
  
        

）
と
し
て
の
改
稿
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
な
の
だ
ろ
う
か
。
改
稿
は
、
ま
ず
一
つ

の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
さ
ら
に
は
、
時
間
軸
に
お
け
る
複
数
の
テ
ク
ス
ト

に
お
い
て
、
色
々
な
声
を
付
け
足
し
て
は
消
し
て
ゆ
く
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
＝

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
実
践
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
テ
ク
ス
ト
は
一
種
の
ポ

リ
フ
ォ
ニ
ー
（
多
声
音
楽
）
と
な
る
。
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、

「
青
森
挽
歌
」
な
ど
に
多
く
見
ら
れ
る
行
下
げ
（
イ
ン
デ
ン
ト
）
の
表
記
法

と
の
関
係
で
あ
る
。『
春
と
修
羅
』
第
二
集
「
九
三
」
の
下
書
稿
（
一
）
の

余
白
に
、「
こ
れ
ら
の
﹇
ス
ケ
ッ
チ
↓
頁
の
各
々
﹈
は
あ
る
ち
が
っ
た
／
風

景
に
対
す
る
﹇ 

↓
一
つ
一
つ
の
﹈
窓
で
あ
る
と
／
考
へ
ら
れ
た
い
。
即

ち
／
一
字
又
は
二
字
／
低
く
書
い
て
／
あ
る
分
は
／
そ
の
前
行
の
／
裏
側

に
／
あ
る
も
の
／
と
考
」（「
こ
れ
ら
の
頁
の
各
々
は
あ
る
違
っ
た
風
景
に

対
す
る
一
つ
一
つ
の
窓
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
た
い
。
即
ち
一
字
又
は
二
字

低
く
書
い
て
あ
る
分
は
、
そ
の
前
行
の
裏
側
に
あ
る
も
の
と
考
へ
る
」）
と

い
う
メ
モ
が
あ
る
�

。「
裏
側
」
と
は
、
裏
の
意
味
、
無
意
識
の
言
葉
な
ど

と
言
い
換
え
ら
れ
だ
ろ
う
か
。例
え
ば「
青
森
挽
歌
」な
ど
の
場
合
に
は
、夜

汽
車
に
揺
ら
れ
て
意
識
の
奥
底
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
言
葉
が
介
入

し
て
く
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
と
全
く
同
じ
で
は
な
い
に
し
て
も
、

添
削
・
書
き
換
え
・
組
み
替
え
な
ど
の
改
稿
の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
を
、

い
わ
ば
、
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
そ
の
「
裏
側
」
に
あ
る
テ
ク
ス
ト
と
同
時
に

見
せ
る
手
法
と
し
て
も
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

天
澤
退
二
郎
は
、「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
の
本
文
批
評
に
お
い
て
、
三
年

〇
 
ナ
シ
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生
の
人
数
の
謎
や
、
一
郎
・
孝
一
の
名
前
の
不
統
一
、
三
郎
と
嘉
助
が
四

年
な
の
か
五
年
な
の
か
等
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
校
訂
し
て
統
一
し
た
か

つ
て
の
全
集
類
に
対
し
て
、『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
が
不
統
一
を
改
め
な

い
ま
ま
に
表
記
し
た
こ
と
の
意
義
を
語
っ
て
い
た
。石
原
千
秋
に
よ
る「
テ

ク
ス
ト
は
ま
ち
が
わ
な
い
」
と
い
う
思
想
も
あ
る
�

。
石
原
に
よ
れ
ば
、
誤

植
や
作
者
の
誤
解
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
間
違
い
も
、
解
釈
に
よ
っ
て
間
違

い
で
は
な
く
な
る
の
だ
か
ら
、
誤
植
や
誤
解
す
ら
、
解
釈
と
の
相
関
関
係

の
中
に
あ
る
テ
ク
ス
ト
的
現
象
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
従
う
な
ら
ば
、
テ

ク
ス
ト
の
可
能
性
は
、
一
見
不
統
一
と
思
わ
れ
る
現
象
を
も
包
括
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
性
に
対
し
て
、
い
っ
そ
う
現
代
的
な

評
価
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
膨
大
で
錯
綜
し
た

改
稿
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
形
成
す
る
ハ
イ
パ
ー
テ

ク
ス
ト（h

y
p
ertex

t

 
 
 
     
 
）と
同
じ
効
果
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
書
く
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
言
語
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
の
名
は
、'H

y
p
ertex

t

 
 
 
 
     
  

M
ark
u
p
L
an
g
u
ag
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の
頭
文
字
で
あ
る
。
ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
と
は
、ク

リ
ッ
ク
す
る
と
別
の
ペ
ー
ジ
や
別
の
行
に
ジ
ャ
ン
プ
す
る
よ
う
に
設
定
さ

れ
た
テ
ク
ス
ト
の
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
れ
自
身
の

み
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
も
読
め
る
と
同
時
に
、
あ
る
テ
ク
ス
ト
が
別
の
テ

ク
ス
ト
と
、
あ
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
別
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
の
関
係
、
つ

ま
り
リ
ン
ク
の
中
で
常
に
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
態
を
作

り
出
す
。
縦
横
無
尽
に
消
し
、
ま
た
書
き
直
し
、
線
を
引
い
て
添
削
し
、

さ
ら
に
他
作
品
の
草
稿
の
裏
ま
で
も
使
用
し
て
作
成
さ
れ
た
宮
澤
の
推
敲

テ
ク
ス
ト
は
、
全
体
と
し
て
、
情
報
量
が
極
度
に
大
き
く
、
ま
た
そ
れ
ゆ

え
に
リ
ン
ク
の
方
向
性
す
ら
解
釈
の
帰
結
と
な
る
よ
う
な
、
極
め
て
特
徴

的
な
ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
英
文

学
者
・
美
術
史
学
者
で
あ
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｐ
・
ラ
ン
ド
ウ
が
、
そ
の
名
も

『
ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
』
と
い
う
著
書
の
中
で
、
ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
の
理

論
は
、
反
復
・
引
用
・
関
連
を
軸
と
し
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
テ
ク
ス

ト
の
理
論
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
説
を
主
張
し
て
い
る
�

。
そ
の
意
味
で
、

『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
や
、
あ
り
う
べ
き
《
稿
本
風
の
又
三
郎
》
ほ
ど
、

ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
と
い
う
名
に
ふ
さ
わ
し
い
テ
ク
ス
ト
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

二　

「
風
野
又
三
郎
」
か
ら
「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
へ

　

従
っ
て
、
読
者
は
『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
と
い
う
ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス

ト
群
を
用
い
て
、
自
分
な
り
に
テ
ク
ス
ト
を
作
り
直
し
て
み
る
必
要
が
あ

る
。
次
に
、
初
期
形
か
ら
後
期
形
へ
と
い
う
改
作
の
状
態
を
概
観
し
て
み

よ
う
�

。

　

初
期
形
「
風
野
又
三
郎
」
は
、
松
田
浩
一
が
一
九
二
四
年
二
月
十
二
日

に
宮
澤
の
依
頼
を
受
け
て
、
筆
写
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。〔
九
月
一

日
〕
か
ら
始
ま
る
物
語
で
、
学
校
に
一
郎
ら
が
登
校
す
る
と
、
お
か
し
な

赤
髪
の
子
を
見
る
が
、
先
生
に
は
分
か
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
翌
二
日
、

ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
《
稿
本
風
の
又
三
郎
》 
―
― 
中
村
（
三
）

─ 5(278) ─



ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
《
稿
本
風
の
又
三
郎
》 
―
― 
中
村
（
三
）

彼
は
風
野
又
三
郎
と
名
乗
り
、
岩
手
山
へ
飛
ん
だ
時
の
こ
と
を
語
る
。
三

日
に
は
九
州
か
ら
東
京
へ
行
っ
た
こ
と
、
四
日
は
サ
イ
ク
ル
ホ
ー
ル
に
つ

い
て
、
五
日
は
東
京
や
上
海
の
気
象
台
の
記
事
を
語
る
。
六
日
、
耕
一
の

傘
を
壊
す
が
後
で
直
し
て
返
し
、
七
日
、
耕
一
に
風
の
効
用
を
論
じ
る
。

八
日
は
北
極
の
様
子
、
九
日
は
北
海
道
の
こ
と
な
ど
を
語
り
、
十
日
の
朝
、

一
郎
は
又
三
郎
が
飛
び
去
る
の
を
見
る
、
と
い
う
の
が
梗
概
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
後
期
形
「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
は
、
前
述
の
通
り
、

一
九
三
一
年
八
月
十
八
日
付
け
の
沢
里
武
治
宛
書
簡
で
確
認
さ
れ
る
。
初

期
形
「
風
野
又
三
郎
」
を
基
礎
と
し
て
、「
種
山
ケ
原
」
及
び
「
さ
い
か
ち

淵
」
を
も
取
り
込
ん
で
、
全
面
的
に
改
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。〔
九
月
一

日
〕
夏
休
み
明
け
、
高
田
三
郎
が
転
校
し
て
く
る
が
、
嘉
助
は
彼
を
又
三

郎
だ
と
言
う
。
二
日
、
又
三
郎
は
、
か
よ
が
佐
太
郎
に
鉛
筆
を
取
ら
れ
て

泣
く
の
を
見
て
、
一
本
だ
け
の
鉛
筆
を
か
よ
に
与
え
る
。
四
日
、
競
馬
遊

び
を
し
て
、
逃
げ
た
馬
を
追
う
嘉
助
は
霧
の
中
で
迷
い
、
又
三
郎
が
空
へ

飛
ぶ
夢
を
見
た
後
、
助
け
ら
れ
る
。〔
六
日
〕
三
郎
は
、
た
ば
こ
の
葉
を
む

し
っ
た
こ
と
を
ひ
ど
く
冷
や
か
し
た
耕
助
に
、
木
を
揺
す
っ
て
水
を
浴
び

せ
る
。
風
は
世
界
に
不
要
だ
と
言
う
耕
助
に
、
又
三
郎
は
反
論
す
る
。
七

日
、
川
で
洋
服
の
人
を
専
売
局
の
人
と
思
い
、
み
ん
な
は
又
三
郎
を
囲
ん

で
守
る
。
八
日
、
川
で
鬼
っ
こ
を
し
、
誰
と
も
な
く
「
風
は
ど
っ
こ
ど
っ

こ
又
三
郎
」
な
ど
と
叫
ぶ
。
十
二
日
、
一
郎
は
嘉
助
を
誘
っ
て
登
校
し
、

三
郎
が
外
へ
行
っ
た
こ
と
を
先
生
か
ら
聞
く
、
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

　

ま
ず
初
期
形
と
後
期
形
の
両
方
に
共
通
す
る
要
素
と
し
て
、
又
三
郎
伝

説
が
挙
げ
ら
れ
る
。
岩
手
・
新
潟
な
ど
で
知
ら
れ
る
「
風
の
三
郎
」
伝
説

の
三
郎
は
、
想
像
上
の
風
の
童
神
で
あ
る
。
複
数
の
宮
澤
テ
ク
ス
ト
で
は
、

一
貫
し
て
又
三
郎
の
名
で
登
場
す
る
。「
ひ
か
り
の
素
足
」
で
は
子
ど
も
の

死
を
予
告
す
る
ほ
か
、「
雪
わ
た
り
」「
イ
ー
ハ
ー
ト
ー
ボ
農
学
校
の
春
」

に
も
言
及
が
あ
る
。
初
期
形
で
「
昨
日
は
二
百
十
日
だ
い
」
と
又
三
郎
が

言
う
よ
う
に
、
古
来
、
台
風
到
来
の
時
期
と
さ
れ
た
九
月
一
日
の
季
節
感

が
根
底
に
あ
る
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
初
期
形
で
は
異
界
か
ら

の
到
来
者
、
後
期
形
で
は
転
校
生
で
は
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
異
人
性
を
備

え
た
主
人
公
で
あ
る
の
は
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
行
間
筆
写
稿
は
、
大

幅
な
手
入
れ
が
な
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
本
文
的
に
直
接
、
初
期
形
か

ら
後
期
形
に
受
け
継
が
れ
た
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
後
期
形
の
九
月
一
日

の
教
室
の
場
面
、
六
日
の
風
の
効
害
論
、
十
二
日
の
結
末
部
分
な
ど
で
あ

る
。
そ
の
他
、
九
月
四
日
は
「
種
山
ヶ
原
」、
七
日
・
八
日
は
「
さ
い
か
ち

淵
」
に
由
来
し
、
二
日
は
「
み
ぢ
か
い
木
ぺ
ん
」
と
関
係
が
深
い
章
で
あ

る
。

　

し
か
し
、物
語
の
核
心
部
分
で
は
、二
つ
の
テ
ク
ス
ト
は
だ
い
ぶ
異
な
っ

て
い
る
。
初
期
形
は
、
超
自
然
的
存
在
者
で
あ
る
又
三
郎
が
、
風
と
地
球

環
境
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
見
て
き
た
こ
と
知
っ
て
い
る
こ
と
を
べ
ら

べ
ら
し
ゃ
べ
り
明
か
す
物
語
で
あ
り
、
端
的
に
言
っ
て
科
学
啓
蒙
書
的
な

お
と
ぎ
話
の
よ
う
で
あ
る
。
又
三
郎
伝
説
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
民
間
伝
承

と
、
人
文
・
自
然
に
ま
た
が
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
球
環
境
論
と
を
統
合
し

て
ゆ
く
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
宮
澤
一
流
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の

─ (277)6 ─



又
三
郎
に
は
と
て
も
子
ど
も
っ
ぽ
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、「
僕
た
ち
の
方
で
は

ね
、
自
分
を
外
の
も
の
と
く
ら
べ
る
こ
と
が
一
番
は
づ
か
し
い
こ
と
に

な
っ
て
ゐ
る
ん
だ
。
僕
た
ち
は
み
ん
な
一
人
一
人
な
ん
だ
よ
」
と
言
う
わ

り
に
は
、「
お
前
た
ち
の
試
験
の
や
う
な
も
ん
な
ら
た
ゞ
毎
日
学
校
へ
さ
へ

来
て
ゐ
れ
ば
遊
ん
で
ゐ
て
も
卒
業
す
る
だ
ら
う
」
な
ど
と
い
か
に
も
自
慢

げ
に
話
し
、
他
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、「
あ
ん
ま
り
勝
手
な
こ
と
を
云
っ

て
」「
少
し
変
な
気
も
し
ま
し
た
」
と
見
ら
れ
て
も
い
る
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
は
、
後
期
形
の
高
田
三
郎
に
比
し
て
、
初
期
形
の
又
三
郎
の
方
が
幼

く
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
後
期
形
は
、
幾
つ
か
の
メ
モ
類
に
よ
っ
て
全
体
の
構
想
の
存
在
が

窺
わ
れ
る
も
の
の
、
最
終
的
に
は
未
完
成
の
ま
ま
残
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、

先
に
も
触
れ
た
通
り
、
題
名
、
九
月
三
日
・
五
日
の
章
の
欠
落
、
三
年
生

の
有
無
、
嘉
助
・
三
郎
は
四
年
か
五
年
か
、
一
郎
／
孝
一
の
名
前
の
不
統

一
、
そ
の
他
、
未
確
定
の
箇
所
が
多
々
見
ら
れ
る
。
初
期
形
は
、
ロ
ー
カ

ル
と
グ
ロ
ー
バ
ル
を
巧
み
に
融
合
し
た
、
い
わ
ば
科
学
民
話
と
し
て
一
つ

に
統
合
さ
れ
た
物
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
期
形
は
そ
れ
ら
の

要
素
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
物
語
の
比
重
は
全
く
異
な
る
軸
へ
と
大
き

く
移
動
し
た
。
そ
の
軸
と
は
、
転
校
生
・
高
田
三
郎
は
又
三
郎
か
否
か
と

い
う
人
物
に
ま
つ
わ
る
謎
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
謎
を
取
り
巻
い
て
い
る
、

い
わ
ば
空
間
に
宿
る
謎
で
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
、
初
期
形
で
は
、
超
自

然
的
存
在
者
で
あ
る
風
の
幼
児
神
と
し
て
の
又
三
郎
の
存
在
は
物
語
の
前

提
で
あ
り
、
一
度
そ
の
超
自
然
的
な
物
語
の
中
に
足
を
踏
み
入
れ
た
な
ら

ば
、
あ
と
は
す
べ
て
何
で
も
あ
り
の
状
態
に
な
る
し
か
な
い
。
単
純
な
話
、

啓
蒙
民
話
で
あ
る
初
期
形
に
は
謎
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
後
期

形
は
、
い
っ
た
ん
一
応
は
完
結
し
た
初
期
形
の
物
語
を
、
ほ
ぼ
完
膚
な
き

ま
で
に
掻
き
回
し
て
、
謎
の
塊
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

〔
九
月
一
日
〕
の
章
で
、
先
生
は
「
ぢ
き
み
ん
な
と
お
友
達
に
な
り
ま
す

か
ら
」
と
高
田
三
郎
の
父
に
告
げ
て
い
る
。

 
「
い
や
ど
う
も
ご
苦
労
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
そ
の
大
人
は
て
い
ね

い
に
先
生
に
礼
を
し
ま
し
た
。

 
「
ぢ
き
み
ん
な
と
お
友
達
に
な
り
ま
す
か
ら
」
先
生
も
礼
を
返
し
な
が

ら
云
ひ
ま
し
た
。

　

転
校
生
・
三
郎
が
「
み
ん
な
と
お
友
達
」
に
な
る
こ
と
が
、
以
後
物
語

の
一
つ
の
目
標
と
な
る
。
三
郎
は
、
転
校
生
で
あ
る
こ
と
、
服
装
や
言
葉

遣
い
、
泳
ぎ
方
、
知
識
、
行
為
な
ど
に
よ
っ
て
、
他
の
子
ど
も
た
ち
と
明

確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
子
ど
も
た
ち
に
融
け
込
も
う
と
す
る
の
だ

が
、
最
終
的
に
は
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
後
述
の
よ
う

に
、
結
末
に
至
っ
て
も
な
お
、
嘉
助
は
あ
く
ま
で
も
三
郎
に
又
三
郎
伝
承

を
適
用
し
よ
う
と
す
る
。
結
局
、
三
郎
が
〈
相
当
変
わ
っ
た
子
ど
も
〉
で

あ
る
こ
と
と
、
彼
が
又
三
郎
で
あ
る
こ
と
と
は
、
後
期
形
で
は
紙
一
重
の

事
柄
な
の
で
あ
る
。
嘉
助
が
三
郎
を
又
三
郎
と
し
て
と
ら
え
る
の
に
対
し

て
、
一
郎
は
差
し
あ
た
り
言
葉
で
は
そ
れ
を
否
定
す
る
。
私
は
以
前
、
語

ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
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稿
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り
手
に
よ
る
数
々
の
思
わ
せ
ぶ
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
田
三
郎
が
民
話

上
の
又
三
郎
で
は
な
く
単
な
る
転
校
生
で
あ
る
こ
と
は
、「
風
〔
の
〕
又
三

郎
」
の
読
者
に
は
明
白
だ
と
思
わ
れ
る
と
書
い
た
こ
と
が
あ
る
が
�

、
そ
う

言
い
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
る
何
か
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
い

わ
ば
空
間
の
謎
と
で
も
称
す
べ
き
謎
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
導
入
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

三　

空
間
に
宿
る
謎

　

「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
に
お
い
て
、
主
要
な
謎
は
、
原
始
的
・
神
話
的
・

小
児
心
性
的
な
怪
異
現
象
・
神
秘
現
象
の
示
唆
を
、
効
果
的
に
、
つ
ま
り

謎
を
謎
た
ら
し
め
る
よ
う
に
物
語
に
導
入
す
る
仕
方
で
生
成
さ
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
初
期
形
か
ら
の
改
作
は
、
民
話
伝
承
的
で
超
常
的
な
初
期
形
か

ら
、
現
実
的
な
小
学
生
た
ち
の
世
界
へ
と
設
定
を
変
え
る
こ
と
を
基
盤
と

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
現
実
的
な
基
盤
の
上
に
、
必
ず
し
も
純
粋
に

現
実
的
と
は
言
い
難
い
不
思
議
な
物
語
、
謎
を
重
ね
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
。

し
か
も
、
初
期
形
の
神
話
性
を
あ
る
程
度
そ
の
ま
ま
引
き
継
げ
ば
完
了
す

る
と
い
う
ほ
ど
、
こ
の
作
業
は
単
純
で
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
初
期
形
・
又
三
郎
の
神
話
性
は
、
自
ら
「
風

野
又
三
郎
」
と
名
の
る
又
三
郎
自
身
の
口
か
ら
出
た
自
慢
話
に
よ
っ
て
出

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。支
那
へ
も
行
っ
た
、サ
イ
ク
ル
ホ
ー
ル
を
知
っ

て
い
る
、
な
ど
の
よ
う
に
。
と
こ
ろ
が
現
実
的
設
定
へ
と
基
盤
を
移
し
た

後
期
形
に
お
い
て
は
、
高
田
三
郎
自
身
に
、
自
分
は
北
海
道
か
ら
岩
手
山

の
上
を
飛
ん
で
き
た
な
ど
と
言
わ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
こ
と

も
あ
っ
て
か
、
初
期
形
の
又
三
郎
の
自
慢
話
の
う
ち
、
後
期
形
に
引
き
継

が
れ
た
の
は
風
の
効
害
論
だ
け
で
、
残
り
は
何
も
使
わ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
の
代
わ
り
、
後
期
形
に
お
い
て
重
要
度
を
増
し
て
い
る
の
は
、
三
郎

以
外
の
子
ど
も
た
ち
の
語
り
と
、
語
り
手
の
語
り
の
存
在
で
あ
る
。
人
物

や
語
り
手
も
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
言
葉
で
書
か
れ
た
虚
構
の
イ
メ
ー

ジ
に
過
ぎ
な
い
。
人
物
も
語
り
手
は
言
葉
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
、
読
者
が

受
け
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
を
持
つ
。
テ
ク
ス
ト
ご
と
に
固
有
で
あ

り
、
推
敲
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
場
合
、
他
の
要
素
と
同
じ
く
、
推
敲
に
よ
っ

て
手
入
れ
さ
れ
、
書
き
換
え
ら
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
テ
ク
ス

ト
が
ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
物
や
語
り
手
も
ま
た
、

ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
後
期
形
に
お
け
る
謎
の
導
入
は
、

多
く
の
場
合
、
三
郎
以
外
の
人
物
と
語
り
手
の
言
葉
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

　

ま
ず
、〔
九
月
一
日
〕
の
行
間
筆
写
稿
の
後
に
、「
ポ
ラ
ン
の
広
場
」
の

草
稿
裏
面
を
使
っ
た
部
分
が
あ
る
。

　

そ
の
と
き
風
が
ど
う
と
吹
い
て
来
て
教
室
の
ガ
ラ
ス
戸
は
み
ん
な
が

た
が
た
鳴
り
、
学
校
の
う
し
ろ
の
山
の
萱
や
栗
の
木
は
み
ん
な
変
に
青

じ
ろ
く
な
っ
て
ゆ
れ
、
教
室
の
な
か
の
こ
ど
も
は
何
だ
か
に
や
っ
と
わ

ら
っ
て
す
こ
し
う
ご
い
た
や
う
で
し
た
。
す
る
と
嘉
助
が
す
ぐ
叫
び
ま

し
た
。「
あ
ゝ
わ
か
っ
た
あ
い
つ
は
風
の
又
三
郎
だ
ぞ
。」
さ
う
だ
っ
と

─ (275)8 ─



み
ん
な
も
お
も
っ
た
と
き
﹇
…
﹈

　

「
わ
あ
う
な
だ
喧
嘩
し
た
ん
だ
が
ら
又
三
郎
居
な
ぐ
な
っ
た
な
」嘉
助

が
怒
っ
て
云
ひ
ま
し
た
。
み
ん
な
も
ほ
ん
た
う
に
さ
う
思
ひ
ま
し
た
。

〔
五
〕
郎
は
〔
〕
じ
つ
に
申
し
訳
け
な
い
と
思
っ
て
足
の
痛
い
の
も
忘
れ

て
し
ょ
ん
ぼ
り
肩
を
す
ぼ
め
て
立
っ
た
の
で
す
。「
や
っ
ぱ
り
あ
い
つ
は

風
の
又
三
郎
だ
っ
た
な
。」「
二
百
十
日
で
来
た
の
だ
な
。」

　

こ
こ
で
は
「
赤
毛
の
子
」
の
異
人
性
が
語
ら
れ
、
そ
の
後
何
度
も
繰
り

返
し
、
三
郎
が
現
れ
る
こ
と
と
風
が
吹
く
こ
と
と
の
間
に
関
連
づ
け
さ
れ

る
記
述
が
現
れ
る
。
高
田
三
郎
は
自
分
で
自
分
を
又
三
郎
だ
と
は
言
わ
な

い
、
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
の
設
定
か
ら
し
て
言
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
、

又
三
郎
と
い
う
言
葉
を
こ
こ
で
嘉
助
の
口
か
ら
言
わ
せ
、
皆
に
も
確
証
さ

せ
る
こ
と
が
、
後
期
形
全
体
に
対
し
て
基
盤
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
子
ど
も
た
ち
が
喧
嘩
を
し
た
た
め
に
又
三
郎
が
消
え
た
と
い
う
、
一

種
の
因
果
性
、
原
始
的
・
小
児
的
心
性
が
導
入
さ
れ
て
、
こ
の
教
室
と
い

う
舞
台
を
両
義
的
な
空
間
と
す
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
の
と
こ
ろ
で
、
先
生
に
つ
い
て
三
郎
が
再
び
現
れ
る
。

　

先
生
は
ぴ
か
ぴ
か
光
る
呼
子
を
右
手
に
も
っ
て
も
う
集
れ
の
仕
度
を

し
て
ゐ
る
の
で
し
た
が
、
そ
の
す
ぐ
う
し
ろ
か
ら
、
さ
っ
き
の
赤
い
髪

の
子
が
、
ま
る
で
権
現
さ
ま
の
尾
っ
ぱ
持
ち
の
や
う
に
す
ま
し
込
ん
で

白
い
シ
ャ
ッ
〔
ポ
〕
を
か
ぶ
っ
て
先
生
に
つ
い
て
す
ぱ
す
ぱ
と
あ
る
い

て
来
た
の
で
す
。

　

「
権
現
さ
ま
の
尾
っ
ぱ
持
ち
」と
は
原
子
朗『
新
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』で

は
、「
東
北
地
方
で
は
獅
子
舞
の
頭
を
権
現
さ
ま
と
も
言
い
、
神
楽
の
中
で

は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
権
現
舞
が
舞
わ
れ
る
」「
一
人
が
権
現
さ
ま
の
頭
を

持
っ
て
舞
い
、
も
う
一
人
は
『
し
こ
と
り
』（
尻
っ
こ
取
り
の
訛
）
と
言
っ

て
頭
の
幕
の
『
尾
っ
ぱ
』
を
持
ち
、
頭
を
持
っ
た
舞
い
手
に
あ
わ
せ
て
後

ろ
か
ら
従
っ
て
舞
う
」「
先
生
が
頭
を
持
っ
た
舞
い
手
と
す
れ
ば
、
赤
毛
の

子
は
し
こ
と
り
、
と
い
っ
た
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
描
写
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
�

。
権
現
様
と
は
仏
や
菩
薩
の
仮
の
姿
で
あ
り
、こ
こ
で
は
教
室
が

比
喩
（
直
喩
）
を
介
し
て
聖
な
る
も
の
と
繋
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

九
月
四
日
の
章
で
、又
三
郎
が
川
を「
春
日
明
神
さ
ん
の
帯
の
よ
う
だ
な
。」

と
言
っ
て
北
海
道
で
見
た
と
言
う
場
面
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
似
た
効
果

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。ま
た
、白
い
シ
ャ
ッ
ポ
は
三
郎
の
メ
ル
ク
マ
ー

ル
で
あ
り
、
九
月
四
日
の
草
原
の
場
面
で
も
、「
馬
の
赤
い
た
て
が
み
と
あ

と
を
追
っ
て
行
く
三
郎
の
白
い
シ
ャ
ッ
〔
ポ
〕」
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

次
に
「
種
山
ヶ
原
」
由
来
の
九
月
四
日
の
章
で
、
逃
げ
た
馬
を
追
っ
て

嘉
助
が
草
原
で
迷
い
、
眠
っ
て
ガ
ラ
ス
の
マ
ン
ト
の
又
三
郎
が
空
に
飛
び

あ
が
る
場
面
が
あ
る
。
こ
こ
は
、「
種
山
ヶ
原
」
で
は
、
達
二
が
伊
佐
戸
の

町
は
ず
れ
で
剣
舞
を
踊
る
場
面
、
夏
休
み
明
け
の
教
室
で
の
先
生
と
の
会

話
、
女
の
子
と
小
鳥
の
挿
話
、
そ
れ
か
ら
山
男
と
の
死
闘
と
い
う
風
に
続

く
の
だ
が
、
す
べ
て
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
章
の
終
わ
り

ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
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稿
本
風
の
又
三
郎
》 
―
― 
中
村
（
三
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に
、
ガ
ラ
ス
の
マ
ン
ト
を
見
て
し
ま
っ
た
嘉
助
と
、
そ
れ
を
見
な
か
っ
た

一
郎
と
の
会
話
で
「
あ
い
づ
や
っ
ぱ
り
風
の
神
だ
ぞ
。
風
の
神
の
子
っ
子

だ
ぞ
。
あ
そ
ご
さ
二
人
し
て
巣
食
っ
て
る
ん
だ
ぞ
。」「
そ
だ
な
ぃ
よ
。」
と

い
う
謎
か
け
を
す
る
た
め
の
措
置
だ
ろ
う
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
天
澤
退

二
郎
は
、は
っ
き
り
と
夢
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
�

。
確

か
に
そ
の
通
り
だ
が
、「
ふ
と
嘉
助
は
眼
を
ひ
ら
き
ま
し
た
」と
あ
る
の
で
、

そ
の
前
の
場
面
で
は
眼
を
開
か
ず
に
見
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
幻
想
味
の
点
で
は
豊
富
な
「
種
山
ヶ
原
」
の
挿
話
を
削
っ
た
の

は
、「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
の
基
盤
は
現
実
に
置
き
な
が
ら
、
又
三
郎
の
謎

を
も
付
加
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
微
妙
な
操
作
の
た
め
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
三
郎
の
あ
ず
か
り
知
ら

ぬ
と
こ
ろ
で
、
人
物
と
語
り
手
は
彼
に
ま
つ
わ
る
謎
を
設
定
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
さ
い
か
ち
淵
」に
由
来
す
る
九
月
八
日
の「
雨
は
ざ
っ
こ
ざ
っ

こ
」
の
声
の
謎
が
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
上

で
最
高
に
重
要
な
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
さ
い
か
ち
淵
」
と
「
風

〔
の
〕
又
三
郎
」
の
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

そ
の
と
き
、
あ
の
ね
む
の
木
の
方
か
ど
こ
か
、
烈
し
い
雨
の
な
か
か

ら
、

　

「
雨
は
ざ
あ
ざ
あ　

ざ
っ
こ
ざ
っ
こ
、

風
は
し
ゅ
う
し
ゅ
う　

し
ゅ
っ
こ
し
ゅ
っ
こ

�

�

�

�

�

�

�

�

。」と
い
ふ
や
う
に
叫
ん
だ

も
の
が
あ
っ
た
。
し
ゅ
っ
こ

�

�

�

�

は
、
泳
ぎ
な
が
ら
、
ま
る
で
あ
わ
て
て
、

何
か
に
足
を
ひ
っ
ぱ
ら
れ
る
や
う
に
し
て
遁
げ
た
。
ぼ
く
も
じ
っ
さ
い

こ
わ
か
っ
た
。
や
う
や
く
、
み
ん
な
の
ゐ
る
ね
む
の
は
や
し
に
つ
い
た

と
き
、
し
ゅ
っ
こ

�

�

�

�

は
が
た
が
た
ふ
る
へ
な
が
ら
、「
い
ま
叫
ん
だ
の
は
お

ま
へ
ら
だ
か
。」
と
聞
い
た
。

　

「
そ
で
な
い
、
そ
で
な
い
。」
み
ん
な
は
一
し
ょ
に
叫
ん
だ
。
ペ
吉
が

ま
た
一
人
出
て
来
て
、「
そ
で
な
い
。」
と
云
っ
た
。
し
ゅ
っ
こ
は
、
気

味
悪
さ
う
に
川
の
は
う
を
見
た
。
け
れ
ど
も
ぼ
く
は
、
み
ん
な
が
叫
ん

だ
の
だ
と
お
も
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（「
さ
い
か
ち
淵
」）

　

す
る
と
誰
と
も
な
く

　

「
雨
は
ざ
っ
こ
ざ
っ
こ
雨
三
郎

　

風
は
ど
っ
こ
ど
っ
こ
又
三
郎
」と
叫
ん
だ
も
の
が〔
あ
〕り
ま
し
た
。み

ん
な
も
す
ぐ
声
を
そ
ろ
へ
て
叫
び
ま
し
た
。

　

〔「
〕
雨
は
ざ
っ
こ
ざ
っ
こ
〔
雨
三
郎
〕

　

風
〔
は
ど
っ
こ
ど
っ
こ
又
三
郎
〕」

　

す
る
と
又
三
郎
は
ま
る
で
あ
わ
て
て
、
何
か
に
足
を
ひ
っ
ぱ
ら
れ
る

や
う
に
淵
か
ら
と
び
あ〔
が
〕っ
て
一
目
散
に
み
ん
な
の
と
こ
ろ
に
走
っ

て
き
て
が
た
が
た
ふ
る
え
な
が
ら

　

「
い
ま
叫
ん
だ
の
は
お
ま
へ
ら
だ
ち
か
い
。」
と
き
き
ま
し
た
。

　

「
そ
で
な
い
、
そ
で
な
い
。」
み
ん
な
は
一
し
ょ
に
叫
び
ま
し
た
。
ペ

吉
が
ま
た
一
人
出
て
来
て
、「
そ
で
な
い
。」
と
云
ひ
ま
し
た
。
又
三
郎
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は
、
気
味
悪
さ
う
に
川
の
は
う
を
見
ま
し
た
が
色
の
あ
せ
た
唇
を
い
つ

も
の
や
う
に
き
っ
と
噛
ん
で
「
何
だ
い
。」
と
云
ひ
ま
し
た
が
、
か
ら
だ

は
や
は
り
が
く
が
く
ふ
る
っ
て
ゐ
ま
し
た
。　
　

（「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」）

　

「
さ
い
か
ち
淵
」
で
は
し
ゅ
っ
こ
（
舜
一
）、「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
で
は

三
郎
が
声
を
聞
い
て
、「
が
た
が
た
ふ
る
へ
」
る
の
で
あ
る
。
天
澤
が
指
摘

し
て
い
る
通
り
、「
さ
い
か
ち
淵
」
で
は
「
ぼ
く
」
と
い
う
子
ど
も
た
ち
の

一
員
が
語
り
手
で
、
そ
れ
が
し
ゅ
っ
こ
と
同
行
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
で
は
そ
れ
が
完
全
に
消
え
て
し
ま
う
�

。
か
つ
て
天

澤
は
別
の
と
こ
ろ
で
「
い
ま
《
雨
は
ざ
っ
こ
ざ
っ
こ
雨
三
郎
…
…
》
と
、

誰
と
も
な
く
発
声
し
た
の
は
、
決
し
て
子
ど
も
た
ち
の
中
の

�

�

一
人
で
は
な

い
が
そ
こ
に
い
た
子
ど
も
た
ち
の
一
人
と
し
て
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
い
た
、
土

地
の
精
霊
に
擬
し
う
る
存
在
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
解
釈
し

た
が
、
後
に
訂
正
も
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
は
や
は
り
今
な
お
魅
力

的
な
読
み
方
だ
ろ
う
�

。
い
わ
ば
ざ
し
き 
童
子 
的
な
声
で
あ
る
。
こ
こ
も
私

ぼ
っ
こ

は
以
前
に
、「
土
地
の
精
霊
」
と
い
う
ま
さ
に
土
俗
的
な
解
釈
は
、
妖
精
譚

と
し
て
の
初
期
形
な
ら
ぬ
「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
の
物
語
と
は
、
い
さ
さ

か
整
合
し
な
い
と
批
評
し
た
こ
と
が
あ
る
�

。
し
か
し
、こ
の
言
い
方
で
は

十
分
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
の
謎
は
、
人
物
の
謎

と
空
間
の
謎
と
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
又
三

郎
自
身
も
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
物
の
謎
で
は
な
く
て
空
間
そ

の
も
の
に
宿
ら
さ
れ
た
謎
で
あ
る
と
言
え
る
。
風
の
神
の
存
在
は
前
提
に

は
な
っ
て
い
な
い
が
、
だ
が
空
間
そ
の
も
の
に
は
、
ど
う
も
そ
れ
ら
し
い

も
の
の
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
声
の
起
源
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
す
ぐ
そ
の
後
で
子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
に
唱
和
す
る
の
も
謎
と
言
う

ほ
か
に
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
逆
に
解
釈
の
糸
口
と
も
な
る
。

　

「
さ
い
か
ち
淵
」
で
は
、
語
り
手
の
「
ぼ
く
も
じ
っ
さ
い
こ
わ
か
っ
た
」

と
あ
る
が
、「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
で
は
怖
が
っ
て
い
る
の
は
又
三
郎
だ
け

で
あ
る
。
こ
れ
は
「
ぼ
く
」
が
消
去
さ
れ
た
こ
と
と
連
動
し
て
お
り
、
非

常
に
顕
著
な
違
い
で
あ
る
。
ほ
か
の
子
ど
も
た
ち
は
怖
く
な
か
っ
た
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
も
し
か
し
た
ら
普
段
か
ら
こ
う
し
た
空
間
か
ら
の
声
を
一

緒
に
聞
い
て
、
一
緒
に
声
を
合
わ
せ
て
歌
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
の

だ
。
又
三
郎
は
声
は
聞
こ
え
た
け
れ
ど
も
、
一
緒
に
叫
ぶ
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
こ
の
間
に
あ
る
落
差
は
、
こ
の
異
質
性
を
帯
び
た
転
校
生
と
子

ど
も
た
ち
の
共
同
性
と
の
間
に
あ
る
落
差
と
、
距
離
を
等
し
く
し
て
い
る
。

三
郎
が
又
三
郎
で
は
な
く
、
他
の
子
た
ち
と
同
じ
子
ど
も
と
な
り
、
真
の

「
お
友
達
」
と
な
る
た
め
に
は
、
こ
の
落
差
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
押
野
武
志
は
、
こ
の
叫
び
に
よ
っ
て
そ
の
前
の
場
面
の

水
中
鬼
っ
子
の
破
局
が
修
復
さ
れ
た
と
解
釈
し
て
い
る
。「
そ
れ
は
、
都
会

の
子
高
田
三
郎
が
究
極
的
に
村
の
子
供
た
ち
に
拒
否
さ
れ
た
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
両
者
の
結
び
つ
き
が
一
体
化
し
、
頂
点
に
達
し

た
の
で
あ
る
」 �
。
だ
が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
鬼
っ
子
の

ご
た
ご
た
は
終
わ
っ
た
も
の
の
、
し
か
し
問
題
そ
の
も
の
は
、
む
し
ろ
よ

り
い
っ
そ
う
先
鋭
化
し
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
《
稿
本
風
の
又
三
郎
》 
―
― 
中
村
（
三
）
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ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
《
稿
本
風
の
又
三
郎
》 
―
― 
中
村
（
三
）

　

次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
転
校
生
・
高
田
三
郎
が
又
三
郎

で
あ
る
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
の
超
常
性
・
異
人
性
に

由
来
す
る
認
識
で
あ
る
。
も
し
三
郎
が
彼
ら
に
と
っ
て
真
の
「
お
友
達
」

と
な
れ
る
と
し
た
な
ら
、
そ
れ
は
そ
の
超
常
性
・
異
人
性
を
払
拭
す
る
こ

と
、
つ
ま
り
又
三
郎
で
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。

そ
の
時
こ
そ
、
三
郎
は
子
ど
も
た
ち
と
の
、（
民
話
伝
承
的
で
は
な
く
）
現

実
的
な
共
同
性
を
獲
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
三
郎
と
い

う
人
物
の
謎
の
す
べ
て
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
他
の
人
物
と
語
り
手
が
語

り
の
中
で
設
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
語
り
の
背
後
に

は
、
一
種
の
空
間
の
謎
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
あ
の
声
を
叫

ん
だ
の
は
そ
の
空
間
で
あ
り
、
そ
の
空
間
は
子
ど
も
た
ち
の
共
同
性
の
基

盤
と
も
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
あ
の
声
は
空
間
か
ら
聞
こ
え
た
の
で
あ
り
、
か
つ
、
子
ど
も

た
ち
の
頭
の
中
で
同
時
に
聞
こ
え
た
の
で
も
あ
る
。
三
郎
が
真
に
又
三
郎

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
又
三
郎
は
空
間
（
風
）
を
司
る
神
な
の
だ
か
ら
、
む

し
ろ
あ
の
声
の
発
信
源
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か

し
逆
に
、
三
郎
が
又
三
郎
で
な
く
、
こ
の
地
域
の
子
ど
も
共
同
体
に
入
ろ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
他
の
子
た
ち
と
と
も
に
、
あ
の
声
に
唱
和
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
実
に
、
九
月
八
日
の
章
で
又
三
郎
と
呼
ば
れ

る
あ
る
人
物
に
は
、
そ
の
ど
ち
ら
も
が
な
し
え
な
い
行
為
だ
っ
た
の
だ
。

こ
こ
に
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な
感
触
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
後
期

形
「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
に
は
、
初
期
形
に
は
な
い
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
要

素
が
濃
厚
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
の
か
。
三
郎
イ
コ
ー
ル
又
三
郎
説

を
出
し
た
の
は
嘉
助
ら
村
の
子
た
ち
だ
が
、
彼
ら
が
そ
の
よ
う
な
説
を
出

し
た
背
景
に
は
、
民
話
的
・
神
話
的
な
風
土
・
空
間
が
根
強
く
存
在
し
た

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
目
の
前
で
起
こ
る
現
象
を
、
風
の
又
三
郎
伝
説

の
観
点
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
す
る
傾
向
こ
そ
、
そ
の
表
現
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
空
間
こ
そ
、
あ
の
声
の
出
所
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、

又
三
郎
以
外
の
子
ど
も
た
ち
は
、
あ
の
声
に
驚
く
こ
と
も
な
く
、
一
斉
に

唱
和
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。「
み
ん
な
」
の
中
に
は
一
郎
も
含
ま

れ
る
の
だ
か
ら
、
嘉
助
だ
け
で
な
く
、
一
郎
も
含
む
子
ど
も
た
ち
全
員
は

明
ら
か
に
そ
の
空
間
に
あ
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
高
田
三
郎
に
は
そ

れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
結
果
、
実
に
悲
し
い
こ
と
な
が
ら
、
高

田
三
郎
は
風
の
又
三
郎
で
は
な
い
と
同
時
に
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
と
完

全
に
同
化
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
一
節
か
ら

明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
う
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
空
間
の
内
部
に
い
る
子
ど
も
た
ち
に
、

謎
が
解
決
で
き
る
は
ず
は
な
い
。「
先
頃
又
三
郎
か
ら
聞
い
た
ば
か
り
の
あ

の
歌
を
一
郎
は
夢
の
中
で
又
き
い
た
の
で
す
」。こ
う
し
て
最
後
の
九
月
十

二
日
の
章
で
、
夢
の
中
で
又
三
郎
の
歌
を
聞
き
、
母
に
「
う
ん
。
又
三
郎

は
飛
ん
で
っ
た
が
も
知
れ
な
ぃ
も
や
。」
と
言
う
の
は
、
嘉
助
で
は
な
く
一

郎
の
方
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
「
飛
ん
で
っ
た
」
は
比
喩
で
は
な
く
、
ま
さ

に
空
を
飛
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
三
郎
又
三
郎
説
を
唱
え
る
嘉
助
に

─ (271)12 ─



対
し
て
、
一
郎
は
そ
れ
と
は
距
離
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
例
え
ば
押

野
説
で
、
そ
れ
は
九
月
二
日
の
章
の
鉛
筆
騒
動
を
後
ろ
の
席
か
ら
ず
っ
と

見
て
い
る
視
線
な
ど
が
根
拠
と
さ
れ
て
い
た
�

。
確
か
に
一
郎
は
「
そ
だ

な
ぃ
よ
」
と
い
つ
も
言
っ
て
は
い
る
の
だ
が
、
こ
の
夢
見
か
ら
始
ま
る
最

終
章
の
一
連
の
叙
述
か
ら
は
、
そ
れ
ほ
ど
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
よ

う
で
あ
る
。
登
校
後
、先
生
か
ら
三
郎
転
校
の
顛
末
を
聞
い
て「
そ
だ
な
ぃ

な
。
や
っ
ぱ
り
あ
い
づ
は
風
の
又
三
郎
だ
っ
た
な
。」
と
言
う
の
は
例
に

よ
っ
て
嘉
助
の
方
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
後
、
結
末
の
一
郎
と
嘉
助
と
が
、

「
二
人
は
し
ば
ら
く
だ
ま
っ
た
ま
ゝ
相
手
が
ほ
ん
た
う
に
ど
う
思
っ
て
ゐ

る
か
探
る
や
う
に
顔
を
見
合
わ
せ
た
ま
ゝ
立
ち
ま
し
た
」
と
い
う
一
節
は
、

結
局
、
謎
が
解
決
し
な
い
ま
ま
に
残
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

最
終
章
九
月
十
二
日
冒
頭
の
「
ど
っ
ど
ど　

ど
ど
う
ど
」
の
歌
は
、
一

郎
が
夢
の
中
で
聞
い
た
の
だ
か
ら
、
差
し
あ
た
り
そ
れ
は
一
郎
の
頭
の
中

で
歌
わ
れ
た
歌
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
恐
ら
く
「
雨
は
ざ
っ
こ

ざ
っ
こ
」
の
叫
び
と
同
じ
く
、
根
源
的
に
は
空
間
が
歌
っ
た
歌
と
も
推
測

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
か
し
た
ら
そ
の
朝
、
嘉
助
や
他
の
子
ど
も
た

ち
の
頭
の
中
で
も
聞
こ
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
遡
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、

テ
ク
ス
ト
冒
頭
の
「
ど
っ
ど
ど
ど
う
ど
」
の
歌
も
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
と
い

う
空
間
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
あ
の
空
間
と
同
調
さ
せ
、
リ
ア
ル
か
つ
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
的
な
様
相
に
染
め
上
げ
る
設
定
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

「
青
い
く
る
み
も
吹
き
と
ば
せ
」
等
の
命
令
形
は
、
誰
か
ら
誰
へ
の
命
令
で

も
な
い
。
そ
れ
は
、
物
語
の
語
り
手
な
ど
と
同
じ
く
虚
構
の
要
素
で
あ
る

と
こ
ろ
の
、
こ
の
歌
の
歌
い
手
が
、
こ
の
物
語
の
空
間
に
向
け
て
発
し
た

歌
で
あ
っ
て
、
純
然
た
る
テ
ク
ス
ト
的
な
配
置
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
ぶ
ん
、
こ
の
空
間
の
内
部
に
い
な
い
誰
か
が
こ
の
歌
を
聞
い
た
な
ら
ば
、

「
か
ら
だ
は
や
は
り
が
く
が
く
ふ
る
っ
て
」
し
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
行
間
筆
写
稿
を
一
度
は
生
か
そ
う
と
し
た
ふ
し
の
あ
る
、
最
終

章
第
六
二
葉
以
下
の
黒
イ
ン
ク
手
入
れ
の
問
題
を
考
え
て
み
る
。
次
の
引

用
の
第
六
三
葉
の
部
分
は
、
最
終
形
に
至
っ
て
全
部
削
除
さ
れ
、
第
六
四

葉
と
し
て
草
稿
裏
面
を
用
い
て
全
面
的
に
書
き
直
さ
れ
て
い
る
�

。

〈
第
六
二
葉
〉

　

﹇
も
う
又
三
郎
が
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ら
う
か
そ
れ
と
も
先
頃
約

束
し
た
様
に
誰
れ
か
の
目
を
さ
ま
す
う
ち
少
し
ま
っ
て
ゐ
て
呉
れ
た
の

か
と
考
へ
て
一
郎
は
た
い
へ
ん
さ
び
し
く
↓
○削
 

﹈（
こ
の
削
除
箇
所
が
第
六

二
葉
末
尾
）﹇
…
﹈

〈
第
六
三
葉
〉

に
胸
を
一 
枚 
に
は
り
手
を
ひ
ろ
げ
て
叫
び
ま
し
た
。「
ド
ッ
ド
ド
ド
ド
ウ

マ
マ

ド
ド
ド
ウ
ド
ド
ド
ウ
、
あ
ま
い
ざ
く
ろ
も
吹
き
と
ば
せ
、
す
っ
ぱ
り
ざ

く
ろ
も
吹
き
と
ば
せ
、
ド
ッ
ド
ド
ド
ド
ウ
ド
ド
ド
ウ
ド
ド
ド
ウ
、
ド
ッ

ド
ド
ド
ド
ウ
ド
ド
ド
ー
ド
ド
ド
ウ
。」そ
の
声
は
ま
る
で
き
れ
ぎ
れ
に
風

に
ひ
き
さ
か
れ
て
持
っ
て
行
か
れ
ま
し
た
が
そ
れ
と
一
諸
に
う
し
ろ
の

遠
く
の
風
の
中
か
ら
﹇ 

↓
も
﹈﹇
斯
﹇
い
↓
う
い
﹈
ふ
声
が
き
れ
ぎ
れ

〇
 
ナ
シ

ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
《
稿
本
風
の
又
三
郎
》 
―
― 
中
村
（
三
）

─ 13(270) ─



ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
《
稿
本
風
の
又
三
郎
》 
―
― 
中
村
（
三
）

に
聞
え
た
の
で
す
。
→
気
の
せ
い
か
﹈「
ド
ッ
ド
ド
ド
ド
ウ
ド
、
ド
ド
ウ

ド
ド
ド
ウ
、﹇
楢
の
葉
も
引
っ
ち
ぎ
れ
、と
ち
も
く
る
み
も
ふ
き
お
と
せ
、

→
○削
 

﹈
ド
ッ
ド
ド
ド
ド
ウ
ド
ド
ド
ウ
ド
ド
ド
ド
ウ
。」﹇ 

↓
と
い
ふ
や

う
な
声
が
し
ま
し
た
。﹈
一
郎
は
声
の
来
た
栗
の
木
の
方
を
見
ま
し
た
、

﹇
に
わ
か
に
頭
の
↓
す
る
と
﹈（
黒
イ
ン
ク
で
の
最
初
の
添
削
は
こ
こ
ま
で
で
、

こ
こ
で
作
者
は
こ
の
箇
所
の
転
用
を
断
念
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。﹇
…
﹈）

　

ま
ず
、
六
二
葉
初
期
形
の
「
先
頃
約
束
し
た
様
に
誰
か
の
目
を
さ
ま
す

う
ち
少
し
待
っ
て
居
て
く
れ
た
の
か
と
」
云
々
が
削
除
さ
れ
る
。
空
を
飛

ん
で
帰
る
こ
と
の
で
き
な
い
高
田
三
郎
に
は
、
も
ち
ろ
ん
飛
ん
で
帰
る
前

に
待
っ
て
い
る
約
束
を
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
削
除
は
、
初
期
形

か
ら
後
期
形
へ
の
主
人
公
像
と
物
語
の
変
質
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
第
六
三
葉
で
は
、
い
っ
た
ん
「
ド
ッ
ド
ド
ド
ド
ウ
ド
」
の
声
が

聞
こ
え
て
そ
れ
に
応
答
す
る
と
い
う
設
定
を
残
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ

で
、「
胸
を
一
杯
に
張
り
手
を
ひ
ろ
げ
て
」
歌
う
の
は
一
郎
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
夢
の
中
で
聞
い
た
歌
へ
の
応
答
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
、
そ
れ

に
対
す
る
応
答
が
風
の
中
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
の
だ
。
仮
に
、
こ
の
箇
所

を
生
か
し
た
と
し
よ
う
。
又
三
郎
の
歌
に
一
郎
が
応
答
し
再
び
又
三
郎
も

応
じ
た
と
す
れ
ば
、
応
答
も
唱
和
も
で
き
な
か
っ
た
「
さ
い
か
ち
淵
」、
あ

る
い
は
「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
九
月
八
日
の
章
か
ら
の
進
歩
と
も
言
え
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
書
か
れ
て
い
な
い
九
日
か
ら
十
一
日
ま
で
の
間
の
時

間
経
過
の
中
で
、
三
郎
と
子
ど
も
た
ち
と
の
間
の
関
係
が
、
よ
り
親
密
な

〇
 
ナ
シ

も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
夢
の
中
の
歌
と
、
風
の
中
か
ら
聞
こ
え
た
歌
が
も
し
真
に
又

三
郎
の
声
で
あ
り
、
そ
の
歌
が
空
を
飛
ん
で
帰
る
前
に
立
ち
寄
り
、
そ
れ

を
知
ら
せ
る
た
め
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
な
が
ら
、
三
郎
イ
コ
ー
ル
又
三

郎
説
が
完
全
に
成
り
立
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
三
郎
の
正
体

を
宙
づ
り
に
し
て
お
く
と
い
う
、
後
期
形
全
体
の
志
向
と
合
わ
な
い
。
三

郎
が
初
期
形
と
同
じ
く
風
の
神
で
あ
っ
た
な
ら
、
子
ど
も
た
ち
と
同
列
の
、

つ
ま
り
人
間
同
士
の
「
お
友
達
」
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う

な
こ
と
は
、
啓
蒙
民
話
で
あ
る
初
期
形
で
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て

を
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
し
て
設
定
さ
れ
た
後
期
形
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、

あ
り
え
な
い
話
な
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
黒
イ
ン
ク
添
削
は
、
た
ぶ
ん
、
声
は
聞
こ
え
る
が
姿
は
見
え

な
い
、
誰
か
歌
っ
た
が
誰
か
は
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
、
い
わ
ば
九
月
八

日
の
歌
と
同
じ
原
理
に
基
づ
い
て
、
行
間
筆
写
稿
を
修
正
し
よ
う
と
し
た

形
跡
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
初
期
形
段
階
で
は
「
う
し
ろ
の
遠
く
の
風
の

中
か
ら
斯
う
い
ふ
声
が
き
れ
ぎ
れ
に
聞
こ
え
た
の
で
す
。」
と
し
て
、「
聞

こ
え
た
」
と
断
言
し
て
い
た
箇
所
を
、
黒
イ
ン
ク
手
入
れ
に
至
る
と
、「
う

し
ろ
の
遠
く
の
風
の
中
か
ら
も
気
の
せ
い
か
﹇
…
﹈
と
い
ふ
や
う
な
声
が

し
ま
し
た
。」
と
し
て
、「
気
の
せ
い
か
」「
い
ふ
や
う
な
」
と
い
う
婉
曲
語

法
で
断
言
を
回
避
す
る
よ
う
に
書
き
改
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

行
間
筆
写
稿
を
で
き
る
だ
け
生
か
し
た
ま
ま
、
し
か
し
後
期
形
の
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
を
も
確
保
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
だ
ろ

─ (269)14 ─



う
。

　

し
か
し
、
こ
の
構
想
は
こ
こ
ま
で
で
放
棄
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
こ

の
程
度
の
書
き
換
え
の
レ
ベ
ル
で
は
、
後
期
形
の
志
向
を
満
足
に
実
現
で

き
な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
こ
こ
で
な

さ
れ
た
こ
と
は
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
最
終
形
に
お
け
る
ブ
ル
カ
ニ
ロ
博

士
の
抹
消
と
同
じ
趣
向
の
事
柄
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
初
期
形
「
風

野
又
三
郎
」
が
、
啓
蒙
の
民
話
構
造
に
よ
っ
て
謎
を
謎
で
な
く
し
た
の
と

同
じ
く
、
ブ
ル
カ
ニ
ロ
博
士
は
幻
想
の
謎
を
実
験
と
い
う
解
決
に
よ
っ
て

回
収
し
た
。だ
が
、実
に
各
々
の
最
終
形
に
至
っ
て
は
、一
郎
と
嘉
助
は「
顔

を
見
合
わ
せ
た
ま
ゝ
」
立
ち
つ
く
し
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
も
ま
た
、
一
切
の
謎

解
き
抜
き
に
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
死
に
立
ち
遭
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
最
終
形
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
も
ま
た
、
学
校
の
場
面
か
ら
始

ま
っ
て
い
た
。
け
だ
し
学
校
は
近
代
国
民
国
家
の
前
線
で
あ
り
、近
代
的
・

合
理
的
で
な
い
風
の
神
信
仰
な
ど
と
い
う
も
の
は
追
い
出
そ
う
と
す
る
場

所
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
他
方
で
は
、
今
で
も
〈
学
校
の
怪
談
〉
と
か

〈
ト
イ
レ
の
花
子
さ
ん
〉な
ど
の
都
市
伝
説
が
盛
ん
に
伝
え
ら
れ
る
と
お
り
、

遊
び
た
い
盛
り
の
子
ど
も
た
ち
を
集
め
て
監
禁
状
態
に
置
く
学
校
と
い
う

も
の
は
、
様
々
な
共
同
幻
想
の
立
ち
上
が
る
場
で
も
あ
る
。「
風
〔
の
〕
又

三
郎
」
は
、
中
頃
の
章
に
お
い
て
林
・
草
原
・
川
な
ど
幻
想
の
立
ち
上
が

る
空
間
を
描
き
出
し
、
そ
れ
ら
を
間
に
挟
ん
で
、
教
室
と
い
う
舞
台
空
間

が
そ
の
首
尾
を
完
結
さ
せ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

　

畢
竟
、「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
も
ま
た
、
神
話
と
反
神
話
、
幻
想
と
現
実

が
せ
め
ぎ
合
い
を
演
じ
る
テ
ク
ス
ト
な
の
で
は
な
い
か
。
ハ
イ
パ
ー
テ
ク

ス
ト
《
稿
本
風
の
又
三
郎
》
と
は
、
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
＝
モ
ン

タ
ー
ジ
ュ
を
実
現
す
る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
私
は
右
に
「
悲
し
い
こ
と
な
が
ら
」
と
書
い

た
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
子
ど
も
で
も
大
人
で
も
、
転
校
生
で
あ
っ
て
も
な

く
て
も
、
ま
た
都
会
人
で
あ
ろ
う
が
田
舎
者
で
あ
ろ
う
が
、
私
ど
も
は
誰

も
皆
神
様
で
は
な
く
、
ま
た
他
人
と
完
全
に
「
お
友
達
」
と
し
て
仲
良
く

な
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
に
不
幸
な
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
「
永
久
の
未
完
成
」
を
、
い
つ
し
か
完
成
に
導

こ
う
と
す
る
歩
み
こ
そ
が
貴
重
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
テ
ク
ス
ト
に

と
っ
て
も
、
ま
た
人
間
に
と
っ
て
も
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、「
風
〔
の
〕

又
三
郎
」
を
論
ず
る
本
稿
の
営
為
も
ま
た
、
い
ま
だ
未
完
成
な
ま
ま
に
留

め
て
お
く
し
か
な
い
。

注

 
　

筑
摩
書
房
版
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
九
巻
校
異
篇
（
五
〜

七
ペ
ー
ジ
）
に
よ
れ
ば
、「
風
野
又
三
郎
」
の
現
存
草
稿
は
三
種
類
で
、

そ
の
う
ち
宮
澤
自
身
の
自
筆
に
よ
る
草
稿 

と
、
宮
澤
に
依
頼
さ
れ

た
松
田
浩
一
の
筆
写
に
よ
る
草
稿 

が
、
各
々
の
第
一
形
態
が
原
稿

用
紙
の
表
面
の
マ
ス
目
行
間
に
鉛
筆
で
書
か
れ
た
下
書
き
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
天
澤
退
二
郎
は
、
宮
沢
賢
治
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ

�

�

�

ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
《
稿
本
風
の
又
三
郎
》 
―
― 
中
村
（
三
）

─ 15(268) ─



ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
《
稿
本
風
の
又
三
郎
》 
―
― 
中
村
（
三
）

セ
ン
タ
ー
夏
季
特
設
セ
ミ
ナ
ー
「『
風
の
又
三
郎
』
の
謎
に
迫
る
（
第

二
回
）
―
『
風
〔
の
〕
又
三
郎
』
草
稿
成
立
再
考
」（
二
〇
〇
四
年
八

月
二
十
八
日
、
於
・
宮
沢
賢
治
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
館
）
の
基
調
報
告

「『
風
の
又
三
郎
』�
行
間
稿
�
の
位
置
と
役
割
」
に
お
い
て
、
こ
の
草

稿 

と
草
稿 

と
を
ま
と
め
て
同
種
の
草
稿
と
見
な
し
、「
風
野
又
三

郎
」
の
現
存
草
稿
を
二
種
類
と
と
ら
え
る
観
点
か
ら
の
考
証
を
提
起

し
た
。

 
　

『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
五
巻
本
文
篇
、
三
七
六
ペ
ー
ジ
。

 
　

天
澤
退
二
郎
『
謎
解
き
・
風
の
又
三
郎
』（
一
九
九
一
・
一
二
、
丸

善
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）。

 
　

中
村
三
春
「
序
説
・
神
話
の
崩
壊
」（『
宮
沢
賢
治
研
究A

n
n
u
al

 
 
 
 
  
』

第
十
号
、
二
〇
〇
〇
・
三
）、
同
「
ブ
ル
カ
ニ
ロ
の
い
な
い
世
界
―

「
ビ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
」
の
終
わ
ら
な
い
論
争
か
ら
―
」（『
昭
和
文
学

研
究
』
第
四
十
五
集
、
二
〇
〇
二
・
九
）、
同
「
賢
治
的
テ
ク
ス
ト
と

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
―
『
春
と
修
羅　

第
三
集
』
か
ら
―
」（『
山
形
大
学

紀
要
（
人
文
科
学
）』
第
十
五
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
五
・
二
）。

 
　

テ
オ
ド
ー
ル
・
Ｗ
・
ア
ド
ル
ノ
『
美
の
理
論
』（
一
九
七
〇
、
大
久

保
健
治
訳
、
一
九
八
五
・
一
、
河
出
書
房
新
社
）。

 
　

沢
里
武
治
「
風
の
又
三
郎
（
賢
治
の
童
話
）」（『
い
ち
い
』
二
号
、

一
九
七
三
・
三
、『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
六
巻
﹇
下
﹈
年
譜

篇
）、
四
六
一
〜
四
六
二
ペ
ー
ジ
。

 
　

『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
三
巻
校
異
篇
、
一
四
六
ペ
ー
ジ
。

�

�

������

 
　

石
原
千
秋
『
テ
ク
ス
ト
は
ま
ち
が
わ
な
い
』（
二
〇
〇
四
・
三
、
筑

摩
書
房
）。

 
　

ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｐ
・
ラ
ン
ド
ウ
『
ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
―
活
字
と
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
が
出
会
う
と
き
』（
若
島
・
板
倉
・
河
田
訳
、
一
九
九

六
・
一
二
、
ジ
ャ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
）。

 
　

作
品
の
概
説
に
関
し
て
は
、
中
村
三
春
「
風
野
又
三
郎
」「
風
〔
の
〕

又
三
郎
」（『
宮
沢
賢
治
の
全
童
話
を
読
む
』、
二
〇
〇
三
・
二
、
學
燈

社
）
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
。

 
　

中
村
三
春
「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」（
同
書
所
収
）。

 
　

原
子
朗
『
新
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』（
一
九
九
九
・
七
、
東
京
書

籍
）、
二
八
四
ペ
ー
ジ
。

 
　

前
掲
『
謎
解
き
・
風
の
又
三
郎
』、
一
二
〇
ペ
ー
ジ
。

 
　

同
書
、
一
六
三
ペ
ー
ジ
以
降
。

�　

天
澤
退
二
郎
「『
風
の
又
三
郎
』
再
考
Ⅰ
―
『
九
月
八
日
』
の
章
末

を
め
ぐ
っ
て
―
」（『《
宮
澤
賢
治
》
鑑
』、
一
九
八
六
・
九
、
筑
摩
書

房
）、
二
九
一
ペ
ー
ジ
。

�　

中
村
三
春
「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」（
前
掲
『
宮
沢
賢
治
の
全
童
話
を

読
む
』
所
収
）。

 
　

押
野
武
志
『
宮
沢
賢
治
の
美
学
』（
二
〇
〇
〇
・
五
、
翰
林
書
房
）、

一
九
二
ペ
ー
ジ
。

 
　

同
書
一
九
七
〜
一
九
九
ペ
ー
ジ
。

 
　

以
下
の
箇
所
も
含
め
、「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
の
本
文
お
よ
び
校
異

����������

─ (267)16 ─



は
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
一
巻
本
文
篇
・
校
異
篇
、「
風
野

又
三
郎
」
は
同
全
集
第
九
巻
本
文
篇
・
校
異
篇
の
記
述
に
依
拠
し
て

い
る
。

【
付
記
】本
稿
は
宮
沢
賢
治
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
セ
ン
タ
ー
夏
季
特
設
セ
ミ
ナ
ー

「『
風
の
又
三
郎
』
の
謎
に
迫
る
（
第
二
回
）
―
『
風
〔
の
〕
又
三
郎
』

草
稿
成
立
再
考
」（
二
〇
〇
四
年
八
月
二
十
八
日
、
於
・
宮
沢
賢
治
イ
ー

ハ
ト
ー
ブ
館
）
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「『
風
野
又
三
郎
』
と
『
風
の
又
三

郎
』
の
間
」
に
お
け
る
パ
ネ
ル
報
告
を
基
に
し
て
い
る
。

ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
《
稿
本
風
の
又
三
郎
》 
―
― 
中
村
（
三
）

─ 17(266) ─



Hypertext: Kaze no Matasaburo

 NAKAMURA Miharu

１　 Hypertext of MIYAZAWA Kenji

　It is very important that the drafts are written in the space between lines of 

manuscript papers in order to revise Kaze　no Matasaburo.  Because it is the key to 

understand the textuality which is peculiar to the author MIYAZAWA Kenji.  Such 

revising is the biggest problem of MIYAZAWA Kenji's literature.

　Enormously complicated rewriting or revising of his compositions shows the same 

effect as the hypertext. Hypertext forms a homepage on the Internet. The name of the 

programming language HTML which makes a homepage is the initial of 'Hypertext 

Markup Language'. The Hypertext is the text which is set to jump in another page 

and another line when it is clicked.

　MIYAZAWA's text is also possible to read as not only itself but also the relation 

with another version or text. It is necessary that such a text is always seen in the 

links in some textuality.

２　 Kaze no Matasaburo; 

from 1st version to 2nd version

      There is not a mystery in Kaze no Matasaburo(1st version) which is a simple story, an 

folk tale with episodes of scientific enlightenment. However, the second version 

stirred the concluding story of the first version and made a mysterious text.

３　Mystery in the Space

　　The mystery of Kaze no Matasaburo(2nd version) contains both of the mystery of the 

person and the mystery in the space. It is seems to be the mystery in the space at 

chapter September 8th, because Matasaburo himself is afraid of a voice of that song. 

There is the scent of the supernatural in the space. It is also a mystery that the 

children sang a chorus together in response to the origin the voice.

　　To conclude, Kaze no Matasaburo(2nd version) has a showdown between illusion and 

actuality, or myth and anti-myth.  It realizes such paradox by montage with 

Hypertext within darfts of MIYAZAWA Kenji.

ハイパーテクスト《稿本風の又三郎》 ―― 中村

─ 18(265) ─




