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は
じ
め
に

　
『
な
き
む
し
』
は
、
文
研
出
版
よ
り
〈
文
研
の
創
作
え
ど
う
わ
〉
シ
リ
ー

ズ
と
し
て
二
〇
〇
〇
年
に
出
版
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
シ
リ
ー
ズ
本
終
了
に

よ
り
絶
版
と
な
る
。
二
〇
一
八
年
度
道
徳
教
科
書
・
光
村
図
書
『
き
み
が

い
ち
ば
ん
ひ
か
る
と
き
』
に
本
作
品
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
で
、
同
年
、
理

論
社
よ
り
『
な
き
む
し
』『
き
か
ん
ぼ
』
の
二
冊
を
一
冊
に
し
、
挿
絵
を

に
し
ざ
か
ひ
ろ
み
に
変
え
、
新
装
版
と
し
て
出
版
さ
れ
る（
１
）。
二
〇
〇
〇

年
当
時
の
時
評
は
、
西
山
利
佳
が
「
転
校
生
の
勇
気
君
の
涙
の
訴
え
が
ク

ラ
ス
か
ら
い
じ
め
を
な
く
し
た
、
と
要
約
で
き
な
く
も
な
い
」
と
し
、
そ

の
泣
き
方
が
「
シ
ュ
ー
ル
で
、
不
思
議
な
味
わ
い
」
と
な
り
、「
い
ま
ま

で
見
た
こ
と
も
な
い
回
路
で
問
題
に
風
穴
が
空
く
様
子
に
、
作
中
の
こ
ど

も
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
ぽ
か
ん
と
し
て
し
ま
っ
た
」
と
述
べ
る
。
千
代
原

真
知
子
も
主
人
公
勇
気
君
の
果
て
し
な
く
流
れ
る
「
正
義
の
涙
」
に
よ
っ

て
、
い
じ
め
ら
れ
っ
子
も
勇
気
づ
け
ら
れ
て
い
く
「
爽
や
か
な
、
す
て
き

な
ス
ト
ー
リ
ー
」
と
評
価
す
る
。
ま
た
、
読
書
感
想
文
受
賞
作
よ
り
、
小

学
二
年
生
か
ら
四
年
生
ま
で
の
子
ど
も
た
ち
の
感
想
文
を
み
る
と
、
ほ
と

ん
ど
の
子
ど
も
達
が
勇
気
君
と
自
分
自
身
を
重
ね
合
わ
せ
、
自
分
の
流
す

涙
が
自
分
の
為
で
あ
る
の
に
対
し
、
勇
気
君
の
流
す
涙
が
人
の
た
め
で
、

何
か
を
伝
え
た
く
て
流
す
涙
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
藤
井
君
が

い
じ
め
ら
れ
た
時
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
だ
っ
た
ら
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て

い
た
だ
ろ
う
が
、
勇
気
君
に
よ
っ
て
本
当
の
強
さ
と
勇
気
を
教
え
ら
れ
、

自
分
も
そ
の
よ
う
な
勇
気
を
持
ち
た
い
と
述
べ
る
。
中
に
は
勇
気
君
の
行

動
に
力
を
得
て
、
踏
切
で
悪
戯
す
る
中
学
生
を
注
意
し
た
と
い
う
、
読
み

か
ら
行
動
へ
と
繋
が
っ
た
子
ど
も
も
い
る（
２
）。

　

物
語
で
は
、
主
人
公
勇
気
が
三
つ
の
出
来
事
で
涙
を
流
す
。
一
つ
目
は

教
室
に
子
ス
ズ
メ
が
迷
い
込
ん
だ
と
き
、
二
つ
目
は
ガ
キ
大
将
の
ト
オ
ル

達
が
ボ
ー
ル
遊
び
で
教
室
の
窓
ガ
ラ
ス
を
割
っ
た
と
き
、
三
つ
目
は
ト
オ

ル
に
同
調
し
て
、
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
達
が
藤
井
を
い
じ
め
た
と
き
で
あ
る
。

西
山
や
千
代
原
、
子
ど
も
達
は
、
最
後
の
三
つ
目
の
出
来
事
に
注
目
し
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
つ
の
出
来
事
を
並
列
的
に
読
む
こ
と
で
、「
い

じ
め
」
問
題
と
は
異
な
っ
た
解
釈
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
今
村
作
品
に

通
底
す
る
「
子
ど
も
の
時
間
」（３
）で
あ
る
。
こ
の
時
間
の
観
点
で
読
む
と
、

子
ど
も
達
が
良
心
に
従
っ
て
無
意
識
に
動
き
、
状
況
を
変
え
て
い
く
姿
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
無
意
識
な
行
動
を
作
品
に

即
し
て
読
み
解
き
、
こ
の
行
動
が
な
ぜ
可
能
と
な
る
の
か
を
明
ら
か
に
す

今
村
葦
子
『
な
き
む
し
』
論

堀
　
畑
　
真
紀
子
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る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
　
作
者
の
解
釈

　

一
九
八
〇
年
代
半
ば
よ
り
、
子
ど
も
の
自
殺
を
切
掛
け
と
し
て
「
い
じ

め
」
が
社
会
問
題
化
す
る
。
こ
れ
を
背
景
と
し
て
、
児
童
文
学
で
も
数
多

く
の
作
品
が
生
ま
れ
る
。
藤
田
の
ぼ
る
は
、「
こ
の
問
題
に
挑
ん
だ
書
き

手
の
大
半
が
、『
わ
た
し
は
こ
の
作
品
で
〈
い
じ
め
〉
を
描
い
た
』
と
い

う
風
に
、
か
な
り
明
確
な
意
識
の
し
か
た
を
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
梅
田

俊
作
・
佳
子
『
し
ら
ん
ぷ
り
』・『
14
歳
の
タ
ウ
タ
ウ
さ
ん
』、
さ
な
と
も

こ
『
ぼ
く
は
こ
こ
に
い
る
』、
丘
修
三
『
チ
エ
と
和
男
』
な
ど
を
具
体
例

と
し
て
挙
げ
る
。
今
回
採
り
上
げ
る
『
な
き
む
し
』
も
道
徳
教
科
書
に
掲

載
さ
れ
た
よ
う
に
、
小
学
低
・
中
学
年
対
象
の
「
い
じ
め
」
問
題
を
採
り

上
げ
て
い
る
作
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
作
者
は
藤
田
が
述
べ

る
よ
う
な
「
い
じ
め
」
に
対
し
て
の
明
確
な
意
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ

た（
４
）。
そ
れ
は
、「
あ
と
が
き
に
か
え
て
」
の
文
章
か
ら
も
理
解
出
来
る
。

主
人
公
は
特
別
な
子
ど
も
で
は
な
く
、
ど
こ
に
で
も
い
る
目
立
た
な
い
子

ど
も
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
子
が
「
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
こ
と
」
を
一
人

で
引
き
受
け
る
。
な
ぜ
そ
う
す
る
か
は
わ
か
な
い
が
、
そ
の
子
は
「
そ
う

せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
て
、
そ
う
す
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
を
、
そ

の
子
の
ま
わ
り
に
い
る
子
ど
も
た
ち
が
気
づ
く
と
き
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
な

い
状
態
か
ら
新
し
い
世
界
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
す
。
そ
し
て
、

ま
さ
に
そ
の
と
き
ま
わ
り
の
子
ど
も
た
ち
は
、
主
人
公
を
ふ
か
く
理
解
し
、

そ
こ
に
友
情
と
い
う
も
の
を
発
見
す
る
で
し
ょ
う
。」
と
述
べ
る
。
つ
ま

り
、
目
立
た
な
い
子
ど
も
が
「
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
こ
と
」
を
一
人
で
引

き
受
け
行
動
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
世
界
が
表
れ
友
情
が
生
ま
れ
る
こ
と
、

こ
れ
が
作
者
の
作
品
意
図
で
あ
る
と
考
え
る
。

二
　
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
い
じ
め

　

一
九
八
〇
年
代
半
ば
よ
り
「
い
じ
め
」
が
社
会
問
題
化
す
る
。
教
育

現
場
で
は
子
ど
も
同
士
の
諍
い
や
ト
ラ
ブ
ル
を
い
じ
め
と
し
て
扱
っ
た

り
、
精
査
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
い
じ
め
に
苦
し
ん
で

い
る
子
ど
も
の
早
期
発
見
や
、
自
殺
を
防
ぐ
効
果
を
持
つ
一
方
で
、
い
じ

め
の
範
疇
に
入
ら
な
い
ケ
ー
ス
ま
で
「
い
じ
め
」
と
断
定
す
る
こ
と
に
も

繋
が
っ
た
と
伊
藤
茂
樹
は
述
べ
る
。
赤
坂
憲
雄
は
、
現
代
の
「
い
じ
め
」

を
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
①
い
じ
め
は
多
く
の
場
合
、
全
員
一
致
の
暴

力
と
し
て
行
わ
れ
る
。
②
い
じ
め
の
標
的
と
さ
れ
る
子
は
、
平
均
値
か
ら

わ
ず
か
で
も
ず
れ
て
い
れ
ば
よ
い
。
昔
の
よ
う
に
明
ら
か
に
負
の
標
徴
を

帯
び
て
い
る
子
だ
け
が
い
じ
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
＋
の
方
向
に
ず
れ

て
い
る
子
も
ね
ら
わ
れ
る
。
③
だ
れ
が
い
つ
標
的
に
さ
れ
る
か
は
偶
然
で
、

ほ
と
ん
ど
状
況
の
恣
意
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
④
い
じ
め
は
高
度
化
し

て
「
シ
カ
ト
」（
集
団
的
無
視
）
の
よ
う
な
精
神
的
な
性
格
の
も
の
に
発

展
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
四
点
が
「
い
じ
め
」
の
特
徴
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、

内
藤
朝
雄
は
、
社
会
問
題
化
し
て
い
る
「
い
じ
め
」
を
「
他
人
を
思
い
通

り
に
す
る
こ
と
」、「
相
手
を
〈
弱
い
ヤ
ツ
〉
の
ま
ま
で
い
さ
せ
て
、
オ
モ
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チ
ャ
の
よ
う
に
攻
撃
し
、
反
応
を
楽
し
み
続
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
」
と
分
析
し
、
法
の
導
入
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
い
じ
め
は
「
学
校
で
し
か
行
わ
れ
な
い
」
と
小
浜
逸

郎
が
指
摘
す
る
。
嘗
て
は
、
家
庭
や
学
校
以
外
の
空
間
で
、「
子
ど
も
が

自
発
的
に
集
団
を
作
り
、
集
団
単
位
で
行
動
す
る
猥
雑
な
様
式
」
が
あ
っ

た
。
こ
の
集
団
は
、
子
ど
も
た
ち
が
持
つ
攻
撃
本
能
を
適
度
に
満
足
さ
せ
、

集
団
内
で
の
自
分
の
位
置
や
役
割
を
身
体
的
に
確
認
さ
せ
る
役
割
が
あ
っ

た
。
し
か
し
、
現
代
の
子
ど
も
た
ち
は
「
不
特
定
多
数
の
集
団
と
し
て
存

在
す
る
時
間
」
を
学
校
生
活
以
外
に
は
持
っ
て
い
な
い
。
小
浜
は
現
在
の

学
校
教
育
の
脆
弱
さ
を
指
摘
し
、
子
ど
も
た
ち
の
攻
撃
欲
求
を
外
的
放
散

さ
せ
ず
に
い
る
こ
と
に
「
い
じ
め
」
の
原
因
が
あ
る
と
い
う（
５
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
社
会
問
題
化
し
て
い
る
「
い
じ
め
」
は
、
社
会

が
許
容
で
き
る
限
界
を
超
え
て
い
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
そ
の
観
点
で

考
え
る
と
、
本
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
い
じ
め
で
あ
る
の
か
否
か
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
藤
井
を
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
達
が
疎
外
す
る
の

は
、
赤
坂
が
指
摘
す
る
「
①
い
じ
め
は
多
く
の
場
合
、
全
員
一
致
の
暴
力

と
し
て
行
わ
れ
る
」
に
当
て
は
ま
る
。
が
、
ガ
キ
大
将
ト
オ
ル
や
傍
観
者

の
子
ど
も
達
の
言
動
、
子
ど
も
達
と
担
任
の
先
生
と
の
関
係
か
ら
考
え
る

と
、
社
会
が
許
容
で
き
る
限
界
を
超
え
る
「
い
じ
め
」
と
は
言
い
難
い
。

ま
た
、
子
ど
も
達
が
小
学
低
学
年
か
ら
中
学
年
と
い
う
設
定
か
ら
、
他
者

の
存
在
を
踏
み
に
じ
る
よ
う
な
「
い
じ
め
」
は
考
え
に
く
い
こ
と
も
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
四
「
子
ど
も
の
時
間
」

で
論
じ
る
。

三
　
作
品
考
察

（
１
）
三
つ
の
視
点
か
ら
読
む

　

本
作
品
は
、
大
部
分
が
女
の
子
の
視
点
で
描
か
れ
る
。
主
人
公
、
勇
気

は
「
や
せ
っ
ぽ
ち
の
、
目
だ
た
な
い
、
ど
こ
に
で
も
い
る
よ
う
な
子
」
で

あ
る
。
そ
の
彼
が
三
つ
の
場
面
で
涙
を
流
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
三
場
面

を
①
勇
気
の
行
動　

②
勇
気
の
涙　

③
語
り
手
で
あ
る
女
の
子
と
周
囲
の

変
化　

に
分
け
て
読
ん
で
い
く
。

　

一
回
目
は
、
転
校
初
日
で
あ
る
。
教
室
の
窓
か
ら
一
羽
の
ス
ズ
メ
が
迷

い
込
み
、
ガ
キ
大
将
の
ト
オ
ル
の
指
示
で
、
男
の
子
た
ち
が
そ
の
ス
ズ
メ

を
捕
ま
え
よ
う
と
す
る
。
教
室
の
中
は
興
奮
に
包
ま
れ
、
窓
の
外
で
は
別

の
ス
ズ
メ
が
鳴
い
て
い
る
。

　

「
お
ね
が
い
、
や
め
て
！
そ
れ
、
小
ス
ズ
メ
だ
よ
。
ま
ど
の　

外
に
い

る
の
が
、
か
あ
さ
ん
な
ん
だ
。
お
ね
が
い
、
に
が
し
て
や
っ
て
！
お
ね

が
い
！
」
と
さ
け
ん
で
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
勇
気
く
ん
は
、
な
き

は
じ
め
た
の
で
し
た
。
あ
あ
、
そ
の　

な
き
か
た
と
い
っ
た
ら
！　

勇

気
く
ん
は
、
す
こ
し
も　

声
を　

出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
大
き

く　

見
ひ
ら
い
た　

目
か
ら
、
な
み
だ
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ　

つ
ぎ
つ
ぎ
と
、

は
て
も
な
く
、
な
が
れ
お
ち
る
の
で
す
。「
お
ね
が
い
、
み
ん
な
、
に

が
し
て
や
っ
て
！
お
ね
が
い
！
」
と
い
う
声
も
、
な
き
声
な
ん
か
で
は

な
い
、
ふ
つ
う
の　

声
で
す
。
た
だ
、
な
み
だ
だ
け
が
、
は
て
も
な
く
、

こ
ぼ
れ
お
ち
て
く
る
の
で
す
。（
10
～
12
頁
）
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教
室
は
静
ま
り
か
え
り
、
ガ
キ
大
将
の
ト
オ
ル
も
万
歳
の
よ
う
な
格
好

で
固
ま
っ
て
し
ま
う
。「
ジ
ョ
ン
！
ジ
ョ
ン
！
ジ
ョ
ア
ン
！
ジ
ョ
ア
ン
！
」

と
親
子
が
鳴
き
交
わ
す
声
だ
け
が
響
き
渡
る
。
や
が
て
窓
側
に
い
る
子
ど

も
達
が
窓
を
開
け
、
子
ス
ズ
メ
を
逃
が
す
。

　

①
勇
気
は
、
黒
板
の
前
に
立
っ
て
大
声
で
「
み
ん
な
、
や
め
て
！
」
と

叫
ぶ
。
こ
れ
は
反
射
的
な
行
動
で
あ
る
。
転
校
初
日
の
三
時
間
し
か
経
っ

て
い
な
い
中
で
、
親
子
の
す
ず
め
と
理
解
す
る
や
否
や
咄
嗟
の
行
動
に
出

る
。
平
生
の
勇
気
は
「
し
ず
か
で　

目
立
た
ず
」、
皆
か
ら
忘
れ
ら
れ
て

い
る
く
ら
い
に
影
が
薄
い
。
こ
の
対
比
か
ら
も
、
勇
気
が
大
声
で
叫
ん
だ

こ
と
が
反
射
的
で
、
無
意
識
な
行
動
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

②
涙
は
抑
制
さ
れ
た
感
情
を
解
放
し
意
思
伝
達
す
る
性
質
が
あ
る
。

ま
た
感
情
は
抑
制
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
人
の
思
い
を
浮
き
立
た
せ
る
。

よ
っ
て
、
声
を
出
し
て
涙
を
流
す
よ
り
、
声
を
押
し
殺
し
涙
す
る
方
が
、

そ
の
人
の
感
情
や
思
い
が
引
き
立
つ
。
勇
気
の
場
合
は
涙
だ
け
が
流
れ
落

ち
、
声
は
普
通
で
あ
る
。
逸
る
感
情
を
抑
え
、
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
よ

う
と
す
る
必
死
な
思
い
が
強
調
さ
れ
る
。

　

③
語
り
手
の
女
の
子
は
「
見
て
い
る
だ
け
で
、
む
ね
が　

い
た
く
な
る

よ
う
な
」、
勇
気
の
「
な
み
だ
の
川
」
に
驚
く
。
子
ど
も
た
ち
も
呆
気
に

と
ら
れ
静
止
す
る
。
静
か
に
な
っ
た
教
室
で
は
ス
ズ
メ
の
鳴
き
交
わ
す
声

だ
け
が
聞
こ
え
る
。
母
親
と
子
ど
も
の
絆
は
子
ど
も
た
ち
が
一
番
よ
く
わ

か
っ
て
い
る
。
子
ど
も
達
は
窓
を
開
け
、
ス
ズ
メ
の
親
子
が
一
緒
に
「
屋

根
の
上
に　

す
が
た
を
け
す
と
、
教
室
じ
ゅ
う
か
ら
、
ほ
ー
っ
と
、
た
め

い
き
の
よ
う
な
声
」
が
湧
き
上
が
る
。
子
ど
も
達
も
勇
気
同
様
、
無
意
識

に
行
動
し
て
い
る
。
ガ
キ
大
将
の
ト
オ
ル
は
、
怒
っ
た
よ
う
な
声
で
「
ふ

ん
！
な
に
が　

勇
気
だ
よ
。
た
だ
の
、
な
き
む
し
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
っ

た
だ
け
で
あ
る
。

　

二
回
目
は
、
勇
気
が
割
れ
た
窓
ガ
ラ
ス
の
破
片
を
集
め
て
い
た
時
で
あ

る
。
担
任
の
田
村
先
生
が
来
て
、
誰
が
窓
を
割
っ
た
の
か
と
勇
気
に
問
う
。

張
り
詰
め
た
空
気
の
中
、
勇
気
は
涙
を
流
し
な
が
ら
も
表
情
を
変
え
ず
、

先
生
を
真
っ
直
ぐ
に
見
つ
め
て
言
う
。

　

「
ぼ
く
は
…
ぼ
く
は
、
だ
れ
が　

や
っ
た
か
な
ん
て
、
つ
げ
ぐ
ち
み
た

い
な
、
ひ
き
ょ
う
な
こ
と
は　

し
た
く
な
い
ん
で
す
。
し
か
え
し
な
ん

か
、
こ
わ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ぼ
く
は
、
わ
れ
た
ガ
ラ
ス
が
、
あ
ぶ
な
い

と
思
っ
た
だ
け
で
す
。
だ
れ
か
が
、
ケ
ガ
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら

で
す
。」（
20
・
22
頁
）

　

①
勇
気
は
駆
け
寄
っ
て
、
ガ
ラ
ス
の
か
け
ら
を
集
め
る
。「
か
け
よ
っ

て
」
は
走
っ
て
近
寄
る
の
意
で
、
無
意
識
な
行
動
に
近
い
。
勇
気
は
、
割

れ
た
ガ
ラ
ス
で
、
誰
か
が
怪
我
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
思
い
で
、

反
射
的
に
身
体
が
動
く
。
そ
こ
に
は
自
分
が
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
な

ど
の
考
え
は
な
い
。
一
方
、
勇
気
の
意
識
的
な
行
動
は
、
先
生
か
ら
窓
ガ

ラ
ス
を
割
っ
た
の
は
誰
か
と
何
度
も
問
わ
れ
た
時
に
答
え
な
か
っ
た
こ
と

と
自
分
の
行
動
の
説
明
で
あ
る
。

　

②
勇
気
は
涙
を
流
し
な
が
ら
も
、
真
正
面
か
ら
先
生
を
見
て
普
通
の
声

で
説
明
す
る
。
感
情
の
抑
制
に
よ
っ
て
毅
然
と
し
た
態
度
が
強
調
さ
れ
る
。
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通
常
声
を
出
し
て
泣
く
時
、
思
考
が
止
ま
る
が
、
勇
気
は
そ
れ
を
避
け
る
。

涙
は
緊
張
、
不
安
を
表
し
、
毅
然
と
し
た
態
度
は
自
分
の
考
え
を
し
っ
か

り
と
説
明
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
あ
ら
わ
す
。

　

③
女
の
子
は
、
勇
気
が
ガ
ラ
ス
の
破
片
を
集
め
る
姿
を
見
て
「
な
に
か
、

し
か
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
、
お
き
て
し
ま
っ
た
と
き
、
ふ
つ
う
の
子
な

ら
、
そ
こ
か
ら
、
で
き
る
だ
け　

は
な
れ
る
の
が
、
あ
た
り
ま
え
」
で
、

し
か
も
「
自
分
で
わ
っ
た
の
で
も
な
い
の
に
、
こ
ん
な
へ
ん
な
子
は
見
た

こ
と
が
」
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
勇
気
の
考
え
を
聞
い
た
時
、
勇
気
の

涙
は
「
と
く
べ
つ
な
、
な
み
だ
」
で
、
自
分
の
心
が
「
き
れ
い
に　

あ
ら

わ
れ
る
よ
う
な　

胸
の
つ
か
え
が
、
す
ー
っ
と　

と
れ
る
よ
う
な
、
す
が

す
が
し
い　

な
み
だ
」
と
思
う
。
こ
れ
ま
で
女
の
子
は
相
手
が
怖
く
て
、

仕
返
し
が
怖
く
て
、
言
い
た
い
こ
と
が
言
え
な
い
苦
し
さ
や
悔
し
さ
を
何

度
も
味
わ
っ
て
い
る
。
自
分
に
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
、
勇
気
は
行
動
で

示
し
て
い
る
。
彼
の
強
さ
と
優
し
さ
を
表
す
涙
は
、
女
の
子
の
こ
れ
ま
で

の
悔
し
い
、
苦
し
い
気
持
ち
を
浄
化
さ
せ
、
こ
れ
ま
で
と
違
っ
た
視
点
を

彼
女
に
提
示
す
る
。

　

三
回
目
の
勇
気
の
涙
は
転
校
三
日
目
で
、
ガ
キ
大
将
の
ト
オ
ル
を
は
じ

め
ク
ラ
ス
全
員
が
、
内
気
な
藤
井
を
「
く
さ
い
」
と
言
っ
て
い
じ
め
て
い

た
時
で
あ
る
。
女
の
子
は
時
々
嫌
な
感
じ
を
抱
い
た
が
、
周
り
に
同
調
し
、

藤
井
の
傍
を
片
手
で
口
と
鼻
を
押
さ
え
小
走
り
で
通
り
過
ぎ
て
い
た
。
こ

の
よ
う
な
状
況
に
勇
気
が
抗
議
す
る
。
そ
し
て
、
ト
オ
ル
が
勇
気
に
手
を

あ
げ
よ
う
と
し
た
瞬
間
、
勇
気
が
ト
オ
ル
の
頬
に
ビ
ン
タ
を
く
ら
わ
す
。

勇
気
は
涙
を
ぼ
ろ
ぼ
ろ
零
し
な
が
ら
、
普
通
の
声
で
話
す
。

　

一
対
一
の
け
ん
か
で
、
く
さ
い
と
か
な
ん
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
を　

い

う
の
な
ら
、
そ
れ
な
ら　

ぼ
く
は
、
か
ま
い
や
し
な
い
。
だ
け
ど
、
こ

の
ク
ラ
ス
で
は
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
み
ん
な
で
、
よ
っ
て
た
か
っ

て
、
た
っ
た
一
人
を
あ
い
て
に
、
毎
日
毎
日
、
ひ
き
ょ
う
な
こ
と
を
、

く
り
か
え
す
ん
だ
。
ぼ
く
は
、
そ
ん
な
の
は
、
が
ま
ん
で
き
な
い
。
そ

ん
な
の
は
、
い
や
な
ん
だ
。
み
ん
な
、
き
い
て
い
る
？
（
40
頁
）

　

し
か
し
、
い
じ
め
ら
れ
っ
子
の
藤
井
は
自
分
さ
え
我
慢
す
れ
ば
良
い
と

の
思
い
で
、「
い
い
ん
だ
っ
て
ば
、
勇
気
君
」
と
告
げ
る
。

　

よ
く
な
い
よ
。
そ
ん
な
こ
と
を　

い
う
の
な
ら
、
き
み
だ
っ
て
、
ひ

き
ょ
う
も
の
の
一
人
じ
ゃ
な
い
か
！
よ
っ
て
た
か
っ
て
、
女
の
子
に
ま

で　

ば
か
に
さ
れ
て
、
そ
れ
で
も　

き
み
、
ほ
ん
と
に
、
い
い
の
？

（
41
頁
）

　

そ
の
後
、
勇
気
は
自
分
の
思
い
が
藤
井
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
、

背
中
を
震
わ
せ
声
を
上
げ
て
泣
き
だ
す
。
痩
せ
て
小
柄
な
勇
気
が
、
力
で

は
叶
わ
な
い
ト
オ
ル
に
挑
ん
だ
の
で
あ
る
。
必
死
の
思
い
で
や
っ
た
行
動

が
実
を
結
ば
な
か
っ
た
こ
と
、
藤
井
に
思
い
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
に

悲
し
さ
と
悔
し
さ
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
勇
気
の
涙
は
、

藤
井
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
。
藤
井
は
自
分
を
肯
定
し
、
必
死
に
援
助
し
て
く

れ
る
勇
気
に
力
を
得
て
、
臆
病
で
卑
怯
で
あ
っ
た
自
分
を
反
省
し
行
動
す

る
。
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「
ご
め
ん
。
…
き
み
の　

い
う
と
お
り
だ
。
ぼ
く
は
、
い
く
じ
な
し
の
、

ひ
き
ょ
う
も
の
だ
っ
た
。
…
た
と
え
、
あ
い
て
が　

ク
ラ
ス
全
員
だ
ろ

う
と
、
い
け
な
い
こ
と
に
は
、
い
け
な
い
っ
て
、
そ
う
い
わ
な
く
ち
ゃ

ね
。
そ
れ
が　

ほ
ん
と
う
の　

勇
気
だ
も
の
。
で
も
、
ぼ
く
、
い
く
じ

な
し
だ
か
ら
、
が
ま
ん
す
る
だ
け
で
、
せ
い
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
ん
だ
。

…
ね
、
か
ん
べ
ん
し
て
。」（
43
・
44
頁
）

　

こ
れ
ま
で
と
異
な
り
、
声
を
出
し
て
の
勇
気
の
涙
は
、
藤
井
を
動
か
す

だ
け
で
は
な
く
、
ク
ラ
ス
全
員
を
、
ガ
キ
大
将
の
ト
オ
ル
や
そ
の
仲
間
ま

で
も
動
か
す
。
皆
、
勇
気
の
机
の
ま
わ
り
に
集
ま
り
涙
ぐ
む
。

　

①
勇
気
は
、
藤
井
を
い
じ
め
る
ト
オ
ル
に
向
か
っ
て
、
突
然
「
お
ま
え

の
ほ
う
が
、
も
っ
と　

も
っ
と　

く
せ
え
だ
ろ
！
」
と
言
い
放
つ
。
そ
し

て
、
ト
オ
ル
が
勇
気
に
手
を
あ
げ
よ
う
と
し
た
時
、
勇
気
は
瞬
時
ト
オ
ル

の
頬
を
叩
く
。
藤
井
に
対
す
る
ト
オ
ル
や
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
達
の
言
動
に

い
た
た
ま
れ
ず
、
勇
気
は
無
意
識
に
行
動
し
た
と
解
釈
で
き
る
。
特
に
、

ト
オ
ル
の
頬
を
叩
く
の
は
反
射
的
な
行
動
で
あ
る
。

　

②
勇
気
は
こ
こ
で
二
度
涙
を
流
す
。
最
初
は
「
ひ
き
ょ
う
も
の
！
」
と

声
を
張
り
上
げ
た
後
、「
シ
ャ
ツ
の　

む
ね
を　

ぬ
ら
し
、
ゆ
か
の　

上

に
も
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
と　

こ
ぼ
れ
お
ち
」
る
程
の
涙
を
流
し
な
が
ら
も
、
声

は
い
つ
も
の
通
り
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
全
員
を
相
手
に
、
緊
張
と
不
安
に
押

し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
抗
議
す
る
。
こ
れ
ら
の
感
情
を
涙
が
象

徴
す
る
。
ま
た
、
藤
井
の
「
ぼ
く
さ
え　

が
ま
ん
す
れ
ば
」
の
言
葉
を
聞

い
た
後
、
勇
気
は
思
い
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
悔
し
さ
、
悲
し
さ
で
、
背
中

を
震
わ
せ
声
を
あ
げ
て
泣
き
だ
す
。
必
死
の
思
い
で
の
抗
議
で
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
落
胆
も
大
き
い
。
こ
こ
で
勇
気
が
声
を
出
し
て
泣
く
の
は
、
抑
制

し
て
い
た
感
情
の
解
放
で
あ
る
。

　

③
女
の
子
は
藤
井
の
い
じ
め
に
反
対
せ
ず
、
む
し
ろ
加
担
す
る
よ
う
な

態
度
を
取
っ
て
い
た
。
時
折
嫌
な
感
じ
を
抱
く
が
、
そ
れ
が
、
自
分
に

と
っ
て
無
難
で
、
一
番
楽
で
簡
単
な
や
り
方
だ
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、

勇
気
は
一
人
を
多
数
で
い
じ
め
る
の
を
卑
怯
だ
と
訴
え
、
ま
た
、
藤
井
も

反
発
し
な
い
事
に
「
き
み
だ
っ
て
、
ひ
き
ょ
う
も
の
の
一
人
じ
ゃ
な
い

か
！
」
と
言
い
放
つ
。
一
対
多
数
の
卑
怯
さ
を
指
摘
し
、
い
じ
め
ら
れ
て

い
た
藤
井
の
弱
さ
も
突
く
。
こ
う
し
た
指
摘
に
涙
が
加
わ
り
、
子
ど
も
達

は
呆
れ
か
え
っ
た
み
た
い
に
、
勇
気
の
涙
を
見
つ
め
立
ち
尽
く
す
。
藤
井

は
自
分
の
弱
さ
と
卑
怯
さ
を
認
め
、
女
の
子
も
自
分
が
卑
怯
者
で
あ
る
こ

と
を
認
め
、
罪
悪
感
を
抱
く
。
ガ
キ
大
将
ト
オ
ル
や
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
達

も
自
分
達
の
行
為
を
省
み
る
。
そ
し
て
、
子
ど
も
達
は
無
意
識
に
勇
気
の

周
り
集
ま
り
、
涙
す
る
。
勇
気
の
涙
と
指
摘
は
女
の
子
や
子
ど
も
の
達
の

視
点
を
変
え
、
自
己
洞
察
へ
と
導
く
。

（
２
）
考
察

　

こ
こ
で
は
、
前
述
し
た
①
勇
気
の
行
動　

②
勇
気
の
涙　

③
語
り
手
で

あ
る
女
の
子
と
周
囲
の
変
化　

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
但
し
、
②
と
③
は

密
接
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
の
で
一
緒
に
論
じ
る
。
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①
勇
気
の
行
動

　

作
者
は
「
あ
と
が
き
」
で
、
ど
こ
に
で
も
い
る
目
立
た
な
い
子
ど
も
が

「
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
こ
と
」
を
一
人
で
引
き
受
け
る
。
な
ぜ
そ
う
す
る

か
は
わ
か
な
い
が
、
そ
の
子
は
「
そ
う
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
て
、
そ
う

す
る
の
で
し
ょ
う
」
と
記
し
て
い
る
。
今
村
作
品
に
通
底
す
る
の
が
こ
の

行
動
力
で
あ
る（
６
）。

　
「
意
識
が
考
え
て
、
無
意
識
が
応
援
す
る
と
き
、
人
は
行
動
で
き
る
」

と
言
わ
れ
る
。
意
識
は
常
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
行
動
し
よ
う
と
身
構
え
て
い

る
が
、
無
意
識
の
中
に
マ
イ
ナ
ス
思
考
が
溜
め
込
ま
れ
て
い
る
と
行
動
に

ブ
レ
ー
キ
が
掛
か
り
、
反
対
に
プ
ラ
ス
思
考
が
溜
め
込
ま
れ
て
い
る
と
行

動
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
脳
科
学
で
は
人
が
社
会
的
な
行

動
を
選
ぶ
の
は
、
脳
に
二
つ
の
し
く
み
が
あ
る
か
ら
と
説
明
す
る
。
一
つ

は
「
条
件
づ
け
」
の
よ
う
に
何
度
も
繰
り
返
し
学
習
す
る
こ
と
で
、
行
動

が
習
慣
化
す
る
場
合
、
二
つ
め
は
社
会
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
報
酬
に
繋

が
る
場
合
で
あ
る
。
実
験
で
は
「
利
他
的
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
人
が
直
感

的
に
行
動
し
た
の
に
対
し
、
利
己
的
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
人
は
、
習
慣
化

さ
れ
た
行
動
を
制
御
し
、
意
識
的
に
考
え
る
こ
と
で
報
酬
を
最
大
化
し
よ

う
」
と
す
る
結
果
が
出
た
。
こ
れ
ら
の
論
を
踏
ま
え
る
と
、
勇
気
が
無
意

識
に
行
動
し
た
の
は
、
無
意
識
の
中
に
プ
ラ
ス
思
考
が
溜
め
込
ま
れ
た
、

直
感
的
行
動
で
あ
り
、
こ
れ
は
習
慣
化
さ
れ
た
行
動
か
ら
導
か
れ
た
も
の

だ
と
理
解
出
来
る
。「
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
こ
と
」
を
一
人
で
引
き
受
け
、

「
そ
う
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
」
か
っ
た
一
つ
の
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。
勇

気
は
痩
せ
て
、
目
立
た
な
い
子
ど
も
で
あ
り
、
体
格
や
力
、
仲
間
の
数
で

も
ガ
キ
大
将
の
ト
オ
ル
に
敵
わ
な
い
。
し
か
し
、
自
分
の
考
え
を
主
張
し
、

ク
ラ
ス
の
子
ど
も
達
を
動
か
す
。
そ
れ
は
習
慣
化
さ
れ
た
行
動
よ
り
も
た

ら
さ
れ
た
直
感
的
、
無
意
識
的
な
行
動
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
象
徴
す
る

の
が
、
力
の
強
い
ト
オ
ル
よ
り
先
に
勇
気
の
手
が
出
る
反
射
的
行
動
で
あ

る
。

　

で
は
、
こ
の
行
動
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
か
。
子
ど
も
達
が
、
能
率

や
効
率
を
求
め
な
い
「
子
ど
も
の
時
間
」
を
体
験
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

生
ま
れ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
論
じ
る
。

②
勇
気
の
涙　

③
語
り
手
で
あ
る
女
の
子
と
周
囲
の
変
化

　

こ
こ
で
は
、
上
野
矗
の
「
涙
に
関
す
る
臨
床
心
理
学
的
研
究
」
を
参
考

に
し
な
が
ら
作
品
を
考
察
す
る
。
ま
ず
、
上
野
は
涙
が
「
心
の
内
奥
か
ら

『
私
』
の
実
在
感
を
与
え
、
確
認
さ
せ
て
く
れ
、
こ
の
『
私
』（
心
の
内
奥
）

の
『
私
』
な
ら
で
は
の
か
け
が
え
の
な
い
自
己
表
明
に
意
味
を
も
つ
」
と

指
摘
す
る
。
勇
気
は
転
校
初
日
か
ら
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
達
相
手
に
自
分
の

思
い
を
訴
え
る
。
彼
を
受
け
と
め
る
仲
間
は
皆
無
に
等
し
い
。
自
分
が
受

け
入
れ
ら
れ
る
か
否
か
わ
か
ら
な
い
、
む
し
ろ
否
定
さ
れ
る
確
率
が
高
い
。

そ
の
よ
う
な
状
況
で
も
、
勇
気
は
無
意
識
に
動
く
。
泣
き
叫
ぶ
の
で
は
な

く
、
涙
を
ぼ
ろ
ぼ
ろ
と
落
と
し
な
が
ら
普
通
の
声
で
子
ど
も
達
に
訴
え
る
。

こ
の
行
動
は
張
り
詰
め
た
緊
張
感
、
不
安
感
を
抱
き
な
が
ら
も
冷
静
さ
を

保
つ
こ
と
で
、
彼
の
考
え
や
思
い
を
浮
き
立
た
せ
て
い
る
。
同
時
に
、
こ

の
よ
う
な
状
況
を
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
勇
気
自
身
の
自
己
表
明
で

も
あ
る
。
次
に
、
上
野
は
涙
が
「
援
助
的
理
解
を
は
か
る
対
人
・
対
話
関
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係
の
成
立
と
そ
の
展
開
上
重
要
な
契
機
た
り
う
る
」
と
指
摘
す
る
。
換
言

す
る
と
「
自
分
の
涙
で
相
手
を
揺
さ
ぶ
る
し
、
相
手
の
涙
で
自
分
が
揺
さ

ぶ
ら
れ
る
と
い
う
仕
方
で
対
人
関
係
を
ツ
ナ
ギ
、
そ
の
涙
の
意
思
を
発
信
、

伝
達
し
対
話
交
流
が
は
か
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
女
の
子
が
勇

気
の
涙
を
初
め
て
見
た
時
、「
見
て
い
る
だ
け
で
、
む
ね
が　

い
た
く
な

る
よ
う
な
、
な
み
だ
の
川
」
と
感
じ
、
ガ
キ
大
将
ト
オ
ル
や
そ
の
仲
間
も

両
手
を
挙
げ
た
ま
ま
か
た
ま
っ
て
し
ま
う
。
通
常
と
変
わ
っ
た
勇
気
の
涙

に
、
女
の
子
や
ト
オ
ル
、
子
ど
も
達
は
茫
然
と
す
る
。
し
か
し
、
二
回
目

の
勇
気
の
涙
は
、
女
の
子
に
過
去
の
体
験
を
振
り
返
さ
せ
る
。
そ
し
て

「
い
い
た
い
こ
と
が
、
い
え
な
い
と
き
の
、
く
る
し
さ
や　

く
や
し
さ
は
、

わ
た
し
に
も　

お
ぼ
え
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う
否
定
的
な
感
情
を
「
心
が

き
れ
い
に　

あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
、
胸
の
つ
か
え
が
、
す
ー
っ
と　

と
れ

る
よ
う
な　

す
が
す
が
し
い　

な
み
だ
」
と
い
う
「
肯
定
方
向
」
へ
と
変

化
さ
せ
る
。
女
の
子
に
と
っ
て
、
勇
気
の
涙
は
、
自
分
へ
の
「
い
た
わ
り

や
力
づ
け
の
源
泉
」
と
な
り
「
癒
や
し
を
は
か
る
大
き
な
力
」
と
な
る
。

三
回
目
の
勇
気
の
涙
は
、
女
の
子
に
自
分
が
卑
怯
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
気

づ
か
せ
る
。
ク
ラ
ス
で
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
藤
井
に
ガ
キ
大
将
の
ト
オ
ル

が
「
く
さ
い
」
と
言
っ
た
時
、
女
の
子
も
周
り
の
子
ど
も
達
と
同
じ
よ
う

な
行
動
を
と
る
。
そ
れ
は
ト
オ
ル
の
行
動
を
肯
定
し
、
女
の
子
が
安
全
圏

に
い
る
こ
と
を
示
す
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
女
の
子
は
気
づ
く
の

で
あ
る
。
勇
気
の
涙
が
女
の
子
に
「
自
己
洞
察
」
の
契
機
を
与
え
る
。
こ

れ
は
い
じ
め
ら
れ
っ
子
の
藤
井
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
藤
井
は
勇
気
か

ら
抵
抗
し
な
い
こ
と
の
卑
怯
さ
を
指
摘
さ
れ
る
が
、
自
分
さ
え
我
慢
す
れ

ば
済
む
と
言
う
。
落
胆
し
た
勇
気
が
声
を
あ
げ
て
泣
き
出
し
た
直
後
、
藤

井
は
自
分
の
過
ち
に
気
づ
き
、
勇
気
に
謝
る
。
藤
井
は
自
分
の
た
め
に
流

し
て
く
れ
る
勇
気
の
涙
に
力
と
自
信
を
得
て
、
自
分
さ
え
我
慢
す
れ
ば
と

い
う
否
定
的
な
感
情
を
「
肯
定
方
向
」
へ
と
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
上
野
は
「
涙
は
、
か
か
わ
り
合
う
他
者
と
ツ
ナ
ガ
る
糸
（
絆
）
の
意

味
を
も
ち
、
自
他
の
存
在
の
根
底
を
揺
さ
ぶ
り
、
わ
か
り
合
い
、
わ
か
ち

合
え
る
共
有
土
俵
（
間
主
観
性
）
を
産
み
出
す
。
こ
の
こ
と
は
対
人
・
対

話
関
係
を
成
立
さ
せ
、
こ
れ
を
活
性
化
し
、
確
実
化
し
、
深
化
さ
せ
、
援

助
的
理
解
実
現
そ
れ
自
体
の
効
用
を
も
つ
」
と
指
摘
す
る
。
三
回
目
の
勇

気
の
涙
は
、
女
の
子
や
藤
井
の
感
情
を
触
発
し
「
自
己
洞
察
」
の
切
掛
け

を
与
え
た
。
お
そ
ら
く
、
ガ
キ
大
将
ト
オ
ル
や
子
ど
も
達
も
二
人
と
同
じ

で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
声
を
出
し
て
泣
く
勇
気
の
周
り
に
集
ま
り
涙

ぐ
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
到
る
ま
で
に
は
一
回
目
と
二
回
目
の

勇
気
の
涙
が
必
要
で
あ
っ
た
。
一
回
目
の
勇
気
の
涙
と
子
ス
ズ
メ
を
逃
が

し
て
と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、
子
ど
も
達
は
窓
を
開
け
、
親
子
が
一
緒
に

な
っ
て
飛
ぶ
姿
に
安
堵
す
る
。
二
回
目
の
勇
気
の
涙
と
訴
え
が
先
生
の
誤

り
を
指
摘
す
る
も
の
で
、
弱
さ
の
涙
で
は
な
い
こ
と
を
子
ど
も
達
は
知
る
。

子
ど
も
達
は
勇
気
の
涙
に
対
し
て
信
頼
感
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
信

頼
感
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
三
回
目
の
勇
気
の
涙
が
女
の
子
や
藤
井
、
ガ

キ
大
将
の
ト
オ
ル
を
含
む
子
ど
も
達
を
「
自
己
洞
察
」
へ
と
導
い
た
。
そ

し
て
、
子
ど
も
達
は
素
直
な
気
持
ち
に
な
り
、
勇
気
の
思
い
を
受
け
入
れ

る
。
つ
ま
り
、
勇
気
の
涙
が
信
頼
関
係
を
生
み
出
し
、
相
互
理
解
へ
と
進

展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
こ
の
信
頼
関
係
は
子
ど
も
達
の
視
点
の
変
化
に
よ
っ
て
成
り

た
つ
。
こ
の
年
頃
が
「
自
分
の
視
点
か
ら
で
は
な
く
様
々
な
視
点
か
ら
物

事
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
子

ど
も
達
の
精
神
的
な
特
徴
も
重
な
る
。
勇
気
は
現
状
を
観
察
し
、
お
か
し

い
と
思
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
教
条
主
義
的
な
正
義
感
か
ら
で

は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
が
納
得
し
共
感
で
き
る
指
摘
で
あ
る
。
特
に
、
い

じ
め
に
対
す
る
勇
気
の
抗
議
が
、
加
害
者
で
あ
る
子
ど
も
達
の
み
な
ら
ず
、

被
害
者
の
藤
井
に
も
向
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
子
ど
も
達
の
共
感
を
得
る
も

の
と
な
っ
た（
７
）。
勇
気
の
涙
に
は
打
算
が
な
く
、
自
分
の
立
場
が
危
う
く

な
ろ
う
と
も
自
分
の
考
え
を
主
張
す
る
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
る
。
そ
こ

に
子
ど
も
達
は
信
頼
感
を
抱
く
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
視
点
を

獲
得
す
る
。
こ
の
視
点
の
変
化
に
よ
っ
て
子
ど
も
達
が
藤
井
へ
の
見
方
を

変
え
、
藤
井
自
身
も
己
に
対
し
て
の
見
方
を
変
え
る
。
以
後
、
い
じ
め
ら

れ
て
い
た
藤
井
は
元
気
に
な
り
、
ク
ラ
ス
全
体
が
「
生
ま
れ
変
わ
っ
た
み

た
い
に
」
な
る
。
作
者
が
「
あ
と
が
き
に
か
え
て
」
で
指
摘
す
る
「
友
情

と
い
う
も
の
が
め
ば
え
る
と
い
う
心
の
経
験
」
と
は
、
視
点
を
変
え
る
こ

と
で
新
し
い
人
間
関
係
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
解
釈
で
き
よ
う
。

　

勇
気
の
涙
と
主
張
は
、
子
ど
も
達
の
感
情
を
触
発
し
、
子
ど
も
達
に
共

感
を
抱
か
せ
、
子
ど
も
達
の
視
点
を
変
え
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
子
ど
も

達
が
一
、
二
、
三
回
と
勇
気
の
涙
に
触
れ
て
い
く
こ
と
で
可
能
と
な
る
。

作
者
は
、
目
立
た
な
い
、
何
処
で
も
い
る
子
が
「
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
こ

と
」
を
否
で
も
応
で
も
一
人
で
引
き
受
け
る
事
に
、
周
り
の
子
ど
も
達
が

気
づ
き
理
解
し
た
時
、
友
情
が
生
ま
れ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
作
者
の
主
張

か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
本
作
品
は
三
回
の
出
来
事
と
勇
気
の
涙
が
不
可
欠

で
あ
る
。
同
時
に
、
勇
気
の
涙
に
触
発
さ
れ
子
ど
も
達
が
無
意
識
に
行
動

す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
行
動
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
子
ど
も
達

は
視
点
を
変
え
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
三
つ
の
場
面
を

並
列
的
に
読
む
理
由
が
あ
る
。

四
　「
子
ど
も
の
時
間
」
か
ら
の
考
察

　
「
子
ど
も
の
時
間
」
と
は
能
率
性
や
効
率
性
を
求
め
ず
、
子
ど
も
達
が

自
分
達
の
世
界
を
能
動
的
に
創
り
上
げ
、「
人
間
の
生
き
方
の
基
本
」
を

培
う
時
間
で
あ
る
。
こ
の
視
点
で
作
品
を
考
察
す
る
と
、
藤
井
に
対
す
る

い
じ
め
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
い
じ
め
」
と

は
若
干
異
な
る
。
そ
れ
は
作
者
の
作
品
解
説
か
ら
も
首
肯
で
き
る
。

　

子
ど
も
の
心
を
描
く
こ
と
で
「
涙
」
を
表
現
し
ま
し
た
。「
い
じ
め
」

と
い
う
と
ら
え
方
で
は
な
く
、
教
室
の
日
常
風
景
描
写
で
す
。
さ
ま
ざ

ま
な
子
ど
も
が
い
ま
す
。
そ
の
子
ど
も
た
ち
の
集
合
場
所
で
あ
る
教
室

で
は
ど
ん
な
こ
と
が
起
き
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
表

現
し
た
か
っ
た
作
品
で
す
。（
書
簡
２
０
２
２
・
5
・
15
）

　

藤
井
を
ク
ラ
ス
全
員
で
疎
外
す
る
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
「
い

じ
め
」
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
描
か
れ
た
子
ど
も
像
は
異
な

る
。
尾
木
直
樹
は
、「
ガ
キ
大
将
」
の
よ
う
な
力
の
強
い
者
が
力
の
弱
い
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者
を
い
じ
め
る
の
を
「
古
典
的
い
じ
め
」
と
説
明
す
る
。
こ
の
「
古
典
的

い
じ
め
」
と
は
、
伊
藤
茂
樹
が
述
べ
る
従
来
の
「
い
じ
め
」
の
姿
と
考
え

ら
れ
る
。
伊
藤
は
「
従
来
『
い
じ
め
』
的
な
関
係
性
と
は
、
も
ち
ろ
ん
誉

め
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
に
せ
よ
、
と
り
た
て
て
問
題
に
す
る
ま
で
も
な

い
よ
う
な
、
よ
く
あ
る
諍
い
や
ト
ラ
ブ
ル
と
い
っ
た
程
度
に
認
識
さ
れ
て

い
た
。
こ
れ
は
例
え
ば
、
子
ど
も
の
『
喧
嘩
』
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
考

え
て
み
れ
ば
わ
か
る
。
…
そ
の
含
意
と
し
て
子
ど
も
に
よ
く
あ
る
諍
い
の

形
で
成
長
の
過
程
に
は
な
に
が
し
か
必
要
で
も
あ
り
、
大
人
が
あ
ま
り
介

入
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い

る
。
従
来
の
「
い
じ
め
」
は
、
子
ど
も
同
士
の
喧
嘩
や
ト
ラ
ブ
ル
と
し
て

捉
え
ら
れ
、
大
人
が
介
入
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
し
、
成
長
の
過
程

に
は
何
ら
か
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
「
い
じ
め
」
の
内
容

が
、
社
会
が
許
容
で
き
る
限
界
を
超
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
現

在
、
社
会
問
題
化
し
て
い
る
「
い
じ
め
」
と
は
、「
他
人
を
思
い
通
り
に

す
る
こ
と
」、「
相
手
を
〈
弱
い
ヤ
ツ
〉
の
ま
ま
で
い
さ
せ
て
、
オ
モ
チ
ャ

の
よ
う
に
攻
撃
し
、
反
応
を
楽
し
み
続
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
」

も
の
で
、
法
の
導
入
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
作
品
を
み
る
と
、
社
会
問
題
化
し
て
い
る
「
い
じ
め
」
で
は
な
く
、

「
古
典
的
い
じ
め
」
と
そ
の
中
で
の
子
ど
も
の
姿
を
描
い
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
理
由
の
一
つ
が
、
い
じ
め
っ
子
の
ト
オ
ル
が
「
ク
ラ
ス
い
ち
ば

ん
の　

ガ
キ
大
将
、
ふ
と
っ
て　

大
き
な
ト
オ
ル
」
と
表
現
さ
れ
、
ク
ラ

ス
で
の
影
響
力
は
左
程
強
く
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
教
室
に
迷
い
込
ん
だ

子
ス
ズ
メ
を
捕
ま
え
る
為
に
教
室
の
窓
を
閉
め
る
よ
う
に
指
示
す
る
が
、

勇
気
の
訴
え
で
窓
側
の
子
ど
も
達
は
窓
を
開
け
て
逃
が
す
。
母
親
の
元
へ

戻
っ
た
子
ス
ズ
メ
が
姿
を
消
す
と
、
子
ど
も
達
か
ら
「
ほ
ー
っ
と
、
た
め

い
き
の
よ
う
な
声
」
が
湧
き
上
が
る
。
子
ど
も
達
は
ト
オ
ル
の
指
示
が
絶

対
と
は
考
え
ず
、
自
分
の
判
断
で
行
動
し
て
い
る
。
ト
オ
ル
は
「
ふ
ん
！

な
に
が　

勇
気
だ
よ
。
た
だ
の
、
な
き
む
し
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
っ
た
だ

け
で
あ
る
。
ま
た
、
藤
井
を
率
先
し
て
い
じ
め
て
い
た
ト
オ
ル
は
、
勇
気

か
ら
平
手
打
ち
を
食
ら
っ
た
り
、
泣
き
じ
ゃ
く
る
勇
気
の
傍
で
皆
と
同
じ

よ
う
に
涙
ぐ
ん
だ
り
し
て
い
る
。
二
つ
目
は
、
生
徒
が
担
任
の
田
村
先
生

を
信
頼
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
勇
気
の
気
持
ち
を
理
解
し
た
先
生
の
目

を
見
て
、
女
の
子
は
「
な
ん
と
も
い
え
な
い　

や
さ
し
さ
」
を
感
じ
取
る
。

ま
た
、
窓
ガ
ラ
ス
を
わ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
直
ぐ
に
名
乗
り
出
な
か
っ

た
こ
と
で
、
先
生
が
ト
オ
ル
達
を
厳
し
く
叱
っ
た
こ
と
に
生
徒
達
は
納
得

し
て
い
る
。
三
つ
目
は
、
勇
気
が
一
対
多
数
の
け
ん
か
は
フ
ェ
ア
で
は
な

い
と
抗
議
し
、
い
じ
め
に
反
発
し
な
い
藤
井
も
卑
怯
者
で
あ
る
と
指
摘
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
今
村
の
初
期
の
作
品
『
あ
ほ
う
ど
り
』
で
、
小
学

四
年
生
の
ち
よ
子
は
「
あ
そ
ぶ
た
め
に
は
、
ひ
と
つ
の
方
法
し
か
な
い
の

で
す
。
一
方
が
ど
な
れ
ば
、
相
手
は
ど
な
り
ま
す
。
一
方
が
ぶ
て
ば
、
相

手
は
ぶ
ち
か
え
し
ま
す
。
そ
れ
が
い
ち
ば
ん
の
や
り
か
た
な
の
で
す
。
い

ま
ま
で
ず
っ
と
そ
う
し
て
き
た
の
で
す
」
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
ち
よ
子

は
遊
び
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
互
い
が
対
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
子
ど
も
達
の
ル
ー
ル
で
あ
り
、
集
団
遊
び
の
ル
ー

ル
で
も
あ
る
。
勇
気
と
ち
よ
子
の
遊
び
の
ル
ー
ル
は
共
通
し
て
い
る
。
四

つ
目
は
、
傍
観
者
で
あ
る
子
ど
も
達
が
主
体
的
に
行
動
し
て
い
る
こ
と
で
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あ
る
。
一
点
目
で
述
べ
た
よ
う
に
、
子
ど
も
達
は
あ
る
程
度
自
分
の
判
断

で
行
動
す
る
。
女
の
子
は
鼻
と
口
を
押
さ
え
て
藤
井
の
近
く
を
通
り
過
ぎ

る
が
、「
ふ
っ
と
、
い
や
な　

か
ん
じ
に
」
な
る
し
、
藤
井
の
言
動
を
好

意
的
に
見
て
い
る
。
彼
女
と
同
じ
思
い
を
抱
い
て
い
る
傍
観
者
も
多
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
声
を
出
し
て
泣
く
勇
気
の
周
り
に
子
ど
も
達
が
集
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
点
か
ら
、
ト
オ
ル
は
集
団
遊
び
の
ガ
キ
大
将
的
な

存
在
で
あ
り
、
傍
観
者
で
あ
る
子
ど
も
達
も
ト
オ
ル
の
考
え
に
全
て
従
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
本
作
品
に
描
か
れ
る
の

が
「
古
典
的
い
じ
め
」
で
あ
り
、
そ
の
中
で
の
子
ど
も
の
姿
で
あ
る
と
指

摘
で
き
る
。

　

で
は
、
そ
の
「
古
典
的
い
じ
め
」
と
は
い
つ
頃
で
あ
る
の
か
。
明
石
要

一
は
戦
後
の
子
ど
も
を
生
活
サ
イ
ク
ル
で
三
期
に
分
け
る
。
第
一
期
は
一

九
五
四
年
か
ら
一
九
五
九
年
、「
年
中
行
事
」
を
単
位
と
し
た
サ
イ
ク
ル

で
あ
る
。
第
二
期
は
一
九
六
〇
年
か
ら
一
九
七
四
年
、
子
ど
も
の
生
活
が

「
月
単
位
」
に
変
わ
る
時
期
、
第
三
期
は
一
九
七
五
年
か
ら
一
九
九
一
年
、

サ
イ
ク
ル
が
「
週
単
位
」
と
な
り
生
活
の
テ
ン
ポ
が
一
層
短
く
な
る
時
期

で
あ
る（
８
）。

　

一
九
四
七
年
生
ま
れ
の
作
者
は
第
一
期
に
子
ど
も
時
代
を
迎
え
て
い
る
。

こ
の
期
の
子
ど
も
達
は
、
大
き
な
集
団
で
外
遊
び
に
興
じ
、
ギ
ャ
ン
グ
・

エ
イ
ジ
も
体
験
す
る
。
作
者
は
内
気
な
少
女
で
あ
っ
た
が
、
兄
姉
妹
達
や

そ
の
仲
間
の
後
ろ
に
付
い
て
遊
ん
だ
り
、
球
磨
川
の
岸
辺
を
村
の
女
の

子
達
と
一
緒
に
駆
け
回
っ
た
り
と
、
集
団
遊
び
に
興
じ
て
い
る（
９
）。
互
い

が
対
等
で
あ
る
と
い
う
、
遊
び
の
ル
ー
ル
は
こ
こ
で
身
に
着
け
た
の
で

あ
る
。
ま
た
一
方
で
、
作
者
は
野
山
や
大
川
で
花
や
石
を
相
手
に
一
人
遊

び
を
楽
し
ん
だ
り
、
図
書
室
で
本
の
世
界
に
埋
没
し
た
り
し
て
い
る
。
小

林
さ
え
に
よ
る
と
、
集
団
遊
び
の
段
階
で
は
、
人
数
も
多
く
、
運
動
場
や

近
所
の
空
き
地
で
か
く
れ
ん
ぼ
、
鬼
ご
っ
こ
、
縄
跳
び
、
野
球
な
ど
遊
び

を
繰
り
返
す
。
成
員
間
で
の
依
存
度
は
弱
く
、
メ
ン
バ
ー
に
新
た
に
参
加

し
た
り
、
抜
け
た
り
し
て
も
、
遊
び
や
そ
の
グ
ル
ー
プ
維
持
に
は
支
障
が

な
い
と
い
う
。
内
気
な
少
女
で
あ
っ
た
作
者
は
、
集
団
遊
び
に
左
右
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
様
々
な
所
に
自
分
の
居
場
所
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
作
者
の
体
験
が
本
作
品
に
反
映
さ
れ
る
。
作
品
考
察
に
お

い
て
①
勇
気
が
無
意
識
に
行
動
す
る
こ
と　

②
子
ど
も
達
が
勇
気
の
涙
に

触
発
さ
れ
、
視
点
を
変
え
る
こ
と
で
信
頼
関
係
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
、

の
二
点
を
導
き
出
し
た
。
②
に
つ
い
て
補
足
す
る
と
、
視
点
の
変
化
が
可

能
と
な
っ
た
の
は
、
子
ど
も
達
も
ま
た
無
意
識
に
行
動
し
た
か
ら
で
あ
る
。

子
ど
も
達
も
勇
気
同
様
に
無
意
識
な
行
動
に
よ
っ
て
現
状
を
変
え
て
い
く
。

こ
の
無
意
識
な
行
動
と
視
点
を
変
え
る
こ
と
が
、
本
作
品
に
お
け
る
「
子

ど
も
の
時
間
」
の
特
徴
で
あ
る
。
作
品
考
察
の
①
「
勇
気
の
行
動
」
で
説

明
し
た
よ
う
に
、
行
動
す
る
た
め
に
は
無
意
識
の
中
に
プ
ラ
ス
思
考
が
溜

め
込
ま
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
プ
ラ
ス
思
考
と
は
「
自
己
の
力
へ

の
信
頼
感
」
で
あ
る
。
高
垣
忠
一
郎
は
、
子
ど
も
の
心
の
発
達
が
『
各
駅

停
車
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。「
三
歳
の
子
ど
も
は
三
歳
の
世

界
を
十
分
に
生
き
、
経
験
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
そ
こ
で
得
た
心
を
た

く
わ
え
、
三
歳
に
『
さ
よ
な
ら
』
を
告
げ
、
つ
ぎ
の
四
歳
に
『
こ
ん
に
ち

は
』
を
告
げ
る
」
こ
と
で
、「
子
ど
も
は
自
ら
の
人
格
と
生
き
方
を
支
え
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る
心
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
る
。「
さ
よ
な

ら
」
は
、「
古
い
自
分
へ
の
未
練
を
断
ち
切
」
り
「
古
い
自
分
を
新
し
い

自
分
の
中
に
生
か
す
こ
と
」
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
「
断
念
や
喪
失
の
悲

し
み
」
を
味
わ
い
、
物
事
を
受
け
入
れ
、
自
分
を
つ
く
り
変
え
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
は
幼
児
期
か
ら
形
作
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘

は
脳
の
仕
組
み
か
ら
も
首
肯
で
き
る
。
脳
は
「
自
分
で
決
め
た
感
覚
」
が

あ
れ
ば
「
失
敗
さ
え
も
〈
前
向
き
な
も
の
〉
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
」
と

い
う
。
子
ど
も
達
自
ら
行
動
す
る
姿
勢
が
あ
れ
ば
、
例
え
物
事
が
上
手
く

い
か
ず
と
も
、
そ
れ
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
、
何
度
も
挑
戦
し
な
が
ら
自

分
を
つ
く
り
か
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
挑

戦
の
積
み
重
ね
が
「
自
己
の
力
へ
の
信
頼
感
」
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。
更
に
、
高
垣
は
日
本
人
の
「
自
己
肯
定
感
」
を
「
他
者
と
の
関
係

の
中
に
根
ざ
し
て
し
か
生
じ
え
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
日
本
人
は
他
者
と

の
協
調
的
な
関
係
を
重
視
し
、「
他
者
と
よ
り
よ
い
関
係
を
持
て
る
自
分
、

人
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
自
分
に
高
め
て
い
く
、
そ
の
た
め
に
自
分
を
反

省
す
る
」
と
い
う
伝
統
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
「
反
省
」「
自
己
批
判
」

を
他
者
も
共
感
し
、
赦
し
合
え
る
と
い
う
関
係
性
を
基
盤
に
「
自
分
は

自
分
で
あ
っ
て
大
丈
夫
」
と
い
う
「
自
己
肯
定
感
」
が
で
き
る
と
主
張
す

る（
10
）。
能
率
性
、
効
率
性
を
求
め
な
い
「
子
ど
も
の
時
間
」
の
中
で
、
子

ど
も
達
は
失
敗
と
挑
戦
を
繰
り
返
し
な
が
ら
自
分
を
つ
く
り
か
え
、「
自

己
の
力
へ
の
信
頼
感
」
を
少
し
ず
つ
手
に
入
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
れ

が
行
動
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

一
九
六
〇
年
代
の
高
度
経
済
成
長
以
降
の
「
競
争
原
理
」
が
、
一
九
七

三
年
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
更
に
拍
車
を
か
け
る
。
経
済
優
先
の
能

力
主
義
、
能
率
主
義
は
教
育
界
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、「
即
時
判
断
」
が

要
求
さ
れ
『
時
間
を
か
け
る
こ
と
』『
捗
ら
な
い
こ
と
』『
あ
れ
こ
れ
迷
う

こ
と
』
は
よ
く
な
い
こ
と
、
劣
っ
て
い
る
」
こ
と
と
し
て
扱
わ
れ
よ
う
に

な
り
、
子
ど
も
が
時
間
を
か
け
て
物
事
に
向
き
合
う
こ
と
が
難
し
く
な
る
。

ま
た
、
子
ど
も
達
の
遊
び
時
間
と
空
間
も
年
々
減
少
し
て
い
る（
11
）こ
の
よ

う
な
状
況
の
下
、
子
ど
も
達
の
内
面
で
は
「
競
争
社
会
で
勝
ち
残
れ
る
能

力
、
特
性
を
備
え
た
『
よ
い
子
』
で
な
い
と
見
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
不

安
」
が
形
成
さ
れ
た
と
、
高
垣
は
指
摘
す
る
。

　

本
作
品
で
は
、
子
ど
も
達
か
ら
「
競
争
原
理
」
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
子
ど
も
達
が
教
室
に
入
っ
て
き
た
子
ス
ズ
メ
を
捕
ま
え
よ
う
と

し
た
こ
と
、
ボ
ー
ル
で
窓
ガ
ラ
ス
を
割
っ
た
こ
と
、
休
み
時
間
に
校
庭
に

飛
び
出
し
て
行
く
こ
と
、
藤
井
を
子
ど
も
達
が
排
除
し
た
こ
と
、
こ
れ
ら

の
日
常
風
景
か
ら
、
子
ど
も
達
の
積
極
的
に
行
動
す
る
姿
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
勇
気
が
涙
を
流
す
三
つ
の
出
来
事
は
遊
び
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
修
正
す
る
の
は
子
ど
も
達
自
身
で

あ
る
。
誤
っ
た
行
動
で
あ
っ
て
も
、
一
人
の
子
ど
も
の
声
を
切
っ
掛
け
と

し
て
見
方
を
変
え
、
行
動
修
正
す
る
。
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
達
だ
か
ら
こ

そ
、
一
対
多
数
で
藤
井
を
い
じ
め
て
い
る
こ
と
の
卑
怯
さ
を
反
省
し
、
藤

井
自
身
も
自
分
の
弱
さ
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
能
率
・
効
率
を

求
め
ら
れ
な
い
「
子
ど
も
の
時
間
」
を
過
ご
し
て
い
る
こ
と
で
、
潜
在
意

識
の
中
に
プ
ラ
ス
思
考
、
即
ち
「
自
己
へ
の
信
頼
感
」
が
溜
め
込
ま
れ
て

い
る
。
そ
の
結
果
、
勇
気
や
子
ど
も
達
は
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
考
え
に
固
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執
す
る
こ
と
な
く
物
事
を
柔
軟
に
捉
え
、
良
心
に
従
っ
て
「
動
く
こ
と
」

が
で
き
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

一
九
八
〇
年
代
半
ば
よ
り
い
じ
め
が
社
会
問
題
と
な
っ
た
こ
と
を
背
景

に
、
児
童
文
学
で
も
そ
の
問
題
を
扱
う
作
品
が
出
て
く
る
。
被
害
者
、
加

害
者
、
傍
観
者
、
第
三
者
と
い
う
視
点
の
違
い
は
あ
る
が
、
ど
の
作
品
も

い
じ
め
の
現
実
を
正
面
か
ら
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、『
な
き
む
し
』
は

い
じ
め
の
内
容
が
詳
し
く
描
か
れ
て
い
な
い
。
子
ど
も
達
が
行
動
し
、
気

づ
き
、
視
点
を
変
え
、
何
か
を
得
て
成
長
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
本
作
品
で
は
い
じ
め
問
題
を
扱
っ
て
い
な

い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　

今
村
作
品
に
通
底
す
る
の
は
「
子
ど
も
の
時
間
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

作
者
が
球
磨
村
渡
の
地
域
や
自
然
の
中
で
幼
少
期
を
迎
え
た
、
実
体
験
が

元
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
そ
こ
に
描
か
れ
る
子
ど
も
像
は
、
作
者
が
自

身
の
体
験
か
ら
得
た
も
の
を
内
観
し
経
験
ま
で
磨
き
あ
げ
た
も
の
で
、
リ

ア
リ
ズ
ム
に
根
ざ
し
た
視
点
と
し
て
普
遍
性
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
読
者
で
あ
る
子
ど
も
達
は
語
り
手
で
あ
る
女
の
子
と
一
緒
に
な
っ
て

勇
気
の
涙
に
触
れ
、
視
点
を
変
え
、
勇
気
を
持
っ
て
行
動
し
よ
う
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に
根
ざ
す
子
ど
も
の
視
点
は
「
子
ど

も
の
時
間
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
現
在
社
会

が
抱
え
る
問
題
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
よ
っ
て
、
今
村
作
品
の
意
義
は
、

リ
ア
リ
ズ
ム
に
根
ざ
し
た
子
ど
も
の
視
点
、「
子
ど
も
の
時
間
」
か
ら
見

え
て
く
る
現
代
社
会
の
問
題
点
の
明
瞭
化
に
あ
る
と
考
え
る
。

【
注
】

（
１
）『
き
か
ん
ぼ
』
は
１
９
９
７
年
、
文
研
出
版
よ
り
〈
文
研
の
創
作
え
ど
う
わ
〉
シ

リ
ー
ズ
と
し
て
出
版
さ
れ
る
。『
き
か
ん
ぼ
』『
な
き
む
し
』
の
イ
ラ
ス
ト
は
菊
池
恭

子
で
あ
る
。

（
２
）
作
者
は
子
ど
も
達
の
感
想
文
を
読
み
、
次
の
よ
う
な
思
い
を
述
べ
て
い
る
。「
ど

の
子
も
ど
の
子
も
学
校
で
あ
れ
、
家
庭
で
あ
れ
、
必
死
で
生
き
て
い
る
、
と
い
う
そ

の
日
常
の
切
実
さ
で
す
。
そ
の
な
ん
と
い
う
誠
実
さ
だ
ろ
う
。
涙
さ
え
こ
ぼ
れ
て

き
ま
す
。
ど
の
子
も
ど
の
子
も
「
な
き
む
し
」
の
主
人
公
を
自
分
の
身
に
引
き
寄

せ
、
自
分
を
ふ
り
か
え
り
、
生
き
直
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
感
想
文

に
綴
っ
て
い
ま
す
。」
今
村
葦
子
と
堀
畑
と
の
往
復
書
簡
（
以
下
、
書
簡
と
記
す
）

2022.4.14

（
３
）
筆
者
は
今
村
作
品
で
「
子
ど
も
の
時
間
」
に
つ
い
て
論
じ
た
。『
ふ
た
つ
の
家
の

ち
え
子
』（1986

刊
）
で
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
視
点
を
持
つ
主
人
公
が
、
能
率
性
や
効

率
性
を
求
め
な
い
「
子
ど
も
の
時
間
」
の
中
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

『
あ
ほ
う
ど
り
』（1987

刊
）
で
は
、
健
常
者
・
障
害
者
の
区
別
な
く
、
子
ど
も
達
が

自
然
の
中
で
自
発
的
に
行
動
し
自
分
達
の
世
界
を
創
り
上
げ
て
い
く
、「
子
ど
も
の

時
間
」
を
論
じ
た
。『
ゆ
き
の
よ
あ
け
』（2012

刊
）
で
は
、
野
う
さ
ぎ
の
子
が
直
感

や
反
射
的
な
行
動
、
雪
と
い
う
援
助
者
の
存
在
に
よ
っ
て
弱
者
の
運
命
を
覆
し
、「
自

己
の
力
へ
の
信
頼
感
」
を
獲
得
す
る
。
こ
の
一
連
の
行
動
が
「
子
ど
も
の
時
間
」
で

培
わ
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
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・
拙
稿
『
ふ
た
つ
の
家
の
ち
え
子
』
論
（
上
）『
国
語
国
文
学
研
究
』
第
49
号　

熊

本
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会　
（
下
）『
方
位
』
第
31
号　

熊
本
近
代
文
学
研
究

会

　

・
拙
稿
『
あ
ほ
う
ど
り
』
論
（
上
）（
下
）『
国
語
国
文
学
研
究
』
第
50
号
・
第
53
号　

熊
本
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会

　

・
拙
稿
『
ゆ
き
の
よ
あ
け
』
論
『
国
語
国
文
研
究
と
教
育
』
第
58
号　

熊
本
大
学
教

育
学
部
国
文
学
会

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
）
書
簡
に
は
、
当
時
、
い
じ
め
が
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
問
題
解

決
の
た
め
に
、
一
部
の
子
ど
も
達
が
学
校
で
「
い
じ
め
パ
ト
ロ
ー
ル
」
を
始
め
た
こ

と
を
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
報
じ
ら
れ
、
違
和
感
を
持
っ
た
く
ら
い
し
か
思
い
浮
か
ば
な

い
と
記
さ
れ
て
い
る
。
書
簡2022.4

（
５
）
そ
も
そ
も
「
い
じ
め
」
は
な
く
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
２
０
２
２
年
５
月

の
放
送
、
Ｂ
Ｓ
プ
レ
ミ
ア
ム
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
エ
ン
ス
』〈
家
畜
そ
れ
は
遺
伝
子
の
共

進
化
〉
に
よ
る
と
、
進
化
の
上
で
ヒ
ト
は
本
来
動
物
に
備
わ
る
攻
撃
性
を
抑
え
て

「
自
己
家
畜
化
」
し
た
。「
自
己
家
畜
化
」
と
は
、「
個
体
間
の
距
離
が
縮
ん
で
も
攻

撃
性
が
出
な
い
よ
う
に
抑
制
さ
れ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
は
集

団
生
活
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
言
葉
な
ど
の
文
化
を
生
み
だ
し
て
い
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
「
自
己
家
畜
化
」
を
影
で
支
え
る
、
幸
せ
ホ
ル
モ
ン
の
「
オ
キ
シ
ト
シ
ン
」

は
、
ヒ
ト
と
ヒ
ト
と
を
仲
良
く
さ
せ
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
、
身
内
に
対
し
て
仲
良
く
な
れ
る
反
面
、
そ
う
で
は
な
い
者
に
対
し
て
は
攻
撃
性

を
あ
げ
る
と
い
う
作
用
を
持
つ
。
こ
の
攻
撃
性
が
「
い
じ
め
」
の
原
因
の
一
つ
で
あ

る
。

（
６
）『
ゆ
き
の
よ
あ
け
』
で
は
う
さ
ぎ
の
子
が
反
射
的
に
行
動
す
る
こ
と
で
弱
者
の
運

命
を
覆
す
。『
あ
ほ
う
ど
り
』
で
は
、
知
的
障
害
を
持
つ
信
太
に
ち
よ
子
が
積
極
的

に
関
わ
る
こ
と
で
、
彼
を
理
解
し
て
い
く
。『
ふ
た
つ
の
家
の
ち
え
子
』
で
は
、
ち

え
子
が
今
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
考
え
、
勇
気
を
出
し
て
行
動
す
る
。

（
７
）
筆
者
は
、
藤
井
に
対
す
る
い
じ
め
は
、
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
い
じ
め
と
は
異

な
る
と
考
え
る
。
だ
か
ら
、
藤
井
に
も
強
さ
を
要
求
す
る
、
勇
気
の
指
摘
に
共
感
す

る
。

（
８
）
第
一
期
の
「
年
中
行
事
」
を
単
位
と
し
た
サ
イ
ク
ル
と
は
、
お
盆
や
お
正
月
な
ど

の
季
節
の
行
事
に
合
わ
せ
た
生
活
で
あ
る
。
こ
の
期
の
子
ど
も
達
は
、
大
き
な
集

団
で
外
遊
び
に
興
じ
、
ギ
ャ
ン
グ
・
エ
イ
ジ
も
体
験
す
る
。
第
二
期
の
「
月
単
位
」

の
生
活
と
は
、
給
与
生
活
者
が
占
め
る
中
で
、
子
ど
も
の
小
遣
い
が
月
決
め
と
な

り
、
少
年
漫
画
や
テ
レ
ビ
が
普
及
す
る
。
子
ど
も
達
の
遊
び
集
団
は
、
第
一
期
よ
り

小
さ
く
な
り
、
ギ
ャ
ン
グ
・
エ
イ
ジ
を
体
験
し
な
い
子
ど
も
が
出
現
す
る
。
第
三
期

の
「
週
単
位
」
の
生
活
は
、「
乱
塾
時
代
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
、テ
レ
ビ
や
漫
画
、

ゲ
ー
ム
が
普
及
す
る
。
子
ど
も
達
の
世
界
か
ら
、
放
課
後
が
消
え
、
仲
間
集
団
が
存

在
し
な
く
な
る
。
明
石
要
一
「
戦
後
の
子
ど
も
の
生
活
空
間
の
変
化
に
関
す
る
一
考

察
」『
千
葉
大
学
教
育
社
会
学
研
究
第
53
集
』

（
９
）
書
簡2014.10

に
よ
る
と
、
東
日
本
大
震
災
の
時
、
岩
手
在
住
の
今
村
の
妹
家
族

の
安
否
を
、
い
ち
早
く
確
認
し
た
の
が
、
作
者
の
「
小
学
校
時
代
の
悪
ガ
キ
連
中
」

で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
悪
ガ
キ
連
中
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
、
作
者
が
異
年
齢

集
団
で
外
遊
び
を
し
て
い
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
今
村
の
子
ど
も
時
代
に

つ
い
て
は
拙
稿
『
ふ
た
つ
の
家
の
ち
え
子
』
論
・『
あ
ほ
う
ど
り
』
論
を
参
照
さ
れ

た
い
。
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（
10
）
ア
メ
リ
カ
や
西
欧
の
「
自
己
肯
定
感
」
は
能
力
や
自
尊
感
情
な
ど
の
自
分
の
中
に

あ
る
属
性
を
高
め
る
こ
と
に
ウ
エ
イ
ト
を
か
け
る
と
高
垣
は
指
摘
す
る
。

（
11
）
１
９
６
０
年
以
降
の
都
市
化
に
よ
る
影
響
で
遊
び
の
空
間
が
小
さ
く
な
り
、
テ
レ

ビ
等
の
影
響
、
核
家
族
化
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
喪
失
な
ど
に
よ
り
あ
そ
び
集
団
が
減

少
し
て
い
く
。
１
９
８
０
年
か
ら
あ
そ
び
空
間
が
限
界
ま
で
小
さ
く
な
り
、
分
解
が

始
ま
る
。
以
降
、
子
ど
も
達
の
あ
そ
び
の
時
間
と
空
間
は
年
々
減
少
の
方
向
に
あ
る
。

仙
田
満
『
子
ど
も
と
あ
そ
び
』
岩
波
新
書　

1992

【
参
考
文
献
】

西
山
利
佳
「
創
作
時
評
」『
日
本
児
童
文
学
』2001.1-2

千
代
原
真
知
子
「
明
る
い
き
ざ
し
」『
日
本
児
童
文
学
』2001.5-6

全
国
学
校
図
書
館
協
議
会
会
長
賞
・
毎
日
新
聞
社
賞

藤
田
の
ぼ
る
「〈
い
じ
め
〉
へ
の
視
線
」『
日
本
児
童
文
学
』1999.5-6

伊
藤
茂
樹
編
『
い
じ
め
・
不
登
校
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー 2007

内
藤
朝
雄
『
い
じ
め
の
構
造
』
講
談
社
現
代
新
書 2009

小
浜
逸
郎
『
学
校
の
現
象
学
の
た
め
に
』
大
和
書
房 1985

、『
間
違
い
だ
ら
け
の
い
じ

め
論
議
』
宝
島
社 1995

川
合
正
『〈
動
け
る
子
〉
に
す
る
育
て
方
』
晶
文
社 2014

川
西
春
郎
監
修
『
脳
大
図
鑑
』
ニ
ュ
ー
ト
ン
プ
レ
ス 2022

上
野
矗
「
涙
に
関
す
る
臨
床
心
理
学
的
研
究

（1） 

（2）
」『T

he H
um

an Science Research 

Bulletin

』
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学 2004

・2005

中
澤
潤
編
『
よ
く
わ
か
る
教
育
心
理
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房 2008.5

尾
木
直
樹
『
い
じ
め
問
題
を
ど
う
克
服
す
る
か
』
岩
波
新
書 2013

小
林
さ
え
『
ギ
ャ
ン
グ
・
エ
イ
ジ
』
誠
信
書
房 1968.2

高
垣
忠
一
郎
『
生
き
る
こ
と
と
自
己
肯
定
感
』
新
日
本
出
版 2004　

 

岡
本
夏
木
『
幼
児
期
』
岩
波
新
書 2005

本
文
の
引
用
は
『
な
き
む
し
』（
理
論
社 2018

）
に
よ
る
。

【
附
記
】

　

本
稿
執
筆
に
際
し
て
、
作
者
で
あ
る
今
村
葦
子
氏
よ
り
資
料
と
ご
教
示
を
賜
り
ま
し

た
。
記
し
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
ほ
り
は
た　

ま
き
こ
／
大
学
院
二
五
回
修
了
）
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