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宮
崎
駿
と
夏
目
漱
石
（
上
）
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一
　
は
じ
め
に

　

漱
石
に
限
ら
ず
、
文
学
研
究
の
「
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
」
を
志
向
す
る
際
、
実
際
の
受
容
の
場

と
専
門
的
な
研
究
と
の
距
離
を
い
か
に
埋
め
合
わ
せ
る
か
と
い
う
問
題
は
と
て
も
悩
ま
し
い
。

稿
者
は
熊
本
と
い
う
漱
石
所
縁
の
地
で
、
特
に
「
草
枕
」
を
中
心
と
し
て
こ
の
課
題
に
取
り

組
ん
で
き
た
。
学
生
や
一
般
人
は
お
ろ
か
、
中
高
の
国
語
科
教
員
で
さ
え
大
多
数
は
音
を
上

げ
る
難
解
な
「
草
枕
」
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
か
。

　

稿
者
が
注
目
し
て
き
た
の
は
、
世
界
的
な
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
監
督
・
宮
崎
駿
が
「
草

枕
」
へ
の
強
い
関
心
を
表
明
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
と
な
り
の
ト
ト

ロ
』（
一
九
八
八
）
の
よ
う
な
子
供
向
け
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
宮
崎
駿
が
、

な
ぜ
漱
石
を
、
し
か
も
特
に
「
草
枕
」
を
愛
好
し
、
そ
の
こ
と
を
公
言
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
か
。
漱
石
と
宮
崎
駿
に
ど
ん
な
つ
な
が
り
が
あ
る
と
い
う
の
か
。
漱
石
山
房
記
念
館
開
館

記
念
イ
ベ
ン
ト
「
漱
石
と
日
本
、
そ
し
て
子
ど
も
た
ち
へ
」（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
八
日
）

で
宮
崎
駿
と
半
藤
一
利
の
対
談
が
企
画
さ
れ
た
   1

と
い
う
こ
と
か
ら
見
て
も
、
こ
の
問
題
を

検
討
す
る
意
義
は
深
い
は
ず
だ
。

　
「
草
枕
」
読
者
と
し
て
の
宮
崎
駿
は
、
同
時
に
現
代
の
「
画
工
」
で
あ
る
。
彼
が
制
作
し

て
い
る
の
が
、
も
し
現
代
の
「
草
枕
」
な
の
だ
と
し
た
ら
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
が
「
草
枕
」
に

接
近
し
て
い
く
の
だ
と
し
た
ら
、
宮
崎
駿
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
ひ
い
て
は
「
草
枕
」
の
理

解
、
漱
石
の
理
解
に
繋
が
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
た
メ
ジ
ャ
ー
な
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
の
推
論
に
よ
る
漱
石
、「
草
枕
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
多
く
の
現
代
人

に
と
っ
て
、
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
道
筋
を
示
す
も
の
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
　
夏
目
漱
石
に
接
近
す
る
宮
崎
駿

　

宮
崎
駿
の
夏
目
漱
石
へ
の
接
近
に
つ
い
て
、
公
式
に
情
報
が
出
回
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

二
〇
〇
八
年
七
月
公
開
の
『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
公
式
サ
イ
ト
の

「
キ
ー
ワ
ー
ド
」
中
の
「〝
夏
目
漱
石
〞
に
意
外
な
ル
ー
ツ
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

 「
ハ
ウ
ル
の
動
く
城
」
の
制
作
後
に
宮
崎
監
督
は
、
夏
目
漱
石
全
集
を
読
み
ふ
け
り
ま

し
た
。（
中
略
）
／
漱
石
の
、『
三
四
郎
』『
そ
れ
か
ら
』
に
続
く
前
期
3
部
作
の
3
作

目
に
あ
た
る
『
門
』
の
主
人
公
の
名
は
〝
宗
助
〞。
／
そ
の
宗
助
は
「
崖
の
下
の
家
」

に
住
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
す
。
／
こ
う
し
て
み
る
と
、
字
は
違
い
ま
す
が
、
ポ
ニ
ョ

の
主
人
公
〝
宗
介
〞
の
も
と
に
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　
　

 

ま
た
、
初
期
の
作
品
、『
草
枕
』
は
ロ
ン
ド
ン
留
学
時
代
に
目
に
し
た
で
あ
ろ
う
テ
ー

ト
・
ブ
リ
テ
ン
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
ミ
レ
イ
の
〝
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
〞
が
ヒ
ロ
イ
ン
に
重

ね
ら
れ
て
い
て
、
話
中
に
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
こ
と
は
良
く
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
／
こ
の
魔
性
の
絵
に
興
味
を
も
っ
た
宮
崎
監
督
は
、
実
際
に
訪
英
し
、

こ
の
絵
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
す
。（
中
略
）
／
全
て
は
、
夏
目
漱
石
か
ら
始
ま
っ
た

の
で
す
。   2

宮
崎
駿
と
宮
澤
賢
治
な
ら
と
も
か
く
、
漱
石
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
意
外
で
あ
る
。

一
九
九
六
年
ま
で
の
彼
の
著
述
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
対
談
等
を
集
め
た
『
出
発
点
』   3
を
繙

い
て
み
て
も
、
漱
石
の
名
前
は
ほ
ぼ
出
て
こ
な
い
（
対
談
相
手
が
言
及
す
る
こ
と
は
あ
る
）。

　

岩
波
少
年
文
庫
か
ら
五
十
冊
を
セ
レ
ク
ト
し
解
説
を
付
す
と
い
う
仕
事
に
ま
つ
わ
る
テ
レ

ビ
番
組
で
、
宮
崎
駿
は
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。

　
　

 

僕
は
「
大
人
の
小
説
に
は
向
い
て
な
い
」
人
間
だ
っ
て
い
う
ふ
う
に
ね
、
な
ん
で
こ
ん

な
残
酷
な
も
の
読
め
る
ん
だ
ろ
う
と
。（
中
略
）
児
童
書
の
方
が
ね
、
ず
っ
と
気
色
に

合
う
ん
で
す
よ
。（
中
略
）
だ
か
ら
も
う
ほ
ん
と
に
小
説
は
読
ま
な
く
な
り
ま
し
た
。   4

宮
崎
が
こ
こ
で
「
残
酷
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
直
接
に
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
つ
い
て

で
あ
る
。
ま
た
、
漱
石
に
代
表
さ
れ
る
日
本
近
・
現
代
文
学
を
ま
っ
た
く
読
ま
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
あ
る
時
期
ま
で
の
宮
崎
駿
は
、
自
分
を
「『
大
人
の

小
説
に
は
向
い
て
な
い
』
人
間
」
と
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、『
ハ
ウ
ル
の
動
く
城
』
二
〇
〇
四
年
一
一
月
の
公
開
後
、
次
作
ま
で
の
充
電

期
間
に
、
な
ぜ
か
彼
は
『
漱
石
全
集
』
に
よ
っ
て
「
大
人
の
小
説
」
の
代
表
と
も
言
え
る
夏

目
漱
石
に
出
会
い
直
し
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
急
速
に
漱
石
に
親
し
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
の
だ
。
そ
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、

可
能
な
限
り
の
検
証
を
試
み
よ
う
。
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一
四

跡　上　史　郎

三
　『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
制
作
か
ら
公
開
ま
で

　
『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
制
作
記
録
映
像
の
「
二
〇
〇
六
年
四
月
一
〇
日
」
の
セ
ク
シ
ョ
ン

で
、
宮
崎
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　

 

僕 
最
近 
漱
石
が
好
き
な
ん
で
す
よ
／
も
の
す
ご
く
／
（
中
略
）
ま
さ
に
近
代
化
に
あ

る
／
ボ
デ
ィ
ー
ブ
ロ
ー
が
／
最
初
に 

も
ろ
に
1
人
で
受
け
た
／
人
間
だ
よ
ね
   5

こ
の
頃
の
宮
崎
は
、『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
の
準
備
に
入
っ
て
間
も
な
い
時
期
で
あ
り
、
自

身
の
新
作
の
タ
イ
ト
ル
を
「
崖
の
上
の
い
や
い
や
え
ん
」
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は

も
ち
ろ
ん
中
川
李
枝
子
の
名
作
児
童
文
学
『
い
や
い
や
え
ん
』（
一
九
六
二
・
一
二
、
福
音
館

書
店
）
の
タ
イ
ト
ル
を
借
り
た
も
の
だ
が
、
鈴
木
敏
夫
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
が
同
記
録
映
像
で

証
言
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
崖
の
上
の
い
や
い
や
え
ん
」
よ
り
も
前
の
最
初
の
タ
イ
ト

ル
案
は
「
崖
の
上
の
宗
介
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
宗
介
」
は
漱
石
『
門
』
の
「
宗
助
」
由

来
で
あ
り
、
こ
こ
で
宮
崎
ア
ニ
メ
に
夏
目
漱
石
と
い
う
新
た
な
要
素
が
混
入
し
始
め
て
い
た

の
だ
。

　

次
に
出
て
く
る
の
は
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
門
誌
『
ア
ニ
メ
ー
ジ
ュ
』
初
代
編
集
長
だ
っ

た
尾
形
功
へ
の
弔
辞
「
お
別
れ
の
言
葉
」（
二
〇
〇
七
年
一
月
二
八
日
）
で
あ
る
。「
文
学
青

年
だ
っ
た
彼
は
、
夏
目
漱
石
が
芥
川
に
送
っ
た
は
げ
ま
し
の
手
紙
の
、
／
「
も
く
も
く
と
押

し
つ
づ
け
る
牛
と
な
れ
…
…
」
／
と
い
う
言
葉
に
憧
れ
つ
づ
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
」
   6

。「
も
く
も
く
と
…
…
」
は
、
お
そ
ら
く
漱
石
が
芥
川
龍
之
介
と
久
米
正
雄
に
宛
て

た
手
紙
（
大
正
五
年
八
月
二
四
日
）
の
中
に
あ
る
「
う
ん
〳
〵
死
ぬ
迄
押
す
の
で
す
。（
中

略
）
牛
は
超
然
と
し
て
押
し
て
行
く
の
で
す
」
   7

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
引
用
は
不
正
確
で
は

あ
る
が
、
逆
に
言
う
と
宮
崎
は
漱
石
の
言
葉
を
自
分
な
り
の
言
葉
に
変
換
し
て
記
憶
し
、
大

切
な
恩
人
・
友
人
の
弔
辞
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
漱
石
に
深
く
親
し
ん
だ
と

い
う
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

次
は
、『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
公
開
と
同
時
期
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
好
き
な
本
を
尋
ね

ら
れ
た
時
の
返
答
で
あ
る
。

　
　

 

半
藤
一
利
さ
ん
の
『
漱
石
先
生
ぞ
な
、
も
し
』
と
か
、
夏
目
漱
石
関
係
の
本
が
好
き
で

す
ね
。
漱
石
の
取
り
巻
く
い
ろ
ん
な
人
の
評
論
が
好
き
で
す
。（
中
略
）
漱
石
を
読
む

と
、
き
っ
と
誰
で
も
漱
石
を
好
き
に
な
る
と
思
い
ま
す
よ
。（
中
略
）
夏
目
漱
石
か
ら
、

近
代
が
始
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
し
、
漱
石
が
悩
ん
だ
こ
と
、
考
え
た
こ
と
、
そ

れ
を
僕
自
身
も
も
う
ち
ょ
っ
と
浅
く
ジ
タ
バ
タ
と
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。   8

宮
崎
駿
が
漱
石
に
接
近
す
る
き
っ
か
け
の
一
つ
は
、
半
藤
一
利
で
あ
る
（
詳
し
い
検
討
は
後

に
譲
る
）。
さ
ら
に
「
誰
で
も
漱
石
を
好
き
に
な
る
」
と
い
う
手
放
し
の
漱
石
へ
の
好
意
が

表
明
さ
れ
る
。「
夏
目
漱
石
か
ら
、
近
代
が
始
ま
っ
た
」
は
、
先
に
見
た
「
ま
さ
に
近
代
化

に
あ
る
／
ボ
デ
ィ
ー
ブ
ロ
ー
が
／
最
初
に 

も
ろ
に
1
人
で
受
け
た
／
人
間
だ
よ
ね
」
と
同

じ
だ
が
、「
そ
れ
を
僕
自
身
も
も
う
ち
ょ
っ
と
浅
く
ジ
タ
バ
タ
と
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
」

に
は
、
こ
の
国
民
的
映
画
監
督
が
国
民
作
家
漱
石
に
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
後
に
考
察
す
る
機
会

が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

他
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
漱
石
に
加
え
て
弟
子
の
芥
川
が
登
場
す
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

映
画
の
ア
イ
デ
ア
を
語
る
。「
こ
れ
は
、
何
度
も
あ
っ
ち
こ
っ
ち
で
し
ゃ
べ
っ
て
る
ん
で
す

け
ど
、
芥
川
龍
之
介
が
学
生
で
、
で
も
名
探
偵
に
な
り
（
夏
目
）
漱
石
に
相
談
す
る
っ
て
い

う
。
す
る
と
漱
石
が
と
ん
ち
ん
か
ん
な
推
理
を
話
し
て
笑
う
と
い
う
映
画
を
作
り
た
い
と
か

ね
（
笑
）」
   9

。

　

ま
た
、
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
中
で
は
、
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
の
新
人
監
督
・
米
林
宏
昌
に
つ

い
て
「
そ
ん
な
に
何
本
も
ネ
タ
持
っ
て
る
は
ず
が
な
い
」
と
し
な
が
ら
、「
漱
石
に
『
坊
っ

ち
ゃ
ん
2
』『
坊
っ
ち
ゃ
ん
3
』
を
ず
っ
と
書
け
っ
て
言
っ
て
る
み
た
い
な
も
ん
で
す
よ
」

等
、
漱
石
の
作
家
と
し
て
の
歩
み
全
般
を
映
画
監
督
の
制
作
の
歩
み
に
つ
い
て
説
明
す
る
た

め
の
例
え
話
と
し
て
用
い
て
お
り
、
漱
石
へ
の
親
炙
ぶ
り
が
窺
え
る
。

四
　『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
公
開
後

　

先
に
見
た
『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
公
式
サ
イ
ト
上
の
情
報
で
は
、「
草
枕
」
中
に
出
て
く

る
オ
フ
ェ
リ
ヤ
（
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
）
の
実
物
を
観
る
た
め
、『
ポ
ニ
ョ
』
制
作
前
の
宮
崎
が

渡
英
し
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、『
ポ
ニ
ョ
』
公
開
後
も
宮
崎
の
漱
石
、「
草
枕
」
へ
の
関

心
は
持
続
し
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
、
宮
崎
駿
が
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
社
員
旅
行
の
行
き
先
と

し
て
選
ん
だ
の
は
、「
草
枕
」
の
舞
台
・
那
古
井
の
里
の
モ
デ
ル
、
現
熊
本
県
玉
名
市
天
水

町
の
小
天
で
あ
っ
た
。
そ
の
模
様
は
、
ネ
ッ
ト
上
の
ジ
ブ
リ
ス
タ
ッ
フ
の
日
誌
で
、
写
真
入

り
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
今
年
は
『
火
の
国
熊
本
〜
草
枕
の
旅
〜
』
で
す
。（
中
略
）
／
11

月
10
日
（
水
）
／
社
員
旅
行
二
日
目
／
①
草
枕
の
旅
コ
ー
ス
（
中
略
）
／
『
宮
崎
監
督
は
草

枕
の
旅
で
す
』」  10

。
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一
五

宮崎駿と夏目漱石（上）

　

ま
た
、
小
天
に
あ
る
草
枕
交
流
館
の
「
草
枕
フ
ァ
ン
倶
楽
部
通
信
」
で
も
、
漱
石
が
宿
泊

し
た
前
田
家
別
邸
で
満
面
の
笑
み
を
浮
か
べ
る
宮
崎
駿
の
写
真
と
と
も
に
こ
の
時
の
様
子
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
宮
崎
は
、「
漱
石
作
品
は
ど
れ
も
好
き
で
、
よ
く
読
ん
だ
が
、

中
で
も
『
草
枕
』
が
一
番
面
白
い
」
  11

と
語
っ
て
い
る
。

　

東
日
本
大
震
災
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
も
、
七
十
歳
に
な
っ
た
宮
崎
駿
は
、
年
齢
に
ま
つ

わ
る
映
画
制
作
上
の
困
難
の
話
題
か
ら
漱
石
に
言
及
す
る
。「
な
ん
か
事
故
が
発
生
し
て
、

自
分
が
パ
タ
ン
と
逝
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
途
中
ま
で
は
良
か
っ
た
か

ら
こ
の
あ
と
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
っ
て
思
え
る
よ
う
な
も
の
に
し
た
い
。（
夏
目
）
漱
石
の

『
明
暗
』
の
よ
う
な
形
に
な
り
た
い
（
笑
）」
  12

。
こ
の
後
も
、「
漱
石
な
ん
か
早
く
死
に
す

ぎ
で
す
よ
ね
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
前
に
も
見
た
、
自
分
と
漱
石
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す

る
志
向
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
後
、
三
鷹
の
森
ジ
ブ
リ
美
術
館
で
「『
挿
絵
が
僕
ら
に
く
れ
た
も
の
』
展　

│
通
俗

文
化
の
源
流
│
」（
二
〇
一
二
・
六
・
二
〜
二
〇
一
三
・
五
・
二
〇
）
が
企
画
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
事
務
局
長
の
西
岡
純
一
に
よ
る
ブ
ロ
グ
か
ら
こ
の
企
画
展
に
対
す
る
宮
崎
駿
の
取
り
組

み
が
い
つ
に
な
く
本
格
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
漱
石
に
大
い
に
関
係
が
あ
る
こ

と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

 「
お
い
お
い
待
て
よ
？
す
ご
い
展
示
な
の
か
も
」
と
期
待
値
が
高
ま
る
の
を
抑
え
ら
れ

な
く
な
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
宮
崎
監
督
の
存
在
が
こ
れ
ま
で
の
ど
の
企
画
展
示

よ
り
も
感
じ
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。  13

　
　

 

今
回
の
企
画
展
示
に
は
、
夏
目
漱
石
の
英
国
留
学
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま

す
。  14

　
『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
当
時
は
宮
崎
駿
を
英
国
へ
と
誘
っ
た
要
因
と
し
て
大
き
く
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
ミ
レ
イ
の
『
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
』（
一
八
五
二
）
は
、
こ
の
展
示
に
は
含
ま

れ
て
は
お
ら
ず
、
テ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
の
絵
画
と
し
て
大
き
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
は
、

ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス
『
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
姫
』（
一
八
八
八
）
で
あ

る
。
宮
崎
は
言
う
。「
な
ん
と
い
う
崇
高
な
通
俗
さ
だ
…
／
ぼ
く
は
こ
う
い
う
の
を
つ
く
り

た
か
っ
た
ん
だ
…
」
  15

。
そ
し
て
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
こ
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス
の
隣
に
、

宮
崎
駿
が
描
い
た
夏
目
漱
石
の
肖
像
が
並
ん
で
お
り
、
次
の
ペ
ー
ジ
に
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ホ

ル
マ
ン
・
ハ
ン
ト
『
我
が
英
国
の
海
岸
（
迷
え
る
羊
）』（
一
八
五
二
）
の
宮
崎
解
説
が
あ
る
。

「
小
説
『
三
四
郎
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
有
名
な
セ
リ
フ
『
ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ
（
迷
え
る
子
羊
）』

は
こ
の
絵
か
ら
着
想
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」
と
、
宮
崎
駿
は
、『
三
四
郎
』
の
材
源
研

究
に
ま
で
参
入
す
る
の
だ
  16

。

　

さ
ら
に
宮
崎
は
、
西
洋
の
書
物
の
影
響
か
ら
漱
石
が
「
装
丁
や
挿
絵
の
重
要
性
を
肌
で
感

じ
、
自
分
の
出
版
物
で
も
、
そ
れ
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
」
こ
と
、
明
治
時
代
の
西
洋
画
家

た
ち
の
失
敗
や
苦
悩
を
「
笑
う
こ
と
は
で
き
」
な
い
こ
と
、
自
分
の
仕
事
が
そ
れ
ら
通
俗
文

化
の
「
リ
レ
ー
」
の
中
に
あ
る
こ
と
を
解
説
し
て
い
く
。
こ
れ
に
よ
り
、
宮
崎
駿
が
自
身
を

漱
石
に
重
ね
る
文
脈
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
西
洋
の
文
学
の
み

な
ら
ず
絵
画
や
挿
絵
に
出
会
い
、
格
闘
し
な
が
ら
自
身
の
表
現
に
取
り
込
み
、
日
本
の
文
化

の
表
現
領
域
を
拡
張
し
て
い
っ
た
漱
石
。
宮
崎
駿
は
、
西
洋
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
を

受
け
、
や
は
り
そ
れ
ら
と
格
闘
し
な
が
ら
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
表
現
の
可
能
性
を
追
求

し
て
来
た
自
ら
の
営
為
に
よ
っ
て
、
漱
石
の
歩
み
を
自
分
も
受
け
継
ぎ
繰
り
返
し
て
い
る
と

考
え
て
い
る
の
だ
。

　

さ
ら
に
「
草
枕
」
の
影
響
は
、
二
〇
一
三
年
の
『
風
立
ち
ぬ
』
に
ま
で
及
ぶ
。
完
成
記
者

会
見
で
宮
崎
駿
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
社
員
旅
行
で
行
っ
た
熊
本
の
小
天
温
泉
で
、『
草

枕
』
の
舞
台
に
な
っ
た
絵
描
き
が
泊
ま
る
部
屋
を
見
て
、『
あ
、
こ
れ
を
使
お
う
』
と
思
っ

て
」
  17

。
漱
石
宿
泊
の
前
田
家
別
邸
を
い
た
く
気
に
入
っ
た
宮
崎
駿
は
、
そ
れ
を
『
風
立
ち

ぬ
』
の
主
人
公
・
堀
越
二
郎
が
身
を
隠
し
つ
つ
、
ヒ
ロ
イ
ン
菜
穂
子
と
の
束
の
間
の
結
婚
生

活
を
送
る
重
要
な
部
屋
に
流
用
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、『
風
立
ち
ぬ
』
公
開
に
ま
つ
わ
っ
て
、
漱
石
を
義
祖
父
と
す
る
半
藤
一
利
と
の

対
談
『
腰
抜
け
愛
国
談
義
』
が
実
現
す
る
。
こ
こ
で
も
宮
崎
駿
は
、「
草
枕
」
へ
の
深
い
愛

を
表
明
す
る
。

　
　

 

ぼ
く
、『
草
枕
』
が
大
好
き
で
、
飛
行
機
に
乗
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
き
は
必
ず
あ
れ

を
持
っ
て
い
く
ん
で
す
。
ど
こ
か
ら
で
も
読
め
る
と
こ
ろ
も
好
き
な
ん
で
す
。（
中
略
）

ぼ
く
は
ほ
ん
と
う
に
、『
草
枕
』
ば
か
り
読
ん
で
い
る
人
間
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
笑
）。

専
門
家
か
ら
の
評
価
が
高
い
『
そ
れ
か
ら
』
以
降
は
ど
う
も
苦
手
で
す
。  18

五
　
規
格
外
と
し
て
の
漱
石

　

宮
崎
駿
が
読
ま
な
い
は
ず
の
「
大
人
の
小
説
」
を
、
し
か
も
『
漱
石
全
集
』
を
手
に
取
っ

た
理
由
の
一
つ
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
文
化
の
「
リ
レ
ー
」
に
よ
る
つ
な
が
り
を
感
じ
て

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
特
に
「
草
枕
」
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
の
は
、「
草
枕
」
が
宮
崎
駿
の

仕
事
と
同
じ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
の
芸
術
家
に
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
作
中
の
オ
フ
ェ
リ
ヤ
像

288



一
六

跡　上　史　郎

に
興
味
を
惹
か
れ
た
こ
と
等
が
想
定
で
き
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
本
質
的
な
要
因
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

宮
崎
駿
が
関
心
を
寄
せ
る
漱
石
関
係
書
と
し
て
特
に
書
名
を
挙
げ
て
い
た
半
藤
一
利
『
漱

石
先
生
ぞ
な
、
も
し
』（
文
藝
春
秋
）
は
、
一
九
九
二
年
九
月
の
出
版
で
、
文
春
文
庫
版
は

一
九
九
六
年
三
月
に
出
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
宮
崎
が
手
に
と
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
彼
が
先

達
と
し
て
恃
み
つ
つ
対
談
や
鼎
談
ま
で
し
て
い
た
作
家
と
し
て
司
馬
遼
太
郎
、
堀
田
善
衛
が

い
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
延
長
線
上
で
、
日
本
近
代
史
へ
の
関
心
か
ら
半
藤
の
著
作
を
手
に

と
っ
て
い
る
う
ち
に
『
漱
石
先
生
ぞ
な
、
も
し
』
に
出
会
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

同
書
で
半
藤
は
、「
漱
石
の
小
説
群
は
、
後
期
に
な
る
と
作
為
が
目
立
ち
す
ぎ
て
、
文
章

を
た
ど
る
の
が
や
や
シ
ン
ド
く
な
っ
て
く
る
、
と
思
う
が
…
…
。
で
、
傑
作
は
何
か
と
問
わ

れ
れ
ば
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
『
坊
っ
ち
や
ん
』
と
『
草
枕
』
を
あ
げ
る
」
  19

と
言
っ
て

い
る
。
半
藤
は
小
説
の
み
な
ら
ず
俳
句
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
初
期
漱
石
へ
の
好
意
を
表
明

し
続
け
て
い
る
  20

。
こ
れ
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、「
ぼ
く
は
ほ
ん
と
う
に
、『
草
枕
』
ば
か

り
読
ん
で
い
る
」「
専
門
家
か
ら
の
評
価
が
高
い
『
そ
れ
か
ら
』
以
降
は
ど
う
も
苦
手
」
と

い
う
宮
崎
駿
の
言
と
響
き
合
う
も
の
で
あ
る
  21

。

　
『
漱
石
先
生
ぞ
な
、
も
し
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
司
馬
遼
太
郎
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
見
逃
せ

な
い
。
半
藤
は
自
ら
の
企
画
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
記
事
に
寄
せ
ら
れ
た
と
い
う
司
馬
の
回
答

（
掲
載
誌
等
未
詳
）
を
引
き
な
が
ら
、
初
期
漱
石
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
い
く
。

　
　

 　
「
漱
石
と
い
う
人
は
、
作
家
が
と
う
て
い
そ
こ
か
ら
自
由
に
な
り
が
た
い
そ
の
時
代

の
様
式
と
い
う
も
の
か
ら
、
実
に
度
胸
よ
く
脱
け
出
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　

 　

様
式
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
が
小
説
か
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
ぬ
け
ぬ
け
と
書
い
て
い
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
の
一
種
の
守
護
神
と
し
て
漱
石
を
か
ぎ
り
な
く
尊
敬
す
る
（
以
下

略
）」

　
　

 　

こ
れ
で
み
る
と
、
司
馬
さ
ん
も
漱
石
の
初
期
作
品
群
が
好
き
ら
し
い
よ
う
で
あ
る
。

「
こ
れ
が
小
説
か
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
」
と
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
で
あ
り
、

『
坊
っ
ち
や
ん
』
で
あ
り
、『
草
枕
』
な
ど
で
あ
ろ
う
か
ら
。
そ
う
い
え
ば
、
司
馬
さ
ん

の
文
学
も
「
そ
の
時
代
の
様
式
」
か
ら
「
じ
つ
に
度
胸
よ
く
脱
け
出
」
た
も
の
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

 　

司
馬
さ
ん
が
漱
石
を
「
一
種
の
守
護
神
」
と
言
っ
た
意
味
が
、
そ
こ
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
、
と
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て
い
る
。  22

　

宮
崎
が
司
馬
遼
太
郎
に
敬
愛
を
寄
せ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
堀
田
善
衛
と
宮
崎
駿

と
の
鼎
談
に
お
い
て
司
馬
も
ま
た
「
私
は
ア
ニ
メ
の
フ
ァ
ン
の
つ
も
り
で
い
ま
す
。
具
体
的

に
は
宮
崎
さ
ん
の
ア
ニ
メ
の
フ
ァ
ン
で
す
」
と
宣
言
し
て
い
る
  23

。
そ
の
司
馬
が
漱
石
を

「
守
護
神
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

　

も
と
も
と
宮
崎
駿
は
ア
ニ
メ
界
の
異
端
、
規
格
外
の
存
在
で
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
末

か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
一
般
化
し
た
思
春
期
向
け
の
「
ア
ニ
メ
」
は
、
本
来
子
供
向

け
の
「
漫
画
映
画
」「
テ
レ
ビ
漫
画
」
と
は
異
な
る
概
念
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ア
ニ
メ
ブ
ー

ム
期
の
宮
崎
駿
は
廃
業
寸
前
の
不
遇
時
代
に
あ
り
、
ア
ニ
メ
の
流
れ
に
抗
す
る
「
漫
画
映

画
」
を
掲
げ
た
『
天
空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
』（
一
九
八
六
）
は
興
行
的
に
は
失
敗
で
あ
っ
た
  24

。

宮
崎
駿
は
、
必
ず
し
も
今
の
よ
う
な
不
動
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
時
間
を
か
け
て

メ
ジ
ャ
ー
に
な
っ
た
異
端
な
の
で
あ
る
。
半
藤
一
利
、
司
馬
遼
太
郎
を
経
由
し
て
見
出
さ
れ

る
初
期
夏
目
漱
石
の
異
端
性
に
宮
崎
駿
が
興
味
を
持
つ
の
は
、
い
わ
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。

六
　
変
貌
す
る
宮
崎
駿
と
漱
石
に
出
会
う
次
期

　

で
は
、
宮
崎
ア
ニ
メ
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
規
格
外
で
あ
り
、「
そ
の
時
代
の
様

式
」
か
ら
「
度
胸
よ
く
脱
け
出
」
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。『
天
空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
』
が
同

時
代
の
「
ア
ニ
メ
」
に
反
逆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
述
べ
た
が
、
も
う
一
つ
、
宮
崎
駿

が
時
代
だ
け
で
は
な
く
、
自
作
（
前
作
）
と
の
緊
張
関
係
を
生
き
続
け
て
い
る
と
い
う
側
面

を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

宮
崎
の
映
画
初
監
督
作
品
は
、『
ル
パ
ン
三
世 

カ
リ
オ
ス
ト
ロ
の
城
』（
一
九
七
九
）
で

あ
る
。『
ポ
ニ
ョ
』
の
時
期
に
な
っ
て
、
宮
崎
駿
は
こ
の
最
初
の
作
を
「
ラ
ス
ト
の
シ
ー
ン

に
向
か
っ
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
構
成
を
組
み
、
シ
ー
ン
を
綿
密
に
組
み
立
て
て
い
く
。（
中

略
）
こ
の
方
法
を
続
け
る
と
、
仕
事
に
頽
廃
が
生
ま
れ
る
と
感
じ
ま
し
た
」
  25

と
振
り
返
っ

て
い
る
。「
方
程
式
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
こ
の
や
り
方
が
行
き
つ
く
「
頽
廃
」
と
は
、
要

す
る
に
パ
タ
ー
ン
化
で
あ
る
。『
ル
パ
ン
三
世 

カ
リ
オ
ス
ト
ロ
の
城
』
も
『
天
空
の
城
ラ

ピ
ュ
タ
』
も
、
お
姫
様
が
魔
王
に
さ
ら
わ
れ
、
主
人
公
と
そ
の
助
力
者
が
救
出
に
向
か
い
、

無
事
姫
を
助
け
出
し
、
隠
さ
れ
て
い
た
宝
が
顕
に
な
っ
て
、
め
で
た
し
め
で
た
し
で
終
わ
る

と
い
う
「
組
み
立
て
」
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
東
映
動
画
で
無
名
時

代
の
宮
崎
駿
が
関
わ
っ
た
『
長
靴
を
は
い
た
猫
』（
一
九
六
九
）、『
ど
う
ぶ
つ
宝
島
』

（
一
九
七
一
）
等
も
ま
っ
た
く
同
じ
な
の
だ
。
思
春
期
向
け
に
複
雑
化
し
た
ア
ニ
メ
の
時
代

に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
通
り
の
冒
険
譚
は
、
ま
さ
に
「
頽
廃
」
で
あ
っ
た
。
こ
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一
七

宮崎駿と夏目漱石（上）

こ
か
ら
宮
崎
駿
は
い
か
に
し
て
抜
け
出
し
た
の
か
。

　

映
画
制
作
中
の
宮
崎
駿
に
長
期
密
着
取
材
を
敢
行
し
、
長
編
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
制
作

す
る
と
い
う
や
り
方
は
、
今
で
は
定
番
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
最
初
の
例
は
、
お
そ
ら
く

『
も
の
の
け
姫
』（
一
九
九
七
）
に
関
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
映
画
の
設
計
図
で
あ

る
絵
コ
ン
テ
を
あ
え
て
完
成
さ
せ
な
い
ま
ま
フ
ィ
ル
ム
の
制
作
作
業
を
進
め
る
と
い
う
ア
ク

ロ
バ
ッ
ト
の
よ
う
な
宮
崎
駿
の
新
し
い
や
り
方
が
記
録
さ
れ
て
い
る
  26

。
こ
れ
で
は
、
物
語

は
常
に
迷
走
の
危
機
に
晒
さ
れ
る
。
実
際
、『
も
の
の
け
姫
』
で
は
、
自
然
を
破
壊
す
る
者

が
同
時
に
癩
病
患
者
の
保
護
者
で
あ
っ
た
り
と
、
善
悪
の
関
係
も
複
雑
で
わ
か
り
に
く
い
。

思
春
期
的
「
ア
ニ
メ
」
の
代
表
的
作
家
の
一
人
、
安
彦
良
和
が
、「『
も
の
の
け
姫
』

（
一
九
九
七
年
）
が
そ
う
で
す
が
、
た
た
ら
場
が
出
て
き
て
文
明
批
判
の
よ
う
な
こ
と
を

仰
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
あ
れ
は
破
綻
し
て
い
る
」
  27

と
二
十
年
後
に
な
っ
て
か
ら
も
非

難
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　

し
か
し
『
も
の
の
け
姫
』
は
、
空
前
の
ヒ
ッ
ト
作
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
迷
走
覚
悟
の
制

作
方
式
は
そ
の
後
も
継
続
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
宮
崎
駿
は
、
同
時
代
の
ア
ニ
メ
か
ら

も
自
作
（
前
作
）
か
ら
も
「
度
胸
よ
く
脱
け
出
」
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ

ン
ト
と
し
て
成
立
さ
せ
る
と
い
う
離
れ
業
を
や
っ
て
の
け
た
の
だ
。

　

そ
の
後
日
本
国
内
に
お
け
る
興
行
記
録
を
さ
ら
に
塗
り
替
え
、
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
受
賞
な
ど

ア
メ
リ
カ
で
の
成
功
も
果
た
し
た
『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』（
二
〇
〇
一
）
に
つ
い
て
、
宮

崎
駿
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　

 

ア
メ
リ
カ
で
『
千
と
千
尋
』
を
公
開
す
る
か
し
な
い
か
で
、
向
こ
う
の
人
た
ち
に
見
て

も
ら
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
途
中
ま
で
は
分
か
る
と
言
う
ん
で
す
。
主
人
公
の

千
尋
が
ニ
ガ
ダ
ン
ゴ
と
い
う
お
団
子
を
川
の
神
様
か
ら
も
ら
っ
て
、
さ
あ
、
そ
れ
で

（
油
屋
を
支
配
す
る
）
湯
婆
婆
と
戦
っ
て
や
っ
つ
け
る
ん
だ
な
と
思
っ
て
い
た
ら
、
全

然
話
が
違
っ
た
ほ
う
に
い
っ
て
、
な
ん
だ
か
全
然
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
、
終
わ
る
ら
し

い
ん
で
す
  28

。

こ
の
文
脈
で
は
、
物
語
の
パ
タ
ー
ン
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
『
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
』
の
材
源

と
な
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
『
千
の
顔
を
持
つ
英
雄
』（
原

著
一
九
四
九
）
の
影
響
を
考
慮
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
人
が
「
千
尋
が
ニ
ガ
ダ

ン
ゴ
と
い
う
お
団
子
を
川
の
神
様
か
ら
も
ら
っ
て
、
さ
あ
、
そ
れ
で
（
油
屋
を
支
配
す
る
）

湯
婆
婆
と
戦
っ
て
や
っ
つ
け
る
ん
だ
な
と
思
」
う
と
い
う
の
は
、「
ニ
ガ
ダ
ン
ゴ
」
が
、

キ
ャ
ン
ベ
ル
が
図
式
化
す
る
と
こ
ろ
の
「
英
雄
の
旅
」
に
お
け
る
「
霊
薬
」
  29

に
相
当
す
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。『
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
』
に
代
表
さ
れ
る
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
映

画
で
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
る
図
式
に
慣
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
外
れ
る
も
の

は
、「
な
ん
だ
か
全
然
わ
か
ら
な
」
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

次
の
『
ハ
ウ
ル
の
動
く
城
』（
二
〇
〇
四
）
を
経
た
後
に
宮
崎
駿
が
漱
石
に
関
す
る
発
言

を
始
め
る
の
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
劇
場
映
画
デ
ビ
ュ
ー
時
か
ら
自

ら
の
「
頽
廃
」
に
危
機
感
を
抱
き
、
そ
こ
か
ら
「
度
胸
よ
く
脱
け
出
」
そ
う
と
い
う
試
み
を

重
ね
、
目
覚
ま
し
い
成
果
を
積
み
上
げ
た
上
で
、
宮
崎
駿
は
『
漱
石
全
集
』
を
読
み
ふ
け
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
小
説
と
い
う
も
の
か
ら
「
度
胸
よ
く
脱
け
出
」
し
て
い
る
「
草

枕
」
に
傾
倒
し
、『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
で
は
、
さ
ら
に
従
来
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
「
度
胸
よ

く
脱
け
出
」
そ
う
と
し
た
の
だ
。
い
わ
ば
、
宮
崎
駿
は
、
映
画
製
作
を
通
じ
て
漱
石
に
出
会

い
直
す
た
め
の
準
備
を
着
々
と
重
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
制
作
準
備

中
の
宮
崎
駿
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　

 

こ
う
い
う
元
気
な
若
い
明
る
い
／
女
の
子
が
い
て
ね
／
こ
の
子
が
苦
労
し
な
が
ら
／
幸

せ
を
つ
か
む
ん
だ
／
そ
の
時
に
ど
う
い
う
ハ
ー
ド
ル
を
／
越
え
な
き
ゃ
い
け
な
い

か
っ
て
／
じ
ゃ
あ 

そ
こ
に
1
人
／
悪
い
お
ば
ば
を
入
れ
る
か
っ
て
／
そ
う
い
う
ふ
う

に
人
物
を
配
置
し
て
／
色
々 

最
後
に
山
場
が
あ
っ
て
／
そ
う
い
う
の
に 

は
め
て
い
く

の
も
／
嫌
な
ん
で
す
よ
ね
  30

も
ち
ろ
ん
、「
元
気
な
若
い
明
る
い
／
女
の
子
」
と
は
『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』
の
千
尋
の

こ
と
で
あ
り
、「
悪
い
お
ば
ば
」
と
は
、
湯
婆
婆
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ハ
ー
ド
ル
と
し
て
の

「
悪
い
お
ば
ば
」
を
越
え
て
い
く
こ
と
で
果
た
さ
れ
る
少
女
の
成
長
譚
の
図
式
は
、
す
で
に

宮
崎
駿
に
と
っ
て
は
「
頽
廃
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
に
は
、

湯
婆
婆
的
な
人
物
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
を
脱
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
宮
崎
駿
が
意
識
し
て
い
る
の
は
、
物

語
に
お
け
る
因
果
関
係
を
脱
す
る
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
に
ま
つ

わ
っ
て
、「
全
部
、
筋
が
わ
か
ら
な
く
て
い
い
ん
だ
っ
て
い
う
こ
と
は
、
い
つ
も
思
っ
て
ま

す
」
と
い
う
宮
崎
駿
は
、
小
川
未
明
に
言
及
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　

 
た
と
え
ば
小
川
未
明
が
書
い
た
『
赤
い
蠟
燭
と
人
魚
』
な
ん
か
は
、
人
間
の
愚
か
し
さ

の
せ
い
で
人
魚
が
海
に
帰
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
で
轟
々
と
黒
い
海
が
荒
れ

狂
っ
て
終
わ
る
、
そ
う
い
う
悲
し
い
話
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
人
魚
が
帰
る
と
ど
う
し

て
海
が
荒
れ
る
の
か
、
そ
こ
ら
へ
ん
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
何
に
も
書
い
て
な
い

ん
だ
け
ど
、
僕
た
ち
は
受
け
入
れ
る
ん
で
す
よ
ね
。  31
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一
八

跡　上　史　郎

こ
れ
が
「
筋
が
わ
か
ら
な
く
て
も
い
い
」
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
筋
」
と
は
因

果
関
係
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
の
筋
の
わ
か
ら
な
さ
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
と
宮

崎
駿
の
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
も
あ
る
。

　
　

 
│
│
「
ポ
ニ
ョ
の
お
母
さ
ん
は
な
ん
だ
っ
た
の
？
」
と
か
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
疑
問
が

あ
る
映
画
で
、（
中
略
）
だ
け
ど
観
て
い
る
子
供
た
ち
は
、
そ
ん
な
こ
と
に
興
味
を
持

た
な
い
だ
ろ
う
し
、
普
通
に
楽
し
ん
で
「
あ
あ
面
白
か
っ
た
」
っ
て
言
っ
て
し
ま
う
、

不
思
議
な
映
画
な
ん
で
す
よ
ね
。

　
　

 「
え
え
、
だ
っ
て
、
昔
話
っ
て
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
す
か
ら
ね
。（
中
略
）
昔
話

を
否
定
で
き
る
人
、
な
ぜ
桃
太
郎
が
桃
か
ら
生
ま
れ
る
ん
だ
と
か
、
そ
う
い
う
『
な

ぜ
？
』
っ
て
い
う
因
果
律
だ
け
で
世
界
が
で
き
て
る
と
思
っ
て
い
る
人
は
、
ち
ゃ
ん

ち
ゃ
ら
お
か
し
い
現
代
人
で
す
よ
。
違
い
ま
す
よ
。
因
果
律
で
表
現
す
る
こ
と
な
ん
て
、

全
然
ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
す
よ
」
  32

こ
の
よ
う
に
「
因
果
律
」、
す
な
わ
ち
「
筋
」
の
重
要
性
を
否
定
す
る
に
至
っ
た
宮
崎
駿
が
、

「
草
枕
」
が
一
番
面
白
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、「
プ
ロ
ツ
ト
も
無
け
れ
ば
事
件
の

発
展
も
な
い
」
と
い
う
漱
石
自
身
に
よ
る
「
草
枕
」
解
説
を
想
起
す
べ
き
地
点
に
立
ち
至
っ

た
よ
う
だ
。

（
続
く
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1 「
新
宿
区
立
漱
石
山
房
記
念
館 

開
館
記
念
イ
ベ
ン
ト
」 <U

R
L: http://soseki-m

useum
.jp/

m
odules/blog/index.php?action= PageView

&
page_id=94>

二
〇
一
七
年
九
月
三
日
閲
覧

2 「『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
公
式
ペ
ー
ジ
」<U

R
L: http://w

w
w.ghibli.jp/ponyo/press/keyw

ord/> 

二
〇
一
九
年
九
月
五
日
閲
覧
。
な
お
、ロ
マ
ン
ア
ル
バ
ム『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』（
二
〇
〇
八・一
〇
）

の
「
キ
ー
ワ
ー
ド
」
で
は
項
目
「
夏
目
漱
石
」
が
あ
り
、
同
様
の
情
報
が
よ
り
簡
略
化
さ
れ
て

示
さ
れ
て
い
る
。『
門
』
と
『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
米
村
み
ゆ
き
「
歩
行

へ
の
夢
想
―
『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
と
『
門
』『
リ
ト
ル
・
マ
ー
メ
イ
ド
』」（『
東
北
学
』
第

二
五
号
、
二
〇
一
〇・一
一
）
参
照

 

宮
崎
駿
『
出
発
点　

〜

』（
一
九
九
六・八
、
徳
間
書
店
）

4 「
ジ
ブ
リ
の
本
棚
〜
宮
崎
駿
が
選
ぶ 

子
供
た
ち
に
読
ま
せ
た
い
本
〜
」（
二
〇
一
〇・
八・
七
、

B
S
日
テ
レ
）
の
D
V
D
化
『
ジ
ブ
リ
の
本
棚
』（
二
〇
一
一・六
、
ウ
ォ
ル
ト・デ
ィ
ズ
ニ
ー・

ス
タ
ジ
オ
・
ジ
ャ
パ
ン
、
品
番
：VW

D
Z-8150

）。
文
字
起
こ
し
は
稿
者
の
聴
き
取
り
だ
が
、「
大

人
の
小
説
に
は
向
い
て
な
い
」
の
部
分
の
み
テ
ロ
ッ
プ
あ
り
。

5 『
ポ
ニ
ョ
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
。
〜
宮
崎
駿
の
思
考
過
程
〜
』（
二
〇
〇
九・一
二
、ウ
ォ
ル
ト・

デ
ィ
ズ
ニ
ー
・
ス
タ
ジ
オ
・
ジ
ャ
パ
ン
、
品
番
：V

W
B

S-1093

）
文
字
起
こ
し
は
字
幕
に
拠
る
。

6 「
お
別
れ
の
言
葉
」（『
折
り
返
し
点　

1
9
9
7
〜
2
0
0
8
』（
二
〇
〇
八・七
、
岩
波
書
店
）

7 『
漱
石
全
集
』
第
二
十
四
巻
（
一
九
九
七・二
、
岩
波
書
店
）

 『
ジ
ブ
リ
の
森
と
ポ
ニ
ョ
の
海　

宮
崎
駿
と
「
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
」』（
二
〇
〇
八・八
、角
川
書
店
）

9 「
初
め
て
人
間
に
憧
れ
る
主
人
公
を
描
く
」（『
C
U
T
』
二
〇
〇
八・
九
↓
宮
崎
駿
『
続
・
風
の

帰
る
場
所　

映
画
監
督
・
宮
崎
駿
は
い
か
に
始
ま
り
、
い
か
に
幕
を
引
い
た
の
か
』

二
〇
一
三・一
一
、
ロ
ッ
キ
ン
グ
オ
ン
）。
同
様
の
ア
イ
デ
ア
が
、「
1
0
0
年
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

宮
崎
駿
」（
二
〇
〇
八・一
一・二
〇
、N

H
K

 B
Shi

）
で
も
語
ら
れ
て
い
る
。

10 「
ジ
ブ
リ
日
誌
番
外
編
：
ヨ
ッ
シ
ー
の
社
員
旅
行
2
0
1
0
レ
ポ
ー
ト
」<U

R
L:http://w

w
w.

ghibli.jp/storage/006352/> 

二
〇
一
九
年
九
月
五
日
閲
覧

11 『
春
星
』N

o.008

（
二
〇
一
一・四
）
で
紹
介
さ
れ
た
二
〇
一
〇
年
一
一
月
一
〇
日
の
言
。

12 「
震
災
、
そ
し
て
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
終
わ
り
」（『
C
U
T
』
二
〇
一
一・
九
↓
前
掲
『
続
・
風
の

帰
る
場
所
』）

13 「
西
岡
事
務
局
長
の
週
刊
『
挿
絵
展
』　vol.01　

ご
あ
い
さ
つ
」<U

R
L: http://w

w
w.ghibli-

m
useum

.jp/exhibition/sashieten/009091/>

二
〇
一
九
年
九
月
五
日
閲
覧

14 「
西
岡
事
務
局
長
の
週
刊
『
挿
絵
展
』　vol.39　

夏
目
漱
石
と
装
丁
【
上
】　

西
洋
風
に
あ
こ
が

れ
て
」<U

R
L: http://w

w
w.ghibli-m

useum
.jp/exhibition/sashieten/009195/>

二
〇
一
九
年

九
月
五
日
閲
覧

15 「
通
俗
文
化
の
源
流　

ぼ
く
の
妄
想
史
│
自
分
は
何
処
か
ら
来
た
か
│
を
語
る
」（
三
鷹
の
森
ジ

ブ
リ
美
術
館
企
画
展
示
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『「
挿
絵
が
僕
ら
に
く
れ
た
も
の
」
展　

―
通
俗
文
化
の

源
流
―
』、
二
〇
一
二・七
、
公
益
財
団
法
人
徳
間
記
念
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
文
化
財
団
）

16 

同
前
。
な
お
、
ダ
ミ
ア
ン
・
フ
ラ
ナ
ガ
ン
『
日
本
人
が
知
ら
な
い
夏
目
漱
石
』（
二
〇
〇
三・七
、

世
界
思
想
社
）
は
、
漱
石
は
ハ
ン
ト
の
『
雇
わ
れ
の
羊
飼
い
』（
一
八
五
一
）
に
「
刺
激
さ
れ
て
、

『
三
四
郎
』
と
い
う
傑
出
し
た
美
術
小
説
を
生
み
出
し
た
」
と
し
、付
加
的
に
『
迷
え
る
羊
』（「
ス

ト
レ
イ
シ
ー
プ
（
迷
え
る
子
羊
）」）
も
紹
介
す
る
。
宮
崎
駿
が
同
書
を
読
ん
で
い
た
可
能
性
は

高
い
。「
西
岡
事
務
局
長
の
週
刊
『
挿
絵
展
』　vol.35　

ぼ
く
の
妄
想
史
【
参
】　

ハ
ン
ト
の
ひ

つ
じ
」<U

R
L: http://w

w
w.ghibli-m

useum
.jp/exhibition/sashieten/009164/>

も
参
照
。

二
〇
一
九
年
九
月
五
日
閲
覧

17 「
庵
野
秀
明
×
松
任
谷
由
実
×
宮
崎
駿
／
映
画
『
風
立
ち
ぬ
』
完
成
報
告
会
見

（
二
〇
一
三・六・二
四
）」（『
熱
風
』
二
〇
一
三・八
）

18 

半
藤
一
利
・
宮
崎
駿
『
腰
抜
け
愛
国
談
義
』（
二
〇
一
三・八
、
文
藝
春
秋
）

19 『
漱
石
先
生
ぞ
な
、
も
し
』（
一
九
九
六・三
、
文
藝
春
秋
）

20 『
漱
石
俳
句
探
偵
帖
』（
一
九
九
九・一
一
、
角
川
学
芸
出
版
↓
二
〇
一
一・六
、
文
藝
春
秋
）
等

21 

宮
崎
駿
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
半
藤
と
若
干
異
な
り
、
同
対
談
雑
誌
掲
載
版
（
宮
崎
駿
・
半
藤
一
利

「
記
念
対
談　

自
分
の
映
画
で
泣
い
た
の
は
初
め
て
で
す　
『
風
立
ち
ぬ
』
戦
争
と
日
本
人
」（『
文

芸
春
秋
』
二
〇
一
三・
八
）
で
は
、「『
そ
れ
か
ら
』
以
降
の
作
品
が
面
白
く
な
い
、
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
ん
で
す
。
た
だ
、
読
ん
で
い
る
と
胸
が
苦
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
作
品
以
上
に
、

漱
石
と
い
う
人
物
が
好
き
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
雑
誌
版
で
は
、『
漱
石
先

生
ぞ
な
、
も
し
』
を
「
読
ん
で
、
ど
う
し
て
も
『
草
枕
』
の
舞
台
と
な
っ
た
小
天
温
泉
に
行
き

た
く
て
、
ジ
ブ
リ
の
社
員
旅
行
で
熊
本
ま
で
行
っ
て
き
ま
し
た
（
笑
）」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、

も
し
そ
れ
が
事
実
な
ら
ば
『
漱
石
先
生
ぞ
な
、
も
し
』
の
影
響
は
や
は
り
非
常
に
大
き
い
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

22 

前
掲
『
漱
石
先
生
ぞ
な
、
も
し
』
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一
九

宮崎駿と夏目漱石（上）

23 

堀
田
善
衛
・
司
馬
遼
太
郎
・
宮
崎
駿
『
時
代
の
風
音
』（
一
九
九
二・一
一
、
ユ
ー
・
ピ
ー
・
ユ
ー

↓
﹇
加
筆
版
﹈
二
〇
一
三・一
〇
、
朝
日
新
聞
出
版
）

24 

叶
精
二
『
宮
崎
駿
全
書
』（
二
〇
〇
六・三
、
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
）

25 
前
掲
『
ジ
ブ
リ
の
森
と
ポ
ニ
ョ
の
海
』

26 『
も
の
の
け
姫
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
。』（
二
〇
〇
一・
一
一
、
ブ
エ
ナ
・
ビ
ス
タ
・
ホ
ー
ム
・

エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
イ
ン
ト
、
品
番
：V

W
D

Z-8016

）

27 

安
彦
良
和
ロ
ン
グ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
聞
き
手
＝
杉
田
俊
介
）
／
（
第
二
部
）「
安
彦
良
和
の
現
在
」

（『
週
間
読
書
人
ウ
ェ
ブ
』
二
〇
一
七・
四・
二
九
）<U

R
L:http://dokushojin.com

/article.
htm

l?i=1240>
二
〇
一
九
年
九
月
五
日
閲
覧

28 「
し
ん
ど
い
け
れ
ど
こ
ん
な
に
面
白
い
時
代
は
な
い
／
筑
紫
哲
也
氏
と
の
対
談
」（『
週
刊
金
曜

日
』
二
〇
〇
二・一・一
一
↓
前
掲
『
折
り
返
し
点
』）

29 『
千
の
顔
を
持
つ
英
雄
』（
上
下
と
も
二
〇
一
五・一
二
、
早
川
書
房
）

30 

前
掲
『
ポ
ニ
ョ
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
。』

31 

前
掲
「
初
め
て
人
間
に
憧
れ
る
主
人
公
を
描
く
」

32 

前
掲
「
震
災
、
そ
し
て
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
終
わ
り
」
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