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一
、
文
学
・
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
国
語
教
育

あ
る
作
品
を
元
に
し
て
別
の
作
品
を
作
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
よ
う
に

し
て
作
ら
れ
た
作
品
を
指
す
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
が
、
日
本

近
現
代
文
学
研
究
の
分
野
で
用
い
ら
れ
る
機
会
は
増
え
つ
つ
あ
る）

1
（

が
、
そ

れ
が
意
味
す
る
行
為
お
よ
び
作
品
は
、
か
ね
て
か
ら
私
た
ち
の
周
囲
に
ご

く
当
た
り
前
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
小
説
の
映
像
化
・
演
劇
化
・

コ
ミ
カ
ラ
イ
ズ
、
映
像
作
品
の
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
な
ど
、
時
に
は
媒
体
・
ジ
ャ

ン
ル
を
横
断
し
て
、
過
去
に
作
ら
れ
た
作
品
を
新
た
な
も
の
に
作
り
替
え

て
い
く
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
日
々
の
生
活
に
お
い
て
ふ
れ
る
機
会
の

多
い
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
作
り
替
え
は
「
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
」

と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
ま
で
は
「
翻
案
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。「
既
存
の
事
柄
の
趣
旨
を
生
か
し
て
作
り
か
え
る
こ
と
。
特
に
小
説
・

戯
曲
な
ど
で
、
原
作
の
筋
や
内
容
を
も
と
に
改
作
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ

の
も
の
。」）

（
（

と
語
意
が
説
明
さ
れ
る
「
翻
案
」
と
、「
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
」

の
二
語
が
指
す
も
の
の
距
離
は
近
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、な
ぜ
あ
え
て「
ア

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
と
ア
ニ
メ
「
ご
ん GO

N, T
H

E LIT
T

LE FOX

」

─ 

ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
と
国
語
教
育
の
接
続
に
関
す
る
一
試
論 

─

鈴

木

　

彩

ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
語
を
用
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
近
年
の

ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
が
表
明
す
る
立
場
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

多
様
な
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
包
括
的
に
取
り
扱
い
、
そ
の
定
義
付
け

を
試
み
た
リ
ン
ダ
・
ハ
ッ
チ
オ
ン
は
『
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
』

（
二
〇
一
二
、晃
洋
書
房
、片
渕
悦
久
・
鴨
川
啓
信
・
武
田
雅
史
訳
）
で
「「
オ

リ
ジ
ナ
ル
」
に
対
す
る
忠
実
度
を
め
ぐ
っ
て
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
論
争

に
直
接
か
か
わ
る
必
要
が
な
い
よ
う
だ
」
と
、
原
作
へ
の
忠
実
さ
と
い
う

観
点
か
ら
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
評
価
す
る
必
要
は
な
い
と
述
べ
た
。
ま

た
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作
品
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
上
げ
た
『
今

を
生
き
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
―
―
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
文
化
理
解
か
ら

の
入
門
』（
二
〇
一
一
、
研
究
社
、
米
谷
郁
子
編
著
）
の
序
文
は
、
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
作
品
も
先
行
作
品
か
ら
要
素
を
借
り
集
め
た
も
の
で
あ
る
こ

と
に
注
目
す
れ
ば
「
純
粋
な
意
味
で
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
〈
オ
リ
ジ
ナ

ル
〉
作
品
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
実
は
最
初
か
ら
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は

そ
れ
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
自
体
が
私
た
ち
の
幻
想
だ
っ
た
か
も
し
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れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。」
と
述
べ
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン

と
は
「
と
も
す
れ
ば
自
明
の
も
の
と
さ
れ
て
き
た
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
権
威
」
を
問
い
直
す
態
度
」
を
導
く
概
念
だ
と
指
摘
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
一
か
ら
十
ま
で
完
全
な
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
と
し
て
作
ら

れ
た
作
品
が
存
在
す
る
、
と
い
う
前
提
か
ら
疑
っ
て
み
れ
ば
、「
オ
リ
ジ

ナ
ル
」だ
か
ら
原
作
に
は
権
威
が
あ
り
、そ
う
で
は
な
い
か
ら
ア
ダ
プ
テ
ー

シ
ョ
ン
に
は
権
威
が
な
い
と
い
う
考
え
も
無
効
化
さ
れ
る
は
ず
だ
と
い
う

こ
と
だ
。「
翻
案
」
で
は
な
く
「
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
語
を
用

い
る
こ
と
は
、
何
か
を
元
に
作
り
替
え
ら
れ
た
作
品
を
、
二
次
的
な
・
下

位
の
も
の
と
し
て
考
え
な
い
、
ま
た
、
原
作
へ
の
忠
実
さ
を
基
準
に
評
価

し
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
捉
え
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

そ
の
よ
う
な
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
注
目
は
、
国
語
教
育
の
分
野
で

も
高
ま
り
つ
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る〝
定
番
教
材
〟に
も『
今

昔
物
語
集
』
巻
二
十
九
「
羅
城
門
の
上う

は
こ
し層

に
登
り
て
死
人
を
見
る
盗
人
の

語こ
と

」
お
よ
び
巻
三
十
一
「
大た

て
は
き

刀
帯
の
陣
に
魚
を
売
る
嫗お

う
なの

語
」
を
元
に
し

た
芥
川
龍
之
介「
羅
生
門
」（『
帝
国
文
学
』／
一
九
一
五
・
一
一
）、シ
ラ
ー
・

作
、
小
栗
孝
則
・
訳
の
「
人
質　

譚
詩
」
を
参
照
し
た
と
さ
れ
る
太
宰
治

「
走
れ
メ
ロ
ス
」（『
新
潮
』
／
一
九
四
〇
・
五
）、
唐
代
の
伝
奇
小
説
「
人

虎
伝
」
に
材
を
採
る
中
島
敦
「
山
月
記
」（『
文
学
界
』
／
一
九
四
二
・
二
）

の
よ
う
に
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
べ
る
も
の
は
多
数
あ
り
、
授
業
の
場

で
原
作
や
そ
れ
と
の
差
異
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か

し
現
在
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
①
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
視
聴

覚
教
材
と
原
作
を
比
較
す
る
、
ま
た
は
②
自
ら
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
作

る
と
い
う
二
つ
の
方
向
で
あ
る
。

木
村
陽
子
は
高
等
学
校
の
学
習
指
導
要
領
（
二
〇
〇
八
年
公
示
版
）
の

内
容
を
ふ
ま
え
、「
国
語
総
合
」
の
教
科
書
に
作
り
替
え
・
書
き
換
え
な

ど
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
課
題
が
ど
の
よ
う
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
か

を
調
査
し）

（
（

、
最
新
の
学
習
指
導
要
領
（
二
〇
一
八
年
公
示
版
）
で
は
「
我

が
国
の
代
表
的
な
言
語
文
化
と
し
て
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
前
面
に
押
し

出
し
て
い
る
」）

（
（

こ
と
を
指
摘
し
た
。
主
に
②
の
活
動
に
着
目
し
た
研
究
だ

が
、
最
新
の
学
習
指
導
要
領
に
「
演
劇
や
映
画
の
作
品
と
基
に
な
っ
た
作

品
と
を
比
較
し
て
，
批
評
文
や
紹
介
文
な
ど
を
ま
と
め
る
活
動
」）

5
（

が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
そ
の
メ
デ
ィ
ア
な
ら
で
は
の
強
み
、
弱
み
と
い

う
意
味
で
の
〈
メ
デ
ィ
ア
特
性
〉」「
現
在
の
表
現
メ
デ
ィ
ア
の
基
礎
的
知

識
」
を
学
ば
せ
る
意
図
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る）

（
（

。
こ
の
点
は
①
の

ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
視
聴
覚
教
材
と
原
作
を
比
較
す
る
活
動
へ

の
言
及
で
あ
る
。
①
に
つ
い
て
は
桐
生
直
代
・
東
茂
美
に
よ
る
論
考）

（
（

も「
走

れ
メ
ロ
ス
」
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
複
数
紹
介
し
、
そ
こ
で
の
「
オ
リ

ジ
ナ
ル
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
登
場
が
作
品
世
界
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い

る
か
、
読
み
取
っ
た
こ
と
を
映
画
と
関
連
さ
せ
、
そ
の
効
果
を
考
え
さ
せ

る
こ
と
で
「
深
い
学
び
」
の
学
習
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。」
と
提
言
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
比
較
の
結
果
や
、
考
え

さ
せ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
詳
し
く
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
媒
介
に
文
学
研
究
と
国
語
教
育
を
接
続
し

よ
う
と
す
る
試
み
に
、東
京
学
芸
大
学
・
教
育
実
践
推
進
本
部
に
よ
る
『
非
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言
語
教
材
を
用
い
た
国
語
教
育
を
活
性
化
す
る
た
め
の
実
践
的
研
究

―
―
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
教
育
の
構
築
に
向
け
て
』
が
あ
る
。
同
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
報
告
書
（
Ⅰ
・
Ⅱ
））

（
（

で
は
、
文
学
研
究
で
注
目
さ
れ
て
き
た
ア
ダ

プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
知
見
を
、
国
語
教
育
に
採
り
入
れ
る
た
め
の
概
論
と
、

①
・
②
両
方
の
授
業
実
践
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
①
の
例
に
は
、
こ
う
の

史
代
の
マ
ン
ガ
「
こ
の
世
界
の
片
隅
に
」
と
ア
ニ
メ
「
こ
の
世
界
の
（
さ

ら
に
い
く
つ
も
の
）
片
隅
に
」
の
描
写
を
比
較
す
る
実
践
（
早
川
香
世
「
ア

ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
教
材
と
し
て
の
『
こ
の
世
界
の
（
さ
ら
に
い
く
つ
も
の
）

片
隅
に
』」・
報
告
書
Ⅰ
）、
実
写
映
画
「
ア
ラ
ジ
ン
」
で
追
加
さ
れ
た
ジ
ャ

ス
ミ
ン
の
ソ
ロ
曲
「Speechless

」
の
意
義
を
考
え
さ
せ
る
実
践
（
扇
田

浩
水
「
物
語
を
分
析
す
る
―
―
実
写
版
映
画
『
ア
ラ
ジ
ン
』
は
ジ
ャ
ス
ミ

ン
を
ど
の
よ
う
に
描
い
た
か
―
―
」・
報
告
書
Ⅱ
）
な
ど
、
②
の
例
に
は

詩
「
春
に
な
っ
た
ね
」（
藤
本
美
智
子
）
を
読
ん
だ
後
で
、
そ
の
表
現
を

ふ
ま
え
な
が
ら
児
童
が
新
た
な
詩
を
創
作
す
る
実
践
（
高
須
み
ど
り
「
ア

ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
入
り
口
と
し
た
小
学
（
年
生
に
お
け
る
詩
の
授
業
の

実
践
」・
報
告
書
Ⅱ
）
な
ど
が
あ
る
。

そ
し
て
同
報
告
書
は
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
知
見
を
用
い
る
こ
と
で
、

従
来
の
視
聴
覚
教
材
を
用
い
る
／
作
り
替
え
る
実
践
と
い
か
に
差
別
化
で

き
る
か
と
い
う
点
に
意
識
的
で
あ
る
。
大
井
田
義
彰
（「
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ

ン
と
国
語
教
育
は
接
続
可
能
か
？
―
―
森
鷗
外
「
高
瀬
舟
」
を
例
に
し

て
―
―
」・
報
告
書
Ⅰ
）
は
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
概
念
を
参
照
す
る
こ
と

で
、
絵
・
映
像
・
音
楽
と
い
っ
た
非
言
語
教
材
が
「
文
字
で
表
現
さ
れ
た

教
材
を
読
ま
せ
て
、そ
の
教
材
を
よ
り
深
く
、多
角
的
に
理
解
さ
せ
る
た
め
」

の
「
補
助
教
材
的
」
位
置
づ
け
を
超
え
る
可
能
性
へ
の
期
待
を
述
べ
、
伊
藤

か
お
り
（「
国
語
科
に
お
け
る
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
教
育
の
可
能
性
―
―
視

聴
覚
教
材
の
表
現
を
読
む
力
―
―
」・
報
告
書
Ⅰ
）
も
、
①
の
授
業
で
は
映

像
や
挿
絵
な
ど
の
「
表
現
媒
体
ご
と
に
可
能
な
技
法
に
学
習
者
が
気
づ
く

と
き
、
同
時
に
比
較
対
象
の
言
語
表
現
の
技
法
や
特
徴
に
も
意
識
が
及
ぶ
」

と
い
う
利
点
を
指
摘
し
、
②
で
も
「
学
習
者
が
先
行
す
る
教
材
Ａ
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
違
い
を
生
み
出
し
た
の
か
、
そ
の
よ
う
な
表
現
の
工
夫
を

選
ん
だ
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
い
を
立
て
」
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
先
述
の
ハ
ッ
チ
オ
ン
の
論
に
も
あ
る
、
原
作

と
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
を
等
価
に
み
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
こ
れ
ま
で
日
本
近
代
文
学
作
品
と
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い

て
の
分
析
を
行
っ
て
き
た
。
本
論
で
は
そ
の
経
験
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
同
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
問
題
意
識
を
参
照
し
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
観
点

か
ら
文
学
研
究
と
国
語
教
育
の
接
点
を
探
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
そ
こ
で

着
目
す
る
の
が
、広
く
小
学
校
教
材
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
新
美
南
吉「
ご

ん
ぎ
つ
ね
」
と
、
そ
れ
を
原
作
と
し
て
近
年
公
開
さ
れ
た
ア
ニ
メ
作
品
「
ご

ん GO
N

, T
H

E LIT
T

LE FO
X

」
で
あ
る
。「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
は
一
九
五
六

（
昭
和
三
一
）
年
か
ら
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
始
め
、
二
〇
二
〇
年
段
階
で
は

「
す
べ
て
の
国
語
科
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
い
る
」「
き
わ
め
て
珍
し
い
」

（
鶴
田
清
司
））

9
（

作
品
で
あ
る
。
本
論
で
は
幅
広
い
年
代
に
読
ま
れ
、
多
く

の
人
の
記
憶
に
も
残
っ
て
い
る
だ
ろ
う
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
と
そ
の
ア
ダ
プ

テ
ー
シ
ョ
ン
を
、
ハ
ッ
チ
オ
ン
が
提
唱
し
た
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
条
件

を
参
照
し
な
が
ら
比
べ
、
各
々
の
表
現
方
法
と
そ
こ
で
表
現
さ
れ
た
物
語
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の
性
質
の
関
係
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
い
。
本
論
は
ま
だ
実
際
の
教
育
現

場
で
の
実
践
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
は
な
い
が
、
分
析
内
容
の
一
部
で
も
、

国
語
教
育
に
お
け
る
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
活
用
に
資
す
る
も
の
が
あ
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。

二
、�「（
再
）
解
釈
と
（
再
）
創
造
」
／
「
広
範
な
間
テ
ク
ス
ト
的
繋
が
り
」

新
美
南
吉
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
は
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
一
月
、『
赤

い
鳥
』復
刊
三
巻
一
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
な
お
初
出
時
の
タ
イ
ト
ル
は「
ご

ん
狐
」
で
あ
り
、『
校
定
新
美
南
吉
全
集
』（
一
九
八
〇
、大
日
本
図
書
）
や
、

い
く
つ
か
の
童
話
集
に
は
「
ご
ん
狐
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
現

在
、
教
科
書
を
通
じ
て
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
呼
称
が
一
般
的
に
定
着
し
て

い
る
も
の
と
考
え
、
ま
た
「
ご
ん GO

N
, T

H
E LIT

T
LE FO

X

」
の
原

作
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
も
「
新
美
南
吉
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』」
と
あ
る
こ
と
か
ら

本
論
で
は
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
タ
イ
ト
ル
表
記
を
用
い
た
。
こ
の
物
語
は

既
に
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
が
、
改
め
て
梗
概
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
通

り
と
な
る
。
い
た
ず
ら
ば
か
り
し
て
い
る
狐
の
ご
ん
は
、
村
の
青
年
・
兵

十
が
捕
ろ
う
と
し
て
い
た
魚
や
う
な
ぎ
を
盗
む
が
、
そ
の
後
、
兵
十
の
母

親
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
り
、
あ
の
う
な
ぎ
は
病
気
の
母
親
の
た
め

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
後
悔
す
る
。
そ
の
「
つ
ぐ
な
ひ
」
の
意
味
を

込
め
て
、
ご
ん
は
鰯
売
り
か
ら
鰯
を
盗
ん
で
兵
十
の
家
へ
投
げ
こ
む
が
、

兵
十
は
鰯
を
盗
ん
だ
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
、
殴
ら
れ
て
し
ま
う
。
ご
ん
は

「
し
ま
つ
た
」と
思
い
、そ
れ
か
ら
は
栗
や
松
茸
な
ど
を
兵
十
の
家
へ
運
ぶ
。

あ
る
時
、
ご
ん
は
兵
十
と
百
姓
の
加
助
の
対
話
の
中
で
、
加
助
が
食
べ
物

を
運
ん
で
く
れ
る
の
は
神
様
だ
ろ
う
と
い
う
の
を
聞
い
て
「
神
さ
ま
に
お

礼
を
い
ふ
ん
ぢ
や
ァ
お
れ
は
、
引
き
合
は
な
い
な
あ
。」
と
考
え
る
が
、

翌
日
も
兵
十
の
家
へ
向
か
う
。
し
か
し
家
に
入
っ
て
い
く
ご
ん
を
見
つ
け

た
兵
十
は
「
こ
な
ひ
だ
う
な
ぎ
を
ぬ
す
み
や
が
つ
た
あ
の
ご
ん
狐
め
が
、

ま
た
い
た
づ
ら
を
し
に
来
た
な
。」
と
考
え
、
火
縄
銃
で
ご
ん
を
撃
っ
て

し
ま
う
。
そ
し
て
土
間
に
「
栗
が
、か
た
め
て
お
い
て
」
あ
る
の
を
見
て
、

食
べ
物
を
持
っ
て
き
て
い
た
の
は
ご
ん
だ
と
気
が
付
く
。

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品「
ご
ん GO

N
, T

H
E LIT

T
LE FO

X

」（
以
降
、

ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」）
は
、
こ
の
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
物
語
を
、
人
形
を

少
し
ず
つ
動
か
し
な
が
ら
撮
影
す
る「
ス
ト
ッ
プ
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
」）

（1
（

と
し
て
映
像
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年

秋
に
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
で
上
演
さ
れ
る
た
め
の
ア
ニ
メ
と
し
て
上
映
が
始

ま
り
、
二
〇
二
〇
（
令
和
二
）
年
六
月
か
ら
「
劇
場
版　

ご
ん GO

N
, 

T
H

E LIT
T

LE FO
X

」
と
し
て
全
国
の
映
画
館
で
公
開
さ
れ
た
。
本
論

の
執
筆
時
点
（
二
〇
二
三
年
一
月
）
で
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
ブ
ル
ー
レ
イ
デ
ィ
ス

ク
は
発
売
さ
れ
て
い
な
い
が
、
Ｗ
Ｏ
Ｗ
Ｏ
Ｗ
（
二
〇
二
二
・
五
な
ど
）
と

Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｅ
テ
レ
（
二
〇
二
三
・
一
）
で
放
送
さ
れ
た
ほ
か
、
配
信
サ
ー

ビ
ス
（A

m
azon Prim

e V
ideo

）
で
も
視
聴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
監

督
の
八
代
健
志
は
同
じ
「
ス
ト
ッ
プ
・
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」

の
手
法
で
「
ノ
ー
マ
ン
・
ザ
・
ス
ノ
ー
マ
ン
〜
北
の
国
の
オ
ー
ロ
ラ
〜
」

（
二
〇
一
三
）
や
「
眠
れ
な
い
夜
の
月
」（
二
〇
一
五
）
な
ど
を
手
掛
け
て

い
る
。
ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」
の
脚
本
は
八
代
と
本
田
隆
朗
が
担
当
し
、
主
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な
声
優
と
し
て
は
田
中
誠
人
（
ご
ん
・
子
役
）、
入
野
自
由
（
兵
十
）、
國

府
田
達
也
（
加
助
）、
辻
良
江
（
兵
十
の
母
）
ら
が
出
演
し
た
。

ハ
ッ
チ
オ
ン
は
『
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
』
で
、ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
三
つ
の
条
件
を
示
し
て
い
る
。
①
「
ひ
と
つ
、
も
し
く
は
複
数
」
の

「
特
定
の
作
品
の
公
表
さ
れ
た
包
括
的
な
置
換
」で
あ
り
、そ
の
置
換
が「
承

認
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
製
作
さ
れ
る
際
は
「
つ
ね
に
（
再
）
解
釈
と

（
再
）
創
造
の
両
方
が
含
ま
れ
る
」
こ
と
、
③
「
翻
案
元
作
品
と
の
広
範

な
間
テ
ク
ス
ト
的
繋
が
り
」
を
持
ち
、
受
け
手
は
そ
の
作
品
を
「
変
化
を

と
も
な
っ
た
反
復
を
つ
う
じ
て
共
鳴
す
る
、
他
作
品
の
記
憶
を
呼
び
起
こ

す
」
も
の
と
し
て
体
験
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
補
足
し
つ
つ
解

説
す
る
な
ら
ば
、
①
何
か
の
作
品
が
元
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
タ
イ
ト

ル
や
内
容
面
の
類
似
、原
作
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
表
記
な
ど
を
通
じ
て
「
公
表
」

さ
れ
、
原
作
と
の
関
係
を
受
け
手
が
「
承
認
」
し
得
る
、
②
原
作
と
全
て

が
同
じ
で
は
な
く
、
新
た
な
解
釈
や
、
原
作
に
対
す
る
批
評
、
描
写
の
追

加
や
省
略
と
い
っ
た
創
造
さ
れ
た
部
分
を
含
む
、
③
人
物
・
設
定
・
展
開

な
ど
の
要
素
を
眺
め
た
時
、
元
の
作
品
と
広
範
囲
な
つ
な
が
り
が
確
認
で

き
、
受
容
者
に
他
作
品
の
記
憶
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
三
点
を
満
た
す
も

の
が
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
ど
こ
ま
で

を
「
広
範
な
間
テ
ク
ス
ト
的
繋
が
り
」
と
み
る
か
に
つ
い
て
、
ハ
ッ
チ
オ

ン
は
「
他
の
作
品
へ
の
軽
い
言
及
や
短
い
模
倣
は
、
広
範
な
繋
が
り
と
い

う
の
に
当
て
は
ま
ら
な
い
し
、
音
楽
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
も
た
い
て
い
の
場

合
、
曲
の
ほ
ん
の
短
い
断
片
し
か
再
文
脈
化
し
て
い
な
い
の
で
定
義
に
合

致
し
な
い
。」
と
補
足
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
に
従
う
な
ら
、
た
と
え
ば

芥
川
龍
之
介
「
葱
」（『
新
小
説
』
／
一
九
二
〇
・
一
）
に
は
主
人
公
の
「
お

君
さ
ん
」
が
「
毎
晩
遅
く
カ
ツ
フ
エ
か
ら
帰
つ
て
来
る
と
」
徳
冨
蘆
花
の

「「
不
如
帰
」
を
読
ん
だ
り
、
造
花
の
百
合
を
眺
め
た
り
し
な
が
ら
」
過
ご

す
と
い
う
箇
所）

（（
（

が
あ
る
が
、「
葱
」
と
「
不
如
帰
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開

は
全
く
異
な
る
た
め
、
ハ
ッ
チ
オ
ン
の
定
義
で
は
「
葱
」
は
「
不
如
帰
」

の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
い
と
い
え
る
。

す
な
わ
ち
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
「（
再
）
解
釈
と
（
再
）
創
造
」
と

い
う
原
作
か
ら
離
れ
て
い
く
部
分
と
、元
の
作
品
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
「
翻

案
元
作
品
と
の
広
範
な
間
テ
ク
ス
ト
的
繋
が
り
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
受
け
手
は
共
通
点
か
ら
元
の
作
品
を
想
起
し
な
が
ら
、
相
違
点
に

も
目
を
向
け
て
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
容
す
る
。
先
に
紹
介
し
た
先
行

研
究
・
実
践
報
告
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
意
義
や
、
原
作
と

ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
描
写
が
異
な
る
と
こ
ろ
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
で

追
加
さ
れ
た
音
楽
な
ど
変
化
し
た
部
分
に
着
目
し
、
効
果
を
考
察
す
る
傾

向
が
み
ら
れ
た
が
、
原
作
か
ら
離
れ
る
部
分
と
原
作
と
つ
な
が
る
部
分
の

両
者
に
注
目
す
る
こ
と
も
必
要
な
視
座
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
そ

の
差
異
に
よ
っ
て
、
原
作
と
共
通
す
る
部
分
の
意
味
す
る
も
の
が
い
か
に

変
わ
る
か
と
い
う
、
共
通
点
・
相
違
点
の
関
係
に
対
す
る
注
目
も
重
要
だ

ろ
う
。
ま
た
「（
再
）
解
釈
と
（
再
）
創
造
」
は
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
け

で
な
く
、
失
わ
れ
た
も
の
を
通
じ
て
も
行
わ
れ
る
。
先
述
の
『
非
言
語
教

材
を
用
い
た
国
語
教
育
を
活
性
化
す
る
た
め
の
実
践
的
研
究
』
の
報
告
書

で
、
渡
邉
裕
は
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
と
そ
れ
を
元
に
し
たN

H
K

 for 
school

の
映
像
作
品
「
お
は
な
し
の
く
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
」
を
比
較
し
た
実
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践
を
報
告
し
て
い
る
が
（「
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
用
い
た
授
業
実
践
の
検

討
―
―
導
入
の
た
め
の
入
り
口
を
ど
の
よ
う
に
作
る
か
―
―
」・
報
告
書

Ⅱ
）、「
こ
の
よ
う
な
比
較
・
類
推
の
取
り
組
み
に
お
い
て
は
、
ど
う
し
て

も
映
像
化
に
よ
り
顕
在
化
す
る
も
の
、
埋
め
ら
れ
た
「
空
白
」
の
部
分
へ

の
着
目
が
強
く
な
っ
て
し
ま
う
。
生
徒
の
記
述
を
見
て
も
「
見
え
な
く
な

る
も
の
」
に
関
す
る
も
の
は
少
な
い
。」
と
指
摘
し
た
。
こ
の
示
唆
的
な

指
摘
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
失
わ
れ
た
も
の
に
着
目
す

る
こ
と
も
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
本
論
で
は
三
・
四
節
を
通

じ
て
、
原
作
・
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
共
通
点
と
相
違
点
の
関
係
や
、
失

わ
れ
た
も
の
の
意
味
に
つ
い
て
も
分
析
・
考
察
を
行
い
た
い
。

ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」
は
、
新
美
南
吉
の
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
が
原
作
と
し

て
ク
レ
ジ
ッ
ト
さ
れ
る
こ
と
で
①
「
特
定
の
作
品
の
公
表
さ
れ
た
包
括
的

な
置
換
」
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
先
に
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
梗
概
で
述

べ
た
場
面
―
―
兵
十
の
う
な
ぎ
を
盗
ん
だ
ご
ん
が
兵
十
の
母
親
の
葬
式
に

遭
遇
し
て
後
悔
す
る
・
ご
ん
が
鰯
を
兵
十
の
家
に
投
げ
こ
み
、
兵
十
が
誤

解
さ
れ
て
殴
ら
れ
る
・
ご
ん
が
栗
な
ど
の
食
べ
物
を
兵
十
の
家
に
運
ぶ
・

ご
ん
が
兵
十
と
加
助
の
話
を
聞
く
・
兵
十
が
ご
ん
を
撃
ち
、
そ
こ
で
真
実

を
知
る
―
―
が
い
ず
れ
も
描
か
れ
る
こ
と
で
、
③
「
翻
案
元
作
品
と
の
広

範
な
間
テ
ク
ス
ト
的
繋
が
り
」
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
②
「（
再
）
解

釈
と
（
再
）
創
造
」
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、
兵
十
を
め
ぐ
る
場
面
が
多

数
追
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ご
ん
と
母
親
を
め
ぐ
る
回
想
場
面
が
あ
る
こ

と
、
兵
十
ら
人
間
が
獣
の
命
を
奪
う
こ
と
に
つ
い
て
言
及
が
増
え
て
い
る

こ
と
、
そ
し
て
「
劇
場
版　

ご
ん GO

N
, T

H
E LIT

T
LE FO

X

」
の
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ）

（1
（

「Introduction

」
に
「
（
つ
の
視
点
で
描
く
ご
ん
に

も
注
目
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
ご
ん
の
外
見
が
二
パ
タ
ー
ン
描
か
れ
て
い

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

二
パ
タ
ー
ン
の
外
見
と
は
、
四
つ
足
の
狐
と
し
て
表
現
さ
れ
る
場
合
と
、

二
足
歩
行
の
少
年
の
よ
う
な
姿
で
描
か
れ
る
場
合
で
あ
る
。「Introduction

」

に
は
続
け
て
「
小
ぎ
つ
ね
・
ご
ん
か
ら
見
た
世
界
で
は
人
間
と
同
じ
二
足

歩
行
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
な
り
、人
間
か
ら
見
た
世
界
で
は
四
足
歩
行
に
。

視
点
を
使
い
分
け
、
動
物
と
人
間
の
垣
根
が
引
き
起
こ
す
悲
劇
を
、
普
遍

的
な
問
題
へ
と
昇
華
さ
せ
て
い
る
。」
と
あ
り
、
外
見
の
違
い
が
兵
十
と

ご
ん
の
「
見
た
世
界
」「
視
点
」
の
差
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
事
実
、
主
に
兵
十
が
ご
ん
を
観
る
場
面
で
は
、
そ
の

姿
は
四
つ
足
の
狐
で
あ
り
、
人
間
の
住
む
村
を
離
れ
て
い
る
時
や
、
こ
っ

そ
り
と
兵
十
ら
の
様
子
を
窺
う
時
の
ご
ん
は
、狐
の
耳
や
し
っ
ぽ
を
持
ち
、

ふ
さ
ふ
さ
の
体
毛
に
覆
わ
れ
て
い
る
が
、
顔
は
体
毛
の
な
い
子
ど
も
の
姿

に
な
っ
て
い
る
（
一
部
例
外
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。

こ
の
よ
う
に
二
つ
の
外
見
を
も
っ
て
ご
ん
を
描
く
こ
と
は
、
文
字
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
原
作
で
は
表
現
で
き
な
い
、
映
像
ゆ
え
の
も
の
と
い
え
る
。

だ
が
、
次
節
で
詳
し
く
み
る
通
り
、
ご
ん
と
兵
十
の
視
点
の
差
は
「
ご

ん
ぎ
つ
ね
」
の
先
行
研
究
で
も
注
目
さ
れ
て
き
た
要
素
で
あ
っ
た
。
ア
ニ

メ
版
「
ご
ん
」
に
お
け
る
二
パ
タ
ー
ン
の
外
見
は
、
視
覚
的
表
現
を
用
い

つ
つ
、
原
作
に
描
か
れ
た
ご
ん
と
兵
十
の
視
点
の
差
と
共
通
性
を
も
つ
表

現
で
あ
る
。
ま
ず
は
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
分
析
で
注
目
さ
れ
て
き
た
、
語

り
に
お
け
る
、ご
ん
と
兵
十
の
視
点
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
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三
、�「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」「
ご
ん�G

O
N,�THE�LITTLE�FO

X

」
の
視
点

文
字
で
書
か
れ
た
小
説
と
い
う
表
現
形
式
に
は「
活
字
の
文
字
面
に〈
幻

前
〉
す
る
、
作
者
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
た
、
虚
構
的
な
発
話
主
体
」（
小

森
陽
一
））

（1
（

で
あ
る
語
り
手
が
存
在
し
、
読
者
は
語
り
手
の
言
葉
を
通
し
て

物
語
を
受
け
取
る
。
語
り
手
に
は
、
物
語
の
登
場
人
物
を
兼
ね
る
（
い
わ

ゆ
る
一
人
称
の
）
も
の
も
あ
れ
ば
、
登
場
人
物
を
兼
ね
な
い
も
の
も
あ
る

が
、
兼
ね
な
い
場
合
で
も
主
人
公
や
中
心
人
物
の
視
点
・
心
情
に
寄
り
添

う
こ
と
は
あ
り
、そ
の
寄
り
添
い
方
は
千
差
万
別
で
あ
る
。「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」

で
は
「
ふ
と
見
る
と
、
川
の
中
に
人
が
ゐ
て
、
何
か
や
つ
て
ゐ
ま
す
。」

「「
あ
ゝ
、
葬
式
だ
。」
と
、
ご
ん
は
思
ひ
ま
し
た
。」
な
ど
、
大
部
分
に
お

い
て
ご
ん
の
見
た
情
景
や
心
情
を
描
き
、
ご
ん
の
視
点
に
沿
っ
て
い
た
語

り
が
末
尾
で
反
転
し
「
こ
な
ひ
だ
う
な
ぎ
を
ぬ
す
み
や
が
つ
た
あ
の
ご
ん

狐
め
が
、
ま
た
い
た
づ
ら
を
し
に
来
た
な
。」「
家
の
中
を
見
る
と
土
間
に

栗
が
、か
た
め
て
お
い
て
あ
る
の
が
目
に
つ
き
ま
し
た
。」と
兵
十
の
視
点
・

心
情
に
沿
う
こ
と
が
西
郷
竹
彦）

（1
（

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
以
来
、
視
点
の
転

換
が
作
品
読
解
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
と
さ
れ
て
き
た
。

西
郷
は
「
二
三
日
雨
が
ふ
り
つ
ゞ
い
た
そ
の
間
、
ご
ん
は
、
外
へ
も
出

ら
れ
な
く
て
穴
の
中
に
し
や
が
ん
で
ゐ
ま
し
た
。」
以
降
は
「
語
り
手
が

ご
ん
そ
の
も
の
に
な
っ
て
語
」
り
、「
ご
ん
の
目
か
ら
外
の
「
あ
り
さ
ま
」

や
兵
十
の
「
よ
う
す
」
を
な
が
め
て
い
る
」
が
、
兵
十
が
ご
ん
を
撃
つ
直

前
の「
そ
の
と
き
兵
十
は
、ふ
と
顔
を
あ
げ
ま
し
た
。」か
ら
は
語
り
の「
視

角
を
兵
十
に
〈
き
り
か
え
〉
た
」
と
説
く
。
そ
し
て
そ
の
効
果
を
「
ご
ん

の
視
角
の
ま
ま
で
え
が
か
れ
る
と
、
読
者
は
ご
ん
の
悲
し
さ
を
わ
か
っ
て

悲
し
む
だ
け
に
、
た
だ
そ
れ
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
に
、
兵
十
の
し

わ
ざ
を
う
ら
み
、
兵
十
を
「
悪
者
」
に
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。」「
兵
十

の
視
覚
に
立
っ
て
読
ん
で
く
る
と
、殺
さ
れ
た
方
も
か
わ
い
そ
う
だ
け
ど
、

殺
す
こ
と
は
な
か
っ
た
相
手
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
兵
十
も
あ
わ
れ
に
な
っ

て
く
る
は
ず
で
す
。」
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
西
郷
の
指
摘
は
「
テ
ク
ス
ト
の
あ
る
場
面
全
体
を
一
つ
の
視
点
で

統
一
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
無
理
が
あ
」る
と
し
、「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」は「
局

外
の
語
り
手
に
よ
る
語
り
」
が
「
ご
ん
・
兵
十
を
映
し
手
と
す
る
語
り
と

と
も
に
，
重
層
的
な
語
り
の
構
造
に
な
っ
」
た
も
の
で
、
語
り
の
視
点
が

ど
こ
に
あ
る
か
は
一
文
ご
と
に
も
変
化
す
る
と
し
た
山
本
茂
喜）

（1
（

の
よ
う
な

反
論
も
な
さ
れ
た
も
の
の
、
概
ね
定
説
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
丹

藤
博
文）

（1
（

は
こ
の
視
点
の
転
換
と
、
ご
ん
が
自
分
の
せ
い
で
兵
十
が
母
に
う

な
ぎ
を
食
べ
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
想
像
す
る
こ
と
・
兵
十
を
自
分
と
同

じ
孤
独
な
存
在
と
み
る
の
は
あ
く
ま
で
ご
ん
の
認
識
で
兵
十
の
認
識
と
は

ず
れ
が
あ
る
こ
と
を
関
わ
ら
せ
、「
語
り
手
は
、
結
末
ま
で
け
っ
し
て
兵

十
の
視
点
に
立
つ
こ
と
は
な
い
。」「
つ
ま
り
こ
の
作
品
の
言
葉
の
仕
組
み

自
体
が
、
ご
ん
と
兵
十
の
互
い
に
対
す
る
認
識
の
ず
れ
を
際
だ
っ
た
も
の

に
さ
せ
て
い
る
。」
と
視
点
の
転
換
を
認
識
の
懸
隔
を
露
わ
に
す
る
も
の

と
し
て
捉
え
た
。（
加
え
て
こ
の
観
点
を
高
校
の
授
業
で
改
め
て
「
ご
ん

ぎ
つ
ね
」
を
読
解
す
る
際
に
活
用
し
た
実
践
報
告
を
行
っ
て
い
る
。）
こ

う
し
た
指
摘
の
通
り
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
語
り
に
は
ご
ん
か
ら
兵
十
へ
の

視
点
の
転
換
が
み
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
る
情
景
や
思
考
内
容
が
提
示
さ
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れ
る
と
と
も
に
、
相
手
の
そ
れ
を
互
い
に
知
り
得
な
い
懸
隔
も
示
唆
さ
れ

て
い
る
。

ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」
で
も
、
ご
ん
と
兵
十
の
視
点
か
ら
見
た
情
景
が
表

現
さ
れ
る
こ
と
で
、
ど
ち
ら
の
視
点
か
ら
捉
え
た
世
界
な
の
か
が
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
場
合
の
二
者
の
視
点
は
、
対
象
物
の
ア
ッ
プ
の
前
後
に
、

そ
れ
を
見
る
ご
ん
／
兵
十
の
姿
が
映
さ
れ
る
こ
と
や
、
そ
れ
ぞ
れ
が
い
る

位
置
か
ら
見
た
光
景
と
わ
か
る
形
で
、
情
景
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
表
現
さ

れ
る
。
た
と
え
ば
ご
ん
（
少
年
の
姿
）
が
蛙
や
と
ん
ぼ
を
追
い
か
け
る
場

面
が
前
半
に
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
蛙
や
と
ん
ぼ
の
姿
が
ア
ッ
プ
で
挟
み
込

ま
れ
、
そ
の
後
に
は
飛
ん
で
い
く
白
鷺
の
様
子
と
、
空
を
見
上
げ
て
そ
の

軌
道
を
追
い
か
け
る
ご
ん
の
姿
が
映
さ
れ
る
。
ま
た
同
じ
く
少
年
の
姿
の

ご
ん
が
、
兵
十
が
う
な
ぎ
を
捕
る
の
を
発
見
す
る
場
面
や
、
兵
十
の
母
の

葬
式
が
通
る
の
を
見
る
場
面
な
ど
で
は
、
人
間
の
姿
が
草
む
ら
越
し
に
捉

え
ら
れ
、
ご
ん
が
草
む
ら
に
隠
れ
て
見
た
景
色
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
兵
十
の
場
合
も
同
様
で
、
う
な
ぎ
を
捕
る
場
面
で
は
雀
の
ア
ッ
プ
の

後
に
見
上
げ
る
兵
十
の
姿
が
映
さ
れ
て
兵
十
が
見
た
情
景
で
あ
る
と
表

し
、
兵
十
が
母
の
位
牌
に
語
り
か
け
る
場
面
で
は
、
兵
十
が
見
下
ろ
し
た

角
度
で
仏
壇
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
で
兵
十

の
視
点
に
移
行
し
た
と
さ
れ
る
、
ご
ん
を
撃
つ
場
面
で
も
食
べ
物
を
持
っ

て
き
た
ご
ん
の
し
っ
ぽ
や
、
土
間
に
置
か
れ
た
栗
が
兵
十
の
位
置
か
ら
の

視
点
で
映
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
誰
の
視
点
に
立
脚
す
る
場
面
か
は
明
確

に
な
っ
て
お
り
、
映
像
と
い
う
表
現
方
法
を
通
じ
て
も
ご
ん
と
兵
十
そ
れ

ぞ
れ
の
視
点
か
ら
見
た
情
景
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

一
方
で
ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」
で
は
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
語
り
が
示
し
て

い
た
よ
う
な
、
ご
ん
と
兵
十
の
認
識
の
ず
れ
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

葬
式
を
見
た
後
、
ご
ん
が
「
兵
十
の
お
っ
か
あ
は
病
気
だ
っ
た
ん
だ
。
だ

か
ら
兵
十
は
一
生
懸
命
、
う
な
ぎ
を
と
っ
た
ん
だ
。」
と
考
え
、「
あ
ん
な

い
た
ず
ら
し
な
き
ゃ
よ
か
っ
た
。」と
呟
く
部
分
は
あ
る
が
、「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」

の
よ
う
に
「
兵
十
の
お
母つ

か
あは

、
床
に
つ
い
て
ゐ
て
、
う
な
ぎ
が
食
べ
た
い

と
言
つ
た
に
ち
が
ひ
な
い
。」「
あ
ゝ
、
う
な
ぎ
が
食
べ
た
い
、
う
な
ぎ
が

食
べ
た
い
と
お
も
ひ
な
が
ら
、
死
ん
だ
ん
だ
ら
う
。」（
傍
線
引
用
者
）
と

ご
ん
が
想
像
を
巡
ら
せ
る
も
の
で
は
な
い
。「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」に
あ
っ
た「
お

れ
と
同
じ
一
人
ぼ
つ
ち
の
兵
十
か
。」
と
い
う
内
言
も
み
ら
れ
な
い
た
め
、

前
掲
・
丹
藤
論
に
指
摘
の
あ
っ
た「
同
じ
一
人
ぼ
つ
ち
」と
い
う
ご
ん
の（
正

し
い
か
不
明
の
）認
識
が
示
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
ま
た
ア
ニ
メ
版「
ご
ん
」

で
追
加
さ
れ
た
場
面
に
は
、
加
助
が
「
お
っ
か
あ
も
う
な
ぎ
食
や
あ
、
精

が
つ
く
て
。」
と
兵
十
に
漁
具
を
渡
す
も
の
が
あ
り
、
母
親
の
た
め
に
う

な
ぎ
を
捕
る
こ
と
は
作
中
の
事
実
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
ご
ん
の
想
像
と

実
態
が
か
け
離
れ
て
い
る
可
能
性
も
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
、
ご
ん
の

思
考
と
事
実
の
差
は
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
失
わ
れ
た
も
の
の
一
つ
で

あ
る
。
し
か
し
そ
の
消
失
は
必
ず
し
も
メ
デ
ィ
ア
の
違
い
に
起
因
す
る
と

も
い
え
な
い
。
映
像
作
品
で
も
モ
ノ
ロ
ー
グ
な
ど
で
認
識
の
ず
れ
を
描
く

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
の
違
い
は
ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」
と
い
う

作
品
自
体
が
採
用
し
た
方
法
の
違
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」
に
は
、
ご
ん
と
兵
十
の
事
実
を
め
ぐ
る
認
識
の
差

と
い
う
側
面
は
な
く
、ご
ん
と
兵
十
の
見
て
い
る
も
の
の
差
は
描
か
れ
る
。
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後
者
の
差
を
如
実
に
表
現
す
る
の
が
、
先
述
し
た
ご
ん
の
二
種
類
の
外
見

と
い
う
趣
向
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ご
ん
が
四
つ
足
の
狐
と
し
て

表
現
さ
れ
る
場
面
と
、
少
年
の
姿
で
描
か
れ
る
場
面
は
、
兵
十
の
視
点
に

立
脚
し
て
い
る
場
面
か
、
ご
ん
の
視
点
に
立
脚
し
て
い
る
場
面
か
に
、
大

枠
に
お
い
て
対
応
し
て
い
る
。
四
つ
足
の
ご
ん
は
冒
頭
に
兵
十
が
銃
で
ご

ん
を
狙
い
失
敗
す
る
場
面（
原
作
に
は
な
い
場
面
・
後
述
）、う
な
ぎ
を
捕
っ

た
ご
ん
を
追
い
か
け
る
場
面
・
最
後
に
撃
た
れ
て
倒
れ
た
ご
ん
を
見
下
ろ

す
視
点
で
捉
え
た
場
面
な
ど
、
主
に
兵
十
の
視
点
で
ご
ん
を
捉
え
た
時
に

登
場
す
る
。
そ
し
て
少
年
の
姿
は
、
概
ね
ご
ん
の
視
点
で
情
景
を
捉
え
た

場
面
に
登
場
す
る
が
、
こ
の
姿
は
〝
実
際
に
〟
彼
が
狐
と
少
年
の
外
見
を

行
き
来
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
人
間
の
前

で
は
狐
に
、
人
間
が
見
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
少
年
の
姿
に
〝
実
際
に
〟

変
貌
す
る
と
い
う
解
釈
は
、
作
中
の
狐
と
少
年
の
姿
の
描
写
に
揺
れ
が
存

在
す
る
こ
と
か
ら
も
採
用
し
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
揺
れ
と
は
、

原
作
に
は
な
い
、
ご
ん
と
母
親
を
め
ぐ
る
回
想
の
場
面
で
あ
る
。

ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」
で
は
、
ご
ん
が
う
な
ぎ
を
盗
む
場
面
で
、
追
い
か

け
る
兵
十
が
「
う
な
ぎ
返
せ
！
お
っ
か
あ
の
、
う
な
ぎ
！
」
と
叫
ん
で
お

り
、
そ
こ
で
ご
ん
は
そ
れ
が
母
親
の
た
め
だ
と
知
る
。
逃
げ
切
っ
た
ご
ん

は
「
お
っ
か
あ
か
…
。」
と
呟
き
回
想
が
始
ま
る
が
、
そ
れ
は
ご
ん
の
母

の
死
を
描
い
た
も
の
だ
っ
た
。
罠
に
か
か
っ
て
身
動
き
の
取
れ
な
い
親
狐

と
、
そ
れ
に
寄
り
添
う
子
狐
の
様
子
が
映
さ
れ
た
後
、
親
狐
が
何
か
に
気

が
付
く
。
そ
れ
は
近
付
い
て
く
る
猟
師
ら
し
き
人
間
で
あ
る
。
親
狐
は
子

狐
を
遠
ざ
け
る
た
め
に
子
狐
を
威
嚇
し
、
突
き
放
す
。
そ
し
て
逃
げ
て
い

く
子
狐
の
背
後
か
ら
狐
の
悲
鳴
の
よ
う
な
鳴
き
声
が
聞
こ
え
、
子
狐
は
そ

れ
に
応
え
る
よ
う
に
鳴
く
―
―
こ
れ
ら
の
場
面
で
は
一
貫
し
て
親
子
の
狐

は
四
つ
足
の
姿
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
親
狐
が
猟
師
に
気
が
付
く
前
や
、

子
狐
が
逃
げ
た
後
は
人
間
に
見
ら
れ
て
い
な
い
が
、
な
お
狐
の
姿
で
あ
る

こ
と
は
、
人
間
が
見
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
少
年
の
姿
に
〝
実
際
に
〟
変
貌

す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
回
想
の
後
に
少
年
の
姿
の

ご
ん
が
涙
を
ぬ
ぐ
う
様
子
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ご
ん
自
身
の
回
想
で
あ
る

こ
と
も
明
白
で
あ
り
、
近
づ
く
猟
師
や
威
嚇
す
る
親
狐
な
ど
の
ア
ッ
プ
が

ご
ん
の
位
置
か
ら
描
か
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
は
ご
ん
の
視
点
に
立
脚
し
た

場
面
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
の
ご
ん
は
四
つ
足
の
姿
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
四
つ
足
の
狐
は
兵
十
（
お
よ
び
人
間
た
ち
）
の
視
点
に
よ
る
も
の
、
少

年
の
姿
は
ご
ん
の
視
点
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
う
に
、
視
点
と
い
う
観
点

か
ら
だ
け
で
は
、
二
者
を
分
け
き
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

ご
ん
の
外
見
の
描
か
れ
方
に
、
ご
ん
／
兵
十
の
視
点
と
い
う
分
類
と
は

異
な
る
揺
れ
が
あ
る
こ
と
は
、
ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」
で
の
獣
の
描
写
の
さ

れ
方
と
も
関
係
し
て
い
る
。
ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」
に
は
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」

よ
り
も
人
間
に
よ
る
獣
の
殺
生
と
い
う
行
為
へ
の
着
目
が
あ
る
。
回
想
は

ご
ん
の
視
点
に
拠
る
場
面
だ
が
、
作
中
で
は
人
間
が
捕
ら
え
、
命
を
奪
う

対
象
と
し
て
の
狐
が
描
か
れ
る
時
は
、
四
つ
足
の
姿
で
登
場
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
そ
し
て
兵
十
が
母
親
の
た
め
に
う
な
ぎ
を
捕
る
こ
と
が
作
中

の
事
実
と
な
り
、
ご
ん
の
思
考
と
事
実
の
差
が
消
失
し
た
こ
と
も
、
認
識

の
懸
隔
に
代
わ
っ
て
、
獣
／
人
間
と
い
う
そ
も
そ
も
の
落
差
に
基
づ
い
た

ご
ん
と
兵
十
の
懸
隔
が
中
心
化
さ
れ
る
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
最
後
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に
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
と
「
ご
ん GO

N
, T

H
E LIT

T
LE FO

X

」
に
お
け

る
生
命
と
殺
生
の
描
写
を
分
析
す
る
。

四
、�「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
と
「
ご
ん�G

O
N
,�TH
E�LITTLE�FO

X

」
が

描
く
生
命
・
殺
生

も
ち
ろ
ん
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
結
末
に
も
ご
ん
と
兵
十
が
人
間
と
狐
だ

と
い
う
違
い
は
関
係
し
、先
行
研
究
で
も
そ
の
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

岩
沢
文
雄）

（1
（

は
「
ご
ん
を
い
き
な
り
人
間
に
見
た
て
て
読
む
」
こ
と
を
否
定

し
、「
も
し
人
間
で
あ
っ
た
ら
、
た
と
え
、
ど
ん
な
あ
く
た
れ
な
人
間
で

あ
ろ
う
と
、（
中
略
）
そ
の
人
間
を
か
ん
た
ん
に
射
つ
で
あ
ろ
う
か
。
ま

し
て
や
相
手
が
子
ど
も
で
あ
っ
た
場
合
、ど
ん
な
に
手
の
つ
け
ら
れ
な
い
、

い
た
ず
ら
者
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
坊
や
を
兵
十
が
射
つ
か
。（
中
略
）
ご

ん
は
、
見
つ
か
れ
ば
、
い
つ
で
も
即
座
に
射
た
れ
て
し
ま
う
、
か
な
し
い

存
在
だ
っ
た
の
だ
。」
と
結
末
に
至
る
理
由
を
ご
ん
が
狐
で
あ
る
こ
と
に

帰
着
さ
せ
た
。
鶴
田
清
司）

（1
（

は
「〈
ご
ん
〉
と
〈
兵
十
〉
は
「
生
存
所
属
を

異
に
す
る
も
の
同
士
」
で
あ
る
。
両
者
は
、
お
互
い
に
正
対
・
交
流
す
る

こ
と
が
な
い
疎
外
的
な
関
係
に
あ
る
。」
と
関
係
を
定
義
し
、兵
十
に
と
っ

て
ご
ん
は
「
憎
た
ら
し
い
狐
」
で
あ
り
、
ご
ん
は
兵
十
の
「
目
を
絶
え
ず

気
に
し
て
、
け
っ
し
て
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
な
形
で
の
間
接
的
・
一
方
的

な
関
係
し
か
持
て
な
い
。」
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」

で
は
殺
生
と
い
う
行
為
に
焦
点
が
当
た
る
こ
と
で
、
よ
り
獣
／
人
間
の
違

い
が
強
調
さ
れ
、
兵
十
が
ご
ん
を
撃
つ
論
理
も
補
強
さ
れ
て
い
る
。

原
作
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
に
は
な
く
、
ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」
で
追
加
さ
れ

た
場
面
に
は
、
兵
十
に
関
わ
る
も
の
が
複
数
あ
る
。
冒
頭
の
兵
十
が
加
助

と
一
緒
に
ご
ん
を
撃
と
う
と
試
み
て
失
敗
す
る
場
面
、
加
助
が
母
親
の
た

め
に
う
な
ぎ
を
捕
っ
て
こ
い
と
兵
十
に
勧
め
る
場
面
、
幼
い
兵
十
が
父
親

と
兎
を
捕
ら
え
て
母
の
待
つ
家
へ
帰
る
回
想
、
兵
十
が
亡
く
な
っ
た
母
親

の
位
牌
に
語
り
か
け
る
場
面
と
、
ご
ん
が
村
で
い
た
ず
ら
を
し
た
り
兵
十

に
食
べ
物
を
届
け
た
り
し
て
い
る
間
、
兵
十
は
ど
う
し
て
い
た
か
が
描
き

込
ま
れ
て
い
る
。
監
督
の
八
代
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー）

（1
（

で
「
兵
十
を
ご
ん
と
同

じ
だ
け
対
等
に
」
描
い
た
理
由
を
、
映
像
と
し
て
人
物
に
姿
形
を
与
え
る

と
「
中
途
半
端
な
姿
形
だ
と
描
写
が
足
り
な
く
な
っ
て
し
ま
」
う
た
め
と

述
べ
、
二
種
類
の
外
見
の
ご
ん
に
つ
い
て
は
「（
ご
ん
は
―
引
用
者
注
）
兵

十
の
側
か
ら
み
る
と
、
た
だ
の
き
つ
ね
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
差
は

映
像
も
き
っ
ち
り
描
き
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
。」「
兵
十
が
ご
ん
を
撃
っ

て
し
ま
う
な
ん
て
と
て
も
残
酷
。
で
も
、
兵
十
な
り
の
事
情
が
あ
る
。」
と

語
っ
て
い
る
。
ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」
で
は
「
兵
十
な
り
の
事
情
」
が
「
ご

ん
ぎ
つ
ね
」
よ
り
も
具
体
的
に
な
り
、
兵
十
が
ご
ん
を
ど
う
見
て
い
る
か

も
、先
述
の
通
り
四
つ
足
の
狐
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
た
。そ
し
て
そ
の「
兵

十
な
り
の
事
情
」
で
繰
り
返
し
描
か
れ
る
の
は
獣
を
狩
る
行
為
で
あ
る
。

八
代
は
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
映
像
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー）

11
（

の
方

で
、兵
十
の
性
格
を
「
ご
ん
が
、畑
の
芋
を
盗
ん
で
い
っ
て
、そ
れ
に
よ
っ

て
自
分
の
食
べ
物
が
減
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
本
当
は
撃
ち
た
く
な
い
、
そ

れ
を
周
り
か
ら
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い
ん
だ
ぞ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
、
こ
う
、
自
分
と
し
て
の
葛
藤
が
あ
る
人
」
と
語
っ
た
。
こ
こ
に
も
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述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
中
で
は
殺
生
と
生
活
の
不
利
益
が
緊
密
に

結
び
つ
い
て
い
る
。
ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」
は
、
火
縄
銃
を
構
え
な
が
ら
も

撃
つ
の
を
躊
躇
う
兵
十
を
、
同
じ
く
火
縄
銃
を
構
え
た
加
助
が
「
撃
て
。

な
ん
で
撃
た
ん
。」
と
急
か
す
場
面
か
ら
始
ま
る
。
見
か
ね
た
加
助
が
代

わ
り
に
銃
を
撃
つ
と
、
場
面
は
兵
十
の
幼
い
頃
の
回
想
へ
移
る
。
撃
た
れ

た
う
さ
ぎ
の
死
骸
を
見
つ
め
る
少
年
時
代
の
兵
十
の
横
に
は
父
親
が
佇

み
、「
た
だ
殺
生
し
ろ
っ
ち
ゅ
う
と
る
わ
け
じ
ゃ
ね
え
。
だ
け
ど
な
、
撃

つ
と
き
は
撃
た
に
ゃ
、
俺
ら
が
生
き
て
け
ん
。」
と
い
う
台
詞
が
重
な
る
。

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」で
も
ア
ニ
メ
版「
ご
ん
」で
も
兵
十
の
家
業
は
不
明
だ
が
、

ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」
で
は
兵
十
に
と
っ
て
も
、「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
で
は
「
お

百
姓
」
と
の
み
説
明
さ
れ
て
い
た
加
助
に
と
っ
て
も
、
獣
を
撃
つ
こ
と
が

度
々
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
場
面
は
回
想
か
ら
、
再
び
獲
物
を
狙
う
兵
十
と
加
助
へ
移
り
、

狐
が
芋
を
く
わ
え
て
畑
か
ら
引
き
抜
く
様
子
が
兵
十
の
視
点
か
ら
捉
え
ら

れ
る
。
こ
の
狐
は
加
助
が
後
で「
あ
の
ご
ん
ぎ
つ
ね
、い
つ
か
始
末
し
に
ゃ

あ
か
ん
。」
と
言
う
こ
と
か
ら
、
ご
ん
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し

兵
十
は
狙
い
を
外
し
て
撃
ち
、
ご
ん
は
逃
げ
る
。
加
助
は
兵
十
が
わ
ざ
と

失
敗
し
て
い
る
と
疑
い
、
兵
十
は
否
定
す
る
が
、
加
助
は
「
あ
ま
っ
ち
ょ

ろ
い
考
え
で
結
局
困
ん
の
は
お
め
え
だ
で
な
。
お
前
ば
っ
か
じ
ゃ
ね
え
、

畑
荒
ら
さ
れ
て
、
ひ
も
じ
い
思
い
す
る
の
は
お
前
の
お
っ
か
あ
だ
。」
と

告
げ
る
。
こ
こ
で
は
兵
十
が
殺
生
を
し
な
い
こ
と
が
弱
さ
の
表
れ
と
し
て

描
か
れ
た
上
で
、
そ
の
弱
さ
が
生
活
の
不
利
益
に
、
ひ
い
て
は
貧
し
い
暮

ら
し
に
つ
な
が
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
に
も
兵

十
の
貧
し
さ
が
「
お
母
と
二
人
き
り
で
貧
し
い
く
ら
し
を
し
て
ゐ
た
も
の

で
」「
兵
十
は
ぼ
ろ
〳
〵
の
黒
い
き
も
の
を
ま
く
し
上
げ
て
」「
小
さ
な
、

こ
は
れ
か
け
た
（
兵
十
の
―
―
引
用
者
注
）
家
」
と
点
景
さ
れ
て
い
た
が
、

殺
生
と
生
活
の
不
利
益
・
貧
し
さ
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
。

ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」
の
作
品
評
（
小
原
篤
））

1（
（

で
は
最
後
に
兵
十
が
ご
ん

を
撃
つ
場
面
に
つ
い
て
「
強
く
な
ら
ね
ば
、立
ち
直
ら
ね
ば
と
の
思
い
が
、

嫌
い
な
殺
生
へ
彼
を
向
か
わ
せ
る
の
で
す
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ご

ん
を
撃
つ
場
面
の
直
前
、
兵
十
は
仏
壇
の
位
牌
に
向
か
っ
て
「
す
ま
ん
な

あ
、
心
配
さ
せ
て
。
お
れ
が
ふ
が
い
な
く
っ
て
な
。
最
後
に
う
な
ぎ
も
食

わ
せ
ら
れ
ん
か
っ
た
し
な
。」「
俺
も
そ
ろ
そ
ろ
し
っ
か
り
せ
に
ゃ
あ
か

ん
。」「
も
う
大
丈
夫
だ
。
心
配
せ
ん
で
え
え
よ
。
お
れ
も
な
、ま
あ
少
し
、

強
く
な
る
。」
と
語
り
か
け
て
い
る
。
そ
の
後
に
ご
ん
を
見
つ
け
た
兵
十

は「
あ
の
ご
ん
ぎ
つ
ね
め
が
。
ま
た
い
た
ず
ら
に
来
た
な
。」と
言
っ
て「
ご

ん
ぎ
つ
ね
」
と
同
じ
結
末
に
つ
な
が
る
。
そ
こ
で
兵
十
が
弱
さ
の
克
服
を

試
み
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
確
か
だ
が
、
同
時
に
作
品
の
構
造
を
参
照
す

る
な
ら
、
そ
れ
は
自
ら
の
生
活
を
守
っ
て
生
き
て
い
く
と
い
う
決
意
の
表

れ
で
も
あ
る
。

ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」
の
「
あ
の
ご
ん
ぎ
つ
ね
め
が
。
ま
た
い
た
ず
ら
に

来
た
な
。」
と
い
う
兵
十
の
台
詞
は
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
地
の
文
に
兵
十

の
心
情
と
し
て
記
さ
れ
た
「
こ
な
ひ
だ
う
な
ぎ
を
ぬ
す
み
や
が
つ
た
あ
の

ご
ん
狐
め
が
、
ま
た
い
た
づ
ら
を
し
に
来
た
な
。」
に
類
似
し
、
そ
の
後

の
撃
つ
と
い
う
行
為
も
原
作
と
の
共
通
性
を
有
す
る
部
分
だ
が
、
背
景
描

写
の
相
違
に
よ
り
、そ
れ
が
も
つ
意
味
も
変
化
し
て
く
る
。「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
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に
は
兵
十
に
よ
る
殺
生
と
生
活
の
関
係
が
背
景
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
な
ぜ
兵
十
は
威
嚇
す
る
だ
け
で
な
く
、
ご
ん
を

突
然
撃
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問）

11
（

も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
類
推
は

可
能
で
あ
り
、
益
子
広
則）

11
（

は
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
が
「
む
か
し
」「
中
山
さ

ま
と
い
ふ
お
と
の
さ
ま
が
、
を
ら
れ
た
」
時
代
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
当
時
の
「「
貧
し
く
、
ぎ
り
ぎ
り
の
最
低
線
の
生
活
を

強
い
ら
れ
て
い
る
村
」
の
百
姓
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
こ
そ
自
分
た
ち
の
生

活
が
お
び
や
か
さ
れ
る
ほ
ど
の
「
い
た
ず
ら
」
な
の
だ
」
と
、
ご
ん
の
行

為
の
重
大
性
を
説
明
し
て
い
る
。
た
だ
し
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
本
文
で
は
、

そ
れ
が
明
示
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

兵
十
が
ご
ん
を
撃
つ
背
景
が
明
示
さ
れ
な
い
こ
と
は
、「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」

で
の
他
の
生
命
を
奪
う
場
面
と
も
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
ご

ん
ぎ
つ
ね
」
で
は
、
ご
ん
が
撃
た
れ
る
場
面
以
外
で
も
生
命
を
奪
う
行
為

が
比
較
的
あ
っ
さ
り
と
し
た
形
で
点
景
さ
れ
て
い
る
。
兵
十
が
う
な
ぎ
と

魚
を
捕
る
場
面
で
は
「
兵
十
は
、
び
く
の
中
へ
、
そ
の
う
な
ぎ
や
き
す
を
、

ご
み
と
一
し
よ
に
ぶ
ち
こ
み
ま
し
た
。」
と
注
意
を
払
わ
な
い
扱
い
を
示

唆
す
る
「
ぶ
ち
こ
」
む
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
。
う
な
ぎ
が
ご
ん
の

首
に
巻
き
付
い
た
場
面
で
は
、
兵
十
か
ら
逃
げ
て
来
た
「
ご
ん
は
、
ほ
つ

と
し
て
、
う
な
ぎ
の
頭
を
か
み
く
だ
き
、
や
つ
と
は
づ
し
て
穴
の
そ
と
の
、

草
の
葉
の
上
に
の
せ
て
お
き
ま
し
た
。」
と
自
ら
う
な
ぎ
を
殺
す
。
兵
十

の
母
親
の
葬
式
で
は
「
ひ
が
ん
花
が
、
赤
い
布き

れ

の
や
う
に
さ
き
つ
ゞ
い
て

ゐ
ま
し
た
。」
と
あ
る
が
「
人
々
が
通
つ
た
あ
と
に
は
、
ひ
が
ん
花
が
、

ふ
み
を
ら
れ
て
ゐ
ま
し
た
。」
と
続
き
、
花
の
生
命
に
注
意
が
払
わ
れ
な

い
様
子
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
人
間
の
営
み
・
獣

で
あ
る
ご
ん
の
営
み
の
両
方
で
、
生
命
を
奪
う
こ
と
は
大
き
な
感
情
の
動

き
を
伴
う
こ
と
も
な
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
淡
々
と
し
た
描
写
ゆ

え
の
無
情
さ
・
残
酷
さ
が
あ
り
、
兵
十
が
ご
ん
を
撃
つ
こ
と
も
ま
た
こ
う

し
た
生
命
観
の
も
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

上
記
の
場
面
は
ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

兵
十
が
魚
や
う
な
ぎ
を
ご
み
と
一
緒
に
び
く
に
入
れ
る
場
面
は
あ
る
が
、

そ
の
動
作
に
「
ぶ
ち
こ
」
む
と
い
う
ほ
ど
の
荒
っ
ぽ
さ
は
な
い
。
ご
ん
が

う
な
ぎ
を
首
か
ら
取
る
場
面
で
は
、
う
な
ぎ
が
だ
ら
り
と
垂
れ
下
が
り
、

ご
ん
は
そ
の
弱
っ
た
う
な
ぎ
を
川
に
流
す
が
、
そ
れ
は
動
か
な
い
ま
ま
流

れ
て
い
く
。
彼
岸
花
は
、
兵
十
が
食
べ
物
の
置
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
彼

岸
花
を
置
き
、
ご
ん
が
そ
れ
を
受
け
取
る
と
い
う
形
で
、
ご
ん
と
兵
十
の

ひ
そ
や
か
な
交
流
を
象
徴
し
、
季
節
の
変
化
で
枯
れ
る
描
写
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
生
命
の
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
終
わ
り
で
あ
っ
た
。「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」

に
あ
っ
た
生
命
を
奪
う
描
写
は
こ
の
よ
う
に
無
情
さ
・
残
酷
さ
を
弱
め
、

最
も
大
き
な
兵
十
が
ご
ん
を
撃
つ
と
い
う
行
為
に
も
、
貧
し
さ
に
つ
な
が

る
生
活
の
不
利
益
か
ら
自
己
を
守
り
、
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
行
為

と
し
て
、
弱
さ
を
乗
り
越
え
、
殺
生
が
〝
で
き
る
よ
う
に
な
る
〟
と
い
う

構
造
上
の
論
理
が
通
さ
れ
て
い
る
。
ア
ニ
メ
版
「
ご
ん
」
で
も
、「
ぬ
す
っ

と
ぎ
つ
ね
」「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
と
加
助
や
兵
十
に
呼
ば
れ
る
ご
ん
が
、
い

た
ず
ら
を
す
る
個
体
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
こ

で
の
ご
ん
は
単
に
「
ぬ
す
っ
と
ぎ
つ
ね
」
だ
か
ら
撃
た
れ
た
と
い
う
役
割

に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ご
ん
を
撃
つ
こ
と
は
、
兵
十
が
弱
さ
を
乗
り
越
え
て
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自
ら
の
生
活
を
守
る
た
め
の
通
過
儀
礼
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
撃
た
れ
る

瞬
間
の
ご
ん
は
兵
十
が
〝
こ
れ
か
ら
も
自
ら
の
生
活
を
守
る
た
め
に
撃
っ

て
い
く
獣
〟
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
代
表
と
な
る
。（
た
だ
し
そ
う
し
た

獣
だ
っ
た
は
ず
の
ご
ん
が
、
食
べ
物
を
持
っ
て
き
て
い
た
こ
と
に
気
が
付

い
た
兵
十
が
、
本
当
に
そ
れ
か
ら
先
、
生
活
を
守
る
た
め
に
獣
を
撃
つ
こ

と
が
で
き
る
か
は
定
か
で
は
な
い
。）

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
で
は
兵
十
が
ご
ん
を
撃
つ
行
為
は
あ
っ
さ
り
と
為
さ

れ
る
一
方
、
獣
を
捕
る
こ
と
と
生
活
の
関
係
は
明
示
さ
れ
な
い
。
ア
ニ
メ

版
「
ご
ん
」
は
、
ご
ん
を
獣
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
の
一
個
体
と
し
て

描
き
、
人
間
と
そ
れ
に
撃
た
れ
る
獣
と
い
う
集
団
の
関
係
を
示
唆
し
た
上

で
、
ご
ん
を
撃
つ
行
為
に
生
活
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
構
造
上
の
理
由
を

付
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
形
で
獣
の
生
命
を
奪
う
行
為
に
焦
点
化
し
、
生

き
る
こ
と
と
他
の
生
命
を
奪
う
こ
と
と
の
や
む
を
得
な
い
関
係
に
つ
い
て

よ
り
考
え
さ
せ
る
描
き
方
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
と
「
ご
ん GO

N
, T

H
E LIT

T
LE 

FO
X

」
の
表
現
に
着
目
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
性
質
を
分
析
し

て
き
た
。
追
加
さ
れ
た
も
の
・
失
わ
れ
た
も
の
と
い
う
相
違
点
に
よ
り
、

原
作
と
共
通
す
る
部
分
の
意
味
も
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
状
況
の
一
端
を

捉
え
る
こ
と
を
試
み
た
が
、
本
論
は
分
析
結
果
を
実
際
の
教
育
の
か
た
ち

に
活
か
す
こ
と
ま
で
は
ま
だ
及
ん
で
い
な
い
。
こ
れ
を
端
緒
と
し
、
ア
ダ

プ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
知
見
を
ふ
ま
え
て
、
文
学
研
究
と
国
語
教
育
の
接

続
点
に
つ
い
て
の
考
察
を
継
続
し
て
い
き
た
い
。

※ 

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」の
引
用
は『
校
定
新
美
南
吉
全
集
』三
巻（
一
九
八
〇
、

大
日
本
図
書
）
に
拠
る
。
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
特
殊
な
読
み

を
示
す
ル
ビ
以
外
は
省
略
し
た
。「
ご
ん GO

N
, T

H
E LIT

T
LE 

FO
X

」
の
引
用
は
、A

m
azon Prim

e V
ideo

に
て
配
信
さ
れ
た

映
像
よ
り
行
っ
た
。
そ
の
た
め
文
字
表
記
方
法
は
筆
者
の
判
断
に
基

づ
く
。

※ 

ま
た
本
論
中
の
「
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
に
関
す
る
説
明
は
、
拙
論

「
宮
本
研
「
ほ
と
と
ぎ
す
・
ほ
と
と
ぎ
す
」
が
拓
く
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ

ン
研
究
の
可
能
性
」『
近
代
文
学
合
同
研
究
会
論
集
』
一
六
号

（
二
〇
二
一
・
三
）
お
よ
び
拙
著
『
泉
鏡
花
の
演
劇　

小
説
と
戯
曲
が

交
差
す
る
と
こ
ろ
』（
二
〇
二
三
、
花
鳥
社
）
と
重
な
る
部
分
が
含

ま
れ
る
こ
と
を
申
し
添
え
る
。

注

（
1
）
近
年
で
は
、
福
田
淳
子
『
川
端
康
成
を
め
ぐ
る
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン

の
展
開 

小
説
・
映
画
・
オ
ペ
ラ
』（
二
〇
一
八
、
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
）

が
出
版
さ
れ
、
学
会
の
特
集
企
画
に
も
「
ア
ダ
プ
ト
さ
れ
た
文
学
の
可

能
性
―
―
平
準
化
す
る
人
文
知
の
受
容
現
象
を
問
う
―
―
」（
日
本
近

代
文
学
会
、
二
〇
一
八・一
〇・二
七
）「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
翻
訳
と
ア

ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
」（
昭
和
文
学
会
、
二
〇
二
一・
六・一
九
）
に
「
ア
ダ

プ
テ
ー
シ
ョ
ン
」「
ア
ダ
プ
ト
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
（
）「
翻
案
」『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』（JapanK

now
ledge

よ
り
、

二
〇
二
〇
・
一
・
三
一
閲
覧
）



― （（ ―

（
（
）木
村
陽
子「
国
語
教
育
と
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
―
高
校「
国
語
総
合
」

教
科
書
の「
創
作
」課
題
の
検
証
―
」『
教
職
課
程
セ
ン
タ
ー
紀
要
』（
大

東
文
化
大
学
）
三
号
（
二
〇
一
八
・
一
二
）

（
（
）
木
村
陽
子
「
高
校
国
語
に
お
け
る
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
―
―
新
学

習
指
導
要
領
（
令
和
（
年
実
施
）
に
お
け
る
改
善
点
―
―
」『
教
職
課

程
セ
ン
タ
ー
紀
要
』（
大
東
文
化
大
学
）
六
号
（
二
〇
二
一
・
一
二
）

（
5
）
文
部
科
学
省
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
（0
年
告
示
）』

（https://w
w

w
.m

ext.go.jp/content/（0（（01（0-m
xt_kyoiku 

0（-10000（（0（_0（.pdf

、
二
〇
二
三
・
一
・
三
一
閲
覧
）
の
う
ち
、「
文

学
国
語
」
の
「
読
む
こ
と
」
の
活
動
例
に
み
ら
れ
る
文
言
。

（
（
）
注
四
に
同
じ
。

（
（
）
桐
生
直
代
・
東
茂
美
「
読
解
力
育
成
の
た
め
に
―
国
語
教
育
に
お

け
る
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
教
材
と
し
て
の
可
能
性
―
」『
福
岡
女
学

院
大
学
大
学
院
紀
要　

発
達
教
育
学
』
九
号
（
二
〇
二
一
・
三
）

（
（
）
こ
れ
ま
で
に
『
報
告
書
Ⅰ
』（
二
〇
二
一
・
三
）
と
『
報
告
書
Ⅱ
』

が
（
二
〇
二
二
・
三
）
発
表
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
東
京
学
芸
大

学
人
文
社
会
科
学
系
日
本
語
・
日
本
文
学
研
究
講
座 

大
井
田
義
彰 

（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
）
編
。

（
9
）
鶴
田
清
司
『
な
ぜ
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
は
定
番
教
材
に
な
っ
た
の
か

―
国
語
教
師
の
た
め
の
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
入
門
―
』（
二
〇
二
〇
、
明

治
図
書
出
版
）

（
10
）「
ご
ん GO

N
, T

H
E LIT

T
LE FO

X

」
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://gon-project.com
/

、
二
〇
二
三
年
一
月
三
一
日
閲
覧
）
お

よ
び
「
劇
場
版　

ご
ん GO

N
, T

H
E LIT

T
LE FO

X

」
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（https://gon-cinem

a.jp/

、
二
〇
二
三
・
一・
三
一
閲
覧
）

に
て
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
。

（
11
）
引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
五
巻
（
一
九
九
六
、
岩
波
書
店
）

よ
り
行
っ
た
。

（
1（
）
注
十
・
後
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
同
じ
。

（
1（
）
小
森
陽
一
「
語
り
」『
読
む
た
め
の
理
論
―
―
文
学
・
思
想
・
批
評
』

（
一
九
九
一
、
世
織
書
房
）

（
1（
）
西
郷
竹
彦
『
教
師
の
た
め
の
文
芸
学
入
門
』（
一
九
六
八
、
明
治
図

書
出
版
）

（
15
）
山
本
茂
喜
「「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
視
点
と
語
り
」『
人
文
科
教
育
研
究
』

（
筑
波
大
学
）
二
二
号
（
一
九
九
五
・
八
）
な
お
、
同
論
の
冒
頭
で
は
、

西
郷
論
に
対
す
る
反
論
を
分
類
し
つ
つ
紹
介
し
て
い
る
。

（
1（
）
丹
藤
博
文
「
他
者
を
読
む
―
―
高
校
に
お
け
る
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』

の
授
業
―
―
」『
日
本
文
学
』
五
一
巻
八
号
（
二
〇
〇
二
・
八
）

（
1（
）
岩
沢
文
雄
『
文
学
と
教
育　

そ
の
接
点
』（
一
九
七
八
、
鳩
の
森
書

房
）

（
1（
）
鶴
田
清
司
『「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
〈
解
釈
〉
と
〈
分
析
〉』（
一
九
九
三
、

明
治
図
書
出
版
）

（
19
）
小
原
智
恵
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
、
（（
分
の
人
形
ア
ニ
メ
に　

愛
知
・
映

画
館
、1（
日
か
ら
上
映
」『
朝
日
新
聞
』（
名
古
屋
）（
二
〇
二
〇
・
七
・
九
、

朝
刊
）
に
お
け
る
監
督
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
の
発
言
。

（
（0
）
注
十
・
後
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
「V

ideos

」
に
お
け
る
、
八
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代
監
督
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
映
像
の
中
で
の
発
言
。

（
（1
）
小
原
篤
「（
小
原
篤
の
ア
ニ
マ
ゲ
丼
）
ご
ん
、
涙
で
星
が
見
え
な
い

よ
」『
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
』（
二
〇
一
九
・
一
〇
・
二
八
）

（
（（
）
大
貫
徹
「「
ご
ん
狐
」
論
―
他
者
論
的
な
観
点
か
ら
」『N

ew
 

D
irections

』
二
六
号
（
二
〇
〇
八
・
三
）
で
は
「
銃
の
「
所
有
」
と

そ
の
「
突
然
の
使
用
」」
に
疑
問
を
呈
し
、「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
草
稿

で
あ
る
「
権
狐
」
の
内
容
を
ふ
ま
え
て
そ
の
理
由
を
推
察
し
て
い
る
。

（
（（
）
益
子
広
則
「
教
材
研
究
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』（
四
年
）」『
国
語
の
授
業
』

二
一
号
（
一
九
七
七
・
八
）

（
す
ず
き
・
あ
や　

本
学
講
師
）


