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た
と
え
ば
本
学
科
の
演
習
講
義
に
は
「
近
代
小
説
」
と
「
現
代
小
説
」
の
二
種
類
が
あ
る
。
「
近
代
文
学
」
「
現
代
文
学
」
と
い
い
か
え

て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
ど
こ
で
区
別
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
質
問
を
と
き
に
は
学
生
か
ら
受
け
る
こ
と
が
あ

る
。　

じ
つ
は
教
え
て
い
る
側
も
曖
昧
な
の
で
あ
る
。
「
現
代
」
を
昭
和
以
降
と
考
え
る
人
も
い
る
し
、
2
0
世
紀
と
区
切
る
考
え
方
も
根
拠
が

あ
る
だ
ろ
う
。
ユ
ニ
ー
ク
な
考
え
方
と
し
て
は
、
大
量
無
差
別
殺
毅
が
誕
生
し
た
第
一
次
大
戦
以
降
を
大
き
な
切
断
面
と
捉
え
る
説
も
読

ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
笠
井
潔
は
「
純
文
学
は
消
滅
し
た
」
（
『
海
燕
』
九
四
年
二
月
号
、
福
武
書
店
）
の
な
か
で
、
個
別
性
を
無

視
し
た
大
量
無
差
別
の
殺
毅
が
出
現
し
た
第
｝
次
世
界
大
戦
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ロ
マ
ン
主
義
以
降
の
個
人
の
尊
厳
や
、
個
別
的
な
自

我
の
表
出
に
基
準
を
置
い
た
西
欧
的
な
意
味
で
の
純
文
学
は
、
す
で
に
意
味
を
失
い
消
滅
し
た
は
ず
だ
と
論
じ
た
。

1
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し
か
し
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
「
現
代
文
学
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
し
ば
ら
く
前
ま
で
ほ
ぼ
「
戦
後
文
学
」
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。

そ
の
場
合
、
一
九
四
五
年
の
敗
戦
後
に
書
き
は
じ
め
た
作
家
だ
け
で
な
く
、
太
宰
治
の
よ
う
に
戦
前
か
ら
す
で
に
創
作
活
動
を
本
格
的
に

展
開
し
て
い
た
作
家
も
含
め
て
、
要
す
る
に
戦
後
の
文
壇
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
、
戦
後
社
会
と
関
わ
る
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を

評
価
さ
れ
脚
光
を
浴
び
た
文
学
が
、
す
な
わ
ち
「
現
代
文
学
」
だ
っ
た
と
規
定
で
き
る
。
す
な
わ
ち
直
接
作
品
内
に
描
く
か
ど
う
か
を
問

わ
ず
、
創
作
活
動
が
戦
争
体
験
（
従
軍
兵
士
と
し
て
の
体
験
の
み
な
ら
ず
、
少
国
民
と
し
て
の
戦
時
下
生
活
体
験
、
敗
戦
に
よ
る
文
化
変

動
体
験
、
戦
後
憲
法
や
民
主
主
義
教
育
・
平
和
運
動
と
の
共
時
体
験
を
も
含
む
）
か
ら
派
生
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
が
自
明
と
な
っ
て
い

る
文
学
の
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
戦
後
」
が
半
世
紀
を
過
ぎ
、
戦
後
文
学
の
立
役
者
と
い
う
べ
き
作
家
の
大
多
数
が
す
で
に
物
故
し
、
も
は
や
一
九
六
〇
・

七
〇
年
代
生
ま
れ
の
、
孫
世
代
の
作
家
の
繁
栄
を
見
て
い
る
現
在
、
現
代
文
学
史
観
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
大
き
く
揺
れ
動
い
て
い
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
現
代
」
が
額
面
ど
お
り
の
現
代
を
意
味
す
る
よ
う
な
現
代
文
学
観
は
、
い
ま
だ
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。

た
と
え
ば
、
別
冊
『
文
藝
』
（
九
八
年
三
月
、
河
出
書
房
新
社
）
の
よ
う
に
、
サ
ブ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
文
化
世
代
以
降
を
射
程
と
し
て
「
J

文
学
」
な
ど
と
い
う
呼
称
を
最
近
試
み
た
文
芸
雑
誌
も
あ
る
。
世
代
区
分
に
は
共
感
で
き
る
点
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
も
の
の
、
そ
の
命

名
は
サ
ッ
カ
ー
の
「
J
リ
ー
グ
」
に
あ
や
か
っ
た
冗
談
と
し
か
思
え
な
い
。
と
い
っ
て
、
そ
の
冗
談
以
上
に
気
の
き
い
た
有
効
な
史
観
が

存
在
す
る
わ
け
で
も
な
い
。

　
本
稿
は
そ
の
現
代
文
学
史
を
対
象
に
、
ま
ず
一
九
八
〇
年
前
後
に
不
連
続
な
転
換
点
を
見
出
し
（
1
）
、
そ
の
転
換
の
性
質
を
考
察
す

る
（
2
）
と
と
も
に
、
そ
の
局
面
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
女
性
口
語
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
（
3
）
、
次
い
で
お
も
に
文
体
上

の
変
遷
に
基
点
を
置
い
た
、
現
代
文
学
の
包
括
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
（
4
）
試
み
で
あ
る
。

2
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世
代
的
に
い
え
ば
、
「
戦
後
文
学
」
の
精
神
は
、
高
橋
和
巳
や
大
江
健
三
郎
あ
た
り
ま
で
自
覚
的
に
継
続
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
雑

誌
『
近
代
文
学
』
（
昭
和
二
十
一
年
創
刊
）
に
依
拠
し
た
メ
ン
バ
ー
、
平
野
謙
、
埴
谷
雄
高
や
本
多
秋
五
ら
に
代
表
さ
れ
る
「
政
治
と
文

学
」
論
争
以
降
の
批
評
活
動
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
続
い
て
野
間
宏
や
椎
名
麟
三
、
中
村
真
一
郎
、
武
田
泰
淳
ら
が
代

表
的
な
作
家
と
し
て
数
え
ら
れ
る
。
政
治
の
論
理
に
抗
し
て
、
断
固
と
し
て
個
人
と
文
学
の
立
場
を
貫
き
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
反
権
力
の

立
場
か
ら
、
知
識
人
と
し
て
思
弁
し
、
か
つ
時
代
状
況
ヘ
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
く
そ
の
姿
勢
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
戦
後
の
進
歩
派
文
化
人

の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
、
高
橋
和
巳
や
大
江
健
三
郎
等
の
世
代
の
作
家
に
至
る
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。

　
そ
の
戦
後
文
学
的
精
神
が
、
決
定
的
に
次
世
代
と
の
遊
離
も
し
く
は
断
絶
を
見
た
の
は
、
六
・
七
〇
年
代
の
学
生
運
動
に
お
い
て
で
あ

る
。
日
米
安
保
体
制
下
で
の
政
治
の
自
主
と
大
学
の
民
主
化
を
要
求
す
る
学
生
た
ち
と
、
大
学
運
営
の
管
理
を
楯
に
し
た
当
局
は
、
当
然

な
が
ら
真
っ
向
か
ら
対
立
せ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
膠
着
し
た
対
立
を
機
動
隊
の
導
入
な
ど
に
よ
っ
て
強
制
的
に
排
除
し
よ
う
と
し
た

当
局
に
対
し
て
、
学
生
た
ち
の
運
動
は
、
新
左
翼
思
想
に
取
り
込
ま
れ
て
急
激
に
セ
ク
ト
化
、
非
合
法
化
し
て
い
っ
た
。
良
心
的
知
識
人

た
る
戦
後
文
学
者
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
の
と
き
学
生
た
ち
の
世
代
と
の
葛
藤
に
苦
し
み
、
多
く
が
「
暴
力
」
反
対
を
理
由
に
、
学
生

運
動
の
批
判
側
へ
と
回
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
葛
藤
の
最
も
深
い
苦
し
み
を
表
明
し
た
知
識
人
作
家
の
例
と
し
て
、
高
橋
和
巳
の
述
懐
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
京
都
大
学
文
学
部

助
教
授
で
あ
っ
た
彼
は
、
学
生
た
ち
と
の
連
帯
感
を
抱
き
な
が
ら
も
、
大
学
当
局
の
方
針
と
荒
廃
す
る
学
生
運
動
と
の
板
挟
み
と
な
り
、

自
ら
を
も
解
体
に
追
い
込
む
覚
悟
で
、
い
っ
さ
い
を
あ
る
が
ま
ま
に
告
発
し
、
か
つ
真
の
道
義
に
立
っ
た
改
革
を
呼
び
か
け
る
に
至
る
。

3
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現
代
の
政
治
運
動
は
き
れ
い
事
で
は
す
ま
な
い
。
窮
状
の
打
開
の
た
め
に
や
む
を
得
ず
、
自
ら
の
手
を
汚
し
、
そ
し
て
そ
の
責
任
を

負
っ
て
つ
い
え
去
っ
て
ゆ
く
人
間
と
い
う
も
の
も
、
出
る
。
（
中
略
）

　
担
当
者
が
、
そ
の
過
程
の
中
で
、
自
ら
ま
い
た
種
に
よ
っ
て
自
ら
人
間
不
信
に
お
ち
い
り
、
人
格
破
壊
を
自
ら
結
果
さ
せ
て
し
ま
う

こ
と
に
あ
る
。
日
本
の
革
命
運
動
史
は
、
失
敗
に
つ
ぐ
失
敗
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
う
し
た
人
間
破
壊
者
が
権
力
の
座
を
占
め
る
と
い
う

こ
と
は
、
よ
く
も
あ
し
く
も
ま
だ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
…
…
そ
う
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
秘
密
警
察
、
密
告
、
秘
密
裁
判
、
粛
清
と

い
っ
た
こ
と
が
日
常
化
す
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
目
に
み
え
て
い
る
。
（
中
略
）

　
革
命
を
、
単
な
る
易
性
革
命
、
王
朝
交
替
に
お
わ
ら
せ
な
い
た
め
に
、
あ
る
場
合
に
は
自
ら
を
呪
縛
す
る
よ
う
に
働
く
、
新
し
い
道

義
性
を
、
運
動
の
過
程
そ
れ
自
体
の
な
か
で
築
い
て
い
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
内
ゲ
バ
の
論
理
は
こ
え
ら
れ
る
か
」
『
わ
が
解
体
』
一
九
七
一
年
、
河
出
書
房
新
社
）

4

　
知
的
な
模
索
と
迷
い
の
果
て
に
、
最
終
的
に
「
道
義
」
と
い
う
論
理
に
拠
っ
て
立
つ
し
か
な
か
っ
た
高
橋
は
、
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
と

き
、
知
や
倫
理
の
臨
界
点
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
互
い
が
一
歩
も
引
か
ず
に
論
理
的
な
合
理
性
と
正
当
性
を
主
張
し
、

い
わ
ば
異
な
る
道
義
が
並
行
し
た
ま
ま
、
流
血
の
憎
し
み
を
も
孕
ん
で
敵
対
し
て
い
た
な
か
で
、
真
に
中
立
的
で
客
観
的
な
「
道
義
」
な

ど
存
在
し
よ
う
の
な
い
こ
と
を
、
高
橋
は
密
か
に
悟
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
絶
望
を
腹
中
に
呑
ん
だ
ま
ま
、
高
橋
は
七
一
年

に
凄
絶
な
病
死
を
遂
げ
た
。

　
そ
の
と
き
高
橋
が
停
ん
だ
臨
界
点
を
越
し
た
世
界
が
、
新
し
い
世
代
の
文
学
の
生
ま
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
出
現
ま

で
に
は
た
っ
ぷ
り
時
間
が
か
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
、
高
橋
和
己
以
上
に
深
刻
に
、
知
と
道
義
の
、
言
葉
と
論
理
の
、
解
体
を
病
ん

で
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
種
の
失
語
の
季
節
こ
そ
が
、
か
れ
ら
に
戦
後
文
学
と
不
連
続
な
、
別
種
の
生
を
与
え



た
の
だ
。

　
一
九
七
九
年
に
群
像
新
人
文
学
賞
を
受
賞
し
た
村
上
春
樹
の
『
風
の
歌
を
聴
け
』
は
、
あ
る
作
家
が
主
人
公
に
言
っ
た
と
い
う
「
完
壁

な
文
章
な
ど
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。
完
壁
な
絶
望
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
ね
。
」
と
い
う
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
め
い
た
言
葉
で
始
ま

っ
て
い
る
。

　
こ
の
言
葉
自
体
が
、
高
橋
和
巳
的
な
文
学
観
と
の
訣
別
宣
言
の
よ
う
な
も
の
だ
。
文
学
主
義
あ
る
い
は
文
章
主
義
、
そ
し
て
絶
望
と
対

峙
し
な
が
ら
思
索
す
る
こ
と
か
ら
知
の
可
能
性
を
拡
張
し
よ
う
と
い
う
戦
後
文
学
の
精
神
が
、
す
で
に
い
っ
た
ん
滅
ん
だ
地
点
か
ら
こ
の

作
品
は
書
か
れ
て
い
る
。
続
い
て
書
か
れ
る
次
の
よ
う
な
〈
書
く
こ
と
〉
へ
の
絶
望
は
、
そ
の
証
で
あ
る
。

淑徳国文40

　
「
完
壁
な
文
章
な
ど
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。
完
壁
な
絶
望
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
ね
。
」

　
僕
が
大
学
生
の
こ
ろ
偶
然
に
知
り
合
っ
た
あ
る
作
家
は
僕
に
向
っ
て
そ
う
言
っ
た
。
僕
が
そ
の
本
当
の
意
味
を
理
解
で
き
た
の
は
ず

っ
と
後
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
少
く
と
も
そ
れ
を
あ
る
種
の
慰
め
と
し
て
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
完
壁
な
文
章
な
ん
て
存
在
し
な

い
、
と
。

　
し
か
し
、
そ
れ
で
も
や
は
り
何
か
を
書
く
と
い
う
段
に
な
る
と
、
い
つ
も
絶
望
的
な
気
分
に
襲
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
僕
に
書
く

こ
と
の
で
き
る
領
域
は
あ
ま
り
に
も
限
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
。
例
え
ば
象
に
つ
い
て
何
か
が
書
け
た
と
し
て
も
、
象
使
い
に
つ

い
て
は
何
も
書
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
だ
。

　
8
年
間
、
僕
は
そ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
を
抱
き
続
け
た
。
1
8
年
間
。
長
い
歳
月
だ
。

（
中
略
）
僕
は
そ
の
間
じ
っ
と
口
を
閉
ざ
し
、
何
も
語
ら
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
風
に
し
て
僕
は
2
0
代
最
後
の
年
を
迎
え
た
。

5
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今
、
僕
は
語
ろ
う
と
思
う
。

　
も
ち
ろ
ん
問
題
は
何
ひ
と
つ
解
決
し
て
は
い
な
い
し
、
語
り
終
え
た
時
点
で
も
あ
る
い
は
事
態
は
全
く
同
じ
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
文
章
を
書
く
こ
と
は
自
己
療
養
の
手
段
で
は
な
く
、
自
己
療
養
へ
の
さ
さ
や
か
な
試
み
に
し
か
過
ぎ
な
い
か

ら
だ
。

　
し
か
し
、
正
直
に
語
る
こ
と
は
ひ
ど
く
む
ず
か
し
い
。
僕
が
正
直
に
な
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
正
確
な
言
葉
は
闇
の
奥
深
く
へ

と
沈
み
こ
ん
で
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
風
の
歌
を
聴
け
』
一
九
七
九
年
、
講
談
社
）

6

　
こ
こ
に
あ
る
「
8
年
間
」
の
「
ジ
レ
ン
マ
」
の
後
に
「
そ
ん
な
風
に
し
て
僕
は
2
0
代
最
後
の
夏
を
」
迎
え
て
お
り
、
そ
し
て
「
今
、
僕

は
語
ろ
う
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
い
う
「
僕
」
は
、
｝
九
四
九
年
生
ま
れ
で
一
九
七
九
年
の
三
〇
歳
に
こ
の
作
品
を
発
表
し
た

村
上
春
樹
と
、
世
代
的
に
は
か
な
り
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
大
過
あ
る
ま
い
。
そ
う
す
る
と
「
1
9
7
0
年
の
8
月
8
日
に
始
ま
り
、

18

卲
縺
A
つ
ま
り
同
じ
年
の
8
月
2
6
日
に
終
る
」
こ
の
物
語
は
、
ま
さ
に
「
ジ
レ
ン
マ
」
の
出
現
前
夜
の
、
い
わ
ば
最
後
の
青
春
の
物
語

な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
村
上
春
樹
の
「
8
年
間
」
の
「
ジ
レ
ン
マ
」
と
ほ
と
ん
ど
同
時
代
の
「
失
語
」
を
表
明
し
て
い
る
作
家
が
い
る
。
一
九

八
一
年
、
小
説
様
式
の
限
界
を
超
え
た
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
に
、
群
像
長
編
小
説
賞
の
選
考
委
員
会
が
紛
糾
し
優
秀
作
と
な
っ
た
『
さ
よ
う

な
ら
、
ギ
ャ
ン
グ
た
ち
』
で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
高
橋
源
一
郎
で
あ
る
。
そ
の
後
、
高
橋
は
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、
六
九
年
暮
れ
に
逮
捕
さ
れ
、

翌
年
ま
で
東
京
拘
置
所
に
拘
留
さ
れ
た
経
験
と
、
そ
の
後
に
生
じ
た
「
失
語
」
体
験
を
明
か
し
て
い
る
。



　
一
九
七
一
年
か
ら
一
九
七
八
年
ま
で
、
つ
ま
り
、
二
十
才
か
ら
二
十
七
才
ま
で
、
ぼ
く
は
死
ん
だ
ふ
り
を
し
て
い
ま
し
た
。
と
言
う

よ
り
、
ほ
ん
と
う
に
死
ん
で
い
た
と
い
っ
た
方
が
い
い
の
で
す
。
（
中
略
）
一
九
七
九
年
に
な
っ
て
、
ぼ
く
は
し
ゃ
べ
り
、
あ
る
い
は

か
く
こ
と
を
再
開
し
ま
し
た
。
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
開
始
で
す
。
そ
の
時
に
な
っ
て
、
ぽ
く
は
自
分
が
し
ゃ
べ
り
た
か
っ
た
こ
と
、

か
ら
だ
の
ど
こ
か
に
ひ
っ
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
、
コ
九
六
〇
年
代
」
と
い
う
種
類
の
こ
と
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
ぼ

く
が
の
ぞ
ん
で
い
た
の
は
、
例
え
ば
、
目
の
前
に
あ
る
テ
ィ
ー
・
カ
ッ
プ
に
つ
い
て
正
確
に
し
ゃ
べ
り
た
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
っ

た
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
失
語
症
患
者
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ー
ぽ
く
の
個
人
的
な
『
一
九
六
〇
年
代
』
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
ぼ
く
が
し
ま
う
ま
語
を
し
ゃ
べ
っ
た
頃
』
一
九
八
五
年
J
I
C
C
出
版
局
）
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こ
の
高
橋
の
「
失
語
」
と
先
ほ
ど
の
村
上
春
樹
の
「
8
年
間
」
の
「
ジ
レ
ン
マ
」
は
、
ほ
と
ん
ど
同
時
期
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
つ
ま
り
一
九
七
一
年
か
ら
一
九
七
九
年
頃
に
か
け
て
、
こ
の
二
人
の
八
〇
年
代
文
学
の
旗
手
は
、
そ
ろ
っ
て
言
葉
と
の
接
点
を
見

失
い
、
書
く
こ
と
、
話
す
こ
と
の
絶
望
を
病
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
失
語
の
現
象
の
共
時
的
な
発
生
は
、
あ
の
高
橋
和
巳

の
七
一
年
の
『
わ
が
解
体
』
と
、
ち
ょ
う
ど
入
れ
代
わ
る
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。

　
戦
後
文
学
の
精
神
が
臨
界
点
に
立
ち
自
己
解
体
を
迫
ら
れ
た
と
き
に
、
失
語
を
病
み
は
じ
め
た
彼
ら
は
、
戦
後
文
学
が
営
々
と
築
き
上

げ
て
き
た
、
知
と
良
心
の
証
と
し
て
の
文
学
が
い
っ
た
ん
滅
ん
だ
あ
と
に
、
も
う
一
度
〈
書
く
こ
と
〉
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ

て
復
帰
し
て
き
た
、
も
う
ひ
と
回
り
あ
と
の
戦
争
傷
痩
軍
人
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
。
ひ
と
つ
の
文
化
と
言
語
体
系
が
つ
い
え
た
あ
と

の
ゼ
ロ
か
ら
の
出
発
が
、
四
分
の
一
世
紀
後
に
再
び
出
現
し
た
の
だ
。

　
こ
こ
に
お
い
て
「
戦
後
文
学
」
は
、
ま
っ
た
く
不
連
続
な
か
た
ち
で
リ
ラ
イ
ト
さ
れ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7
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2

　
高
橋
源
一
郎
の
『
さ
よ
う
な
ら
、
ギ
ャ
ン
グ
た
ち
』
は
、
名
前
が
死
ん
だ
世
界
で
あ
る
。
こ
の
小
説
に
は
「
中
島
み
ゆ
き
」
や

ソ
ン
グ
コ
ブ
ッ
ク

「
S
・
B
」
や
「
ヘ
ン
リ
ー
4
世
」
「
緑
の
小
指
」
「
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
前
を
持
つ
者
が
登
場
す
る
。
だ
が
そ
の

賑
や
か
さ
と
は
、
名
前
が
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
の
固
有
性
と
揺
る
ぎ
な
く
結
び
つ
き
、
一
つ
の
名
前
が
一
つ
の
観
念
や
価
値
観
を
指
し
示
し

て
い
た
言
語
体
系
か
ら
、
遠
く
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
名
前
は
恣
意
的
な
記
号
で
し
か
な
く
、
観
念
も
価
値
も
根
拠
を
持
ち
え

な
い
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
、
い
っ
た
ん
死
ん
で
し
ま
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
シ
ャ
ッ
フ
ル
さ
れ
た
名
前
の
亡
霊
の
世
界
な
の
で
あ
る
。

8

　
人
々
が
自
分
で
つ
け
た
名
前
に
は
変
な
も
の
が
多
か
っ
た
。

　
全
く
変
な
も
の
が
多
か
っ
た
。

　
名
前
を
つ
け
た
本
人
と
つ
け
ら
れ
た
名
前
が
喧
嘩
す
る
の
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
で
、
お
互
い
を
殺
し
合
う
よ
う
に
な
る
こ
と
さ
え
あ
っ

た
。　

わ
た
し
た
ち
が
「
死
」
に
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
た
の
は
そ
の
頃
か
ら
だ
。

　
わ
た
し
た
ち
は
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
っ
て
長
ぐ
つ
を
は
き
、
名
前
と
人
間
の
双
方
が
な
が
し
た
血
が
く
る
ぶ
し
ま
で
道
路
を
じ
ゃ
ぶ

じ
ゃ
ぶ
音
を
立
て
て
小
学
校
へ
通
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
ロ

　
毎
日
、
人
間
と
「
名
前
」
の
死
躰
を
満
載
し
た
8
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
が
コ
ン
ボ
イ
を
組
ん
で
高
速
道
路
を
走
っ
て
い
た
。

大
学
を
小
学
校
に
変
換
し
、
高
度
経
済
成
長
と
日
本
列
島
改
造
計
画
の
象
徴
で
あ
る
大
型
ト
ラ
ッ
ク
の
群
れ
を
背
景
に
配
し
て
描
か
れ



た
、
こ
の
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
叙
述
の
中
に
は
、
あ
の
高
橋
和
巳
が
京
都
大
学
の
紛
争
中
に
体
験
し
た
「
人
間
不
信
」
と
「
人
格
破
壊
」
が
、

は
っ
き
り
と
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
死
」
か
ら
再
び
言
葉
を
語
り
は
じ
め
た
と
し
て
も
、
も
は
や
言
葉
は
“
か
つ
て
’
そ
う
呼
ば
れ

て
い
た
と
き
の
ア
ウ
ラ
の
輝
き
を
取
り
戻
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
『
さ
よ
う
な
ら
、
ギ
ャ
ン
グ
た
ち
』
は
決
別
と
追
憶
の
悲
哀
に
満
ち

て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
す
で
に
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
て
、
ど
ん
な
に
饒
舌
に
明
る
く
ふ
る
ま
っ
て
も
、
ポ
ッ
プ
な
表
象
を
散
り
ば
め

て
も
、
舞
い
踊
る
言
葉
は
空
っ
ぽ
な
記
号
の
集
積
で
し
か
な
い
。

　
む
し
ろ
そ
の
よ
う
に
記
号
と
饒
舌
に
戯
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
よ
う
や
く
こ
の
物
語
は
「
失
語
」
か
ら
の
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
」
た
り
え
た
の
だ
。

　
そ
れ
と
そ
っ
く
り
同
じ
、
失
語
と
空
疎
な
饒
舌
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
、
『
風
の
歌
を
聴
け
』
で
は
「
ひ
ど
く
無
口
な
少
年
だ
っ
た
」
「
僕
」

の
「
小
さ
い
こ
ろ
」
の
物
語
と
し
て
、
描
か
れ
て
い
る
。
「
両
親
は
心
配
し
て
、
僕
を
知
り
合
い
の
精
神
科
医
の
家
に
連
れ
て
い
っ
た
。
」

精
神
科
医
と
「
僕
」
と
の
交
渉
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

淑徳国文40

　
文
明
と
は
伝
達
で
あ
る
、
と
彼
は
言
っ
た
。
も
し
何
か
を
表
現
で
き
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
存
在
し
な
い
の
も
同
じ
だ
。
い
い
か
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か

ゼ
ロ
だ
。
も
し
君
の
お
腹
が
す
い
て
い
た
と
す
る
ね
。
君
は
「
お
腹
が
空
い
て
い
ま
す
。
」
と
一
言
し
ゃ
べ
れ
ば
い
い
。
僕
は
君
に
ク

ッ
キ
ー
を
あ
げ
る
。
食
べ
て
い
い
よ
。
（
僕
は
ク
ッ
キ
ー
を
ひ
と
つ
つ
ま
ん
だ
。
）
君
が
何
も
言
わ
な
い
と
ク
ッ
キ
ー
は
な
い
。
（
医
者

は
意
地
悪
そ
う
に
ク
ッ
キ
ー
の
皿
を
テ
ー
ブ
ル
の
下
に
隠
し
た
。
）
ゼ
ロ
だ
。
わ
か
る
ね
？
　
君
は
し
ゃ
べ
り
た
く
な
い
。
し
か
し
お

腹
は
空
い
た
。
そ
こ
で
君
は
言
葉
を
使
わ
ず
に
そ
れ
を
表
現
し
た
い
。
ゼ
ス
チ
ャ
ア
・
ゲ
ー
ム
だ
。
や
っ
て
ご
ら
ん
。

　
僕
は
お
腹
を
押
さ
え
て
苦
し
そ
う
な
顔
を
し
た
。
医
者
は
笑
っ
た
。
そ
れ
じ
ゃ
消
化
不
良
だ
。

　
消
化
不
良
…
…
。

9
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（
中
略
）

　
医
者
の
言
っ
た
こ
と
は
正
し
い
。
文
明
と
は
伝
達
で
あ
る
。
表
現
し
、
伝
達
す
べ
き
こ
と
が
な
く
な
っ
た
時
、

チ
ン
…
…
O
F
F
。

文
明
は
終
わ
る
。
パ

10

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
十
四
歳
に
な
っ
た
春
、
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
だ
が
、
ま
る
で
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
僕
は
突
然
し
ゃ
べ
り
始
め
た
。
何
を
し
ゃ
べ
た
の

か
ま
る
で
覚
え
て
は
い
な
い
が
、
十
四
年
間
の
ブ
ラ
ン
ク
を
埋
め
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
僕
は
三
ヵ
月
か
け
て
し
ゃ
べ
り
ま
く
り
、
七

月
の
半
ば
に
し
ゃ
べ
り
終
え
る
と
四
十
度
の
熱
を
出
し
て
三
日
間
学
校
を
休
ん
だ
。
熱
が
引
い
た
後
、
僕
は
結
局
の
と
こ
ろ
無
口
で
も

お
し
ゃ
べ
り
で
も
な
い
平
凡
な
少
年
に
な
っ
て
い
た
。

　
右
の
経
緯
は
「
僕
」
の
「
無
口
」
が
精
神
科
医
の
セ
ラ
ピ
ー
治
療
に
よ
っ
て
　
治
癒
し
た
”
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ

ろ
う
か
。
実
は
全
く
逆
転
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
僕
」
の
「
無
口
」
は
も
と
も
と
病
と
は
い
え
な
い
。
べ
つ
に
「
無
口
」
が
「
失
語
」
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
無
口
」
な
「
僕
」

が
「
何
か
を
表
現
で
き
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
存
在
し
な
い
の
と
同
じ
だ
。
い
い
か
い
、
ゼ
ロ
だ
」
と
医
師
か
ら
断
定
さ
れ
た
こ
と
こ
そ
が
、

「
僕
」
の
「
失
語
」
の
出
発
だ
っ
た
と
は
い
え
な
い
か
。
「
医
師
の
言
っ
た
こ
と
は
正
し
い
」
と
述
べ
な
が
ら
「
文
明
は
終
わ
る
。
パ
チ
ン

…
…
O
F
F
」
と
続
く
文
脈
に
は
、
「
僕
」
が
二
十
代
の
終
わ
り
ま
で
抱
え
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
失
語
」
の
契
機
が
顕
れ
て

い
る
。
そ
の
と
き
、
ま
さ
に
「
僕
」
に
と
っ
て
、
精
神
科
医
に
代
表
さ
れ
る
大
人
の
社
会
の
「
文
明
」
と
の
通
路
は
絶
た
れ
て
「
終
わ
っ

た
」
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
熱
病
の
よ
う
な
饒
舌
は
、
治
癒
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
「
表
現
」
だ
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
「
伝
達
」
た
り

え
な
い
「
ゼ
ロ
」
の
次
元
で
の
、
「
無
口
」
と
物
量
的
に
対
極
な
噴
出
で
し
か
な
い
。
た
と
え
ば
超
新
星
の
猛
烈
な
爆
発
が
星
の
死
で
あ
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る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
そ
れ
は
「
無
口
」
の
最
終
的
な
変
形
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
無
口
で
も
お
し
ゃ
べ
り
で
も
な
い
平
凡
な
少
年
」

に
な
っ
た
と
き
、
「
僕
」
の
内
部
で
芽
生
え
か
け
て
い
た
、
ま
だ
言
葉
に
な
ら
な
い
表
現
は
、
完
全
に
圧
殺
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で

あ
る
。
「
平
凡
な
少
年
」
と
な
っ
た
「
僕
」
は
そ
の
後
、
彼
の
内
部
の
未
発
の
声
を
圧
殺
し
た
「
文
明
」
の
な
か
で
「
失
語
」
を
抱
え
持

っ
た
ま
ま
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
僕
」
が
発
見
し
た
本
当
の
治
療
と
は
、
小
説
の
冒
頭
に
あ
っ
た
と
お
り
「
い
ま
、
僕
は
語
ろ
う
と
思
う
」
と
宣
言
し
て
、
こ
の
物
語

を
自
ら
語
り
は
じ
め
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
既
成
の
「
文
明
」
を
踏
襲
す
る
こ
と
な
く
、
断
絶
し
た
ま
ま
自
分
の
物
語
空
間
を
築
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
彼
は
初
め
て
「
表
現
」
の
場
を
持
ち
え
た
の
で
あ
り
、
そ
の
物
語
を
通
し
て
外
部
と
の
「
伝
達
」
の
通
路
を
よ
う
や
く
切

り
開
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ゼ
ロ
の
地
点
か
ら
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
冒
頭
の
一
文
で
は
「
し
か
し
、
正
直
に
語
る
こ
と
は
ひ
ど
く

む
ず
か
し
い
。
僕
が
正
直
に
な
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
正
確
な
言
葉
は
闇
の
奥
深
く
へ
と
沈
み
こ
ん
で
い
く
」
と
書
か
れ
て
い
た
。

「
僕
」
に
と
っ
て
「
正
直
」
「
正
確
」
で
あ
る
こ
と
と
は
、
た
ん
に
写
実
的
リ
ア
リ
ズ
ム
で
文
章
を
書
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ

れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、
前
世
代
の
「
文
明
」
の
ス
タ
イ
ル
ー
た
と
え
ば
日
本
文
学
的
な
、
さ
ら
に
い
え
ば
戦
後
文
学
的
な
ー
に
依
拠
し

参
入
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
前
で
声
を
失
っ
て
い
た
自
分
の
世
界
を
「
正
直
に
」
「
正
確
に
」
語
る
と
い
う
こ
と
だ
。
日
本

人
と
し
て
日
本
語
で
文
章
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
新
し
い
語
り
口
、
ス
タ
イ
ル
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

　
村
上
春
樹
は
『
風
の
歌
を
聴
け
』
を
、
最
初
は
英
語
で
書
き
、
そ
の
上
で
日
本
語
に
翻
訳
し
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
の
文
体
を
得

た
と
述
べ
て
い
る
。
日
本
語
で
小
説
を
書
く
と
い
い
な
が
ら
、
一
種
の
外
国
語
文
学
、
と
い
う
よ
り
異
種
言
語
文
学
と
し
て
創
出
す
る
こ

と
、
逆
に
い
え
ば
日
本
語
を
異
種
言
語
の
よ
う
に
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
上
春
樹
は
断
絶
し
た
言
葉
と
の
距
離
を
、
そ
の
距
離
の
ま
ま

11
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表
現
し
え
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
も
っ
と
よ
り
直
裁
に
、

日
本
語
を
異
種
言
語
と
し
て
語
る
方
法
が
あ
っ
た
。

12

3

　
そ
れ
は
性
的
に
も
、
世
代
的
に
も
全
く
異
な
る
人
間
の
語
り
口
を
ま
と
う
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
村
上
春
樹
の
デ
ビ
ュ
ー
よ
り
少
し

早
く
、
世
代
的
に
は
ほ
ぼ
重
な
る
男
性
作
家
が
、
や
は
り
二
十
九
歳
で
次
の
よ
う
な
小
説
を
書
い
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。

　
大
き
な
声
じ
ゃ
言
え
な
い
け
ど
、
あ
た
し
、
こ
の
頃
お
酒
っ
て
お
い
し
い
な
っ
て
思
う
の
。
黙
っ
て
て
よ
、
一
応
ヤ
バ
イ
ん
だ
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
チ

夜
ソ
ー
ッ
と
階
段
下
り
て
自
動
販
売
機
で
買
っ
た
り
す
る
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
わ
ネ
。
家
に
だ
っ
て
お
酒
ぐ
ら

い
あ
る
け
ど
、
だ
ん
だ
ん
減
っ
た
り
し
て
る
の
が
バ
レ
た
ら
ヤ
バ
イ
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
に
、
ウ
チ
の
パ
パ
は
大
体
洋
酒
で
し
ょ
、
あ
た

し
ア
レ
そ
ん
な
に
好
き
じ
ゃ
な
い
の
よ
ネ
。
な
ん
て
い
う
の
か
な
、
チ
ョ
ッ
と
き
つ
く
っ
て
、
そ
り
ゃ
水
割
り
に
す
れ
ば
い
い
ん
だ
ろ

う
け
ど
サ
、
夜
中
に
冷
蔵
庫
の
氷
ゴ
ソ
ゴ
ソ
な
ん
て
や
っ
て
ら
ん
な
い
わ
よ
、
そ
う
で
し
ょ
。
や
っ
ぱ
り
女
の
喉
っ
て
、
男
に
比
べ
り

ゃ
ヤ
ワ
に
出
来
て
ん
じ
ゃ
な
い
の
、
筋
肉
が
違
う
と
か
サ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
橋
本
治
「
桃
尻
娘
」
『
小
説
現
代
G
e
n
』
第
3
号
、
一
九
七
七
年
）

　
小
説
現
代
新
人
賞
で
佳
作
を
受
賞
し
た
こ
の
作
品
は
、
そ
の
後
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
書
き
継
が
れ
た
。
同
名
で
日
活
ロ
マ
ン
・
ポ
ル
ノ
で

映
画
化
も
さ
れ
、
現
在
の
コ
ギ
ャ
ル
も
の
の
ハ
シ
リ
と
い
え
る
ほ
ど
、
か
な
り
風
俗
小
説
的
に
受
容
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
文
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学
史
の
転
換
を
探
る
上
で
、
こ
の
作
品
の
登
場
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
女
子
高
生
の
お
し
ゃ
べ
り
の
「
言
文
一
致
」

的
文
体
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
村
上
春
樹
に
先
立
っ
て
、
そ
し
て
村
上
春
樹
と
は
別
の
や
り
方
で
、
七
〇
年
代
以
後
の
「
表
現
」
の
た
め
の

新
し
い
言
語
を
獲
得
し
て
、
失
語
を
逃
れ
え
た
例
だ
か
ら
で
あ
る
。
橋
本
治
は
村
上
春
樹
や
高
橋
源
一
郎
の
よ
う
な
ナ
イ
ー
ブ
な
文
章
で
、

自
分
の
内
面
史
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
最
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
自
己
表
出
の
文
体
を
き
っ
ぱ
り
持

た
な
い
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
と
い
う
点
で
、
橋
本
治
は
よ
り
前
世
代
の
「
文
明
」
と
潔
く
切
断
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　

　
そ
の
切
断
”
の
対
象
に
、
前
世
代
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
だ
け
で
は
な
く
、
男
性
中
心
文
化
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
が
濃
厚
に
交
差
し
て

い
る
と
こ
ろ
が
、
橋
本
の
特
異
さ
で
あ
り
、
逆
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
先
駆
的
た
り
え
て
い
る
と
い
え
る
。

　
村
上
春
樹
が
「
正
直
に
」
「
正
確
に
」
語
る
こ
と
に
苦
労
し
た
の
は
、
「
僕
」
と
い
う
男
性
性
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
背
負
っ
た
ま
ま
、

前
世
代
の
文
体
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
日
本
男
子
で
あ
る
「
僕
」
の
ま
ま
で
あ
る
か
ぎ
り
離
れ
が
た
い
文
体
の

呪
縛
を
、
辛
う
じ
て
村
上
は
英
語
の
翻
訳
と
い
う
迂
回
路
を
設
定
す
る
こ
と
で
回
避
し
え
た
。
い
わ
ば
そ
れ
は
日
本
男
子
ら
し
か
ら
ぬ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
る
で
ア
メ
リ
カ
青
年
的
な
　
異
種
性
”
を
ま
と
っ
た
「
僕
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
迂
回
路
を
、
橋
本
治
は
性
別
を
異
に
し
て
、
し
か
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
つ
も
な
く
「
正
直
に
」
「
正
確
に
」
　
言
文
一
致
”
し
た
口
語
に
よ
っ
て
作
り
だ
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
両
者
の
作
家
に
共
通
し
て
大
き
な
障
害
と
な
っ
た
も
の
と
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
日
本
文
学
の
男
性
性
な
の
で
あ
る
。

　
書
く
こ
と
が
自
我
の
確
立
と
同
義
で
あ
り
、
「
私
」
の
真
実
へ
の
肉
薄
で
あ
る
と
い
う
日
本
文
学
の
伝
統
的
思
想
は
、
男
性
が
表
現
者

で
あ
る
こ
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
し
て
い
る
。
遡
る
と
、
た
と
え
ば
言
文
一
致
小
説
の
普
及
に
大
き
な
力
を
持
っ
た
夏
目

漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
自
体
が
、
軍
人
か
官
僚
の
演
説
文
体
で
あ
る
「
吾
輩
」
と
「
で
あ
る
」
に
よ
っ
て
、

す
で
に
あ
か
ら
さ
ま
に
男
性
性
を
表
出
し
て
い
る
。
さ
す
が
に
「
吾
輩
」
は
、
猫
に
人
間
語
を
し
ゃ
べ
ら
せ
る
設
定
を
よ
り
コ
ミ
カ
ル
に

す
る
た
め
の
誇
張
で
あ
る
と
し
て
も
、
語
尾
の
「
で
あ
る
」
が
や
は
り
男
性
的
演
説
調
で
あ
り
な
が
ら
、
「
客
観
的
な
論
述
や
描
写
に
も

13
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適
合
し
た
も
の
と
し
て
歓
迎
さ
れ
て
、
明
治
三
〇
年
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
口
語
文
語
体
中
最
も
優
位
を
占
め
て
い
る
」
（
山
本
正
秀

『
近
代
文
体
発
生
の
史
的
研
究
』
岩
波
書
店
一
九
六
五
年
）
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
文
語
時
代
に
は
性
差
が
存
在
し
な
か
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
男
性
性
の
表
出
し
た
ス
タ
イ
ル
が
、
そ
の
ま
ま
言
文
一
致
文
体
の
モ
デ
ル
と
し
て
定
着
し
た
と
こ
ろ
に
、
近
代
日
本
文
学
の
大

き
な
歪
み
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
樋
口
一
葉
は
井
原
西
鶴
の
時
代
と
大
差
な
い
文
体
で
小
説
を
書
い
た
の
で
、
文
章
と
性
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
一
致
に

苦
慮
す
る
必
要
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
半
井
桃
水
に
女
性
ら
し
い
文
体
で
書
く
よ
う
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
た
と
き
も
、
仮
に
彼
女
が
『
吾

輩
は
猫
で
あ
る
』
以
後
の
作
家
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
場
合
に
女
性
の
言
文
一
致
文
体
の
創
出
に
煩
悶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ほ

ど
に
は
悩
ま
ず
に
す
ん
だ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
言
文
一
致
以
前
に
は
女
性
作
家
が
輩
出
し
た
。
彼
女
た
ち
は
既
成
の
教
養
が
導
く
ス
タ
イ

ル
に
従
え
ば
よ
く
、
「
正
直
」
「
正
確
」
な
文
体
獲
得
の
た
め
に
お
の
お
の
で
努
力
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
早
熟
な
才
能
を
素

直
に
そ
の
ま
ま
発
揮
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
そ
れ
が
一
転
し
て
、
一
八
九
六
年
の
一
葉
の
没
後
、
そ
し
て
言
文
一
致
後
、
女
性
作
家
が
少
な

く
と
も
小
説
界
で
は
、
一
九
一
一
年
の
田
村
俊
子
の
出
現
ま
で
、
お
よ
そ
十
五
年
間
も
出
現
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
た
ん
な
る
才
能
の
問

題
で
は
な
い
。
表
現
に
お
い
て
性
差
が
あ
ら
か
じ
め
障
害
と
な
る
よ
う
な
「
文
明
」
の
君
臨
が
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
言
文
一
致
後
に
少
し
ず
つ
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
女
性
作
家
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
彼
女
た
ち
は
新
し
い
女
性
の
言
文
一
致
文
体
を
創
り

だ
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
定
着
し
て
し
ま
っ
た
「
で
あ
る
」
の
ス
タ
イ
ル
に
、
長
い
時
間
を
か
け
て
自
ら

を
馴
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
男
性
中
心
の
文
壇
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
な
か
で
の
「
女
流
文
学
」
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

　
話
題
を
戻
し
て
、
一
九
七
七
年
に
二
十
九
歳
の
男
性
作
家
が
、
女
子
高
生
の
口
語
文
体
で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
こ
と
は
、
右
の
よ
う
な
明
治

以
来
の
近
代
日
本
文
学
の
史
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
背
景
に
踏
ま
え
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

14



　
上
野
千
鶴
子
は
「
平
成
言
文
一
致
体
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
（
『
小
説
T
R
I
P
P
E
R
』
一
九
九
⊥
ハ
年
秋
季
号
）
に
お
い
て
、
橋
本
治
の

『
桃
尻
娘
』
の
「
女
装
文
体
」
を
「
『
平
成
三
ロ
文
一
致
体
』
の
先
駆
者
」
と
評
価
し
た
上
で
、
橋
本
以
降
に
続
々
と
登
場
し
て
市
民
権
を
得

た
女
言
葉
の
口
語
文
学
の
意
義
を
、
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
。

　
「
性
別
」
と
訳
さ
れ
る
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
語
は
、
も
と
も
と
ど
ん
な
性
差
と
も
無
関
係
な
文
法
用
語
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
フ

ェ
ミ
ニ
ニ
ズ
ム
は
「
セ
ッ
ク
ス
」
と
区
別
す
る
た
め
に
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
用
語
を
再
定
義
し
、
過
度
の
意
味
負
荷
を
与
え
て
使

用
し
は
じ
め
た
が
、
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
の
用
語
を
そ
の
も
と
の
位
置
へ
、
た
だ
の
退
屈
な
文
法
用
語
と
し
て
戻
し
て
や
っ
て
も
よ
い
。

近
代
の
「
日
本
語
」
と
は
、
明
治
言
文
一
致
体
か
ら
平
成
言
文
｝
致
体
へ
と
至
る
百
年
の
あ
い
だ
、
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
が
過
度
の
負
荷

を
与
え
ら
れ
た
あ
の
異
常
な
時
代
の
記
号
だ
っ
た
の
だ
と
、
後
の
ひ
と
は
思
い
返
す
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
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こ
の
上
野
の
指
摘
は
、
基
本
的
に
は
正
し
い
と
思
う
。
橋
本
の
文
体
に
は
、
「
近
代
国
語
」
と
し
て
の
日
本
文
学
が
持
っ
て
き
た
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
「
過
度
の
負
荷
」
に
、
正
面
か
ら
抵
抗
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
が
確
か
に
存
在
す
る
。
そ
の
場
合
、
彼
が
「
女
言
葉
」
を
使
用
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
は
表
現
の
な
　
革
命
”
的
戦
略
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
が
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
は
、
橋
本
個
人
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
意
識
の
揺
れ
の
結
果
で
あ
り
、
一
種
の
イ
ン
ポ
テ
ン
ス
（
失
語
）
の
表
れ
だ
っ
た
と
い
う
側
面
が
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
で
も
な
お
、
そ
の
イ
ン
ポ
テ
ン
ス
は
、
高
橋
源
一
郎
や
村
上
春
樹
の
「
失
語
」
体
験
と
共
時
的
に
通
底
し
て
い
る
。
そ
の
イ
ン
ポ
テ
ン

ス
ー
1
「
失
語
」
の
裏
返
し
と
し
て
、
あ
の
高
橋
源
一
郎
の
『
さ
よ
う
な
ら
、
ギ
ャ
ン
グ
た
ち
』
に
氾
濫
し
て
い
た
空
っ
ぽ
な
記
号
の
饒
舌

さ
、
村
上
春
樹
の
完
成
度
の
高
い
語
り
口
と
、
橋
本
の
「
女
言
葉
」
の
噴
出
は
、
同
じ
喪
失
と
訣
別
の
苦
さ
を
宿
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
明
治
以
来
の
近
代
日
本
に
お
い
て
、
連
綿
と
保
た
れ
て
き
た
知
的
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
は
、
一
九
七
〇
年
前
後
に
臨
界
点
に
達

15
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し
た
。
戦
後
文
学
の
知
的
な
精
神
は
、
七
〇
年
代
の
若
者
文
化
、
こ
と
に
マ
ン
ガ
や
ロ
ッ
ク
音
楽
な
ど
の
サ
ブ
・
カ
ル
チ
ヤ
ー
を
つ
い
に

許
容
し
え
ず
、
そ
の
男
性
的
ロ
ゴ
ス
主
義
は
結
局
、
新
世
代
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
頑
迷
な
、
切
り
立
っ
た
壁
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。　

つ
ま
り
、
一
つ
は
戦
後
文
学
の
知
的
継
承
の
臨
界
、
二
つ
目
に
は
明
治
以
来
の
男
性
中
心
文
学
の
臨
界
、
こ
の
二
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
、

そ
ろ
っ
て
文
学
に
致
命
的
な
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
が
七
〇
年
代
で
あ
り
、
十
年
近
い
「
失
語
」
の
期
間
を
経
て
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
っ

た
も
の
が
、
我
々
の
目
に
は
八
〇
年
代
文
学
の
風
景
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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4

　
で
は
「
女
言
葉
」
は
男
言
葉
に
対
し
て
、
な
ぜ
強
烈
な
反
逆
の
言
語
た
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
橋
本
治
の
用
い
た
女
言
葉
が
、

世
間
か
ら
風
俗
的
興
味
の
対
象
と
し
て
し
か
見
ら
れ
な
い
、
非
知
的
な
女
子
高
生
の
話
し
言
葉
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
女
性
の
言
葉
全
般

が
非
知
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
全
く
な
く
、
女
性
の
な
か
で
も
知
的
レ
ベ
ル
の
低
い
、
書
き
言
葉
的
に
自
分
の
内
面
を
再
編
成
で
き

な
い
女
性
の
話
し
言
葉
で
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
男
性
的
書
き
三
口
葉
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
近
代
の
「
文
明
」
へ
の
最
も
痛
烈
な
異
種
の

三
ロ
葉
た
り
え
た
。
非
知
的
な
言
葉
が
、
た
ん
な
る
流
行
語
や
風
俗
語
と
し
て
で
は
な
く
、
知
的
な
三
口
葉
や
認
識
が
も
は
や
掬
え
な
い
現
代

的
な
意
識
を
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
可
能
体
と
し
て
形
象
し
え
た
の
だ
。

　
そ
う
い
う
力
を
し
ば
ら
く
後
に
な
っ
て
自
覚
的
に
応
用
し
た
作
家
が
い
る
。

1
は
事
務
所
に
電
話
し
て
そ
の
間
そ
い
つ
は
氷
の
い
っ
ぱ
い
入
っ
た
ロ
ボ
ッ
ト
の
頭
み
た
い
な
容
れ
も
の
か
ら
ビ
ン
を
取
り
出
し
て



ポ
ン
と
栓
を
抜
き
ワ
イ
ン
を
飲
ん
で
い
た
け
ど
そ
ん
な
動
作
も
慣
れ
て
る
風
だ
っ
た
。
1
も
ワ
イ
ン
を
飲
ん
だ
が
H
E
と
飲
む
ジ
ン
・

ト
ニ
ッ
ク
の
方
が
お
い
し
い
と
思
っ
た
け
ど
そ
い
つ
が
急
に
ケ
ツ
を
見
せ
う
と
言
っ
た
の
で
H
E
の
こ
と
は
忘
れ
た
。
あ
の
そ
の
前
に

シ
ャ
ワ
ー
浴
び
て
き
て
い
い
で
す
か
と
ー
は
聞
い
た
ら
お
前
の
か
ら
だ
な
ん
か
オ
レ
は
ほ
と
ん
ど
触
ら
な
い
か
ら
シ
ャ
ワ
ー
な
ん
か
い

い
よ
、
と
そ
い
つ
は
言
っ
て
と
に
か
く
ス
カ
ー
ト
を
ま
く
っ
て
ケ
ツ
を
突
き
出
し
て
み
う
と
言
っ
て
ー
が
モ
ジ
モ
ジ
し
て
た
ら
じ
ゃ
あ

お
前
こ
れ
や
る
か
ら
も
う
帰
れ
と
そ
い
つ
が
財
布
か
ら
一
万
円
札
を
出
し
て
ー
の
目
の
前
に
差
し
出
し
て
ー
は
本
当
に
そ
の
時
帰
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ら

よ
か
っ
た
ん
だ
け
ど
そ
い
つ
は
ひ
ど
い
金
持
ち
な
ん
だ
と
思
っ
て
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
た
く
さ
ん
金
を
貰
え
る
と
ふ
ん
で
ケ
ツ
を
見
せ

た
。
何
だ
よ
こ
れ
ひ
で
え
な
あ
と
そ
い
つ
は
ケ
ツ
に
で
き
て
い
た
お
で
き
を
ボ
ー
ル
ペ
ン
の
先
で
突
つ
い
て
ー
が
お
で
き
で
す
と
い
っ

て
栄
養
が
足
ん
ね
え
じ
ゃ
な
い
の
か
ラ
ー
メ
ン
ば
か
り
食
っ
て
る
と
お
で
き
で
き
ん
だ
ぞ
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
女
な
ん
か
全
部
お
で
き
だ
ら

け
だ
と
そ
い
つ
が
言
っ
て
ー
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
女
と
一
緒
に
さ
れ
た
の
が
く
や
し
く
っ
て
ー
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
女
を
何
人
か
知
っ
て
い

た
か
ら
昔
の
事
務
所
の
時
に
知
っ
て
た
か
ら
く
や
し
く
て
涙
が
出
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
村
上
龍
「
紋
白
蝶
」
『
ト
パ
ー
ズ
』
角
川
書
店
一
九
八
六
年
）
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こ
の
文
体
は
「
口
語
」
体
に
は
違
い
な
い
が
、
実
際
の
会
話
や
弁
舌
の
再
現
と
い
う
よ
り
は
、
無
意
識
内
の
独
白
に
近
い
。
少
な
く
と

も
意
識
に
お
い
て
分
節
化
さ
れ
、
構
文
化
さ
れ
た
時
点
で
備
わ
っ
て
し
ま
う
良
識
や
差
恥
や
美
化
よ
り
以
前
の
、
よ
り
ナ
マ
な
あ
か
ら
さ

ま
な
状
態
が
暴
力
的
に
露
出
し
て
い
る
。
知
性
が
介
在
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
あ
り
き
た
り
の
風
俗
小
説
の
枠
組
み
に
作
り
換
え
ら
れ
て
し
ま

う
世
界
の
、
真
の
異
様
さ
や
現
場
の
臨
場
感
が
、
こ
う
し
て
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
そ
れ
は
再
現
や
模
倣
（
ミ
メ
ー
シ
ス
）
で
は
な
く
、
む
し
ろ
異
種
言
語
の
な
　
翻
訳
”
に
近
い
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
実
際
、
村
上
龍

は
も
と
も
と
こ
の
よ
う
な
文
体
の
持
ち
主
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
に
、
自
分
の
文
体
に
よ
っ
て
世
界
を
再
編
成
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
逆
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に
、
自
分
の
決
し
て
届
か
な
い
、
絶
対
的
な
異
種
の
世
界
へ
の
渇
望
の
よ
う
な
も
の
が
、
こ
の
翻
訳
”
の
情
熱
の
契
機
に
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
彼
女
達
は
、
必
死
に
な
っ
て
何
か
を
捜
し
て
い
る
が
、
時
折
そ
れ
は
、
男
や
洋
服
や
宝
石
や
フ
レ
ン
チ
レ
ス
ト
ラ

ン
と
い
う
具
体
的
な
形
に
な
っ
て
現
れ
、
ま
た
い
つ
の
間
に
か
消
え
る
。
／
彼
女
達
が
捜
し
て
い
る
も
の
は
、
実
は
そ
う
い
う
具
体
で
は

な
く
、
こ
れ
か
ら
先
、
人
類
が
存
続
し
て
い
く
上
で
欠
か
せ
な
い
「
思
想
」
な
の
だ
と
思
う
」
と
、
村
上
龍
は
『
ト
パ
ー
ズ
』
の
「
あ
と

が
き
」
に
書
い
て
い
る
。
世
界
が
ま
だ
そ
の
存
在
に
気
づ
か
ず
、
認
め
て
い
な
い
よ
う
な
プ
リ
ミ
テ
イ
ヴ
な
人
間
た
ち
の
声
、
そ
う
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

声
だ
け
が
人
類
の
未
来
を
予
見
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
声
に
い
ち
早
く
反
応
し
、
我
々
の
世
界
へ
　
翻
訳
”
す
る
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
村

上
龍
が
自
覚
す
る
文
学
的
な
任
務
な
の
で
あ
る
。

　
同
時
に
こ
の
よ
う
な
創
作
態
度
は
、
戦
後
文
学
的
な
知
性
の
自
立
性
を
、
根
底
か
ら
覆
す
試
み
と
い
え
る
。
世
界
を
対
象
と
し
て
批
評

し
、
構
造
化
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
表
現
者
と
し
て
の
存
在
証
明
を
獲
る
、
そ
う
い
う
知
性
が
決
し
て
手
の
内
で
理
解
で
き
な
い
異
形
の

世
界
に
、
今
日
の
我
々
は
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
。
世
界
が
す
で
に
我
々
の
表
現
を
追
い
越
し
て
い
る
と
き
、
む
し
ろ
最
も
そ
う
い
う
世
界

に
接
近
し
て
い
る
の
は
、
言
葉
抜
き
で
そ
こ
に
直
に
身
を
浸
し
て
い
る
者
だ
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
『
ト
パ
ー
ズ
』
は
言
葉
を
身
体
の
直

接
性
ま
で
遡
行
さ
せ
て
、
初
め
て
今
日
の
世
界
の
性
の
荒
廃
の
ス
ピ
ー
ド
に
ぴ
っ
た
り
伴
走
し
え
た
例
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
女
性
作
家
が
、
自
ら
の
口
語
と
の
「
言
文
一
致
」
に
そ
れ
ほ
ど
勇
気
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
時
代
が
、
そ
う
や
っ
て
や
っ
て
来
た
。

た
と
え
ば
、
『
桃
尻
娘
』
か
ら
、
二
十
年
近
く
隔
た
っ
た
女
性
作
家
の
文
章
は
、
何
の
街
い
も
な
く
、
悠
々
と
自
分
の
声
に
浸
っ
て
い
る
。
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高
柳
さ
ん
、
単
身
赴
任
っ
て
言
っ
て
た
っ
け
。
そ
う
い
う
状
態
っ
て
あ
の
年
頃
だ
と
ど
う
な
の
か
し
ら
。
た
ま
っ
て
る
と
か
、
あ
る

の
か
し
ら
。
ま
さ
か
ね
若
い
男
じ
ゃ
あ
る
ま
い
し
…
…
あ
の
人
だ
っ
て
、
ほ
か
の
お
や
じ
た
ち
と
比
べ
て
も
な
ん
か
淡
々
と
し
て
る
も

の
。
あ
た
し
の
こ
と
な
ん
か
、
女
と
し
て
意
識
し
た
こ
と
な
ん
て
な
い
ん
だ
ろ
う
な
あ
。
く
く
。
な
ん
か
、
泣
け
て
き
ち
ゃ
っ
た
。
も



う
い
い
や
、
寝
よ
う
。
明
日
の
仕
事
に
ひ
び
く
。
で
も
こ
ん
な
と
き
に
仕
事
の
こ
と
考
え
て
る
か
ら
歳
と
っ
た
っ
て
い
う
の
よ
ね
え
。

若
い
頃
は
一
晩
中
で
も
、
好
き
な
人
の
こ
と
思
っ
て
い
ら
れ
た
も
の
。
待
て
よ
。
若
い
頃
は
お
か
ず
に
し
て
抜
い
た
り
は
し
な
か
っ
た

か
…
…
。
あ
ー
あ
。
も
ー
疲
れ
て
き
た
ぞ
。
好
き
な
人
を
お
か
ず
に
し
て
抜
く
。
こ
ん
な
の
が
恋
か
？
　
恋
っ
て
言
え
る
の
か
け
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
内
田
春
菊
「
あ
た
し
の
欲
し
い
も
の
」
『
キ
オ
ミ
』
ベ
ネ
ッ
セ
一
九
九
五
年
）

　
こ
の
種
の
「
言
文
一
致
」
は
も
は
や
、
前
衛
と
し
て
の
破
壊
力
や
話
題
喚
起
性
を
持
た
な
い
。
む
し
ろ
い
か
に
男
性
社
会
の
表
現
の
ル

ー
テ
ィ
ン
に
冒
さ
れ
ず
に
女
性
の
あ
る
が
ま
ま
の
意
識
が
語
れ
る
か
と
い
う
、
本
来
の
再
現
と
ミ
メ
ー
シ
ス
の
任
務
が
よ
う
や
く
追
い
つ

い
て
き
た
と
い
っ
て
い
い
。

　
現
在
、
文
学
が
直
面
し
て
い
る
の
は
、
教
育
や
社
会
と
の
接
点
を
見
失
い
、
自
分
の
声
を
他
者
に
届
け
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
人
間

た
ち
の
問
題
で
あ
る
。
一
四
歳
で
残
虐
な
殺
人
者
と
な
っ
た
神
戸
の
少
年
A
や
、
援
助
交
際
や
売
春
を
平
気
で
行
な
う
女
子
高
生
や
中
学

生
の
心
は
、
い
ま
だ
か
つ
て
我
々
が
成
文
化
し
た
こ
と
の
な
い
様
相
を
呈
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
い
う
暗
い
深
淵
に
、
い
か
に
文

学
が
リ
ン
ク
で
き
る
か
、
彼
ら
を
言
葉
の
世
界
へ
引
き
返
し
て
来
さ
せ
ら
れ
る
か
が
試
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
は
表
現
の
危
機
で
あ
り
、
同
時
に
表
現
の
ゼ
ロ
地
点
な
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
あ
の
一
九
七
〇
年
前
後
に
発
生
し
た
現
代
文
学
の

転
換
点
は
、
世
代
を
こ
え
て
、
今
日
ま
た
浮
上
し
始
め
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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