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め
の
ザ
ボ
ン
』
（
『
毎
日
小
学
生
新
聞
』

一
九
五
一
年

一
月
一
日
＼

与
田
準
一
に
と
っ
て
唯
一
の
長
編
童
話
と
な
っ
た

「五
十
一
番

ね
に
詩
が
息
づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
（
「
与
田
準

一
解

説
」
、
『
日
本
児
童
文
学
大
系
」
一
一
七
、

一
九
七
八
年
所
収
）

た
し
か
に
、
そ
う
だ
。
大
日
本
図
書
版

『与
田
準

一
全
集
』
全

六
巻
(
-
九
六
七
年
）
の
う
ち
の
幼
年
童
話
集
二
巻
、
童
話
集
二

巻
を
再
読
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
、
よ
く
わ
か
る
。
か
つ
て
、
童

話
が
詩
で
あ
っ
た
時
代
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
「
童

話
の
基
底
に
は
、
つ
ね
に
詩
が
息
づ
い
て
い
る
」
と
は
、
ど
う
い

う
こ
と
か
。
童
話
が
詩
で
あ
る
と
は
、
い

っ
た
い
何
か
。

吉
田
定
一
は
い
う
。
ー
_
「
与
田
氏
の
童
話
の
基
底
に
は
、

与
田
準

与
田
準
一
と
古
田
足
日

ー
童
話
が
詩
で
あ
っ
た
時
代
|
ー

つ

作
品
は
、

「あ
た
ら
し
い
な
に
か
」
と
「
ふ
る
い
な
に
か
」
を

対
比
さ
せ
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
「
あ
た
ら
し
い
な
に
か
」
と

は
山
の
村
に
新
し
く
つ
く
ら
れ
る
小
学
校
、
「
ふ
る
い
な
に
か
」

（
引
用
は
『
与
田
準
一
全
集

j

に
よ
る
。
以
下
も
同
様
）

ば
、
な
り
ま
せ
ん
。

で
は
、
た
い
て
い
、
ふ
る
い
な
に
か
か
が
、
こ
わ
さ
れ
な
け
れ

だ
が
、

あ
た
ら
し
い
な
に
か
が
、

で
き
あ
が
る
、

な
ん
と
い
う
、
う
れ
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

あ
た
ら
し
い
学
校
が
、
た
っ
…
…
。

の
木
」
、
書
き
出
し
は
、
こ
う
だ
。

四
月
一

0
日
、
光
文
社
、

そ
の
か
げ

一
九
五
一
年
）
の
最
初
の
章
は
「
伝
説

宮

川

健

郎
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る
い
な
に
か
」
を
対
比
さ
せ
て
書
い
て
い
る
。
構
成
さ
れ
た
も
の

と
う
の
よ
う
に
、
ま
る
き
り
反
対
の
、
二
つ
の
意
見
」
が
紹
介
さ

「
し
お
と
さ
と
う
」
ー
童
話
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
ば
は
、

し

対
比
的
に
語
る
こ
と
は
つ
づ
き
、
「
東
と
西
、
…
…
し
お
と
さ

『
五
十
一
番
め
の
ザ
ボ
ン
』
の
書
き
出
し
に
も
う
、
童
話
を
詩

と
し
て
書
く
意
識
は
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
作
者
は
、
は
っ
き
り
と
構
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
書
こ

う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
あ
た
ら
し
い
な
に
か
」
と
「
ふ

と
し
て
書
こ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
散
文
で
は
な
く
、
詩
と

し
て
書
こ
う
と
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
小
説
な
ら
、
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
書
き
は
じ
め
、
書
い
て
い
く
な
か
の
必
然
に
し
た
が
っ
て
、
行

き
着
く
先
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
な
が
ら
書
き
す
す
め
て
い
く
。
や

が
て
、
ト
ン
ネ
ル
の
出
口
が
口
を
あ
け
て
い
る
の
が
見
え
、
ト
ン

ネ
ル
を
出
た
と
こ
ろ
で
書
き
お
わ
る
…
…
。
構
成
さ
れ
た
も
の
と

し
て
書
く
意
識
は
弱
い
。

童
話
を
詩
と
し
て
書
こ
う
と
し
た
『
五
十
一
番
め
の
ザ
ボ
ン
』

の
作
者
に
は
、
作
品
の
展
開
も
お
わ
り
も
、
書
き
は
じ
め
た
と

う
題
を
つ
け
た
と
き
に
、
見
え
た
の
で
あ
る
。
新
し
い
学
校
の
六

一
個
一
個
に
手
紙
を
つ
け
て
出
荷
す
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
土
地

の
さ
ま
ざ
ま
な
人
か
ら
と
ど
い
た
、
手
紙
の
返
事
が
紹
介
さ
れ
て

「
あ
た
ら
し
い
な
に
か
」
、
「
ふ
る
い
な
に
か
」
ー
童
話
を
つ

く
っ
て
い
る
こ
と
ば
は
、
象
徴
性
を
お
び
て
い
る
。
「
東
と
西
」

ば
し
ば
比
喩
的
に
機
能
す
る
。
「
あ
た
ら
し
い
学
校
が
、
た
っ

…
…
。
」
と
い
う
ふ
う
に
、
旬
読
点
を
打
つ
意
識
が
独
特
で
、
そ

こ
に
は
、
独
自
の
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
れ
ら
も
、
童
話

見
事
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

ン

（
ア
・
キ
ラ
キ
ラ
）

の
運
命
が
語
ら
れ
て
、
作
品
は
お
わ
る
。

い
く
。
子
ど
も
た
ち
の
卒
業
式
の
よ
う
す
と
五
十
一
番
め
の
ザ
ボ

れ
る
。

れ、 年
生
は
、
古
い
ザ
ボ
ン
の
木
か
ら
五
十
一
個
の
ザ
ボ
ン
を
と
り
い

り
た
お
す
こ
と
は
、
ぜ
っ
た
い
反
対
で
す
。

き
か
ら
見
え
て
い
た
だ
ろ
う
。
『
五
十
一
番
め
の
ザ
ボ
ン
』
と
い

ー
い
い
え
、
遠
い
む
か
し
か
ら
、
生
き
て
き
た
木
を
、
切

‘̀‘ 

ぷ
ぅ
力

い
い
と
思
い
ま
す
。

ー
ぁ
の
木
は
、
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
と
、
切
り
た
お
し
た
ほ

と
は
ザ
ボ
ン
の
大
木
で
あ
る
。
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て
書
か
れ
た
童
話
が
長
編
を
め
ざ
す
の
は
、
た
い
へ
ん
な
困
難
さ

だ
が
、
『
五
十
一
番
め
の
ザ
ボ
ン
」
は
長
編
で
あ
る
。
詩
と
し

―
一
号
」
、
「
ザ
ボ
ン
の
新
聞

第

一
八
章
め
の
タ
イ
ト
ル
は
、
そ

転
調
し
う
る
。

知
ら
ぬ
日
の

知
ら
ぬ
日
の
、

花
ザ
ボ
ン
、

く
も
る
と
き

黄
な
ザ
ボ
ン

む
＜
ゃ
ん
の

ぶ
ら
ん
ぶ
ら
ん
。

（
「
ザ
ボ
ン
の
祭
り
」
冒
頭
）

い
く
」
「
そ
こ
に
リ
ズ
ム
感
が
形
成
さ
れ
る
」
と
い
い
、
そ
れ
が

作
品
を
長
編
小
説
に
し
て
い
る
と
い
っ
た
の
で
あ
る
（
「
日
本
児

童
文
学
史
上
に
お
け
る
与
田
準

一

（
3
）
」
、
『
与
田
準
一
全
集
』

五
•
別
冊
、
大
日
本
図
書
、

一
九
六
七
年
所
収
）
。

『
五
十
一
番
め
の
ザ
ボ
ン
』
は
、
全
二

0
章
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
八
章
め
、

一
三
章
め
、

れ
ぞ
れ
、
「
ザ
ボ
ン
の
新
聞

第
一
号
」
、
「
ザ
ボ
ン
の
新
聞

第
一
＝
号
」
だ
。
『
ザ
ボ
ン
の
新
聞
」

に
は
、
そ
の
前
ま
で
の
章
で
書
か
れ
た
、
ザ
ボ
ン
の
手
紙
の
返
事

光
る
と
き

線
と
な
っ
て
つ
ぎ
つ
ぎ
と
波
動
の
よ
う
に
お
お
い
か
ぶ
さ
っ
て

の
こ
と
ば
が
、
あ
わ
に
な
っ
て
、
と
び
だ
し
て
い
ま
す
。

山
の
あ
た
ら
し
い
学
校
の
ま
ど
か
ら
、

い
ま
、
合
唱
の
、
歌

て
連
載
を
す
め
、

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
滑
川
道
夫
の
指
摘
の
よ

う
に
、
決
し
て
短
編
の
連
続
に
お
わ
っ
て
は
い
な
い
。
滑
川
は
、

「
ひ
と
つ
の
短
編
的
に
ま
と
ま
っ
た
話
編
が
つ
ぎ
の
話
編
に
、
伏

い
く
つ
も
の
詩
を
か
さ
ね
る
よ
う
に
書
い
て

話
は
、
と
ん
で
…
…

一
年
た
ち
ま
す
。

も
な
い
。

だ
か
ら
、

文
章
は
、

し
ば
し
ば
容
易
に
行
分
け
の
詩
に

を
詩
と
し
て
書
く
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
は
、

い
う
ま
で

を
は
ら
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。
は
っ
き
り
し
た
構
成
と
象
徴
的
な

こ
と
ば
で
書
く
こ
と
は
、
短
い
も
の
な
ら
可
能
だ
が
、
長
く
な
れ

ば
、
破
綻
を
き
た
し
か
ね
な
い
。

作
品
が
は
じ
め

「毎
日
小
学
生
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
こ
と
が

幸
い
し
た
の
だ
ろ
う
。
作
者
は
、
詩
を
一
編
一
編
書
く
よ
う
に
し
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バ
の
し
し
ゅ
う
が
し
て
あ
る
」
な
ど
も
同
様
だ
。
古
田
足
日
は
、

一
九
四
八
年
の
「
王
さ
ま
の
ハ
ン
ケ
チ
に
は
ロ

も
の
が
た
り
な
く
て
、
人
た
ち
が
よ
わ
っ
て
い
た
。
」
と
書
き
は

こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
物
語
の
リ
ズ
ム
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
。

一
九
四
七
年
の
「
花
も
よ
ろ
し
い
」
を
「
花
の
美
を
め
で
る

精
神
の
糧
の
重
要
さ
が
え
が
か
れ
て
い
る
。
」
と
評
価
し
た
の
は
、

神
宮
輝
夫
だ
っ
た
。
神
宮
は
、

「詩
的
凝
縮
に
よ
る
テ
ー
マ
の
伝

達
と
い
う
メ
ル
ヘ
ン
の
機
能
を
も
っ
と
も
よ
く
果
た
し
長
い
生
命

を
持
つ
作
品
を
残
し
た
の
が
詩
人
の
与
田
準

一
で
あ
ろ
う
。
」
と

童
文
学
』
五
、
明
治
書
院
、

い
う
の
で
あ
る
（
「
第
2
世
界
大
戦
後
の
作
品
」
、

『講
座

H
本
児

一
九
七
四
年
所
収
）
。
「
花
も
よ
ろ
し

い
」
を
神
宮
の
い
う
よ
う
に
読
む
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
、
「
あ

る
チ

ッ
ポ
ケ
な
国
の
、
あ
る
セ
カ
セ
カ
し
た
時
代
だ
っ
た
。
た
ベ

じ
め
ら
れ
る
、
こ
の
作
品
は
、
観
念
性
が
色
濃
く
、
「
無
国
籍
童

声
」
的
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
戦
後
間
も
な
く
書
か
れ
た
短
編
群
は
ど
う
だ
ろ

む
ず
か
し
い
が
、
作
品
を
読
ん
だ
と
き
の
手
ご
た
え
は
重
く
、
確

実
で
あ
る
と
し
た
け
れ
ど
も
：
・…
(
「
「
王
さ
ま
の
ハ
ン
ケ
チ
に
は

ロ
バ
の
し
し
ゅ
う
が

く
ろ
し
お
出
版
、

ず
、
作
品
は
、

し
て
あ
る
」
論
」
、
『
現
代
児
童
文
学
論
l

一
九
五
九
年
所
収
）
。

ど
ん
ぐ
」
と
い
う
、
た
い
こ
の
音
な
ど
は
、
す
こ
ぶ
る
魅
力
的
だ

が
、
こ
の
「
で
い
ん
ぐ
、
ど
ん
ぐ
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
与
田

や
は
り
、
む
ず
か
し
い
も
の
に
お
わ

っ
て
い
る
。

五
十

一
個
の
ザ
ボ
ン
が
い
ろ
い
ろ
な
土
地
へ
と
旅
を
す
る
と
い
う

具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
と
も
な
い
な
が
ら
描
か
れ
、
新
し
く
お
と

ず
れ
た
戦
後
と
い
う
時
間

・
空
間
の
な
か
で
人
び
と
と
の
新
し
い

つ
な
が
り
を
求
め
る
と
い
う
願
い
が
書
か
れ
た

『万
十
一
番
め
の

ザ
ボ
ン
』
と
は
、
対
照
的
で
あ
る
。

一
九
五

0
年
代
に
、
古
田
足
日
や
鳥
越
信
や
神
宮
輝
夫
ら
が
展

開
し
た
議
論
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
日
本
の
子
ど
も
の
文
学

は
、
大
き
な
転
換
点
を
む
か
え
る
。
詩
的
・
象
徴
的
な
こ
と
ば
で

心
象
風
景
を
描
く
「
近
代
童
話
」
が
、
散
文
的
・
説
明
的
な
こ
と

の
童
話
の
詩
的
表
現
は
、
戦
後
的
な
主
題
を
十
分
に
は
描
き
切
れ

入つ
。

「花
も
よ
ろ
し
い
」
の
「
で
い
ん
ぐ
、
ど
ん
ぐ
、
で
い
ん
ぐ
、

が
い
っ
た
ん
ま
と
め
ら
れ
、
ま
た
、
流
れ
出
す
。
滑
川
道
夫
は
、

ん
な
が
聞
い
た
「
先
生
の
話
」
が
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
物
語

そ
れ
に
関
す
る
「
み
ん
な
の
意
見
」
も
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
み

が
「
へ
ん
じ
の
あ
ら
す
じ
」
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
紹
介
さ
れ
、

「王
さ
ま
の
ハ
ン
ケ
チ
に
は
ロ
バ
の
し
し
ゅ
う
が
し
て
あ
る
」
を
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発
表
さ
れ
た
作
品
群
の
う
ち
、
社
会
風
刺
の
傾
向
が
強
い

ば
で
子
ど
も
を
め
ぐ
る
状
況
（
社
会
と
い
っ
て
も
よ
い
）
を
描
く

「
現
代
児
童
文
学
」
に
か
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
現
代
児
童
文
学
」

を
出
発
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
、

一
九
五
九
年
の
『
だ
れ
も
知
ら

な
い
小
さ
な
国
』
（
佐
藤
さ
と
る
）
や
『
木
か
げ
の
家
の
小
人
た

ち
j

（
い
ぬ
い
と
み
こ
）
は
、
い
ず
れ
も
、
小
人
の
登
場
す
る
長

編
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
だ
が
、
散
文
的
な
文
章
で
書
か
れ
た
小
説
的
な

「
近
代
人
の
心
に
よ
み
が
え
っ
た
呪
術
・
呪
文
と
そ
の
堕
落
と

し
て
の
自
己
満
足
」
（
古
田
足
日
「
さ
よ
な
ら
未
明
」
、
「
現
代
児

童
文
学
論
」
前
掲
所
収
）
と
い
わ
れ
る
な
ど
、
五

0
年
代
に
は
、

小
川
未
明
の
童
話
の
詩
的
性
格
が
さ
か
ん
に
批
判
さ
れ
た
が
、
む

し
ろ
、
与
田
準
一
の
童
話
の
表
現
こ
そ
が
純
粋
に
詩
的
だ
っ
た
。

特
に
、
代
表
作
『
五
十
一
番
め
の
ザ
ボ
ン
』
は
、
詩
的
童
話
の
可

能
性
を
示
し
、
か
つ
て
童
話
が
詩
で
あ
っ
た
時
代
が
た
し
か
に

（
注
）
「
第
二
次
大
戦
直
後
、

一
九
四
七
年
ご
ろ
を
頂
点
と
す
る

児
童
文
学
雑
誌
興
隆
期
に
、
そ
れ
ら
を
主
な
舞
台
と
し
て

あ
っ
た
こ
と
を
私
た
ち
に
知
ら
し
め
て
い
る
。

作
品
だ
っ
た
。

り
が
け
に
、
そ
う
い
っ
て
、
わ
た
し
の
耳
の
と
こ
ろ
へ
、
く
ち

わ
た
し
の
う
ち
に
た
ず
ね
て
き
た
、
お
ん
な
の
人
が
、
か
え

て
あ
る
」
論
」
前
掲
）
と
し
た
。

る
。
」
（
「
「
王
さ
ま
の
ハ
ン
ケ
チ
に
は

空
想
的
作
品
に
つ
い
て
の
呼
称
。
」
（
日
本
児
童
文
学
学
会

組
『
児
童
文
学
事
典
』
東
京
書
籍
、
一
九
八
八
年
の
「
無

国
籍
童
話
」
の
項
。
執
箪
は
西
山
利
佳
）

の
ハ
ン
ケ
チ
に
は
ロ
バ
の
し
し
ゅ
う
が
し
て
あ
る
」
に
つ
い
て
、

「
ぼ
く
自
身
の
感
動
の
度
合
い
と
で
も
い
お
う
か
、
作
品
を
読
ん

だ
時
の
手
ご
た
え
は
、
与
田
さ
ん
の
他
の
作
品
、
「
五
十

一
番
め

の
ザ
ボ
ン
」
や
「
光
と
影
の
絵
本
」
よ
り
、
璽
く
、
確
実
で
あ

ロ
バ
の
し
し
ゅ
う
が

ー
あ
の
ね
。

び
る
を
も
っ
て
き
ま
し
た
。

し

先
に
も
紹
介
し
た
が
、
古
田
足
日
は
、
与
田
準
一
の
「
王
さ
ま

古
田
足
日
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ン
ケ
チ
に
は
、

ロ
バ
の
し
し
ゅ
う
が
し
て
あ
る
。
」
と
独
り
言
を

版
し
て
い
る
。

一
九
六

一
年
の
『
ぬ
す
ま
れ
た
町
』
は
、
作
家
と

る。
」
と
考
え
こ
ん
だ

「
わ
た
し
」
は
、

や
が
て
、
「
王
さ
ま
の
ハ

る
」
論
」
を
ふ
く
む
、
第
一
評
論
集
『
現
代
児
童
文
学
論
』
を
出

も。

「「
王
さ
ま
の
ハ
ン
ケ
チ
に
は
ロ
バ
の
し
し
ゅ
う
が
し
て
あ

声
で
し
た
。

こ
れ
が
作
品
の
書
き
出
し
で
あ
る
。
「
へ
ん
だ
な
あ
、
あ
の
人

い
つ
か
、
う
ち
に
き
た
女
の
人
と
お
な
じ
こ
と
を
い
っ
て

ij
、

干 す
ま
れ
た
町
』
（
「
歌
声
は
青
空
に
」
の
題
で
『
秋
田
魁
新
報
』
タ

一
九
六

0
年
八
月
三

＝
日

1
六
一
年
六
月
六
日
、
理
論
社
・

一
九
五
九
年
に
、

六
一
年
）
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
古
田
は
、

り
ま
し
た
。
そ
の
声
も
、
う
わ
あ
ご
を
か
す
っ
て
出
る
、
影
の

社
会
」
と
い
う
主
題
を
自
分
自
身
で
も
描
こ
う
と
し
た
の
が
『
ぬ

そ
う
い
っ
て
、
人
ご
み
の
な
か
へ
、
き
え
て
い
っ
た
男
が
あ

あ
る
。 ー

王
さ
ま
の
ハ
ン
ケ
チ
に
は
、

ロ
バ
の
し
し
ゅ
う
が
し
て

の
耳
の
そ
ば
に
、

M
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
を
出
よ
う
と
し
て
い
る
わ
た
し

き
の
こ
と
で
す
。

な
か
っ
た
と
い
う
発
展
の
経
過
を
、
こ
の
作
品
は
た
ど
っ
て
い

る
。
こ
の
発
展
過
程
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
実
体
の
な
い
こ
と
ば

に
動
か
さ
れ
も
て
あ
そ
ば
れ
て
い
る
現
代
社
会
を
読
み
と
る
こ
と

が
で
き
る
は
ず
だ
。
」
と
も
書
い
た
。
古
田
が
「
王
さ
ま
の
ハ
ン

ケ
チ
に
は
ロ
バ
の
し
し
ゅ
う
が
し
て
あ
る
」
に
見
出
し
た
「
現
代

持
つ
か
の
よ
う
に
な
り
、

つ
ま
り
は
ほ
ん
も
の
の
こ
と
ば
で
は

そ
れ
か
ら
、
用
が
あ
っ
て
、
S
区
に
、

で
か
け
て
い
っ
た
と

古
田
足
日
は
、
先
の
論
考
で
、
「
影
の
声
が
成
長
し
、
実
体
を

わ
た
し
は
、

へ
ん
な
人
だ
な
あ
と
、
お
も
い
ま
し
た
。

し
ゅ
う
が
し
て
あ
る
。
」

ら
、
ち
ょ
っ
と
わ
ら
っ
て
、
か
え
っ
て
い
き
ま
し
た
。

や
い
た
り
す
る
。
ー
「
王
さ
ま
の
ハ
ン
ケ
チ
に
は
、

ロ
バ
の
し

お
ん
な
の
人
は
、
声
の
影
法
師
の
よ
う
な
声
で
い
っ
て
か

て
入
っ
て
、
大
き
い
ほ
う
の
男
の
耳
も
と
で

「影
の
声
」
で
さ
さ

あ
り
ま
す
の
。

帰
っ
た
男
に
耳
打
ち
し
た
り
、
ふ
た
り
の
男
の
口
げ
ん
か
に
割
っ

I

王
さ
ま
の
ハ
ン
ケ
チ
に
は
、

ロ
バ
の
し
し
ゅ
う
が
し
て

い
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
結
婚
式
の
あ
と
に
い
っ
し
ょ
に
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（
中
略
）

し
た
。

シ
ズ
コ
女
史
は
テ
ー
プ
ル
の
上
の
ハ
ガ
キ
を
ひ
っ
く
り
か
え

力
は
、

ひ
と
り
っ
子
で
、
彼
に
姉
な
ど
い
な
い
。

す
い
き
ま
す
。
姉
よ
り
》
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、

ヨ
シ
オ
カ
ユ
タ

『全
集
古
田
足
日
子
ど
も
の
本
』

に
よ
る
。
以
下
も
同
様
）
。
「
ハ
ガ
キ
の
文
面
は
簡
単
だ
。

／
《
あ

ニ―
-‘
童
心
社
、

《
あ
す
い
き
ま
す
。
姉
よ
り
》

そ
れ
だ
け
だ
。
だ
が
、
い
ま
、
姉
さ
ん
が
や
っ
て
く
る
。
こ

一
九
九
三
年

（
「
古
田

ま
す
。
姉
よ
り
》
と
書
か
れ
た
葉
書
を
風
に
と
ば
さ
れ
て
し
ま
っ

た
の
だ
が
、

シ
ズ
コ
女
史
か
ら
見
せ
ら
れ
た
そ
れ
に
は
、

が
つ
け
た
は
ず
の
赤
い
絵
の
具
の
あ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

上
野
瞭
は
、
古
田
が
こ
の
作
品
で
こ
こ
ろ
み
た
方
法
の
ひ
と
つ

と
し
て
、
「
―
つ
の
こ
と
ば
か
ら
ダ
プ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
に

与
え
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
」
（
「
旗
手
の
文
学
ー
古
田
足
日

七
年
所
収
）
と
述
べ
た
。「
こ
こ
で
は
現
実
の

（あ
る
い
は
そ
の

、
、
、

ひ
と
つ
ひ
と

つ
の
構
成
要
素
の
）
二
重
性
と
い
っ
た
こ
と
が
描
か

れ
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
は
、
藤
田
の
ぼ
る
の
意
見
だ

に
関
す
る
覚
書
|
ー

r
『
戦
後
児
童
文
学
論
j

理
論
社
、

一
九
六

で
ぬ
す
ま
れ
た
町
」
の
冒
頭
に
近
い
一
節
で
あ
る
（
引
用
は
、

ュ
タ
カ

れ
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
。

は
な
い
。
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
だ

っ
た
。
ュ
タ
カ
は
、

《
あ
す
い
き

あ
て
の
葉
書
は
、

ュ
タ
カ
の
う
け
と
っ
た
も
の
と
似
て
い
た
の
で

シ
ズ
コ
女
史
と
い
う
の
は
、

ュ
タ
カ
の
母
だ
。
そ
し
て
、
女
史

ハ
ガ
キ
の
文
面
は
簡
単
だ
。

と
、
そ
の
顔
が
急
に
生
き
い
き
と
輝
い
た
。

の
字
と
お
な
じ
だ

っ
た
。

ュ
タ
カ
は
ひ
っ
た
く
る
よ
う
に
ハ
ガ
キ
を
う
け
と

っ
た
。

き
た
ハ
ガ
キ
の
も
ん
く
と
似
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ハ
ガ
キ

と
書
い
て
あ
っ
た
。
こ
の
か
ん
た
ん
な
も
ん
く
は
、

る
。

《
あ
す
か
ら
家
庭
教
師
に
や

っ
て
き
ま
す
。
み
ど
り
》

し
て
の
古
田
足
日
に
と
っ
て
は
、
は
じ
め
て
の
創
作
単
行
本
で
あ

ハ
ガ
キ
に
は

ュ
タ
カ
に
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に
、
与
田
は
、
こ
う
記
し
て
い
る
。

木
に
の
ぼ
っ
た
ユ
タ
カ
は
ゴ
ロ
ー
と
同
じ
枝
に
腰
を
お
ろ
し

（
中
略
）

ュ
タ
カ
は
立
ち
ど
ま
っ
た
。
ゴ
ロ
ー
の
声
だ
っ
た
。

「
わ
れ
わ
れ
少
年
グ
レ
ン
隊
は
…
…
」

講
談
社
、

い
ま
す
。
」
（
古
田
足
日
「
解
説
」
、

『少
年
少
女
日
本
文
学
全
集
」
―
二
、

は
遥
現
実
プ
ラ
ス
典
田
の
気
も
ち
ケ
と
で
も
い
う
も
の
で
す
。
多

上
野
瞭
の
い
う
「

―
つ
の
こ
と
ば
か
ら
ダ
ブ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
を

「
ゼ
ン
ミ
レ
ン
」

足
日
あ
る
い
は
方
法
化
さ
れ
た
誠
実
」
、
『
季
刊
児
童
文
学
批
評
』

一
九
八
三
年
八
月
、
カ
ッ
コ
内
、
傍
点
原
文
）
。
一
枚
の
葉
書
が

ふ
た
と
お
り
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
。
ゴ

「
全
日
本
未
来
連
合
」
な
の
で
あ
る
。

読
者
に
与
え
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
」
と
い
う
方
法
、
こ
れ

も
、
実
は
、
与
田
準
一
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
光
文
社

版

「五
十

一
番
め
の
ザ
ボ
ン
」
(
-
九
五

一
年
）
の
「
あ
と
が
き
」

「
五
十
一
番
め
の
ザ
ボ

ン
」
は
、
こ
の
、
わ
た
く
し
の
う
ま

れ
故
郷
（
福
岡
県
瀬
高
町
ー
宮
川
注
）
を
、
発
想
の
起
点
と

し
て
、
ひ
ろ
げ
て
は
、
育
て
の
故
郷
日
本
の
、
戦
後
五
ヵ
年
ほ

ど
が
、
も
た
ら
し
た
、
わ
た
く
し
の
心
象
絵
図
で
す
。
絵
図
で

す
か
ら
、
た
と
え
ば
、
「
知
ら
ぬ
火
の
海
」
を
「
知
ら
ぬ
日
の

海
」
な
ど
と
書
い
て
し
ま
っ
た
、
わ
た
く
し
の
心
象
な
の
で

す
。
こ
の
、
仮
作
物
語
は
、
す
べ
て
、
わ
た
く
し
の
空
想
の
な

古
田
足
日
は
い
う
。
ー
「
「
知
ら
ぬ
火
」
を
「
知
ら
ぬ
日
」

と
書
く
、
こ
の
や
り
か
た
が
輿
田
の
文
章
の
特
色
で
す
。
ふ
つ
う

の
小
説
、
童
話
の
文
章
は
現
実
を
で
き
る
だ
け
現
実
ら
し
く
書
こ

う
と
し
ま
す
。
だ
が
、
輿
田
は
そ
れ
と
は
ち
が
っ
て
、
現
実
を
作

品
の
な
か
で
か
え
て
し
ま
い
ま
す
。
／
（
中
略
）
興
田
の
文
章

く
の
作
家
は
文
章
を
と
お
し
て
じ
ぶ
ん
の
気
も
ち
を
出
し
て
い
き

ま
す
が
、
典
田
は
文
章
そ
の
も
の
に
じ
ぶ
ん
の
気
も
ち
を
こ
め
て

一
九
七
七
年
所
収
）

て
、
足
を
ぶ
ら
ん
ぶ
ら
ん
さ
せ
た
。

で
あ
り
、
「
ゼ
ン
ミ
ツ
レ
ン
」

11

「
全
国
密
輸
連
合
」
は
、
実
は
、

ロ
ー
た
ち
の
「
少
年
探
偵
団
」
は
、
同
時
に
「
少
年
グ
レ
ン
隊
」

か
の
も
の
で
あ
り
、
幻
想
の
な
か
の
話
で
す
。
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ユ
タ
カ
は
あ
や
ま
り
な
が
ら
、

で
は
さ
っ
き
き
い
た
「
少
年

い
っ
て
も
黒
頭
巾
の
な
か
に
見
え
る
目
だ
け
だ
が
、
そ
の
目
を

み
つ
め
た
。

「
ご
め
ん
、
ご
め
ん
。
わ
る
か
っ
た
。
」

ュ
タ
カ
を
み
つ
め
て
い
る
。

ュ
タ
カ
と
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
は
同
時
に
、

ス
ス
ム
の
顔
、
と

そ
れ
に
、
ま
わ
り
の
連
中
も
い
っ
せ
い
に
非
難
す
る
よ
う
に

「
何
だ
っ
て
？
」

か
っ
た
。

ス
ス
ム
が
ふ
る
え
る
声
で
い
っ
た
。

が
い
な
い
。
ゴ
ロ
ー
の
し
ん
け
ん
さ
が
ユ
タ
カ
に
も
よ
く
わ

「
あ
の
人
は
テ
レ
ビ
の
中
か
ら
と
び
だ
し
た
人
だ
。
」

昼
間
だ
っ
た
ら
、
顔
色
の
か
わ
っ
て
い
る
の
も
見
え
た
に
ち

ボ
ロ
シ
ャ
ツ
が
注
意
し
た
。

と
は
わ
け
が
ち
が
う
。
」

「
し
つ
。
」

団
の
仕
事
を
ほ
こ
り
に
し
て
る
ん
だ
。
グ
レ
ン
隊
の
チ
ン
ピ
ラ

ユ
タ
カ
は
思
わ
ず
声
を
高
く
し
た
。

「
お
れ
た
ち
は
少
年
探
偵
団
な
ん
だ
ぞ
。
お
れ
た
ち
は
探
偵

「
ば
か
な
。
ヤ
マ
モ
ト
じ
ゃ
な
い
か
。
」

た
。
ゴ
ロ
ー
は
お
こ
っ
た
の
だ
。

と
こ
ろ
に
い
る
と
は
な
。
」

ゴ
ロ
ー
の
こ
と
ば
が
ふ
る
え
た
。

ュ
タ
カ
は
ぴ
く
り
と
し

「
ま
っ
た
く
お
ど
ろ
き
だ
っ
た
な
あ
。
ミ
ズ
シ
マ
が
こ
ん
な

「
お
い
。
少
年
グ
レ
ン
隊
っ
て
、
何
だ
。
」

の
い
い
と
こ
を
見
せ
て
や
る
。
」

る
。
つ
ぎ
も
、
そ
う
だ
。

「
よ
す
も
ん
か
、

や
っ
て
み
せ
る
。
少
年
グ
レ
ン
隊
の
元
気

「
ダ
ブ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
」
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
繰
り
出
さ
れ
て
く

ゴ
ロ
ー
は
に
や
り
と
笑
っ
た
。

い
や
な
ら
よ
し
て
も
い
い
ぜ
。
」

ミ
、
。

ヵ

「
海
岸
通
り
だ
。
こ
の
町
で
一
番
あ
ら
っ
ぽ
い
と
こ
ろ
さ
。

ぎ
で
あ
る
。
た
し
か
、
ゴ
ロ
ー
の
声
に
ち
が
い
な
か
っ
た
の
だ

「
ぽ
く
は
、
ど
こ
を
ど
う
パ
ト
ロ
ー
ル
す
れ
ば
い
い
ん
だ
？
」

グ
レ
ン
隊
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
だ
れ
が
い
っ
た
の
か
、

ふ
し



77 与田準ーと古田足日

う
ね
だ
ん
を
安
く
し
た
ら
、
ど
う
な
る
か
」
と
演
説
す
る
。
ホ
ー

ジ
ョ

ー
市
全
体
が
資
本
の
側
が
設
定
し
た
経
済
の
サ
イ
ク
ル
に
と

と
と
、
ド
リ
ー
ム
・
ラ
ン
ド
に
あ
そ
び
に
行
く
こ
と
だ
け
を
楽
し

み
に
は
た
ら
く
。
さ
ら
に
、
毎
朝
、
音
楽
と
号
令
に
あ
わ
せ
て
、

い
っ
せ
い
に
歯
を
み
が
く
運
動
が
す
す
め
ら
れ
る
。
広
場
で
の

り
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
人
び
と
は
、
電
気
製
品
を
購
入
す
る
こ

ま
せ
ん
。
北
の
海
に
も
棲
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

人
魚
は
、
南
の
方
の
海
に
ば
か
り
棲
ん
で
ゐ
る
の
で
は
あ
り

書
き
出
し
の
文
章
を
引
き
合
い
に
し
た
。

魚
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
」

一
九
ニ
―
年
二
月
一
六
i
二
0
日）

の

こ
と
は
、
先
に
も
述
べ
た
。
古
田
は
、
未
明
の
「
赤
い
蝋
燭
と
人

に
な
る
。
ド
リ
ー
ム
・
ラ
ン
ド
に
土
地
を
売
り
わ
た
さ
な
い

「呪

い
ば
あ
さ
ん
」
は
、
「
会
社
が
ク
ズ
の
値
を
あ
げ
て
、
ブ
タ
を
買

…
…
が
、
こ
れ
は
、
奇
妙
な
こ
と
で
も
あ
る
。

古
田
足
日
が
小
川
未
明
の
童
話
の
性
格
を

「
近
代
人
の
心
に
よ

み
が
え
っ
た
呪
術
・
呪
文
」
と
し
た
（
「
さ
よ
な
ら
未
明
」
前
掲
）

野
菜
や
肉
、
さ
か
な
の
ク
ズ
を
買
い
、
そ
れ
で
プ
タ
を
飼
う
よ
う

I

ぬ
す
ま
れ
た
町
』
で
、
農
民
た
ち
は
、

カ
ン
ズ
メ
工
場
か
ら

「
ハ
ミ
ガ
キ
運
動
」
に
参
加
す
る
人
た
ち
の
影
に
は
、
番
号
数
字

が
う
き
出
し
て
い
る
。
影
に
番
号
を
も
ち
、
個
性
を
う
し
な
っ
た

「
私
」
は
、
「
私
」
以
外
の
ど
の
人
間
と
で
も
、
と
り
か
え
可
能
に

な
る
。
古
田
足
日
が
描
き
出
し
た
「
現
代
社
会
」
は
、
こ
ん
な
姿

を
見
せ
る
の
だ
。

の
ハ
ン
ケ
チ
に
は
ロ
バ
の
し
し
ゅ
う
が
し
て
あ
る
」
に
見
出
し
た

イ
メ
ー
ジ
を
読
者
に
与
え
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
」
と
い
う
与

田
準
一
的
と
も
い
え
る
方
法
で
描
い
た
作
品
な
の
で
は
な
い
か
。

な
ん
か
じ
ゃ
な
い
ぜ
。
」

「
現
代
社
会
」
と
い
う
主
題
を
、
「

―
つ
の
こ
と
ば
か
ら
ダ
ブ
ル

「
だ
れ

っ
て
、
あ
の
人
は
船
長
さ
。
ヤ
マ
モ
ト
や
ミ
ズ
シ
マ

だ
？
」

『
ぬ
す
ま
れ
た
町
』
は
、
古
田
足
日
が
与
田
準

一
の
「
王
さ
ま

「
ボ
ロ
シ
ャ
ツ
、
き
み
に
は
、
あ
の
人
は
だ
れ
に
見
え
る
ん

で
さ
け
ん
だ
。

ュ
タ
カ
は
声
を
低
く
し
な
が
ら
、
興
奮
を
お
さ
え
き
れ
な
い

の
よ
う
に
思
っ
て
る
ん
だ
！
」

「
三
人
が
三
人
と
も
、
お
な
じ
人
を
見
て
い
て
、
ち
が
う
人
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ね
／
＼
と
動
い
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

一
九
七

0
年
中
ご
ろ
以
降
は
、
神

北
方
の
海
の
色
は
青
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、
岩
の
上

に
女
の
人
魚
が
あ
が
つ
て
、
あ
た
り
の
景
色
を
眺
め
な
が
ら
休

ん
で
ゐ
ま
し
た
。

古
田
は
、
た
と
え
ば
、
「
北
方
」
は
、
「
海
」
を
限
定
す
る
こ
と

ば
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
「
北
方
」
は
、

「海
」
の
地
理
的

な
位
置
を
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
、
「
暗
く
さ
び
し

＜
孤
独
」
（
古
田
）
な
気
分
を
か
も
し
出
す
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
ま
さ
に
「
呪
文
」
な
の
だ
が
、
私
は
、
古
田
は
、
未
明

童
話
で
は
「
北
方
」
と
い
う
こ
と
ば
の
明
示
性
で
は
な
く
、
「
暗

く
さ
び
し
く
孤
独
」
と
い
う
含
意
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

批
判
し
た
の
だ
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
宮
川
健
郎
『
国
語
教
育

と
現
代
児
童
文
学
の
あ
い
だ
』
日
本
書
籍
、
一
九
九
三
年
）
。
文

学
は
、
本
来
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
、
こ
と
ば
の
含
意
性
に
依
拠

し
て
成
り
立
つ
も
の
だ
か
ら
、
古
田
の
主
張
は
ず
い
ぶ
ん
お
か
し

な
も
の
だ
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
戦
争
と
敗
戦
を
経
験
し
た
の

ち
の
日
本
の
子
ど
も
の
文
学
は
、
子
ど
も
に
む
か
っ
て
、
戦
争

も
、
戦
争
を
引
き
お
こ
す
こ
と
も
あ
る
社
会
の
こ
と
も
書
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
を
書
こ
う
と
し
た
と
き
、
小
川
未

『
ぬ
す
ま
れ
た
町
』
に
つ
い
て
奇
妙
だ
と
し
た
の
は
、
そ
れ
が

詩
的
、
象
徴
的
な
面
を
も
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
で
も
、
作
家

と
し
て
の
古
田
足
日
は
、
『
ぬ
す
ま
れ
た
町
』
の
あ
と
は
、
『
宿
題

ひ
き
う
け
株
式
会
社
』
（
理
論
社
、
一
九
六
六
年
）
、
『
ほ
く
ら
は

機
関
車
太
陽
号
』
（
新
日
本
出
版
社
、
一
九
七
二
年
）
な
ど
の
少

年
少
女
小
説
を
、
こ
と
ば
の
明
示
性
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
る
、
一

義
的
な
こ
と
ば
を
積
み
あ
げ
る
よ
う
に
し
て
書
い
て
い
く
。
『
モ

グ
ラ
原
っ
ぱ
の
な
か
ま
た
ち
』
（
あ
か
ね
書
房
、

や
『
大
き
い

1
年
生
と
小
さ
な

2
年
生
』
（
偕
成
社
、

一
九
七
〇

年
）
な
ど
、
小
学
校
中
学
年
、
低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
に
む
か
っ

て
書
か
れ
、
話
題
に
な
っ
た
作
品
で
も
、
そ
う
し
た
態
度
が
つ
ら

ぬ
か
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

話
や
伝
説
に
取
材
し
た
作
品
を
書
き
は
じ
め
る
け
れ
ど
も
：
・
…
°

一
九
六
八
年
）

説
的
な
結
構
が
も
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

て
ゐ
ま
し
た
。
ど
ち
ら
を
見
て
も
限
り
な
い
、
物
凄
い
波
が
う

示
性
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
た
、
も
っ
と
散
文
的
な
こ
と
ば
と
小

雲
間
か
ら
洩
れ
た
月
の
光
が
さ
び
し
く
、
波
の
上
を
照
ら
し

明
の
よ
う
な
詩
的
、
象
徴
的
な
こ
と
ば
で
は
な
く
、
こ
と
ば
の
明
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ま
す
。

一
九
七
四
年
）
、
『
へ
び
山

の
あ
い
子
J

(
童
心
社
、

「
さ
よ
な
ら
未
明
」
を
巻
頭
に
お
さ
め
た
古
田
の
第
一
評
論
集

「
現
代
児
童
文
学
論
』
の
「
あ
と
が
き
」
は
、
「
最
近
読
ん
だ
本
の

な
か
で
、
い
ち
ば
ん
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
は
、
安
部
公
房
の
「
第

四
間
氷
期
」
と
西
郷
信
絹
の
「
万
葉
私
記
・
初
期
万
葉
」
で
し

た
。」

と
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
「
お
そ
ら
く
こ
の
あ
た
り
に
、
ぽ

く
の
求
め
る
児
童
文
学
の
姿
が
か
く
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
「
第
四
間
氷
期
」

で
は
、
現
実
は
奇
妙
な
二
重
構
造
を
持
っ

て
お
り
、
そ
の
表
皮
を
は
が
し
て
い
く
と
現
れ
て
く
る
の
は
、

…
…
」
と
述
べ
た
あ
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

人
間
を
と
り
か
え
し
、
新
し
い
時
代
を
作
る
に
は
、
壮
大
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
す
。
「
万
葉
私
記
」
の
世
界
で
は
、
愛

情
も
自
然
に
対
す
る
態
度
も
、
今
の
よ
う
に
わ
い
小
化
さ
れ
て

お
ら
ず
、
こ
と
ば
は
創
造
力
に
満
ち
て
い
ま
す
。
ぽ
く
は
ず
っ

と
日
本
近
代
童
話
の
呪
文
的
性
質
の
清
算
を
主
張
し
て
き
ま
し

た
が
、
今
、
新
し
く
「
呪
術
よ
み
が
え
る
」
日
を
期
待
し
て
い

『お
し
い
れ
の
ぼ
う
け
ん
』
（
童
心
社
、

一
九
八
七
年
）
な
ど
だ
。

（
付
記
）

「
呪
術
よ
み
が
え
る
」
日
と
い
っ
て
い
る
が
、
『
ぬ
す
ま
れ
た

町
」
の
創
作
は
、
そ
の
よ
う
な
、
よ
み
が
え
り
で
も
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

二
0
―
四
年
六
月
、
古
田
足
日
が
亡
く
な
っ
た
。
八
六
歳
。

九
五

0
年
代
に
「
近
代
童
話
」
を
批
判
し
な
が
ら
「
現
代
児
童
文

学
」
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
評
論
家
、
古
田
足
日
は
、
六

0
年
代
以

降
、
創
作
も
手
が
け
、
自
ら
「
現
代
児
童
文
学
」
を
に
な
う
作
家

に
も
な
っ
て
い
っ
た
。
古
田
が
亡
く
な
っ
た
い
ま
、
「
現
代
児
童

文
学
」
が
日
本
の
子
ど
も
の
文
学
の
あ
る
時
代
を
つ
く
っ
た
考
え

方
と
し
て
浮
か
び
上
が
り
、
そ
の
時
代
が
終
わ
っ
た
と
も
い
え

あ
る
時
期
の
古
田
足
日
の
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

「
与
田
準
こ
の
節
は
、
拙
稿
「
童
話
が
詩
で
あ
っ
た
時
代

—
与
田
準
一
へ
の
視
点
ー
ー

」
（「ネ
バ
ー
ラ
ン
ド

」
3

号
、
二
O

を
記
憶
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
童
話
が
詩
で
あ
っ
た
時
代
は
、

準
一
に
触
発
さ
れ
た
よ
う
な
『
ぬ
す
ま
れ
た
町
』
を
書
い
た
こ
と

る
。
そ
の
古
田
が
、
ま
る
で
詩
的
童
話
の
可
能
性
を
示
し
た
与
田
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（
み
や
か
わ
た
け
お

が
あ
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
ま
す
。

H
K
ブ
ッ
ク
ス
、

田
足
日
」
の
節
は
、
拙
著
「
現
代
児
童
文
学
の
語
る
も
の
」

(
N

一
九
九
六
年
）
な
ど
と
内
容
が
重
複
す
る
部
分

武
蔵
野
大
学
教
授
）

0
五
年
五
月
）
を
い
く
ら
か
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
「
古


