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『
ふ
た
り
の
イ
l
ダ
』
諭

「
『
歩
く
椅
子
』
の
運
命
」
と
「
り
つ
子
の
運
命
」

は
じ
め
に

松
谷
み
よ
子
の
『
ふ
た
り
の
イ
l
ダ
』
は
一
九
六
九
年
に
、
講
談
社
か

ら
出
版
さ
れ
た
。
当
時
の
反
響
は
関
英
雄
氏
と
久
保
喬
氏
の
論
に
集
約
で

き
る
。
関
英
雄
氏
は
「
日
本
人
の
原
爆
体
験
を
、
子
ど
も
の
視
座
に
立
っ

て
現
代
の
子
ど
も
に
伝
え
よ
う
と
す
る
、
野
心
的
な
主
題
の
童
話
風
小
説

で
あ
る
」
と
述
べ
、
「
原
爆
の
恐
怖
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
う
い
う
童
話
的

幻
想
的
手
法
を
用
い
て
の
間
接
表
現
で
は
、
そ
の
リ
ア
ル
感
に
限
界
が
あ

る
の
は
当
然
だ
し
、
む
し
ろ
手
法
の
枠
内
で
せ
い
い
っ
ぱ
い
書
き
込
ん
で

あ
る
点
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

2
と
好
意
的
な
評
価
を
行
っ
た
。

そ
の
上
で
、
推
理
小
説
風
の
作
風
に
伴
う
問
題
と
し
て
、
再
読
に
酎
え
る

か
と
い
う
疑
問
を
指
摘
し
た
。

一
方
、
久
保
喬
氏
は
「
こ
の
作
品
は
、
空
想
的
な
情
緒
や
ム

1
ド
を
基

調
に
し
た
書
き
方
で
、
そ
の
た
め
に
原
爆
の
捉
え
方
が
弱
く
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
う
」
【

εと
批
判
す
る
。
「
あ
の
空
き
家
の
中
で
木
の
椅
子
が
、
二

十
年
も
帰
っ
て
こ
な
い
女
の
子
を
待
っ
て
い
て
、
人
間
の
よ
う
に
も
の
を

堀

真
紀
子

畑

い
う
と
こ
ろ
な
ど
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
面
白
く
生
き
て
い
ま
す
が
、

で
も
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
原
爆
そ
の
も
の
と
の
強
い
か
か
わ
り
合
い
は
な

い
、
こ
の
椅
子
の
悲
し
み
は
個
人
的
な
宿
命
観
や
詩
的
な
情
緒
の
よ
う
な

も
の
が
主
と
な
っ
て
い
る
世
界
で
す
。
で
、
原
爆
の
よ
う
な
問
題
や
そ
の

真
実
面
を
描
く
に
は
や
は
り
も
っ
と
現
実
的
な
リ
ア
ル
な
視
点
を
持
た
な

い
と
、
そ
れ
を
十
分
に
捉
え
得
な
い
と
思
う
の
で
す
」
と
述
べ
、
「
全
体

的
に
や
は
り
一
種
の
空
想
的
ム

l
ド
が
主
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に

原
爆
を
じ
か
に
捉
え
る
観
点
が
ぼ
や
け
て
い
る
」
と
批
判
す
る
。

関
氏
の
「
再
読
に
耐
え
る
か
」
と
い
う
疑
問
は
、
こ
の
作
品
が
文
学
の

本
質
(
文
学
性
)
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
再
読
に
耐
え
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
久
保
氏
の
批
判
は
、
関
氏
の
評
価
と
対
持
し
て
い
る
が
、
「
現
実
的

な
リ
ア
ル
な
視
点
」
を
持
つ
こ
と
と
、
読
者
に
分
か
り
ゃ
す
く
伝
わ
る
こ

と
は
別
の
次
元
で
あ
る
。
ま
た
、
人
間
の
情
緒
を
的
確
に
つ
か
み
、
そ
れ

を
読
者
の
感
性
に
訴
え
る
よ
う
に
表
現
す
る
に
は
、
リ
ア
ル
性
と
は
別
の

手
法
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
本
作
品
の
文
学
性
が
ど
う
い
う
点
に
見
ら
れ
る
の
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か
、
原
爆
の
悲
劇
を
読
者
の
感
性
に
訴
え
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
手
法
が

用
い
ら
れ
た
の
か
を
考
え
る
。
そ
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
今
回
は
読
者
の

感
想
に
注
目
す
る
。

読
者
は
「
ふ
た
り
の
イ
i
ダ
』
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

松
谷
み
よ
子
「
子
ど
も
か
ら
の
手
紙
」
に
は
、
小
学
四
年
生
の
男
の
子
か
ら

の
手
紙
が
引
用
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
松
谷
の
思
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

:
・
初
め
の
ほ
う
は
あ
ま
り
か
わ
っ
た
所
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
話

が
て
ん
か
い
し
て
く
る
に
つ
れ
て
げ
ん
し
ば
く
だ
ん
で
死
ん
だ
人
が

た
く
さ
ん
い
て
火
の
玉
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
(
中
略
)
と
い
う
と

こ
ろ
は
と
て
も
こ
わ
か
っ
た
で
す
。
そ
れ
か
ら
さ
い
ご
の
方
で
い
す

の
き
が
し
て
い
た
イ
1
ダ
が
り
つ
子
だ
っ
て
、
り
つ
子
は
は
っ
け
つ

病
に
か
か
り
ま
し
た
。
読
む
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
か
な
し
く
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
で
ぼ
く
は
今
に
も
泣
き
だ
し
そ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
泣

い
た
ら
は
ず
か
し
い
と
思
っ
て
、
ぐ
っ
と
こ
ら
え
ま
し
た
。
す
る
と

む
ね
が
し
め
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
か
な
し
く
な
り
ま
し
た
。
(
中
略
)

「
ふ
た
り
の
イ
l
ダ
」
に
寄
せ
ら
れ
た
感
想
文
や
手
紙
で
何
よ
り
作

者
と
し
て
う
れ
し
か
っ
た
の
は
、
ど
の
子
も
戦
争
や
原
爆
の
悲
惨
さ

を
し
っ
か
り
受
け
と
め
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
何
人
か

の
子
が
、
「
わ
た
し
の
ち
い
さ
か
っ
た
と
き
に
」
(
童
心
社
版
・
原
爆

の
子
よ
り
)
を
今
ま
で
は
手
に
と
る
気
も
し
な
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、

読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
。

(
3
0
4
・
3
0
5頁
傍
線
は
私
に
伏
し
た
)

本
稿
で
は
、
こ
の
二
つ
の
「
運
命
」
に
注
目
し
て
『
ふ
た
り
の
イ
!
ダ
』

の
文
学
性
と
、
原
爆
の
悲
劇
を
読
者
の
感
性
に
訴
え
る
手
法
に
つ
い
て
考

え
る
。

「
歩
く
椅
子
」

の
運
命

椅
子
は
二
歳
の
イ
l
ダ
を
待
っ
て
い
る
。
「
ワ
タ
シ
ハ
、
コ
コ
ニ
ジ

イ
ッ
ト
ス
ワ
ッ
タ
マ
マ
、
マ
チ
ツ
ヅ
ケ
テ
イ
タ
。
イ
ナ
イ
、
イ
ナ
イ
:
:
:

ド
コ
ニ
モ
イ
ナ
イ
:
:
:
。
ソ
ウ
ツ
プ
ヤ
キ
ナ
ガ
ラ
、
コ
コ
ロ
ハ
、
グ
ル
グ

ル
ト
ア
ル
キ
マ
ワ
ッ
テ
イ
タ
。
キ
ノ
ウ
ハ
ナ
ガ
カ
ッ
タ
。
ソ
シ
テ
、
イ
ツ

ノ
キ
ノ
ウ
カ
、
ワ
タ
シ
ノ
カ
ラ
ダ
ガ
ウ
ゴ
キ
ハ
ジ
メ
タ
」
(
臼
頁
)
。

椅
子
が
動
く
こ
と
に
つ
い
て
、
松
谷
は
「
イ
l
ダ
へ
の
限
り
な
く
煮
つ

め
ら
れ
て
い
っ
た
思
い
が
、
椅
子
を
し
て
歩
か
し
め
た
の
で
は
な
い
か
」

(
「
民
話
と
創
作
と
の
あ
い
だ
」
)
と
述
べ
る
。
本
作
品
が
、
「
童
話
的
幻

想
的
手
法
」
「
空
想
的
な
情
緒
や
ム

l
ド
を
基
調
と
し
た
書
き
方
」
と
評

価
さ
れ
る
所
以
は
、
「
歩
く
椅
子
」
の
象
徴
性
に
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、

作
者
の
指
摘
す
る
「
煮
つ
め
ら
れ
て
い
っ
た
思
い
」
が
椅
子
を
動
か
す
こ

と
で
あ
る
。
イ
l
ダ
へ
の
限
り
な
い
愛
情
の
象
徴
は
、
椅
子
が
歩
く
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
椅
子
の
象
徴
性
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、

「
歩
く
椅
子
」
の
運
命
を
探
る
こ
と
で
、
そ
の
象
徴
性
に
つ
い
て
さ
ら
に

考
察
す
る
。

椅
子
に
と
っ
て
幸
せ
だ
っ
た
時
間
、
空
間
は
ゅ
う
子
と
の
遊
び
の
場
面

か
ら
想
像
で
き
る
。
木
の
椅
子
に
跨
っ
て
遊
ぶ
ゅ
う
子
は
「
ど
ん
な
う
ま

こ
の
男
の
子
の
感
動
の
根
底
に
は
、
椅
子
の
探
し
て
い
た
イ
1
ダ
が
り

つ
子
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
り
つ
子
が
白
血
病
を
患
っ
て
い
る
こ
と
が
あ

る
。
必
死
に
イ
l
ダ
を
探
し
続
け
る
「
歩
く
椅
子
」
の
存
在
と
り
つ
子
が

イ
l
ダ
で
あ
っ
た
こ
と
(
り
つ
子
の
運
命
)
が
、
男
の
子
に
感
動
を
も
た

ら
し
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
、
小
河
内
芳
子
「
中
学
生
は
ど
う
読
ん
だ
か
『
ふ
た
り
の

イ
l
ダ
』
」
で
は
、
推
理
小
説
風
の
面
白
き
ゃ
椅
子
の
運
命
に
つ
い
て
「
印

象
深
く
、
感
動
的
で
あ
っ
た
」
と
い
う
感
想
が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
「
戦

争
を
だ
ん
だ
ん
感
じ
て
い
く
と
こ
ろ
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。
戦
争
を
知

ら
な
い
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
こ
う
い
う
風
に
じ
わ
じ
わ
と
感
じ
さ
せ
る
の

が
い
い
だ
ろ
う
」
や
「
原
爆
を
自
然
に
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
書
」
い
で
あ

る
事
を
中
学
生
は
、
好
意
的
に
評
価
す
る
。
こ
れ
は
、
「
歩
く
椅
子
」
の

運
命
や
り
つ
子
の
運
命
を
読
み
と
る
こ
と
で
「
原
爆
」
の
悲
劇
を
感
じ
取
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
私
自
身
、
非
常
勤
を
し
て
い
る
地
元
の
高
等

専
門
学
校
、
五
年
生
に
『
ふ
た
り
の
イ
l
ダ
』
に
つ
い
て
の
レ
ポ
ー
ト
を

課
し
た
。
そ
し
て
、
殆
ど
の
学
生
が
「
歩
く
椅
子
」
の
喪
失
感
と
「
り
つ

子
の
運
命
」
を
印
象
深
く
述
べ
、
真
実
を
知
っ
て
椅
子
が
自
壊
す
る
場
面

は
、
涙
を
誘
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
歩
く
椅
子
」
に
読
者
が
感
動
す
る
の
は
、
長
い
間
イ
l
ダ
を
待
ち
続
け
、

つ
い
に
は
そ
の
情
動
か
ら
歩
く
ま
で
に
な
っ
た
悲
し
み
と
イ
1
ダ
の
存
在

が
確
認
で
き
な
か
っ
た
時
、
絶
望
感
に
よ
り
自
壊
す
る
そ
の
運
命
で
あ
る
。

一
方
、
「
り
つ
子
」
の
方
で
は
、
昔
の
イ
l
ダ
が
二
十
四
年
後
の
り
つ
子

で
あ
り
、
彼
女
は
白
血
病
を
患
っ
て
い
る
と
い
う
悲
し
い
運
命
で
あ
ろ
う
。
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と
そ
の
乗
り
手
よ
り
も
、
ぴ
っ
た
り
と
息
が
あ
っ
て
い
」
た
。
ゅ
う
子
が

廃
屋
へ
や
っ
て
来
る
と
「
イ
!
ダ
ダ
、
ワ
タ
シ
ノ
イ
l
ダ
ダ
」
と
言
っ
て
、

飛
び
込
ん
で
き
た
ゅ
う
子
を
膝
で
受
け
止
め
る
。
あ
る
時
は
、
ゅ
う
子
と

椅
子
が
ま
ま
ご
と
遊
び
を
す
る
。
梼
子
は
お
客
さ
ん
と
な
り
、
ゅ
う
子
の

話
し
相
手
と
な
る
。
お
じ
い
さ
ん
は
、
こ
の
よ
う
な
孫
と
椅
子
と
の
姿
を

仕
事
の
手
を
休
め
て
、
幸
せ
そ
う
に
眺
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
日
常

の
何
気
な
い
情
景
に
、
椅
子
の
幸
せ
な
時
間
、
空
聞
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は

さ
さ
や
か
な
幸
せ
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
幸
せ
が
一
瞬
で
奪
わ
れ

る
悲
し
み
は
大
き
い
。
交
通
事
故
で
我
が
子
を
亡
く
し
た
母
親
が
「
あ
れ

以
来
、
時
聞
が
進
ま
な
い
ん
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
(
「
朝
日
新
聞
天

声
人
語
」
)
。
こ
の
母
親
の
思
い
は
、
ま
さ
し
く
椅
子
の
気
持
ち
と
同
じ
で

あ
ろ
う
。

椅
子
は
一
九
四
五
年
八
月
六
日
朝
、
お
じ
い
さ
ん
と
イ
!
ダ
を
送
り
出

し
て
以
来
、
二
十
四
年
間
待
ち
続
け
て
い
る
。
八
月
六
日
か
ら
時
聞
が
進

ま
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
気
持
ち
を
「
コ
コ
ロ
ハ
、
グ
ル
グ
ル
ト
ア
ル
キ

マ
ワ
ッ
テ
イ
タ
」
と
表
現
し
、
「
キ
ノ
ウ
ハ
ナ
ガ
カ
ツ
タ
。
ソ
シ
テ
、
イ

ツ
ノ
キ
ノ
ウ
カ
」
と
言
う
。
「
キ
ノ
ウ
」
と
言
う
だ
け
で
、
時
間
を
指
定

し
な
い
。
こ
の
表
現
は
時
の
停
止
を
意
味
す
る
。
哀
し
み
、
喪
失
感
は
、

時
の
流
れ
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
癒
さ
れ
る
。
し
か
し
、
時
の
流
れ
を
止
め

る
こ
と
は
、
そ
の
時
の
悲
嘆
、
喪
失
感
を
、
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
抱
き
続

け
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
二
十
四
年
前
の
感
情
を
、
色
あ
せ
る

こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
持
ち
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
キ

ノ
ウ
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
。
廃
屋
の
様
子
は
「
キ
ノ
ウ
」
の
意
味
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を
具
体
的
に
示
す
。
「
ね
じ
く
れ
た
枝
を
天
に
つ
き
立
て
て
い
」
る
か
い

づ
か
の
木
、
「
大
輪
の
ひ
ま
わ
り
ら
し
い
花
が
何
本
か
、
黒
く
焼
け
た
紙

の
よ
う
に
か
れ
は
て
て
さ
さ
っ
て
い
る
」
、
「
な
が
し
の
木
の
お
け
に
は
、

ち
ゃ
わ
ん
が
こ
つ
と
、
は
し
が
二
ぜ
ん
、
か
ら
か
ら
に
か
わ
い
て
こ
ろ

が
っ
て
い
」
る
場
面
、
う
ら
口
の
戸
を
押
さ
え
る
た
め
に
置
か
れ
た
こ
ん

ろ
の
さ
ま
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
続
く
は
ず
で
あ
っ
た
時
聞
が
、
停
止

し
た
状
態
を
物
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
「
キ
ノ
ウ
」
と
い
う
表
現
は
主
題
の
深
ま
り
に
お
い
て
も
重
要

性
を
持
つ
。
「
キ
ノ
ウ
」
が
何
時
な
の
か
、
読
者
は
直
樹
と
一
緒
に
な
っ

て
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
日
が
広
島
原
爆
投
下
の
日
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
時
、
読
者
は
戦
傑
を
覚
え
る
。
思
わ
ぬ
事
実
を
突
き
付
け
ら
れ
驚

き
、
慌
て
ふ
た
め
き
、
そ
し
て
、
原
爆
が
速
い
昔
で
は
な
く
「
キ
ノ
ウ
」

で
あ
る
こ
と
を
感
じ
取
り
、
恐
怖
で
身
震
い
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

「
キ
ノ
ウ
」
の
表
現
効
果
が
あ
る
。
広
島
原
爆
投
下
が
逮
い
昔
で
は
な
い

こ
と
を
「
キ
ノ
ウ
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
椅
子
は
「
イ
ツ
ノ
キ
ノ
ウ
カ
、
ワ
タ
シ
ノ
カ
ラ
ダ
ガ
ウ
ゴ
キ

ハ
ジ
メ
タ
」
と
表
現
す
る
。
「
イ
ツ
ノ
キ
ノ
ウ
カ
」
と
、
こ
こ
で
も
時
間

を
指
定
し
な
い
。
椅
子
に
と
っ
て
は
「
キ
ノ
ウ
」
な
の
で
あ
る
が
、
待
ち

続
け
た
時
間
の
長
さ
を
「
ウ
ゴ
キ
ハ
ジ
メ
タ
」
と
い
う
動
作
で
表
現
す
る
。

「
キ
ノ
ウ
」
と
い
う
時
間
の
停
止
と
「
ウ
ゴ
キ
ハ
ジ
メ
タ
」
の
時
間
の
長

さ
で
、
イ
l
ダ
を
待
つ
椅
子
の
気
持
ち
を
強
調
す
る
。
イ
l
ダ
が
い
な
く

な
っ
た
八
月
六
日
を
「
キ
ノ
ウ
」
で
表
し
、
そ
の
時
の
喪
失
感
、
不
安
、

悲
し
み
を
色
あ
せ
る
こ
と
な
く
持
ち
続
け
な
が
ら
イ
l
ダ
を
待
つ
。
そ
の

広
島
原
爆
投
下
日
を
遠
い
昔
で
は
な
い
と
感
じ
さ
せ
る
効
果
を
持
つ
。
さ

ら
に
、
「
キ
ノ
ウ
」
と
「
ウ
ゴ
キ
ハ
ジ
メ
タ
」
の
時
間
に
よ
っ
て
、
イ
ー

ダ
を
待
つ
「
歩
く
椅
子
」
の
気
持
ち
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
「
キ
ノ
ウ
」

か
ら
「
キ
ョ
ウ
」
へ
と
動
い
た
時
間
は
「
ア
シ
タ
」
を
期
待
さ
せ
た
。
本

作
品
が
悲
劇
的
な
物
語
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
思
議
と
寒
々
と
し

て
い
な
い
の
は
、
「
ア
シ
タ
」
と
い
う
希
望
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
「
キ
ノ
ウ
」
と
い
う
言
葉
は
詩
的
言
語
に

近
い
。
日
本
の
児
童
文
学
の
評
価
が
低
い
と
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
に
、
詩

的
言
語
の
欠
如
が
挙
げ
ら
れ
る
。
子
ど
も
に
わ
か
る
表
現
と
い
う
の
が
児

童
文
学
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
わ
か
る
表
現
と
は
子
ど
も
に
理
解
で
き

る
言
葉
を
用
い
て
、
分
か
り
ゃ
す
く
表
現
す
る
事
ば
か
り
で
は
な
い
。
情

感
を
喚
起
さ
せ
る
言
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
に
様
々
な
イ

メ
ー
ジ
を
浮
か
ば
せ
、
読
者
の
心
を
つ
き
揺
さ
ぶ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
多

く
の
情
に
訴
え
る
も
の
、
そ
れ
が
詩
的
言
語
で
あ
る
。
「
キ
ノ
ウ
」
は
完

成
さ
れ
た
言
葉
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
、
情
感
を
醸
し
出
す
詩
的
言
語
と

い
う
点
で
、
日
本
児
童
文
学
史
上
、
一
石
を
投
じ
る
役
割
を
果
た
し
た
と

考
え
る
。

三
つ
目
の
「
歩
く
椅
子
」
の
象
徴
性
は
大
切
な
人
を
失
っ
た
哀
し
み
と

畏
失
感
、
そ
の
感
性
を
通
し
て
原
爆
投
下
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
悲
劇

を
見
る
こ
と
で
あ
る
2
。
大
切
な
人
を
失
っ
た
哀
し
み
、
喪
失
感
、
二
歳

の
幼
児
ま
で
も
犠
牲
に
す
る
原
爆
へ
の
怒
り
と
憤
り
は
、
原
爆
を
体
験
せ

ず
と
も
誰
に
で
も
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
読

者
の
感
性
に
訴
え
、
鮮
烈
な
印
象
を
残
す
の
で
あ
る
。
誰
で
も
が
理
解
で

待
つ
時
間
の
長
さ
ゆ
え
、
椅
子
は
「
ウ
ゴ
キ
ハ
ジ
メ
」
る
。
椅
子
の
イ
l

ダ
に
対
す
る
ひ
た
む
き
な
愛
情
を
、
二
重
に
表
現
し
強
調
す
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
椅
子
が
真
実
を
知
っ
た
時
、
「
こ
き
ざ
み
に
ふ
る
え
」
「
と
つ
ぜ
ん
、

カ
タ
カ
タ
と
く
ず
れ
、
よ
ろ
め
い
た
か
と
思
う
と
ば
っ
た
り
と
た
お
」
れ
、

「
足
も
、
背
も
、
す
べ
て
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
、
そ
こ
に
散
」
る
こ
と

に
な
る
。
丁
度
そ
れ
は
、
か
け
が
え
の
な
い
我
が
子
を
な
く
し
た
親
が
生

き
る
気
力
を
失
う
姿
と
重
な
る
。
こ
の
時
、
椅
子
の
時
聞
が
「
キ
ノ
ウ
」

か
ら
「
キ
ョ
ウ
」
へ
と
動
く
の
で
あ
る
。
読
者
が
、
椅
子
の
自
壊
の
場
面

に
涙
し
た
と
い
う
感
想
は
、
「
キ
ノ
ウ
」
か
ら
「
キ
ョ
ウ
」
へ
と
移
る
ま

で
の
二
十
四
年
の
歳
月
、
そ
こ
に
は
イ
l
ダ
へ
の
愛
情
と
必
ず
帰
っ
て
く

る
と
い
う
期
待
が
詰
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
十
分
に
感
取
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。「

キ
ノ
ウ
」
か
ら
「
キ
ヨ
ウ
」
へ
動
い
た
時
間
は
、
「
ア
シ
タ
」
に
な
る

こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
り
つ
子
が
女
の
赤
ん
坊
を
産
み
、
椅

子
に
座
ら
せ
る
日
が
や
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
「
キ
ノ
ウ
」
か
ら
「
キ
ヨ

ウ
」
へ
動
く
た
め
に
二
十
四
年
も
の
時
間
を
要
し
た
が
、
「
キ
ョ
ウ
」
か

ら
「
ア
シ
タ
」
へ
の
道
の
り
も
長
い
。
し
か
し
、
直
樹
や
読
者
は
り
つ
子

の
決
意
に
期
待
を
寄
せ
、
そ
の
希
望
が
叶
え
ら
れ
る
こ
と
を
願
う
。

よ
っ
て
、
「
歩
く
椅
子
」
の
象
徴
性
は
、
一
つ
は
作
者
が
指
摘
す
る
「
煮

つ
め
ら
れ
て
い
っ
た
思
い
」
が
椅
子
を
動
か
す
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
は

「
キ
ノ
ウ
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
「
キ
ノ
ウ
」
は
時
の
停
止
で
、
そ
の

時
の
思
い
を
色
槌
せ
る
こ
と
な
く
抱
き
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
ま
た
、
日
に
ち
を
指
定
せ
ず
「
キ
ノ
ウ
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
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き
る
感
性
を
通
し
て
原
爆
投
下
の
悲
劇
を
感
取
す
る
。
つ
ま
り
、
「
歩
く

椅
子
」
の
個
人
的
な
思
い
が
普
遍
的
な
感
情
へ
と
敷
街
す
る
。
こ
こ
に
三

つ
目
の
象
徴
性
が
存
在
す
る
。

坪
回
線
治
は
『
新
修
児
童
文
学
論
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

露
の
一
滴
は
地
球
の
姿
を
現
す
と
い
い
ま
す
。
ま
た
木
の
葉
一
枚

か
ら
で
も
、
そ
の
葉
を
つ
け
て
い
た
木
、
そ
の
木
の
生
え
て
い
た
土
、

そ
の
土
地
の
気
候
が
わ
か
り
ま
す
。
ひ
い
て
は
そ
の
木
の
枝
に
と

ま
っ
て
い
た
鳥
も
わ
か
れ
ば
、
そ
の
木
の
周
囲
を
駆
け
て
い
た
獣
も

わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
大
き
く
言
え
ば
そ
の
木
を
め
ぐ
る
世
界
、
こ

の
地
球
と
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
宇
宙
と
が
そ
の
一
枚
の
葉
か
ら
わ
か

る
の
で
あ
り
ま
す
。

児
童
文
学
の
作
品
も
一
面
に
お
い
て
は
象
徴
的
で
、
こ
の
世
界
を

生
き
た
姿
と
し
て
包
含
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
一

面
に
は
そ
れ
の
部
分
を
描
い
て
、
全
体
が
わ
か
る
と
い
う
ほ
ど
の
正

し
さ
正
確
さ
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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こ
の
「
露
の
一
滴
は
地
球
の
姿
を
現
す
」
を
松
谷
は
、
師
で
あ
る
坪
田

の
重
要
な
教
え
の
一
つ
で
あ
る
と
回
想
し
て
い
る
(
「
ほ
ん
と
う
の
教
育

者
は
と
問
わ
れ
て
」
)
。
ま
た
、
あ
る
日
、
坪
田
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、
松

谷
が
「
先
生
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
何
故
お
書
き
に
な
ら
な
い
の
で
す
か
」

と
問
う
と
、
坪
固
か
ら
「
そ
こ
を
書
い
て
は
文
学
に
な
り
ま
せ
ん
」
と
言

わ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
言
葉
を
「
生
涯
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て



い
ま
す
」
(
「
魔
性
の
時
代

l
坪
田
先
生
と
の
出
会
い
」
)
と
述
べ
て
い
る
。

松
谷
が
、
坪
田
文
学
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
象
徴
性
で
あ
っ
た
。
物
事
を

説
明
し
尽
く
す
の
で
は
な
く
、
「
露
の
一
滴
」
「
木
の
葉
」
の
よ
う
な
も
の

を
描
き
、
読
者
に
想
像
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
松
谷
は
『
ふ
た
り
の
イ
l

ダ
』
で
そ
れ
を
実
践
し
た
。
「
限
り
な
い
愛
情
」
を
象
徴
す
る
「
歩
く
椅

子
」
、
「
キ
ノ
ウ
」
と
い
う
詩
的
言
語
、
非
体
験
者
が
原
爆
の
悲
劇
を
感
じ

る
為
の
象
徴
的
な
手
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
点
の
象
徴
性
は
読

者
の
感
性
に
訴
え
、
読
者
の
心
を
つ
き
揺
さ
ぶ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
述

し
た
小
・
中
学
生
や
若
者
逮
が
「
『
歩
く
椅
子
』
の
運
命
」
に
感
動
し
た
こ

と
は
、
「
露
の
一
滴
」
「
木
の
葉
」
の
教
え
の
成
功
を
物
語
っ
て
い
る
。

り
つ
子
の
運
命
(
こ

「
す
き
と
お
る
よ
う
に
色
が
白
く
、
す
ん
な
り
と
長
く
毛
を
た
ら
し
て
い

る
の
が
よ
く
に
あ
う
」
り
つ
子
を
、
直
樹
は
子
ど
も
の
気
持
ち
を
理
解
し

て
く
れ
そ
う
な
お
姉
さ
ん
と
し
て
好
感
を
抱
く
。
彼
女
は
謎
の
日
め
く
り

が
西
暦
一
九
四
五
年
八
月
六
日
を
指
し
示
す
こ
と
で
、
廃
屋
の
謎
に
興
味

を
持
つ
。
そ
し
て
、
案
内
さ
れ
た
廃
屋
で
、
絵
本
「
イ
1
ダ
ち
ゃ
ん
の

花
」
に
幼
い
字
で
密
か
れ
た
「
む
な
か
た
ま
き
こ
」
と
い
う
名
前
を
見
出

し
、
直
樹
に
「
き
っ
と
わ
た
し
、
な
に
も
か
も
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
み
せ

る
わ
」
と
言
う
。
そ
の
日
の
夕
方
、
り
つ
子
は
直
樹
を
連
れ
て
広
島
へ
灯

飽
流
し
に
行
く
。
そ
の
時
、
直
樹
が
目
に
し
た
の
は
「
わ
た
し
は
、
こ
ん

な
に
お
お
き
く
な
り
ま
し
た
」
と
脅
か
れ
た
り
つ
子
の
灯
能
で
あ
っ
た
。

丸
木
俊
氏
の
「
そ
れ
は
絵
に
も
描
け
ま
せ
ん
。
文
に
も
つ
づ
れ
ま
せ

ん
」
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
、
松
谷
は
、
「
椅
子
の
孤
独
な
姿
」
と
灯
範

流
し
の
話
が
重
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
重
な
り
を
浜
野
車
也
氏
は
、
椅
子

と
海
か
ら
押
し
流
さ
れ
て
く
る
灯
箆
は
「
お
の
れ
の
位
置
を
た
ず
ね
る
悲

劇
性
で
照
応
す
る
」
と
指
摘
す
る
(
『
戦
後
児
童
文
学
作
品
論
』
)
。
私
は
、

こ
の
浜
野
氏
の
意
見
に
り
つ
子
自
身
も
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
る
。

海
か
ら
押
し
流
さ
れ
て
く
る
灯
能
に
つ
い
て
、
り
つ
子
は
「
た
く
さ
ん

の
、
海
に
流
さ
れ
て
い
っ
た
人
た
ち
の
た
ま
し
い
は
、
け
っ
し
て
、
休
ま

る
こ
と
は
な
い
の
よ
。
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
ゆ
る
せ
な
い
の
よ
」
と

言
う
。
こ
れ
は
、
被
爆
者
と
し
て
の
り
つ
子
の
思
い
で
あ
る
。
原
爆
に
よ
っ

て
、
り
つ
子
は
自
分
の
過
去
を
失
う
。
自
分
が
誰
か
ら
生
ま
れ
、
ど
う
い

う
生
活
を
し
て
い
た
の
か
、
つ
ま
り
「
歩
く
椅
子
」
が
咳
く
「
キ
ノ
ウ
」

が
空
白
な
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
り
つ
子
が
流
し
た
灯
能
に
は
、
「
わ
た
し

は
こ
ん
な
に
大
き
く
な
り
ま
し
た
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
死
へ
の
恐
怖
を

常
に
背
負
い
生
き
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
か
ら
は
将
来
に
対
す
る
夢
も
希
望

も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
自
分
が
生
ま
れ
て
き
た
意
識
さ
え
も
疑

問
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
不
尽
な
運
命
に
対
す
る
悲
し
み
ゃ
怒
り
、
怨

み
を
誰
か
に
ぶ
つ
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、
り
つ
子
の
心
は
さ
ま
よ
う
し
か

な
い
の
で
あ
る
。
悲
運
に
見
舞
わ
れ
た
己
の
運
命
を
仕
方
が
な
い
と
諦
め

つ
つ
も
、
や
は
り
割
り
切
れ
な
い
思
い
を
持
つ
り
つ
子
の
心
は
「
グ
ル
グ

ル
ト
ア
ル
キ
マ
ワ
ツ
」
て
、
「
キ
ヨ
ウ
」
か
ら
「
ア
シ
タ
」
へ
と
時
聞
が

流
れ
る
こ
と
は
な
い
。

り
つ
子
は
直
樹
に
舷
く
。
「
こ
う
し
て
、
火
が
と
も
っ
て
、
海
へ
流
さ
れ

て
い
く
と
き
は
い
い
の
。
で
も
ね
、
ま
夜
中
、
上
げ
潮
に
な
る
と
ね
、
半

分
こ
わ
れ
た
り
、
も
ち
ろ
ん
、
火
も
消
え
た
と
う
ろ
う
の
か
た
ま
り
が
、

海
か
ら
ま
た
潮
に
の
っ
て
、
帰
っ
て
く
る
の
で
す
っ
て
。
も
う
だ
れ
も
い

な
い
し
ん
と
し
た
ま
夜
中
の
海
ベ
や
、
川
に
、
こ
わ
れ
た
と
う
ろ
う
が

帰
っ
て
く
る
:
・
。
わ
た
し
は
そ
れ
を
き
い
た
と
き
、
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
だ

と
思
っ
た
の
。
た
く
さ
ん
の
、
海
に
流
さ
れ
て
い
っ
た
人
た
ち
の
た
ま
し

い
は
、
け
っ
し
て
、
休
ま
る
こ
と
は
な
い
の
よ
。
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て

も
ゆ
る
せ
な
い
の
よ
。
そ
の
思
い
が
、
潮
に
の
っ
て
う
ち
か
え
さ
れ
て
く

る
の
よ
:
・
」
と
。

こ
の
り
つ
子
の
舷
き
は
、
松
谷
が
丸
木
俊
氏
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
事

を
も
と
に
普
か
れ
て
い
る
。
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丁
度
描
き
あ
げ
ら
れ
た
ば
か
り
の
「
灯
飽
流
し
」
の
図
の
前
で
丸
木

俊
さ
ん
は
八
月
六
日
の
夜
、
灯
範
流
し
が
広
島
で
行
わ
れ
る
こ
と
。

川
で
埋
め
て
流
れ
る
灯
は
美
し
い
が
、
真
夜
中
、
灯
は
消
え
壊
れ
た

灯
飽
が
ふ
た
た
び
潮
に
の
っ
て
広
島
へ
戻
っ
て
く
る
こ
と
。
海
辺
に

無
残
に
打
ち
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
。
「
そ
れ
は
絵
に
も
描
け
ま
せ
ん
。

文
に
も
つ
づ
れ
ま
せ
ん
。
」
と
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
書
き
は
じ
め

た
椅
子
の
孤
独
な
姿
と
そ
れ
は
重
な
っ
た
。
「
で
も
脅
か
な
く
て
は
い

け
ま
せ
ん
ね
。
」
「
そ
う
で
す
。
二
十
世
紀
の
人
聞
が
な
ん
ら
か
の
形

で
伝
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。
」

(
「
松
谷
み
よ
子
の
本
叩
』

2
4
5
頁
)

一
方
、
「
イ
ナ
イ
、
イ
ナ
イ
、
ド
コ
ニ
モ
:
:
:
イ
ナ
イ
:
:
:
」
と
肱
き

な
が
ら
イ
l
ダ
を
捜
す
「
歩
く
椅
子
」
も
「
キ
ノ
ウ
」
か
ら
「
キ
ョ
ウ
」

へ
と
時
が
進
ま
ず
「
コ
コ
ロ
ハ
、
グ
ル
グ
ル
ト
ア
ル
キ
マ
ワ
ッ
テ
」
い
る
。

原
爆
に
よ
っ
て
人
生
を
狂
わ
さ
れ
た
り
つ
子
の
時
間
と
最
愛
の
人
を

失
っ
た
哀
し
み
、
喪
失
感
を
抱
き
続
け
る
「
歩
く
椅
子
」
の
時
間
は
止

ま
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
被
爆
者
の
心
情
で
あ
り
、
原
爆
で
最
愛

の
人
を
亡
く
し
た
人
遠
の
思
い
で
あ
っ
た
。

り
つ
子
の
運
命
(
ニ
)

松
谷
は
、
り
つ
子
の
登
場
で
事
態
が
変
わ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
「
十

二
月
十
二
日
り
つ
子
の
登
場
に
よ
り
事
態
が
変
わ
る
。
予
期
せ
ざ
る
事

な
り
。
し
か
し
、
そ
れ
で
い
い
と
思
う
。
百
四
枚
ま
で
。
/
本
当
に
り
つ

子
は
突
然
私
に
告
げ
た
の
で
あ
る
。
/
「
私
が
イ
1
ダ
ち
ゃ
ん
な
の
よ
。

ま
だ
判
ら
な
い
の
?
」
私
は
樗
然
と
し
た
。
ひ
と
り
と
思
っ
て
い
た
イ
l

ダ
は
ふ
た
り
だ
っ
た
。
一
気
に
錐
は
進
ん
だ
。
:
:
:
十
二
月
二
十
二
日

二
百
十
五
枚
完
」
(
「
『
ふ
た
り
の
イ
l
ダ』

l
椅
子
が
歩
く
」
)
。

こ
の
作
品
は
十
一
月
八
日
に
着
手
さ
れ
る
。
前
半
「
歩
く
椅
子
」
ま
で

は
、
松
谷
の
計
画
通
り
に
書
き
つ
づ
ら
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
作

品
の
前
半
は
、
「
歩
く
椅
子
」
、
異
空
間
に
存
在
す
る
「
廃
屋
」
、
「
ゅ
う
子

の
不
思
議
な
言
動
」
な
ど
が
ゆ
っ
く
り
と
し
た
テ
ン
ポ
で
述
べ
ら
れ
、
直

樹
が
そ
れ
ら
に
驚
き
、
恐
れ
、
困
惑
す
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ゅ
う

子
の
不
思
議
な
言
動
が
「
い
の
ち
の
流
れ
」
と
い
う
視
点
で
神
秘
的
に
述

q
d
 

司

t



べ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
昔
人
の
子
ど
も
に
対
す
る
考
え
、
童
子
に
は
霊
力

の
よ
う
な
特
別
の
力
が
備
わ
る
と
い
う
考
え
の
も
と
に
、
お
じ
い
さ
ん
の

言
葉
「
人
間
と
い
う
も
ん
は
、
赤
ん
ぼ
う
の
と
き
、
い
ち
ば
ん
な
に
も
か

も
知
っ
と
る
ん
や
」
「
あ
る
記
憶
が
遺
伝
子
に
鮮
明
に
残
る
と
い
う
こ
と

な
の
だ
ろ
う
な
」
で
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
の
特
別
な
力
を
先
祖

の
記
憶
の
保
有
と
し
、
ゅ
う
子
は
肉
体
的
に
は
「
歩
く
椅
子
」
が
待
っ
て

い
た
イ
1
ダ
で
は
な
か
っ
た
が
、
幼
い
イ
1
ダ
よ
り
引
き
継
い
だ
記
憶
を

保
有
し
て
い
た
と
考
え
る
。
こ
れ
が
世
代
か
ら
世
代
へ
の
「
い
の
ち
の
流

れ
」
で
あ
り
、
「
い
の
ち
の
繋
が
り
」
で
あ
っ
た

2
0
こ
の
時
点
ま
で
、
作

者
は
イ
l
ダ
の
記
憶
を
保
有
す
る
ゅ
う
子
が
イ
l
ダ
と
い
う
設
定
を
考
え

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
後
半
の
り
つ
子
の
登
場
に
よ
っ
て
予
想
外
の
方
へ
向
か
う
。

り
つ
子
が
作
品
の
中
で
、
勝
手
に
動
き
出
し
、
自
分
が
イ
l
ダ
で
あ
る
と

作
者
に
訴
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
イ
l
ダ
は
、
幼
い
イ
l
ダ
の
記
憶
を

持
つ
ゅ
う
子
と
成
長
し
た
り
つ
子
の
二
人
と
な
る
。
幻
想
的
な
話
は
一
気

に
リ
ア
リ
テ
ィ
性
を
帯
び
る
。
り
つ
子
の
手
紙
と
い
う
劇
的
結
末
を
迎
え

る
に
あ
た
っ
て
、
作
者
は
一
つ
の
伏
線
を
ひ
い
て
い
た
。
二
六
O
五
年
の

日
め
く
り
で
あ
る
。
直
樹
と
読
者
は
「
歩
く
椅
子
」
が
探
し
続
け
て
い
る

イ
l
ダ
と
お
じ
い
さ
ん
は
、
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
ず
っ
と
前
に
死
ん

だ
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。
し
か
し
、
り
つ
子
か
ら
、
二
六
O
五
年
八
月

六
日
が
西
暦
一
九
四
五
年
八
月
六
日
広
島
原
爆
投
下
の
日
で
あ
る
と
い
う

予
想
外
の
事
実
を
知
ら
さ
れ
る
。
イ
l
ダ
や
お
じ
い
さ
ん
の
生
存
は
絶
望

に
近
い
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
本
作
品
が
リ
ア
リ
テ
ィ
性
を
帯
び
て
く
る
。

こ
れ
は
読
者
の
意
表
を
突
き
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
流
れ
を
変
え
た
。
そ
の
結

果
、
物
語
に
面
白
味
を
持
た
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
中
学
生
が
指
摘
す
る

「
推
理
小
説
的
な
面
白
さ
」
は
こ
の
点
に
あ
る
と
考
え
る
。

四

り
つ
子
の
運
命
(
三
)

り
つ
子
の
本
名
は
い
つ
子
。
父
親
は
戦
死
、
母
親
ま
き
こ
も
原
爆
が
落

ち
る
一
年
前
に
亡
く
な
り
、
二
歳
の
イ
1
ダ
は
祖
父
宗
方
進
吉
郎
に
よ
っ

て
育
て
ら
れ
て
い
た
。
椅
子
は
、
幼
い
子
ど
も
を
残
し
て
死
ん
で
い
く
娘

(
宗
方
ま
き
こ
l
り
つ
子
の
母
親
の
名
前
)
に
対
す
る
鎮
魂
歌
に
相
当
す

る
も
の
で
あ
・
っ
た
ろ
う
。
と
同
時
に
、
両
親
を
亡
く
し
た
幼
い
孫
へ
の
愛

情
の
結
晶
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
お
じ
い
さ
ん
は
椅
子
に
向
か
っ

て
「
オ
マ
エ
ダ
ケ
ガ
、
ホ
ン
ト
ウ
ノ
、
ワ
タ
シ
ノ
、
サ
ク
ヒ
ン
ダ
」
と

言
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
お
じ
い
さ
ん
の
思
い
も
虚
し
く
、
娘
の
死
か

ら
一
年
後
、
お
じ
い
さ
ん
と
二
歳
の
イ
!
ダ
は
原
爆
に
あ
い
、
イ
l
ダ
だ

け
が
生
き
残
る
。
幼
い
イ
l
ダ
を
残
し
て
死
の
世
界
へ
赴
く
お
じ
い
さ
ん

の
心
残
り
、
悲
し
み
、
不
安
な
ど
を
想
像
す
る
と
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い

思
い
に
と
ら
わ
れ
る
。
今
西
祐
行
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
歌
」
に
描
か
れ
た
、

被
爆
し
た
母
親
が
赤
ち
ゃ
ん
を
胸
に
う
つ
ぶ
せ
て
「
ミ
ー
ち
ゃ
ん
、
ミ
ー

ち
ゃ
ん
。
あ
ん
た
、
ミ
ー
ち
ゃ
ん
よ
ね
」
と
雷
い
な
が
ら
死
ん
で
い
く
姿

を
も
想
像
す
る
。
幸
運
に
も
イ
l
ダ
は
養
父
母
に
拾
わ
れ
、
育
て
ら
れ
る
。

こ
れ
で
、
お
じ
い
さ
ん
や
イ
l
ダ
の
母
親
、
父
親
の
思
い
も
浮
か
ば
れ
る
。

養
父
母
も
、
原
爆
で
我
が
子
を
亡
く
し
失
意
の
底
に
沈
ん
で
い
た
気
持
ち

灯
飽
流
し
か
ら
、
り
つ
子
が
被
爆
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
さ
れ
る

が
、
り
つ
子
と
イ
l
ダ
は
結
び
つ
か
な
い
。
そ
れ
が
、
最
後
の
り
つ
子
の

手
紙
で
、
生
き
て
い
る
は
ず
の
な
い
イ
l
ダ
が
り
つ
子
だ
と
い
う
こ
と
が

明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ
は
直
樹
や
読
者
の
意
表
を
つ
い
た
だ
け
で
な
く
、

原
爆
問
題
を
よ
り
真
に
迫
る
も
の
と
し
た
。
直
樹
の
協
力
者
と
し
て
見
て

い
た
り
つ
子
が
イ
l
ダ
で
あ
り
、
被
爆
者
と
し
て
今
も
理
不
尽
な
運
命
を

背
負
っ
て
生
き
て
い
る
。
彼
女
の
人
生
を
改
め
て
見
直
し
、
考
え
る
こ
と

に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
日
め
く
り
」
、
り
つ
子
と
イ
l
ダ
を
結
び
つ
け
た
こ
と

が
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
の
上
で
成
功
し
て
い
る
。
坪
田
譲
治
は
「
新
修

児
童
文
学
論
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ー 74-

原
因
結
果
、
結
果
原
因
と
積
み
重
ね
て
ゆ
く
と
、
と
か
く
作
品
が
単

調
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
作
品
が
一
本
の
レ
!
ル
の
上
を
ス

ラ
ス
ラ
と
走
っ
て
ゆ
き
、
読
者
の
考
え
て
い
る
と
お
り
に
、
結
果
と

な
っ
て
ゆ
く
こ
と
も
あ
り
が
ち
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
初
め

か
ら
結
末
が
見
と
お
さ
れ
、
た
い
へ
ん
興
味
が
そ
れ
ま
す
。
そ
れ
を

防
ぐ
に
は
転
換
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
変
転
の
上

に
も
、
や
は
り
必
然
性
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
(
中
略
)
こ
の

方
向
転
換
は
人
の
意
表
に
出
た
も
の
ほ
ど
効
果
が
あ
り
ま
す
。

坪
田
が
主
張
す
る
必
然
性
の
上
で
の
転
換
を
、
本
作
品
で
は
、
「
日
め

く
り
」
、
り
つ
子
と
イ
l
ダ
を
結
び
つ
け
た
点
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
イ
1
ダ
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
癒
し
た
で
あ
ろ
う
。
原
爆
に
よ
っ
て
大
切

な
人
を
亡
く
し
た
人
々
が
寄
り
添
う
よ
う
に
し
て
や
っ
と
掴
ん
だ
幸
せ
、

し
か
し
、
再
び
不
幸
が
襲
う
。
り
つ
子
の
原
爆
に
よ
る
白
血
病
で
あ
る
。

さ
さ
や
か
な
幸
せ
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
失
わ
れ
る
悲
し
み
は
大
き
い
。

原
爆
が
落
ち
な
か
っ
た
ら
お
じ
い
さ
ん
は
死
ぬ
こ
と
が
な
か
っ
た
。
り
つ

子
も
発
病
し
な
か
っ
た
。
養
父
母
の
幼
い
子
ど
も
も
死
ぬ
こ
と
は
な
か
っ

た
。
戦
争
自
体
が
存
在
し
な
か
っ
た
ら
、
イ
l
ダ
の
父
親
は
死
ぬ
こ
と
が

な
か
っ
た
。
も
し
か
し
て
母
親
も
死
ぬ
こ
と
が
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
が
さ
さ
や
か
な
幸
せ
を
営
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
・
全
て

の
不
幸
の
原
因
が
戦
争
・
原
爆
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
戦
後
も
続
い
て
い

る
。
り
つ
子
の
発
病
は
そ
れ
を
物
語
っ
て
く
れ
る
。

し
か
し
、
り
つ
子
は
「
歩
く
椅
子
」
の
存
在
を
知
っ
た
こ
と
で
こ
の
理

不
尽
な
運
命
に
今
立
ち
向
か
お
う
と
し
て
い
る
。

F
h
d
 守，

「
わ
た
し
が
イ
l
ダ
よ
、
わ
か
る
?
あ
な
た
に
、
小
さ
な
お
し
り

を
の
せ
て
い
た
、
わ
た
し
が
イ
!
ダ
よ
。
」

で
も
い
す
は
、
ふ
く
れ
て
い
る
の
か
、
み
と
め
た
く
な
い
の
か
、

へ
ん
じ
も
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
小
さ
な
イ
l
ダ
が
、
こ
ん
な
に
大
き

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
い
す
は
ど
う
し
て
も
、
み
と

め
た
く
な
い
よ
う
で
す
。
(
中
略
)

で
も
わ
た
し
は
、
こ
の
小
さ
な
い
す
が
、
コ
ト
コ
ト
と
家
の
中
を
あ

る
き
ま
わ
り
な
が
ら
、
こ
の
長
い
年
月
の
あ
い
だ
、
わ
た
し
を
ま
ち

つ
づ
け
て
い
て
く
れ
た
と
い
う
だ
け
で
う
れ
し
い
の
で
す
。
直
樹



ち
ゃ
ん
、
わ
た
し
は
、
き
っ
と
き
っ
と
元
気
に
な
っ
て
み
せ
ま
す
よ
。

ぜ
っ
た
い
死
ん
だ
り
し
ま
せ
ん
よ
。
そ
し
て
、
あ
の
家
に
住
も
う
と

思
う
の
で
す
。
(
中
略
)

わ
た
し
は
女
の
赤
ち
ゃ
ん
を
う
み
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
小
さ
な

い
す
に
、
お
す
わ
り
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
ら
い
す
は
、
イ
ー

ダ
だ
、
ほ
ん
と
う
の
イ
l
ダ
が
帰
っ
て
き
た
と
い
う
で
し
ょ
う
:
:
:
。

(
1
4
4
・
1
4
5頁
)

イ
l
ダ
を
ず
っ
と
待
ち
続
け
て
い
た
椅
子
の
存
在
が
り
つ
子
に
生
き
る

勇
気
を
与
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
椅
子
は
お
じ
い
さ
ん
が
娘
の
ま
き
こ

や
孫
の
イ
l
ダ
へ
向
け
た
愛
情
の
結
晶
で
あ
っ
た
。
そ
の
お
じ
い
さ
ん
の

強
い
愛
情
が
椅
子
に
宿
り
、
イ

l
ダ
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
り
つ
子
の
人
生
は
変
わ
る
。
「
き
っ
と
き
っ
と
元
気
に
な
っ
て
み

せ
ま
す
よ
。
ぜ
っ
た
い
死
ん
だ
り
し
ま
せ
ん
よ
」
と
、
直
樹
に
約
束
し
、

あ
の
家
に
住
み
、
結
婚
し
女
の
子
を
産
ん
で
、
再
び
椅
子
を
蘇
ら
せ
る
こ

と
を
決
意
す
る
。
以
前
の
よ
う
な
、
自
分
自
身
の
存
在
価
値
を
見
い
だ
せ

ず
、
病
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
た
り
つ
子
で
は
な
い
。
自
分

の
過
去
を
知
る
こ
と
で
、
椅
子
を
歩
か
せ
る
よ
う
な
祖
父
の
愛
情
を
知
る

こ
と
で
、
自
分
を
ず
っ
と
待
ち
続
け
て
い
た
椅
子
の
切
実
な
思
い
を
知
る

こ
と
で
、
り
つ
子
は
自
分
の
存
在
価
値
を
し
っ
か
り
と
掴
む
。
そ
し
て
前

向
き
に
生
き
る
こ
と
を
決
意
す
る
の
で
あ
る
。
「
ふ
た
た
び
潮
に
の
っ
て

広
島
へ
戻
」
っ
て
「
海
辺
に
無
残
に
打
ち
あ
げ
ら
れ
る
」
灯
簡
の
よ
う
な

「
お
の
れ
の
位
置
を
た
ず
ね
る
」
.
り
つ
子
は
も
、
ヱ
仔
在
し
な
い
。

子
と
閉
じ
願
い
を
抱
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
さ
さ
や
か
な

幸
福
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
り
つ
子
の
運
命
の
悲
し
さ
を
強
く
感
取
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
同
時
に
、
そ
れ
を
奪
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
原
爆
や

戦
争
に
対
す
る
憤
り
を
も
感
じ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
り
つ
子
の
置
か
れ
た
状
況
、
行
動
に
移
る
動
機

や
理
由
、
ま
た
、
り
つ
子
の
性
格
と
人
生
の
軌
跡
が
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
物
語
の
展
開
の
因
果
関
係
に
も
リ
ア

リ
テ
ィ
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
を
特
徴
と
す
る
。

五

お
わ
り
に

『
ふ
た
り
の
イ
l
ダ
』
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
本
稿
は
子
ど
も
遼
や

若
者
逮
の
感
想
に
注
目
し
、
彼
ら
が
惹
か
れ
、
感
動
し
た
「
『
歩
く
椅
子
』

の
運
命
」
と
「
り
つ
子
の
運
命
」
に
焦
点
を
絞
り
考
察
し
た
。

「
『
歩
く
椅
子
』
の
運
命
」
で
の
特
徴
は
象
徴
性
で
あ
っ
た
。
イ
1
ダ
へ

の
深
い
愛
情
か
ら
静
物
で
あ
る
椅
子
が
「
歩
く
」
こ
と
、
「
キ
ノ
ウ
」
と

い
う
詩
的
言
語
、
非
体
験
者
が
原
爆
の
悲
劇
を
感
じ
取
る
た
め
に
、
個
人

的
な
思
い
か
ら
普
遍
的
な
感
情
へ
と
敷
街
す
る
手
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
象
徴
性
は
読
者
の
感
性
に
訴
え
、
作
品
に
膨
ら
み
を
持
た
せ
る
も
の

で
あ
っ
た
。

象
徴
性
は
、
そ
れ
ま
で
の
長
編
の
原
爆
児
童
文
学
や
戦
争
児
童
文
学
で

は
窺
う
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
手
法
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
当
時
の
反

響
の
中
に
「
椅
子
の
悲
し
み
は
個
人
的
な
宿
命
感
や
詩
的
な
情
緒
の
よ
う

り
つ
子
が
望
ん
だ
夢
は
、
あ
の
家
に
住
ん
で
、
赤
ち
ゃ
ん
を
産
み
、
そ

の
赤
ち
ゃ
ん
を
椅
子
に
座
ら
せ
る
と
い
う
さ
さ
や
か
な
も
の
で
あ
る
。
り

つ
子
の
手
紙
を
読
み
終
わ
っ
た
直
樹
は
、
廃
屋
を
描
い
た
自
分
の
絵
を
見

る
。
す
る
と
「
あ
れ
は
て
た
木
々
は
み
る
み
る
か
り
こ
ま
れ
、
い
き
い
き

と
ば
ら
が
花
ひ
ら
い
て
く
る
よ
う
だ
つ
た
。
ド
ア
を
あ
け
て
出
て
く
る
の

は
り
つ
子
で
あ
る
。
白
い
う
ぷ
ぎ
の
赤
ち
ゃ
ん
を
だ
い
て
い
る
」
。
直
樹
の

目
に
は
涙
が
あ
ふ
れ
「
お
ね
え
さ
ん
は
死
ぬ
も
ん
か
。
よ
ぐ
な
る
ん
だ
。

ぜ
っ
た
い
よ
く
な
る
ん
だ
。
そ
の
と
き
こ
そ
、
あ
の
家
も
、
い
す
も
、
よ

み
が
え
る
ん
だ
。
し
あ
わ
せ
な
日
が
、
も
う
い
ち
ど
く
る
ん
だ
」
と
思
う
。

さ
さ
や
か
な
幸
福
を
望
む
り
つ
子
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
女
の
運
命
の
悲
し
み

を
強
く
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
、
「
ぜ
っ
た
い
よ
く
な
る
ん
だ
」
と
い
う

祈
り
を
さ
さ
げ
る
こ
と
に
な
る
。
直
樹
の
発
し
た
言
葉
は
、
読
者
の
祈
り

で
も
あ
る
。

ー 76-

り
つ
子
の
運
命
を
(
一
)
会
乙
(
三
)
と
辿
る
こ
と
で
、
そ
の
人
物
像

が
深
め
ら
れ
た
。
原
爆
に
よ
っ
て
人
生
を
狂
わ
さ
れ
た
り
つ
子
は
、
常
に

死
へ
の
恐
怖
を
背
負
っ
て
生
き
て
い
る
。
そ
こ
に
は
希
望
も
夢
も
存
在
し

な
い
。
し
か
し
、
自
分
を
待
つ
「
歩
く
椅
子
」
の
存
在
を
知
る
こ
と
に

よ
っ
て
積
極
的
に
生
き
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
人
聞
は
誰
か
に
必
要
と
さ

れ
る
と
、
簡
単
に
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
希
望
や
夢

さ
え
も
生
ま
れ
る
。
り
つ
子
が
望
ん
だ
夢
は
、
原
爆
反
対
運
動
の
よ
う
な

積
極
的
な
行
動
で
は
な
い
。
生
き
て
延
び
て
、
さ
さ
や
か
な
日
常
生
活
を

送
る
こ
と
で
あ
る
。
死
と
隣
合
わ
せ
に
生
き
て
い
る
人
も
、
き
っ
と
り
つ

な
も
の
が
主
と
な
っ
て
い
る
世
界
」
で
「
原
爆
の
よ
う
な
問
題
」
を
十
分

に
捉
え
て
い
な
い
、
な
ど
の
批
判
が
出
た
の
で
あ
る
0
.

当
時
、
中
・
長
編

の
原
爆
児
童
文
学
や
戦
争
児
童
文
学
は
、
体
験
者
が
リ
ア
ル
に
語
る
も
の

が
主
流
で
あ
っ
た
。
象
徴
性
は
、
概
ね
短
編
童
話
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ

の
よ
う
な
風
潮
の
中
で
、
長
編
物
語
で
あ
る
『
ふ
た
り
の
イ
l
ダ
』
が
象

徴
性
を
用
い
て
原
爆
を
述
べ
る
と
い
う
新
し
い
試
み
は
、
画
期
的
な
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
新
し
い
試
み
に
よ
っ
て
、
本
作
品
は
今
も
子

供
た
ち
ゃ
若
者
に
感
動
を
与
え
て
い
る
。

一
方
、
「
り
つ
子
の
運
命
」
は
リ
ア
リ
テ
ィ
性
を
特
徴
と
し
た
。
り
つ

子
は
、
原
爆
に
よ
っ
て
人
生
を
狂
わ
さ
れ
た
被
爆
者
の
普
悩
を
代
弁
す
る
。

死
へ
の
恐
怖
を
常
に
背
負
い
、
将
来
に
対
す
る
夢
も
希
望
も
見
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
理
不
尽
な
運
命
に
対
す
る
悲
し
み
ゃ
苦
し
み
、
怒
り
、
恨

み
も
消
し
去
る
こ
と
が
で
き
き
な
い
。
り
つ
子
の
心
は
い
つ
も
「
グ
ル
グ

ル
ト
ア
ル
キ
マ
ワ
ッ
」
て
、
「
ア
シ
タ
」
へ
と
時
間
を
進
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
し
か
し
、
「
歩
く
椅
子
」
の
存
在
を
知
る
こ
と
で
「
キ
ノ
ウ
」

の
自
分
を
知
り
、
「
ア
シ
タ
」
へ
と
一
歩
を
踏
み
出
す
決
意
を
す
る
。
夢
は
、

原
水
爆
反
対
運
動
の
よ
う
な
積
極
的
な
行
動
で
は
な
い
。
生
き
て
延
び
て
、

さ
さ
や
か
な
日
常
生
活
を
送
る
こ
と
で
あ
る
。
歩
く
椅
子
と
二
歳
の
イ
l

ダ
が
庭
で
遊
び
、
そ
れ
を
見
て
り
つ
子
が
微
笑
で
い
る
、
と
い
う
日
常
の

家
庭
で
よ
く
目
に
す
る
生
活
を
送
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
さ
や
か
な
願
い
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
り
つ
子
の
悲
劇
は
強
調
さ
れ
る
。
ま
た
、
ち
さ
や
か
な

願
い
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
読
者
は
彼
女
の
「
ぜ
っ
た
い
に
死
な
な
い
」
と

い
う
前
向
き
な
姿
勢
に
切
実
さ
を
感
じ
、
り
つ
子
と
「
歩
く
椅
子
」
に

円

tni
 



「
ア
シ
タ
」
が
来
る
よ
う
に
と
祈
る
の
で
あ
る
。

一
九
六
0
年
代
前
後
「
童
話
伝
統
批
判
」
が
起
こ
り
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の

獲
得
を
主
張
す
る
。
そ
の
結
果
、
わ
か
り
や
す
い
文
章
、
物
語
の
論
理
的

展
開
な
ど
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
中
・
長
編
物
語
が
生
ま

れ
た
。
戦
争
児
童
文
学
や
原
爆
児
童
文
学
も
こ
う
し
た
流
れ
か
ら
生
み
出

さ
れ
る
。
久
保
喬
氏
の
原
爆
問
題
は
リ
ア
ル
な
視
点
で
と
い
う
批
判
は
、

こ
の
児
童
文
学
史
の
流
れ
か
ら
考
慮
す
る
と
、
当
然
予
想
さ
れ
る
発
言
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
物
語
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
視
点
ば
か
り
に
と

ら
わ
れ
す
ぎ
て
、
詩
的
情
緒
に
欠
け
る
と
い
う
問
題
を
持
っ
て
い
た
。

文
学
の
本
質
は
、
一
つ
に
は
詩
的
精
神
、
人
間
の
情
緒
を
的
確
に
つ
か

み
、
そ
れ
を
感
性
に
訴
え
る
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
目
に

は
散
文
精
神
、
物
事
の
本
質
を
捉
え
、
そ
れ
を
如
何
に
読
者
に
分
か
り
ゃ

す
く
表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

一
九
六
九
年
に
出
版
さ
れ
た
本
作
品
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
視
点
を
と
り

入
れ
た
上
で
、
人
間
の
感
性
に
訴
え
る
象
徴
的
手
法
を
生
み
出
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
手
法
は
、
そ
の
後
大
石
真
「
街
の
赤
ず
き
ん
」

(
1
9
8
3
)

や
山
口
勇
子
「
お
こ
り
じ
ぞ
う
」

(
1
9
8
2
)
な
ど
の
作
品
に
影
響
を

与
え
る
こ
と
に
な
る
。
関
英
雄
氏
の
「
再
読
に
耐
え
る
か
」
と
い
う
疑
問

は
、
本
作
品
が
詩
的
精
神
と
散
文
精
神
を
併
せ
持
つ
こ
と
か
ら
、
自
ず
と

答
え
は
出
て
い
る
。
ま
た
、
出
版
か
ら
三
十
六
年
後
の
現
在
ま
で
、
読
者

に
愛
読
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
本
作
品
の
文
学
性
が
実
証
さ
れ
て
い

る。
を
描
く
に
は
や
は
り
も
っ
と
現
実
的
な
リ
ア
ル
な
視
点
を
持
た
な
い
と
、
そ
れ
を

十
分
に
捉
え
得
な
い
と
思
う
の
で
す
。
:
:
:
全
体
的
に
や
は
り
一
種
の
空
想
的

ム
l
ド
が
主
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
原
爆
を
じ
か
に
捉
え
る
観
点
が
ぼ
や

け
て
い
る
。

[
砂
田
]
原
爆
の
問
題
を
、
と
く
に
職
争
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
と
い
う
今
の
子

ど
も
た
ち
に
そ
う
い
っ
た
問
題
を
悟
る
場
合
に
は
、
現
在
の
問
題
を
過
し
て
の
み

語
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
う
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
。
:
:
:
こ
こ
で
は
、

広
島
は
た
ぶ
ん
過
去
形
で
語
ら
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
で
す

か
ら
、
被
爆
し
て
い
る
少
女
み
つ
子
の
描
か
れ
方
も
、
感
傷
の
色
合
い
が
強
い
。

お
そ
ら
く
、
観
者
た
ち
は
、
原
爆
と
い
う
も
の
を
か
ら
だ
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
思
う
ん
で
す
。
松
谷
さ
ん
が
ほ
ん
と
う
に
原
爆
を
書
く
つ
も
り
で
あ
れ
ば

:
:
:
今
な
お
苦
し
ん
で
い
る
、
原
爆
の
傷
あ
と
が
残
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
観
点

か
ら
骨
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
極
胎
の
よ
う
だ
け
ど
ぼ
く

は
そ
う
思
い
ま
す
。

[
那
須
田
〕
:
:
:
原
爆
の
持
つ
並
み
や
痛
み
が
ま
っ
す
ぐ
迫
真
性
を
と
も
な
っ
て

伝
わ
ら
な
い
、
械
に
そ
れ
て
い
く
と
い
う
矛
盾
が
出
来
て
く
る
。

(3)
・
(4)
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
『
ふ
た
り
の
イ
l
ダ
』
詣

l
歩
く
椅
子
を
め
ぐ
っ
て
」

(
『
方
位
』
第
二
四
号
熊
本
近
代
文
学
研
究
会
)
で
述
べ
て
い
る
の
で
拳
照
さ
れ

た
い
。

【
参
考
文
献
】

松
谷
み
よ
子
「
子
ど
も
か
ら
の
手
紙
」
『
日
本
児
童
文
学
』

1
9
7
0
臨
時
増
刊
号

「
中
学
生
は
ど
う
醗
ん
だ
か
『
ふ
た
り
の
イ
l
ダ
』
」
『
子
ど
も
の
本
棚
』

小
河
内
芳
子

邑ヰ』

【注】(1)
閑
英
雄
「
松
谷
み
よ
子
」
鈴
『
日
本
児
童
文
学
』

1
9
6
9
・
8

日
本
人
の
原
爆
体
験
を
、
子
ど
も
の
視
座
に
立
っ
て
現
代
の
子
ど
も
に
伝
え
よ
う

と
す
る
、
野
心
的
な
主
題
の
童
話
風
小
説
で
あ
る
。
民
話
の
転
生
聞
を
現
代
に
応

用
し
た
作
品
の
ア
イ
デ
ア
は
卓
抜
で
あ
り
、
伏
線
を
張
っ
た
物
語
構
成
の
ゆ
る
ぎ

な
さ
も
並
々
な
ら
ぬ
力
量
で
あ
る
。
(
中
略
)
原
爆
の
恐
怖
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
う

い
う
宜
簡
的
幻
想
的
手
法
を
用
い
て
の
間
接
表
現
で
は
、
そ
の
リ
ア
ル
感
に
限
界

が
あ
る
の
は
当
然
だ
し
、
む
し
ろ
手
法
の
枠
内
で
せ
い
い
っ
ぱ
い
書
き
込
ん
で
あ

る
点
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
の
イ
l
ダ
で
あ
る
若
い
り
つ
子
の
真

相
告
白
で
お
わ
る
結
末
も
劇
的
だ
が
、
一
番
の
問
題
は
、
こ
の
作
品
を
こ
ど
読
む
場

合
に
、
初
め
の
興
味
が
著
し
く
色
槌
せ
る
で
あ
ろ
う
。
ふ
た
り
の
イ
l
ダ
の
ダ
ブ

ル
・
イ
メ
ー
ジ
の
底
が
割
れ
て
み
る
と
、
謎
と
き
の
探
偵
小
説
を
臨
ん
だ
あ
と
の

よ
う
な
感
じ
が
混
入
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
シ
リ
ア
ス
な
主
題
と
、
ス
ト
オ
リ
主

義
的
な
要
素
と
の
矛
盾
で
あ
る
。
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(2)
久
保
喬
・
砂
田
弘
・
那
須
田
啓
「
期
談
時
評

バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
む
作
品
群
」

(
『
日
本
児
童
文
学
』

1
9
6
9
・
9
)

[
久
保
]
:
・
こ
の
作
品
は
空
想
的
な
情
緒
や
ム
l
ド
を
基
聞
に
し
た
書
き
方
で
、

そ
の
た
め
に
原
爆
の
捉
え
方
が
弱
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
た
と
え
ば
あ
の

空
き
家
の
中
で
木
の
椅
子
が
、
二
十
年
も
帰
っ
て
こ
な
い
女
の
子
を
待
っ
て
い
て
、

人
聞
の
よ
う
に
も
の
を
い
う
と
こ
ろ
な
ど
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
面
白
く
生
き

て
い
ま
す
が
、
で
も
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
原
爆
そ
の
も
の
と
の
強
い
か
か
わ
り
合

い
は
な
い
、
こ
の
椅
子
の
悲
し
み
は
個
人
的
な
宿
命
観
や
詩
的
な
情
緒
の
よ
う
な

も
の
が
主
と
な
っ
て
い
る
世
界
で
す
。
で
、
原
爆
の
よ
う
な
問
題
や
そ
の
真
実
面

m
-
1
9
7
4
 日
本
子
ど
も
の
本
研
究
会
編

朝
日
新
聞
「
天
声
人
語
」

2
0
0
3
・
2
-
m

明
治
図
書

坪
田
『
新
修
児
童
文
学
論
』
共
文
社
1
9
6
7

松
谷
み
よ
子
「
ほ
ん
と
う
の
教
育
者
は
と
関
わ
れ
て
」
「
魔
性
の
時
代
1
坪
田
先
生
と

の
出
会
い
」
「
『
ふ
た
り
の
イ
1
ダ』

1
椅
子
が
歩
く
」
『
松
谷
み
よ
子
の
本
叩
』

浜
野
卓
也
『
戟
後
児
童
文
学
作
品
輸
』
大
日
本
図
書
1
9
8
4

作
品
『
ふ
た
り
の
イ
l
ダ
』
の
引
用
は
『
松
谷
み
よ
子
の
本
3
』
1
9
9
5
に
よ
る
。

(
ほ
り
は
た
ま
き
こ
/

大
学
院
二
五
回
修
了
・
熊
本
電
波
高
専
非
常
勤
)

根
治

一79-
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