
「
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
」

|
|
宮
崎
駿
を
「
読
む
」
た
め
の
試
論
|
|

の

本
稿
で
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
「
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
」
に
注
目

す
る
。
本
作
品
の
劇
場
公
開
は
一
九
八
四
年
三
月
、
製
作
は
徳
間
書
店

と
博
報
堂
。
原
作
、
脚
本
、
絵
コ
ン
テ
、
監
督
は
宮
崎
駿
。
原
徹
の
ト

ッ
プ
ク
ラ
フ
ト
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
複
数
の
ス
タ
ジ
オ
か
ら
ス
タ
ッ

フ
を
集
め
て
制
作
さ
れ
た
c

本
作
品
の
ナ
ウ
シ
カ
と
い
、
つ
主
人
公
は
バ

ー
ナ
ー
ド
・
エ
ヴ
ス
リ
ン
「
ギ
リ
シ
ア
神
話
物
語
事
典
』
の
「
ナ
ウ
シ

カ
」
の
項
目
に
刺
激
さ
れ
、
さ
ら
に
日
本
古
典
の
『
堤
中
納
言
物
語
』

に
収
め
ら
れ
た
「
虫
愛
ず
る
姫
君
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
融
合
し
て
生
ま
れ

た
と
い
う
。
エ
ブ
ス
リ
ン
の
「
ナ
ウ
シ
カ
」
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

パ
イ
ア
ケ
ス
人
の
王
女
、
俊
足
の
空
想
的
な
乙
女
で
、
そ
の
美
し

さ
は
多
く
の
求
婚
者
を
そ
の
島
に
ひ
き
つ
け
て
い
た
。
彼
ら
の
多

く
は
美
男
で
み
な
勇
敢
な
男
た
ち
だ
っ
た
が
、
ナ
ウ
シ
カ
は
そ
の

求
婚
を
全
部
断
っ
た
。
彼
女
は
自
分
と
同
じ
よ
う
に
頭
の
回
転
が

早
く
、
ふ
?
っ
の
人
聞
が
見
逃
す
よ
う
な
こ
と
に
も
、
自
分
と
同

様
の
反
応
を
す
る
男
を
望
ん
で
い
た
の
だ
っ
た
。

〈
宛
て
先
〉

水

盲
ァて

紀

谷

「
俊
足
」
で
「
美
し
く
」
「
頭
の
回
転
が
早
く
」
、
憧
れ
や
欲
望
の
対

象
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
に
囚
わ
れ
な
い
ギ
リ
シ
ア
神
話
世
界
の
生
き
生

き
と
し
た
王
女
が
宮
崎
駿
の
想
像
力
を
触
発
し
、
「
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ

カ
」
へ
と
導
い
て
い
っ
た
の
だ
。
本
作
品
の
成
功
に
よ
っ
て
翌
八
五
年

に
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
が
創
設
さ
れ
た
。
「
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
」
は
宮

崎
駿
の
代
表
作
で
あ
り
、
ま
た
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
の
作
品
史
に
お
い
て

も
画
期
を
成
す
作
品
で
あ
る
。

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
「
読
む
」
と
は
、
ど
う
い
う
試
み
に
な
る
の
だ

ろ
う
か
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
い
に
端
を
発
し
て
い
る
。
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一
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
多
様
な
「
読
み
」

ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
と
い
え
ば
現
在
、
日
本
を
代
表
す
る
ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
ス
タ
ジ
オ
で
、
そ
こ
か
ら
発
信
さ
れ
る
作
品
は
日
本
を
始
め
多
く

の
国
々
で
フ
ァ
ン
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
「
と
な
り
の
ト

ト
ロ
」
(
一
九
八
八
年
四
月
)
、
「
も
の
の
け
姫
」
(
一
九
九
七
年
七
月
)
、

「
千
と
千
尋
の
神
隠
し
」
(
二

O
O
一
年
七
月
)
な
ど
多
く
の
作
品
を
生



み
出
し
て
お
り
、
常
に
新
し
い
試
み
を
提
示
し
つ
づ
け
て
い
る
。
ス
タ

ジ
オ
ジ
ブ
リ
が
制
作
し
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
を
見
た
こ
と
が
あ
る

人
々
は
膨
大
な
数
に
上
る
。
例
え
ば
「
千
と
千
尋
の
神
隠
し
」
は
日
本

で
の
観
客
動
員
数
は
二
三
五

O
万
人
、
ピ
デ
オ
は
五
五

O
万
本
が
出
荷

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
映
画
作
品
は
劇
場
公
開
の
時
期
だ
け
で
は
な
く
、

D
V
D化
や
テ
レ
ビ
放
送
な
ど
に
よ
っ
て
長
期
に
渡
っ
て
鑑
賞
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
三
鷹
の
森
ジ
ブ
リ
美
術
館
が
運
営
さ
れ
て
お

り
、
ジ
ブ
リ
作
品
の
世
界
観
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
作
品
の
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
が
商
品
化
さ
れ
た
り
と
、
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
様
々
な
楽
し

み
方
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
近
年
で
は
、
新
作
品
が
公
開
さ

れ
る
と
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
で
特
集
が
組
ま
れ
る
こ
と
も
多
い
。
特
に
ス

タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
の
創
設
者
で
あ
る
宮
崎
駿
と
高
畑
勲
は
人
々
の
耳
目
を

集
め
る
存
在
と
な
っ
て
久
し
い
。

例
え
ば
二

O
一
O
年
七
月
一
七
日
か
ら
公
開
さ
れ
た
最
新
作
「
借
り

暮
ら
し
の
ア
リ
エ
ツ
テ
イ
」
は
宮
崎
駿
に
よ
る
脚
本
で
、
監
督
に
は
ア

ニ
メ
ー
タ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
き
た
米
林
宏
昌
を
抜
擢
し
た
作
品
だ

が
、
そ
の
制
作
過
程
を
追
っ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
テ
レ
ビ
で
放
送

さ
れ
、
映
画
の
舞
台
を
再
現
し
た
展
覧
会
も
開
催
さ
れ
た
。
さ
ら
に
映

画
と
は
一
見
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
よ
う
だ
が
、
モ
ー
ド
誌
『
ブ
ル
1
タ

ス
』
(
二

O
一
O
年
八
月
一
日
号
)
も
「
ブ
ル
ー
タ
ス
の
ス
タ
ジ
オ
ジ

ブ
リ
特
集
」
を
組
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
は
監
督
の
米
村
宏
昌
と
プ
ロ
デ

ュ
ー
サ
ー
の
鈴
木
敏
夫
と
の
対
談
や
、
宮
崎
駿
や
ア
ニ
メ
制
作
に
関
わ

る
人
々
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
掲
載
し
、
ほ
か
に
も
俳
優
、
女
優
、
映

画
監
督
な
ど
か
ら
多
く
の
エ
ッ
セ
イ
を
集
め
、
さ
ら
に
建
築
や
現
代
思

想
、
口
承
文
芸
な
ど
の
専
門
領
域
を
確
立
し
て
い
る
研
究
者
の
示
唆
に

富
ん
だ
エ
ッ
セ
イ
も
掲
較
し
て
い
る
。
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作
に
関
わ

る
人
だ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
領
域
で
活
躍
す
る
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
か
ら
ジ
ブ
リ
ア
ニ
メ
を
語
っ
て
い
る
の
だ
c

ま
た
海
外
で
は
早
く

も
韓
国
で
九
月
九
日
か
ら
公
開
さ
れ
、
香
港
や
台
湾
で
も
上
映
が
予
定

さ
れ
て
い
る
(
二

O
一
O
年
一

O
月
現
在
)

0

こ
れ
ら
は
ほ
ん
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
が
、
一
つ
の
映
画
作
品
の
公
開

に
伴
う
文
化
現
象
を
見
て
い
く
と
、
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
と
は
単
な
る
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
ジ
オ
と
い
う
枠
に
は
留
ま
ら
ず
、
同
時
代
の
人
々

の
関
心
を
強
く
惹
き
つ
け
る
文
化
装
置
と
い
う
位
置
づ
け
が
可
能
だ
ろ

う
。
し
か
も
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
作
品
は
、
親
子
で
楽
し
む
こ
と

が
で
き
る
た
め
世
代
を
越
え
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
国
や
文
化

の
差
異
も
超
え
て
多
く
の
人
々
の
共
感
を
獲
得
し
、
非
常
に
高
く
評
価

さ
れ
て
い
る
。
二

O
O
一
年
公
聞
の
「
千
と
千
尋
の
神
隠
し
」
は
多
く

の
賞
を
獲
得
し
た
が
、
海
外
で
も
第
五
二
回
ベ
ル
リ
ン
国
際
映
画
祭
で

金
熊
賞
を
受
賞
、
二

O
O三
年
の
第
七
五
回
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
で
は
長
篇

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
部
門
の
オ
ス
カ
ー
を
獲
得
し
た
。
今
や
ス
タ
ジ
オ
ジ

ブ
リ
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
、
現
代
の
日
本
文
化
に
お
い
て
重
要
な
一

角
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
日
本
近
代
文
学
研
究
の
領
域
で
は
「
読
む
」
こ
と
を
知
の
基
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盤
と
し
て
錬
磨
し
て
き
た
。
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
に
対
す
る
ア
プ
ロ

ー
チ
は
、
米
村
み
ゆ
き
編
『
ジ
ブ
リ
の
森
へ
|
上
回
同
畑
勲
・
宮
崎
駿
を

読
む
[
増
補
版
]
』
(
二

O
O八
年
、
森
話
杜
)
な
ど
が
あ
り
、
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
リ
テ
ラ
シ
ー
を
め
ぐ
る
研
究
が
す
で
に
開
始
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
米
村
み
ゆ
き
に
よ
る
と
、
「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
「
学
」
は
、

様
々
な
領
域
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
り
、
そ
こ

に
共
有
基
盤
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
(
中
略
)
日
本
近
代
文

学
研
究
の
事
情
を
紹
介
す
れ
ば
、
他
の
研
究
、
技
術
領
域
の
人
々
か
ら

は
、
積
極
的
に
「
物
語
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
求
め
ら
れ
て
い
る
」
と

い
う

υ

た
し
か
に
、
こ
れ
ま
で
文
学
研
究
の
領
域
が
主
に
言
語
テ
ク
ス

ト
を
対
象
と
し
て
培
っ
て
き
た
「
読
む
」
方
法
は
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

を
「
読
む
」
対
象
と
し
た
場
合
に
は
物
語
内
容
の
分
析
に
き
わ
め
て
有

効
だ
ろ
う
。

し
か
し
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
表
現
形
態
は
、
制
作
の
技
術
や
方

法
、
映
像
、
音
楽
、
声
優
、
公
開
前
の
メ
デ
ィ
ア
戦
略
等
々
、
分
析
の

視
点
が
多
く
存
在
し
、
先
に
触
れ
た
「
フ
ル

l
タ
ス
』
の
特
集
の
よ
う

に
多
く
の
人
び
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
拠
る
立
場
か
ら
語
る
こ
と
を
可
能
と

し
て
い
る
。
本
稿
で
注
目
す
る
「
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
」
に
関
し
て

も
、
先
行
研
究
を
調
べ
て
い
く
と
一
つ
の
研
究
分
野
に
は
留
ま
ら
な

い
。
物
語
内
容
や
物
語
の
構
造
を
分
析
す
る
考
察
の
他
に
、
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
制
作
に
携
わ
る
者
に
よ
る
解
説
や
発
言
ベ
音
楽
と
の
関
連
性
、

声
優
の
意
義
、
マ
ン
ガ
版
と
の
差
異
、
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
お
け
る

位
置
づ
け
を
試
み
る
考
察
な
ど
多
数
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
文
学
・
文
化
研

究
の
視
野
だ
け
で
は
収
ま
り
き
ら
な
い
拡
が
り
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

ら
の
言
説
を
見
て
い
く
と
、
た
と
え
物
語
分
析
を
目
的
と
す
る
考
察
で

あ
っ
て
も
、
文
学
・
文
化
研
究
に
お
け
る
「
読
む
」
方
法
を
何
ら
か
の

検
証
な
し
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
へ
応
用
す
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
可
能

だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
て
く
る
の
だ
。
ま
た
同
時
に
、
様
々
な

立
場
か
ら
発
言
す
る
言
説
の
中
に
は
、
文
学
研
究
の
用
語
を
用
い
れ
ば

「
作
家
論
」
的
な
解
釈
に
容
易
に
落
ち
着
い
て
し
ま
う
論
述
も
見
受
け

ら
れ
る
。

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
言
説
は
多
様
性
に
満
ち
て
お
り
、
文
化

の
差
異
を
超
え
た
交
流
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
米
村
み
ゆ

き
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
共
有
基
盤
」
が
未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
状

態
の
よ
う
だ
。
し
か
し
視
点
を
変
え
れ
ば
、
異
な
る
領
域
間
で
学
ぶ
余

地
が
提
示
さ
れ
て
い
る
状
態
と
も
い
え
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
日
本
近
代

文
学
・
文
化
研
究
に
拠
る
私
た
ち
も
、
異
な
る
領
域
へ
向
け
て
「
読

み
」
の
方
法
を
示
す
よ
う
な
、
言
い
換
え
れ
ば
、
他
者
へ
「
対
話
」
の

回
路
を
聞
く
姿
勢
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
c

qa 

噌

E
A

二
、
ナ
ウ
シ
カ
の
「
飛
朔
」
を
読
む

例
え
ば
中
村
三
春
「
液
状
化
す
る
身
体
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
の

世
界
」
は
、
ア
ニ
メ
版
と
マ
ン
ガ
版
を
比
較
し
、
両
者
の
メ
デ
ィ
ア
が

可
能
と
す
る
表
現
の
あ
り
ょ
う
を
指
摘
し
な
が
ら
、
表
象
に
お
け
る



「
液
状
化
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
設
定
し
て
作
品
世
界
を
解
き
ほ
ぐ

し
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
文
学
研
究
の
方
法
論
を
基
盤
と
し
な
が
ら
作
品

分
析
を
展
開
し
て
お
り
、

S
F映
画
や
日
本
文
学
と
の
関
連
性
を
指
摘

し
て
「
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
」
を
位
置
づ
け
る
な
ど
、
作
品
の
解
釈
だ

け
で
な
く
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
方
向
性
も
示
唆
し
て
お
り
、
今
後

も
参
照
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
先
駆
的
な
論
考
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
を
「
読
む
」
試
み
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
本

稿
に
と
っ
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ア
ニ
メ
版
と
マ
ン
ガ
版
の
比
較

分
析
で
あ
る
。
中
村
三
春
は
次
の
よ
う
に
画
像
を
分
析
す
る
。
「
ア
ニ

メ
版
の
画
面
は
、
常
に
明
る
く
、
色
鮮
や
か
で
、
ク
リ
ア
で
あ
る
。
そ

の
画
像
は
、
ど
ん
な
場
合
に
で
も
ブ
レ
ー
ン
(
平
坦
、
平
面
的
)
で
あ

り
、
彩
色
さ
れ
た
面
の
図
柄
と
し
て
認
知
さ
れ
る
」
。
そ
し
て
マ
ン
ガ

版
に
関
し
て
は
、
「
マ
ン
ガ
版
の
ス
タ
イ
ル
は
、
基
本
的
に
暗
く
、
黒

く
、
汚
く
、
荒
々
し
く
描
か
れ
て
」
お
り
、
「
飛
期
の
快
楽
よ
り
も
む

し
ろ
、
飲
み
込
み
、
飲
み
込
ま
れ
る
イ
メ
ー
ジ
の
方
が
ず
っ
と
強
い
。

そ
し
て
そ
こ
に
は
、
液
状
化
の
イ
メ
ー
ジ
が
介
在
し
て
い
る
」
と
。

ア
ニ
メ
版
「
ナ
ウ
シ
カ
」
に
お
け
る
際
立
っ
た
特
質
と
し
て
「
飛

期
」
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
数
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
な

か
で
も
「
飛
ぶ
」
ナ
ウ
シ
カ
像
を
刷
新
し
た
の
は
、
児
童
文
化
論
の
立

場
に
拠
る
村
瀬
学
『
宮
崎
駿
の
「
深
み
」
へ
』
(
二

O
O
四
年
、
平
凡

社
)
で
あ
る
。
ナ
ウ
シ
カ
は
従
来
「
女
の
子
」
や
「
少
女
」
の
イ
メ
ー

ジ
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
村
瀬
は
ア
ニ
メ
版
「
ナ
ウ
シ
カ
」
か

ら
「
腐
海
の
物
語
」
「
人
間
の
物
語
」
「
玉
虫
鵬
の
物
語
」
(
引
用
者
注
図

l
参
照
)
と
い
う
三
つ
の
物
語
を
抽
出
し
、
そ
れ
ら
「
交
わ
ら
ず
に
進

行
し
て
い
る
三
つ
の
物
証
巴
を
「
橋
渡
し
」
す
る
ナ
?
ン
カ
|
|
「
飛

ぶ
」
こ
と
で
「
行
き
来
」
し
情
報
を
運
ぶ
人
|
|
、
す
な
わ
ち
「
媒
介

者
」
と
し
て
の
ナ
ウ
シ
カ
像
を
提
示
し
、
ナ
ウ
シ
カ
の
飛
期
に
物
語
論

的
な
意
味
を
見
出
し
た
。
一
方
、
中
村
三
春
は
マ
ン
ガ
版
の
分
析
か
ら

「
液
状
化
」
と
い
う
表
象
を
導
き
だ
し
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
マ
ン
ガ

と
い
う
異
な
る
表
現
形
態
が
可
能
と
す
る
表
象
を
指
摘
し
た
う
え
で
、

さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
内
容
を
関
連
づ
け
て
「
ナ
ウ
シ
カ
」
と
い
う

テ
ク
ス
ト
の
考
察
を
展
開
し
て
い
く
。
中
村
が
指
摘
す
る
よ
う
に
ア
ニ

メ
版
の
画
面
が
「
常
に
明
る
く
、
色
鮮
や
か
で
、
ク
リ
ア
」
と
い
う
特

徴
は
誰
も
が
抱
く
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ア
ニ
メ
版

が
、
そ
の
よ
う
に
し
か
制
作
で
き
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
言
い
換
え
れ

ば
、
マ
ン
ガ
版
の
よ
う
に
陰
影
を
つ
け
る
こ
と
が
技
術
上
困
難
で
あ
っ

た
と
し
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
と
い
う
表
現

形
態
の
可
能
性
と
限
界
は
、
物
語
内
容
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
は
い
な

い
だ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
し
ろ
マ
ン
ガ
に
し
ろ
、
「
物
語
」
と

し
て
テ
ク
ス
ト
を
捉
え
直
せ
ば
一
言
語
テ
ク
ス
ト
の
分
析
と
同
じ
よ
う
に

「
読
む
」
こ
と
が
可
能
だ
。
し
か
し
留
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
両
者
は

画
像
の
連
続
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
「
絵
を
動
か
す
」
表
現
形
態
で
あ
り
、
技
術
や
道
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具
の
革
新
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る
物
事
が
大
き
く
変
化
し
て
い
く
こ
と

を
考
慮
す
れ
ば
、
制
作
当
時
の
技
術
が
可
能
と
し
た
、
あ
る
い
は
不
可

能
で
あ
っ
た
表
象
と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
か
、
確
認
し
て
お
く
必
要
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
制
作
当
時
の
技
術
上
の
限
界
や
作
り
手

の
工
夫
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
現
在
私
た
ち
の
手
元

に
届
け
ら
れ
て
い
る
作
品
が
切
り
拓
い
た
文
化
的
な
領
野
に
対
す
る
評

価
は
公
正
に
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
さ
ら
に
も
う
一
点
付
け
加
え

る
な
ら
ば
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
制
作
過
程
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
果
た
し
て
言
語
テ
ク
ス
ト
と
同
様
に
文
学
研
究
が
蓄
積
し
て
き
た

「
読
み
」
の
方
法
が
応
用
で
き
る
の
か
、
検
証
す
る
こ
と
も
必
要
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
c

と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
二
点
は
「
作
者
」
と
「
読

者
」
と
い
う
、
文
学
研
究
に
と
っ
て
親
し
み
の
あ
る
批
評
用
語
と
関
連

す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

ま
ず
ア
ニ
メ
版
「
ナ
ウ
シ
カ
」
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
し
た
い
。
原

作
は
宮
崎
駿
が
『
ア
ニ
メ
l
ジ
ユ
』
に
連
載
し
て
い
た
「
風
の
谷
の
ナ

ウ
シ
カ
」
だ
が
連
載
途
中
で
あ
っ
た
た
め
、
映
画
の
予
定
時
間
内
(
実

際
は
一
一
六
分
二
七
秒
O
五
コ
マ
)
で
ま
と
め
る
た
め
に
物
語
は
再
構

成
さ
れ
、
特
に
後
半
部
分
は
最
初
か
ら
創
り
あ
げ
る
必
要
が
あ
っ
た
と

い
う
。
こ
の
た
め
に
宮
崎
駿
は
物
語
を
練
り
上
げ
、
主
題
を
明
示
し
、

絵
コ
ン
テ
と
い
う
「
映
像
作
品
を
作
る
上
で
基
本
と
な
る
、
シ
ナ
リ
オ

を
さ
ら
に
具
体
化
し
た
設
計
図
(
あ
る
い
は
完
成
予
想
図
の
よ
う
な
も

の
と
を
描
き
、
音
楽
イ
メ
ー
ジ
を
指
示
す
る
な
ど
、
監
督
と
し
て
多

く
の
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
や
ス
タ
ッ
フ
を
率
い
て
ア
ニ
メ
版
「
ナ
ウ
シ
カ
」

を
創
り
あ
げ
て
い
く
。
映
画
化
が
決
定
し
た
際
に
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の

高
畑
勲
は
記
者
発
表
で
、
「
風
に
乗
り
識
と
語
る
奇
蹟
の
少
女
ナ
ウ
シ

カ
の
啓
示
的
な
姿
を
く
っ
き
り
と
う
か
び
あ
が
ら
せ
て
も
ら
い
た
い
」

と
述
べ
た
。
つ
ま
り
ア
ニ
メ
版
「
ナ
ウ
シ
カ
」
は
マ
ン
ガ
版
「
ナ
ウ
シ

カ
」
と
物
語
世
界
を
共
有
し
つ
つ
も
、
絵
を
動
か
す
と
い
う
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
の
特
性
を
活
か
し
た
表
現
と
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
ナ
ウ
シ
カ

像
が
求
め
ら
れ
た
の
だ
。

マ
ン
ガ
版
「
ナ
ウ
シ
カ
」
を
描
く
こ
と
は
宮
崎
駿
が
個
人
で
行
う
作

業
だ
が
、
ア
ニ
メ
版
は
複
数
の
企
業
や
多
く
の
人
々
と
の
協
同
作
業
で

あ
る
。
一
秒
を
二
四
枚
の
絵
で
描
く
と
い
う
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
製
作
に

は
、
監
督
以
下
、
演
出
助
手
、
作
画
監
督
、
美
術
監
督
、
色
彩
設
計
、

原
画
、
動
画
、
美
術
な
ど
実
に
多
く
の
ス
タ
ッ
フ
が
関
わ
っ
て
い
る
。

ア
ニ
メ
版
「
ナ
ウ
シ
カ
」
に
お
け
る
作
画
枚
数
は
五
万
六

O
七
八
枚
、

念
の
た
め
言
い
添
え
れ
ば
、
こ
の
時
に
デ
ジ
タ
ル
の
技
術
は
ま
だ
な

い
。
実
際
の
技
術
に
つ
い
て
は
久
美
薫
『
宮
崎
駿
の
時
代
1
9
4
1
1

2
0
0
8』
(
二

O
O
八
年
、
鳥
影
社
)
が
分
か
り
ゃ
す
く
解
説
を
し

て
い
る
が
、
ア
ニ
メ
版
「
ナ
ウ
シ
カ
」
の
世
界
観
を
統
一
す
る
水
の
イ

メ
ー
ジ
を
表
現
す
る
た
め
の
様
々
な
青
色
、
そ
の
彩
度
や
、
色
の
透
明

感
を
出
す
た
め
に
繊
細
か
つ
膨
大
な
作
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か

る
。
ま
た
当
時
ス
タ
ッ
フ
で
あ
っ
た
庵
野
秀
明
と
片
山
一
良
に
よ
る

と
、
海
の
イ
メ
ー
ジ
を
出
す
た
め
の
青
色
も
当
時
の
技
術
で
は
表
現
の

伊

h
d

唱
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制
限
が
あ
っ
た
な
か
で
の
試
行
錯
誤
で
あ
り
、
イ
メ
ー
ジ
や
リ
ア
リ
テ

ィ
を
強
め
る
た
め
に
水
の
流
れ
や
光
の
表
現
、
色
の
ぼ
か
し
な
ど
に
技

術
を
凝
ら
し
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
庵
野
の
解
説
を
参
考
に
す
る

と
、
ナ
ウ
シ
カ
が
空
を
飛
ん
で
い
る
場
面
だ
け
が
「
飛
期
」
を
印
象
づ

け
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

ナ
ウ
シ
カ
は
メ
l
ヴ
エ
と
い
う
空
を
飛
ぶ
た
め
の
乗
り
物
を
使
い
こ

な
し
て
飛
期
す
る
の
だ
が
、
一
見
す
る
だ
け
で
は
メ
l
ヴ
ェ
は
単
純
な

構
造
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
ナ
ウ
シ
カ
が
メ
l
ヴ
ェ
を
乗
り
こ
な

す
場
面
で
は
、
操
縦
者
と
乗
り
物
が
一
体
と
な
っ
て
空
を
駆
け
巡
る
よ

う
な
、
職
え
る
な
ら
ば
人
馬
一
体
と
な
っ
て
疾
走
す
る
よ
う
な
印
象
を

受
け
る
。
図
2
の
着
地
の
場
面
で
は
庵
野
秀
明
は
「
少
し
戻
る
感
じ
」

を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
軽
い
空
気
抵
抗
は
ナ
ウ
シ
カ
と
メ
1
ヴ
エ

が
風
の
流
れ
に
乗
る
軽
や
か
な
様
子
と
、
空
気
の
抵
抗
を
受
け
な
が
ら

空
か
ら
大
地
へ
と
移
行
す
る
様
子
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
言

う
ま
で
も
な
く
メ
l
ヴ
エ
は
宮
崎
駿
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
架
空
の
乗

り
物
で
あ
る
が
、
絵
コ
ン
テ
(
図
3
)
を
見
る
と
「
翼
を
た
て
て
地
上

ス
レ
ス
レ
に
減
速
し
」
「
フ
ッ
と
着
地
」
「
フ
ワ

1
ッ
と
砂
塵
す
こ
し
」

等
と
指
示
が
あ
っ
て
、
あ
り
あ
り
と
描
写
で
き
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
空
を
飛
ん
で
い
る
時
だ
け
で
は
な
く
空

へ
発
つ
様
子
や
着
地
の
動
作
、
影
の
落
ち
方
も
抜
か
り
な
く
想
定
し
、

細
や
か
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
飛
期
」
の
表
象
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与

え
て
い
る
の
だ
。
ア
ニ
メ
版
「
ナ
ウ
シ
カ
」
紹
介
に
あ
た
っ
て
プ
ロ
デ

ュ
l
サ
l
が
解
説
し
た
「
風
に
乗
り
識
と
語
る
奇
蹟
の
少
女
ナ
ウ
シ

カ
」
像
の
、
飛
淘
の
場
面
は
躍
動
感
と
ス
ピ
ー
ド
感
に
満
ち
あ
ふ
れ
、

「
絵
を
動
か
す
」
と
い
う
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
特
徴
を
最
大
限
に
活
か

す
設
定
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
技
術
的
な
関
連
が
「
飛
期
」
の
場
面
を
見
る
人
に
強
い

印
参
乞
残
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
潜
む
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
読

み
解
く
ア
プ
ロ
ー
チ
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
現
代
フ
ラ
ン
ス
思
想
を
始

め
映
画
論
な
ど
多
く
の
著
作
が
あ
る
内
田
樹
は
、
宮
崎
駿
作
品
に
お
け

る
「
空
を
飛
ぶ
少
女
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

世
界
は
十
分
に
美
し
く
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
人
間
に
と
っ
て

も
生
き
る
に
値
す
る
。
こ
れ
が
宮
崎
駿
の
究
極
的
な
映
画
メ
ッ
セ

ー
ジ
だ
と
私
は
理
解
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
を
す
ぐ
れ
て

愉
悦
的
に
享
受
し
て
い
る
存
在
を
経
由
し
て
し
か
伝
わ
ら
な
い
。

戊

「
空
飛
ぶ
少
女
」
は
そ
の
理
想
型
で
あ
る
。

こ
の
指
摘
は
ナ
ウ
シ
カ
の
表
参
乞
読
み
解
く
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
表
現
形
態
が
持
つ
可
能
性
に
も
言
及
し
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
つ
ま
り
ア
ニ
メ
版
「
ナ
ウ
シ
カ
」
を
見
な
が
ら
私
た
ち

は
、
空
を
飛
ぶ
ナ
ウ
シ
カ
の
ま
な
ざ
し
で
空
中
や
大
地
を
眺
め
、
見
る

人
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
て
細
部
ま
で
作
り
込
ま

れ
た
描
写
に
よ
っ
て
彼
女
の
身
体
感
覚
と
共
振
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ

の
よ
う
な
想
像
的
な
経
験
を
通
し
て
「
映
画
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
受
け
取
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る
と
い
う
こ
と
だ
。
お
そ
ら
く
身
体
感
覚
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
ら
れ
る

よ
う
な
受
容
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
だ
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
り
、
マ
ン
ガ

版
「
ナ
ウ
シ
カ
」
や
、
あ
る
い
は
他
の
言
語
テ
ク
ス
ト
な
ど
と
は
異
な

っ
た
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
「
映
画
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
感
受
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
受
け
手
に
よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
解
釈
が
行
わ
れ
る

と
い
う
点
に
お
い
て
テ
ク
ス
ト
を
読
む
行
為
と
共
通
す
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
文
学
研
究
に
お
け
る
「
読
む
」
と
い
う
行
為

に
は
、
読
む
主
体
の
積
極
的
な
参
加
が
期
待
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

三
、
宮
崎
駿
の
「
宛
て
先
」

文
学
研
究
に
お
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
ず

テ
ク
ス
ト
を
読
む
行
為
に
生
成
す
る
「
読
者
」
と
「
作
者
」
に
つ
い
て

確
認
し
て
お
き
た
い
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
方
法
論
的
な
場
と
し
て
テ

ク
ス
ト
を
位
置
づ
け
、
「
語
る
の
は
言
語
活
動
で
あ
っ
て
作
者
で
は
な

い」

(
D
血
)
と
し
て
、
「
作
者
の
死
」
と
と
も
に
読
者
の
誕
生
を
宣
告

し
た
。
「
テ
ク
ス
ト
と
は
多
次
元
の
空
間
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
さ
ま

ざ
ま
な
エ
ク
リ
チ
ュ

l
ル
が
、
結
び
つ
き
、
異
議
を
と
な
え
あ
い
、
そ

の
ど
れ
も
が
起
源
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
テ
ク
ス
ト
と
は
、
無
数
に
あ

る
文
化
の
中
心
か
ら
や
っ
て
来
た
引
用
の
織
物
で
あ
る
」

(
P部
)
と

述
べ
、
「
作
者
」
を
退
け
た
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
「
起
源
」
や
「
中
心
」

の
知
き
「
作
者
」
は
、
「
テ
ク
ス
ト
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
で
あ
り
、

あ
る
記
号
内
容
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
エ
ク
リ
チ
ュ

l
ル
を
閉
さ
す

こ
と
」

(
P
U
)
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
読
者
」
こ
そ
が
テ
ク
ス

ト
の
「
多
元
性
が
収
赦
す
る
場
」
で
あ
る
と
し
た
。

読
者
と
は
、
あ
る
エ
ク
リ
チ
ュ

l
ル
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
引
用

が
、
一
つ
も
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
記
入
さ
れ
る
空
間
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
あ
る
テ
ク
ス
ト
の
統
一
性
は
、
テ
ク
ス
ト
の
起
源
で
は
な

く
、
テ
ク
ス
ト
の
宛
て
先
に
あ
る
。

(
D
邸
)

読
書
行
為
を
通
じ
て
エ
ク
リ
チ
ュ

l
ル
の
「
書
き
手
」
と
い
う
像
が

立
ち
現
れ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
、
し
か
し
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
の

「
父
」
の
如
き
作
者
、
あ
る
い
は
「
主
語
」
に
位
置
す
る
作
者
で
は
な

い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
ま
た
テ
ク
ス
ト
が
収
赦
し
て
い
く
場
で
あ
る

「
宛
て
先
」
、
つ
ま
り
読
者
も
も
ち
ろ
ん
実
体
的
な
個
人
を
意
味
す
る
の

で
は
な
い
。
バ
ル
ト
は
「
読
者
と
は
、
歴
史
も
、
伝
記
も
、
心
理
も
も

た
な
い
人
間
で
あ
る
。
彼
は
た
だ
、
書
か
れ
た
も
の
を
構
成
し
て
い
る

痕
跡
の
す
べ
て
を
、
同
じ
一
つ
の
場
に
集
め
て
お
く
、
あ
の
誰
か
に
す

ぎ
な
い
」

(
p
m
、
傍
点
は
引
用
マ
マ
、
以
下
閉
じ
)
と
述
べ
る
。
こ

の
よ
う
な
読
書
行
為
に
あ
っ
て
は
、
テ
ク
ス
ト
は
「
解
読
す
る
」
べ
き

対
象
で
は
な
く
、
「
解
き
ほ
ぐ
す
べ
き
」
対
象
で
あ
る
。

読
者
に
つ
い
て
も
う
少
し
見
て
い
き
た
い
。
テ
ク
ス
ト
が
読
書
行
為

に
よ
っ
て
生
成
し
て
い
く
方
法
論
的
な
場
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に

は
や
は
り
〈
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
る
〉
こ
と
を
期
待
す
る
織
り
糸
、
言
い
換

え
れ
ば
コ
l
ド
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ

l
コ
は
『
物

語
に
お
け
る
読
者
」
で
、
「
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
れ
を
顕
在
化
す
る
何
者
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か
に
向
け
て
発
信
さ
れ
る
|
|
た
と
え
こ
の
何
者
か
が
具
体
的
か
つ
経

験
的
に
存
在
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
な
い
(
あ
る
い
は
望
ま
れ
な
い
)

と
し
て
も
」

(
p剖
)
と
述
べ
、
こ
の
「
何
者
か
」
を
「
モ
デ
ル
読
者
」

と
呼
ん
だ
。
こ
こ
で
は
言
語
テ
ク
ス
ト
を
想
定
し
て
考
察
が
展
開
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
例
え
ば
使
用
さ
れ
る
言
語
、
語
葉
、
ス
タ
イ
ル
な
ど

の
選
択
等
か
ら
も
テ
ク
ス
ト
が
要
請
す
る
「
モ
デ
ル
読
者
」
を
想
像
す

る
こ
と
が
可
能
だ
。
日
本
語
が
用
い
ら
れ
た
エ
ク
リ
チ
ュ

l
ル
は
日
本

語
を
理
解
す
る
モ
デ
ル
読
者
を
要
請
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
。

ご
く
簡
単
だ
が
整
理
す
る
と
、
あ
る
者
(
経
験
的
作
者
)
が
書
く
と

い
う
言
表
行
為
を
通
じ
て
テ
ク
ス
ト
を
織
り
上
げ
て
い
く
、
そ
こ
に
は

読
む
行
為
を
通
じ
て
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
を
顕
在
化
さ
せ
る
モ
デ
ル
読

者
が
内
包
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
実
際
の
読
者
(
経
験
的
読
者
)
と

同
一
で
あ
る
必
要
は
全
く
な
い
。
テ
ク
ス
ト
の
読
書
行
為
を
通
じ
て
立

ち
現
れ
る
「
モ
デ
ル
作
者
」
、
バ
ル
ト
の
言
葉
に
拠
れ
ば
エ
ク
リ
チ
ユ

l
ル
の
「
書
き
手
」
が
テ
ク
ス
ト
言
表
行
為
の
主
体
と
同
一
で
は
な
い

の
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
概
念
は
言
語
テ
ク
ス
ト

だ
け
で
は
な
く
、
絵
画
や
映
像
な
ど
の
非
言
語
テ
ク
ス
ト
に
も
適
用
さ

れ
て
い
る
。
エ

l
コ
は
『
聞
か
れ
た
作
品
(
新
版
)
』
で
、
「
聞
か
れ
と

は
あ
ら
ゆ
る
美
的
享
受
の
状
況
で
あ
り
、
す
べ
て
の
享
受
可
能
な
形

は
、
美
的
価
値
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
限
り
〈
聞
か
れ
た
〉
も
の
で
あ

る」

(
p胤
)
と
述
べ
て
い
る
。
「
読
者
」
は
テ
ク
ス
ト
の
織
り
糸
を
解

き
ほ
ぐ
し
つ
つ
顕
在
化
さ
せ
る
場
で
あ
り
、
「
閉
ざ
す
」
の
で
は
な
く

「
開
く
」
行
為
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
、
言
語
テ
ク
ス
ト
な
ら
ば
語
り
手
や
視
点
人
物
、
発
話
主
体
な

ど
に
寄
り
添
っ
て
読
む
こ
と
で
物
語
世
界
に
分
け
入
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
は
映
画
に
お
け
る
カ
メ
ラ
・
ア
イ
に
も

似
た
視
点
か
ら
物
語
世
界
を
描
出
し
て
い
く
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
ア

ニ
メ
版
「
ナ
ウ
シ
カ
」
の
主
要
な
場
所
を
挙
げ
る
だ
け
で
も
、
風
の

谷
、
ペ
ジ
テ
、
腐
海
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
空
中
な
ど
が
あ
り
、
主
要
な

人
物
も
ナ
ウ
シ
ヵ
、
ク
シ
ヤ
ナ
、
ユ
パ
、
ア
ス
ペ
ル
、
人
物
で
は
な
い

が
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
王
議
な
ど
様
々
な
カ
メ
ラ
ア
ン
グ
ル
が
存

在
す
る
。
そ
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
宮
崎
駿
は
ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
を
「
子
ど
も
の
た
め
」
に
作
っ
て
い
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、

テ
ク
ス
ト
の
宛
て
先
と
し
て
「
子
ど
も
」
が
常
に
想
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
だ
。そ

れ
で
は
再
び
ア
ニ
メ
版
「
ナ
ウ
シ
カ
」
に
関
す
る
老
曇
小
を
進
め
て

い
き
た
い
。
前
述
の
よ
う
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
は
娯
楽
産
業
の
中

に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
制
作
は
多
く
の
人
々
の
共
同
作
業
で
あ
る
。

宮
崎
駿
自
身
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
無
名
性
と
い
う
こ
と
に
意
識
的

で
、
「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
、
必
然
的
に
集
団
作
業
で
あ
り
、

一
人
一
人
の
個
性
に
よ
っ
て
動
く
と
し
て
も
、
で
き
あ
が
っ
た
作
品
は

一
人
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
全
員
の
も
の
で

あ
り
、
自
ら
の
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
。
そ
う
し
た
環
境
に
あ
っ
て
つ
く

り
あ
げ
た
作
品
を
、
よ
り
多
く
の
観
客
に
み
て
も
ら
う
[
|
そ
れ
が
私

118 



た
ち
の
願
い
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
私
た
ち
」
と
い
う
複
数
形

に
も
現
れ
て
い
る
よ
う
に
監
督
も
脚
本
家
も
制
作
者
集
団
の
一
人
で
あ

る
と
い
う
認
識
で
、
作
品
に
個
人
名
が
必
要
な
の
は
映
画
の
二
次
使
用

や
著
作
権
に
ま
つ
わ
る
権
利
の
問
題
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

た
し
か
に
、
「
飛
朔
」
も
含
め
て
、
場
面
ご
と
の
表
現
は
関
わ
る

人
々
が
持
つ
技
術
や
そ
の
シ
l
ン
に
対
す
る
解
釈
な
ど
の
「
個
性
」
が

必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
時
と
し
て
監
督
の
期
待
を
越
え
る
こ
と
も
、
あ

る
い
は
裏
切
る
こ
と
も
あ
り
得
ょ
う
。
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
は
一
つ

一
つ
の
場
面
の
集
積
で
あ
り
、
実
際
的
で
技
術
的
な
側
面
か
ら
見
れ
ば

チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
結
果
と
し
て
作
品
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど

も
制
作
ス
タ
ッ
フ
の
皆
に
共
有
さ
れ
る
以
前
に
創
造
す
べ
き
物
語
は
す

で
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
ア
ニ
メ
版
「
ナ
ウ
シ

カ
」
の
場
合
、
「
人
類
、
の
黄
昏
期
の
地
球
を
舞
台
に
、
人
間
同
士
の
争

い
に
巻
き
こ
ま
れ
な
が
ら
、
よ
り
遠
く
を
見
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
少

女
を
主
人
公
に
し
た
物
語
」
で
、
こ
れ
は
宮
崎
駿
に
よ
っ
て
織
り
上
げ

ら
れ
た
物
語
だ
。
あ
る
物
語
を
生
み
出
す
こ
と
と
、
そ
の
物
語
世
界
を

共
有
し
造
形
し
て
い
く
こ
と
は
、
一
つ
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
が
完

成
し
て
い
く
過
程
で
は
絡
み
合
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
テ
ク
ス

ト
論
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
異
な
る
位
相
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
前
者
は

「
経
験
的
作
者
に
よ
る
言
表
行
為
」
に
あ
た
り
、
絵
コ
ン
テ
あ
る
い
は

シ
ナ
リ
オ
な
ど
も
紡
が
れ
る
エ
ク
リ
チ
ュ

l
ル
に
あ
た
る
だ
ろ
う
υ

そ

し
て
テ
ク
ス
ト
の
「
宛
て
先
」
(
モ
デ
ル
読
者
)
に
は
子
ど
も
が
想
像

さ
れ
て
い
る
の
だ
。

ア
ニ
メ
版
「
ナ
ウ
シ
カ
」
で
は
、
物
語
世
界
の
主
要
な
場
所
を
駆
け

巡
り
、
登
場
人
物
ら
と
次
々
に
関
わ
っ
て
い
く
存
在
が
ナ
ウ
シ
カ
で
あ

り
、
私
た
ち
「
読
者
」
は
彼
女
の
軌
跡
を
た
ど
る
こ
と
で
物
語
内
容
を

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ナ
ウ
シ
カ
が
人
間
世
界
の
争
い
に
巻
き
こ

ま
れ
な
が
ら
も
、
「
よ
り
遠
く
」
を
ま
な
ざ
す
視
点
を
獲
得
し
て
い
く

物
語
は
「
モ
デ
ル
読
者
」
に
宛
て
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
言
、
つ
ま
で
も
な
く
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
織
り
込
ま
れ
た
識
り
糸

の
一
つ
で
あ
り
、
「
読
み
」
に
よ
っ
て
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
、
顕
在
化
さ
れ

る
物
語
で
あ
る
。
ア
ニ
メ
版
「
ナ
ウ
シ
カ
」
に
お
い
て
、
ナ
ウ
シ
カ
は

腐
海
(
植
物
の
世
界
)
や
玉
虫
師
(
虫
の
世
界
)
の
声
な
き
言
葉
に
耳
を

澄
ま
せ
、
彼
女
自
身
が
人
間
世
界
と
の
対
話
の
回
路
と
な
る
。
と
同
時

に
、
憎
し
み
を
加
速
さ
せ
て
破
滅
を
招
き
つ
つ
あ
る
人
間
世
界
の
戦
い

に
身
を
投
じ
、
決
定
的
な
衝
突
を
回
避
す
る
唯
一
の
回
路
と
し
て
行
動

す
る
。
ナ
ウ
シ
カ
と
い
う
表
象
は
轄
鞍
す
る
言
説
の
場
で
も
あ
る
の

だ。

Q
d
 

唱

E
A

唱

E
A

さ
て
最
後
と
な
っ
た
が
、
テ
ク
ス
ト
の
宛
て
先
と
し
て
宮
崎
駿
が
想

像
す
る
「
子
ど
も
」
に
つ
い
て
少
し
だ
け
言
及
し
て
ま
と
め
に
か
え
た

い
。
「
子
ど
も
」
と
は
も
ち
ろ
ん
現
実
の
子
ど
も
た
ち
で
、
彼
ら
を
励

ま
す
こ
と
が
目
ざ
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
「
宛
て
先
」
に
は
か
つ
て
子

ど
も
で
あ
っ
た
自
分
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
と
し

て
の
宮
崎
駿
に
と
っ
て
四
歳
頃
に
体
験
し
た
戦
争
と
敗
戦
、
敗
戦
後
の



ゆ

生
活
は
繰
り
返
し
立
ち
戻
る
地
点
で
あ
る
。
堀
田
善
衡
と
司
馬
遼
太
郎

と
の
鼎
談
で
戦
争
・
敗
戦
体
験
に
言
及
し
、
「
八
月
十
五
日
で
ほ
ん
と

に
自
分
た
ち
の
前
で
全
部
プ
ツ
ン
と
切
れ
た
と
い
う
感
じ
」
、
「
歴
史
感

覚
の
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
l
ル
」
に
捕
ら
わ
れ
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
敗

戦
を
自
ら
の
生
に
お
け
る
決
定
的
な
亀
裂
と
し
て
捉
え
る
認
識
は
、
四

歳
時
の
記
憶
を
抱
き
続
け
、
長
じ
て
か
ら
自
問
自
答
の
格
闘
の
末
に
獲

得
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
子
ど
も
の
時
に
否
応
な
く
抱
え
込
ん
だ
、
言

語
化
で
き
な
い
「
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
1
ル
」
の
よ
う
な
体
験
、
そ
の
意
味
と

は
何
だ
っ
た
の
か
を
「
読
む
」
試
み
が
、
世
界
の
美
し
さ
を
提
示
す
る

こ
と
で
子
ど
も
を
励
ま
す
物
語
を
紡
ぎ
出
す
の
か
も
し
れ
な
い
。

図
1
王
盆

図
2
メ
|
ヴ
ェ
と
ナ
ウ
シ
カ

図
l
、
2
と
も
引
用

は
、
宮
崎
駿
『
講

談
社
ア
ニ
メ
コ
ミ

ッ
ク
ス
風
の
谷

の
ナ
ウ
シ
カ
①
』

(
一
九
八
四
年
、

講
談
社
)

-120 -

図

3
絵

コ

ン

テ

(
宮
崎
駿
『
風
の
谷

の
ナ
ウ
シ
カ
絵
コ

ン
テ

l
』
一
九
八

四
年
、
徳
間
書
庖
)

①
巴
宮
二
馬
力
-

C
E
 



注①
宮
崎
駿
「
ナ
ウ
シ
カ
の
こ
と
」
(
宮
崎
駿
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
l
』
二

O

O
八
年
、
徳
間
書
庖
)
o

マ
ン
ガ
版
「
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
」
は
『
ア
ニ
メ

l
ジ
ユ
』
一
九
八
二
年
二
月
号
か
ら
一
九
九
四
年
三
月
号
ま
で
連
載
さ
れ

た
が
途
中
で
何
度
か
の
中
断
と
映
画
版
の
制
作
・
劇
場
公
開
が
あ
っ
た
。

跡
上
史
郎
「
虫
愛
ず
る
ナ
ウ
シ
カ
」
(
米
村
み
ゆ
き
編
「
ジ
ブ
リ
の
森
へ

-
口
問
畑
勲
・
宮
崎
駿
を
読
む
[
増
補
版
己
三

O
O
八
年
四
月
、
森
話
社
)

に
よ
る
と
最
初
の
単
行
本
は
一
九
八
二
年
で
翌
年
に
新
装
版
も
刊
行
さ
れ

た
が
現
在
入
手
困
難
で
あ
る
た
め
、
本
稿
に
お
け
る
マ
ン
ガ
版
か
ら
の
引

用
は
ア
ニ
メ
l
ジ
ユ
コ
ミ
ッ
ク
ス
ワ
イ
ド
判
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
全

七
巻
(
二

O
O八
年
、
徳
間
書
庖
)
に
拠
る
つ

②
バ
ー
ナ
ー
ド
・
エ
ヴ
ス
リ
ン
、
小
林
稔
訳
『
ギ
リ
シ
ア
神
話
物
語
事
典
』

(二

O
O
五
年
、
原
書
房
)
。
本
書
は
宮
崎
駿
が
読
ん
だ
『
ギ
リ
シ
ア
神
話

小
事
』
(
一
九
七
九
年
、
社
会
思
想
社
)
を
組
み
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

③
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
公
式
サ
イ
ト
の
「
会
社
情
報
」
と
「
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ

の
歴
史
」
を
参
考
に
し
て
ご
く
簡
単
に
概
略
を
記
す
。
一
九
八
五
年
六
月

に
株
式
会
社
徳
間
書
庖
の
子
会
社
と
し
て
設
立
、
目
的
は
高
畑
勲
と
宮
崎

駿
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
制
作
。
設
立
の
背
景
に
は
『
風
の
谷
の
ナ
ウ

シ
カ
』
の
「
内
容
的
興
行
的
成
功
」
が
あ
っ
た
。
「
ジ
ブ
リ
」
と
は
「
サ
ハ

ラ
砂
漠
に
吹
く
熱
風
」
を
意
味
す
る
。
一
九
九
六
年
に
デ
ィ
ズ
ニ
ー
と
の

提
携
を
決
定
し
、
同
年
一

O
月
に
『
も
の
の
け
姫
』
が
全
米
の
劇
場
で
封

切
り
と
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
今
で
も
ジ
ブ
リ
作
品
が

認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
一
九
九
七
年
六
月
に
徳
間
書
庖
と
合
併
す
る

も
二

O
O
五
年
四
月
に
は
独
立
し
、
株
式
会
社
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
と
し
て

再
ス
タ
ー
ト
。
二

O
O
一
年
一

O
月
に
三
鷹
の
森
ジ
ブ
リ
美
術
館
開
館
、

設
計
は
宮
崎
駿
で
「
空
間
そ
の
物
を
楽
し
み
体
験
す
る
こ
と
で
心
が
豊
か

に
な
る
、
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
建
物
」
c

④
「
ジ
ブ
リ
創
作
の
秘
密
1
宮
崎
駿
と
新
人
監
督
葛
藤
の
四
O
O日
1
」

(
N
H
K総
合
、
二

O
一
O
年
八
月
一

O
B放
送
)

⑤
「
借
り
暮
ら
し
の
ア
リ
エ
ツ
テ
ィ

x
種
田
陽
平
展
」
(
於
東
京
都
現
代
美
術

館
、
二

O
一
O
年
七
月
一
七
日
1
一
O
月
三
日
)

⑥
米
村
み
ゆ
き
「
増
補
刊
行
に
あ
た
っ
て
」
(
米
村
み
ゆ
き
編
『
ジ
ブ
リ
の
森

へ
ー
上
口
同
畑
勲
・
宮
崎
駿
を
読
む
[
増
補
版
]
』
二

O
O
八
年
、
森
話
社
)

⑦
「
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
」
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
マ
ン
ガ
が
存
在
す
る
。

便
宜
上
本
稿
で
は
そ
れ
ぞ
れ
を
、
ア
ニ
メ
版
「
ナ
ウ
シ
カ
」
、
マ
ン
ガ
版

「
ナ
ウ
シ
カ
」
と
し
て
区
別
す
る
。

⑧
米
村
み
ゆ
き
編
『
ジ
ブ
リ
の
森
へ
|
上
高
畑
勲
・
宮
崎
駿
を
読
む
[
増
補

版
]
』
(
二

O
O八
年
、
森
話
社
)

⑨
「
用
語
解
説
」
(
宮
崎
駿
『
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
絵
コ
ン
テ
全
集
l

風
の
谷

の
ナ
ウ
シ
カ
』
二

O
O
一
年
、
徳
間
書
庖
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
事
業
本
部
)

⑩
高
畑
勲
「
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
よ
り
」
(
宮
崎
駿
『
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
絵
コ
ン

テ
全
集
l

風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
二

O
O
一
年
、
徳
間
書
庖
ス
タ
ジ
オ

ジ
ブ
リ
事
業
本
部
)

⑬
D
V
D
「
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
」
に
収
録
さ
れ
た
オ
ー
デ
ィ
オ
コ
メ
ン
タ

リ
ー
の
解
説
。
片
山
一
良
は
演
出
助
手
、
庵
野
秀
明
は
原
画
担
当
で
巨
神

兵
の
誕
生
と
崩
壊
の
場
面
を
作
成
し
た
c

⑫
内
田
樹
「
身
体
」
(
『
ブ
ル
ー
タ
ス
』
二

O
一
O
年
八
月
一
日
号
)

⑬
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
、
花
輪
光
訳
「
作
者
の
死
」
(
『
物
語
の
構
造
分
析
』

唱

E
A

円

L
'
E
A
 



九
九
九
年
、
み
す
ず
童
旦
房
)
初
版
は
一
九
七
九
年
。

⑬
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ

1
コ
、
篠
原
資
明
訳
『
物
語
に
お
け
る
読
者
』
(
一
九
九

三
年
、
青
土
社
)

⑮
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ

l
コ
、
篠
原
資
明
・
和
田
忠
彦
訳
『
聞
か
れ
た
作
品

(
新
版
)
』
(
一
九
九
七
年
、
青
土
社
)

⑮
宮
崎
駿
『
出
発
点
忌
叶
一
也
l
H憲
』
(
一
九
九
六
年
、
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
)

⑫
宮
崎
駿
「
原
作
を
知
ら
な
い
人
で
も
楽
し
め
る
映
画
を
:
・
」
(
「
「
風
の
谷
の

ナ
ウ
シ
カ
」
劇
場
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
、
所
収
は
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
責
任
編
集

『
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
作
品
関
連
資
料
集
I
』
一
九
九
七
年
、
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ

⑬
「
キ
ネ
マ
旬
報
』
(
一
九
九
五
年
七
月
十
六
日
号
)
に
掲
載
さ
れ
た
「
宮
崎

駿
講
演
採
録
」
(
一
九
八
八
年
年
五
月
二
十
二
日
、
於
名
古
屋
市
今
池
ホ
ー

ル
)
に
は
、
一
九
四
五
年
七
月
の
空
襲
で
共
に
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
親
子
の
こ
と
な
ど
、
四
歳
の
宮
崎
駿
に
深
く
刻
ま
れ
た
記
憶
が
語
ら

れ
て
い
る
。

⑬
堀
田
善
衛
、
司
馬
遼
太
郎
、
宮
崎
駿
「
時
代
の
風
音
』
(
一
九
九
二
年
、
ユ
l
・

ピ
1

・ュ
l
)
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