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佐
藤
春
夫
「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
補
論

│
文
壇
的
背
景
と
賤
民
文
学
の
試
み
│

河　

田　

和　

子

　
　

一　

は
じ
め
に

　
「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」（「
改
造
」
昭
四・一
）一
は
、発
表
当
時
、

芥
川
龍
之
介
の「
河
童
」（「
改
造
」昭
二・二
）と
の
類
似
点
か
ら
、

川
端
康
成
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
た
。

「
河
童
」
に
似
て
、「
河
童
」
程
に
周
到
で
な
く
、「
河
童
」

よ
り
も
大
胆
に
仮
想
社
会
を
書
い
て
ゐ
る
。
大
胆
を
の
ん

気
に
と
云
ひ
直
し
て
も
い
い
。
何
故
な
ら
「
河
童
」
に
は
、

機
知
と
皮
肉
の
う
ち
に
も
、
芥
川
の
切
迫
し
た
気
持
が
伺

へ
た
が
、（
略
）
現
代
の
社
会
に
ま
た
現
代
或
る
人
々
が
空

想
す
る
未
来
の
社
会
に
も
冷
い
皮
肉
を
浴
せ
て
怒
つ
て
ゐ

る
か
に
見
え
る
佐
藤
氏
は
、
そ
の
鋭
さ
が
常
識
的
で
あ
り
、

常
識
的
の
ま
ま
に
詩
の
捕
虜
と
な
つ
た
早
さ
だ
（「
新
春
創

作
界
の
概
観
」、「
文
芸
春
秋
」
昭
四
・
二
）。

　

こ
の
作
品
評
を
受
け
た
形
で
、「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
を
「
河

童
」
の
「
の
ん
き
な
模
倣
」
二
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
だ
が
、
佐

藤
は
芥
川
の
没
後
、
合
評
会
「
佐
藤
春
夫
氏
と
の
思
想
、
芸
術

問
答
」（「
新
潮
」
昭
二
・
一
一
）
で
、
次
の
よ
う
に
「
河
童
」

を
評
し
て
い
た
。

芥
川
が
「
河
童
」
や
何
か
の
中
で
書
い
て
ゐ
る
社
会
に
対
す

る
憤
激
な
ど
は
、
熱
情
は
少
し
も
な
い
ね
。
社
会
批
評
は

あ
る
に
は
あ
つ
て
も
、
少
し
も
熱
情
が
そ
れ
に
伴
は
な
い

と
思
ふ
。（
略
）
芸
術
家
の
芸
術
的
苦
悶
の
方
を
描
く
あ
た

り
は
あ
れ
で
は
熱
情
が
あ
る
。僕
は
そ
れ
が
嫌
や
な
ん
だ（
以

下
略
）

　

佐
藤
は
こ
の
発
言
に
続
け
て
「「
河
童
」
に
及
ぶ
か
及
ば
ぬ
か

は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
兎
に
角
或
る
程
度
ま
で
そ
の
種
類

の
こ
と
も
書
け
さ
う
に
思
ふ
」
と
述
べ
て
も
い
た
。
実
際
、
そ

の
前
か
ら
佐
藤
は
ア
ン
チ
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
小
説
を
書
く
こ
と
を

考
え
て
い
た
の
だ
が
三
、「
熱
情
な
し
に
さ
う
い
ふ
仕
事
を
す
る
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の
は
嫌
」
だ
と
述
べ
、「
河
童
」
の
社
会
批
評
に
は
「
熱
情
」
が

見
ら
れ
な
い
と
難
じ
て
い
る
。
こ
の
約
一
年
後
に
佐
藤
は
「
の

ん
し
や
ら
ん
記
録
」
を
書
く
の
だ
が
、「
河
童
」
へ
の
批
判
的
意

味
も
込
め
て
同
誌
「
改
造
」
に
発
表
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
が
評
価
さ
れ
た
の
は
寧
ろ
戦
後
で
、

中
村
真
一
郎
は「
超
現
実
主
義
の
詩
の
よ
う
に
作
り
上
げ
た
」「
そ

の
詩
に
幻
惑
さ
れ
て
、
作
者
独
自
の
文
明
批
評
家
と
し
て
の
才

能
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
」（「『
日
本
文
学
全
集 

第
二
五 

佐

藤
春
夫
集
』
解
説
」
新
潮
社
、
昭
三
六
・
一
一
）
と
評
し
た
が
、

川
端
の
作
品
評
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
伊
藤
整
も
「『
日
本
の
文

学 

第
三
一 

佐
藤
春
夫
』
解
説
」（
中
央
公
論
社
、
昭
四
一
・
八
）

で
、「
佐
藤
春
夫
が
最
も
現
代
社
会
の
機
構
の
批
評
に
近
づ
い
た

も
の
」
と
し
て
「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
を
高
く
評
価
し
た
が
、

佐
藤
は
伊
藤
と
の
対
談
「
大
正
作
家
」（「
群
像
」
昭
三
九
・
六
）

で
、
当
時
の
「
文
壇
で
は
あ
あ
い
う
も
の
は
邪
道
扱
い
さ
れ
た
」

と
述
懐
し
て
い
る
。
当
初
こ
の
小
説
が
不
評
だ
っ
た
の
は
、
当

時
の
文
壇
状
況
も
関
係
し
て
い
よ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
河

童
」
と
の
関
連
や
昭
和
初
年
の
文
壇
状
況
も
踏
ま
え
、
文
明
批

評
的
な
小
説
と
し
て
「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
が
書
か
れ
た
こ

と
の
意
味
を
考
察
し
た
い
。

　
　
二　
「
河
童
」
批
判
と
心
境
小
説
の
流
行

　

ま
ず
佐
藤
が
芥
川
の
「
河
童
」
四
を
批
判
し
た
こ
と
の
意
味
か

ら
考
え
た
い
。「
河
童
」
は
、
あ
る
精
神
病
患
者
（
第
二
十
三
号
）

が
誰
に
で
も
語
る
話
と
し
て
、
河
童
の
国
に
行
っ
た
体
験
（
＝

狂
人
の
妄
想
）
を
記
し
た
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
作

中
で
語
ら
れ
る
河
童
の
風
俗
や
習
慣
を
通
し
て
、
人
間
社
会
の

批
判
、
戯
画
化
も
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
「
社
会
に

対
す
る
憤
激
」
は
あ
っ
て
も
「
熱
情
」
が
な
い
と
佐
藤
が
難
じ

た
の
は
、
何
を
問
題
に
し
て
の
こ
と
な
の
か
。

　

佐
藤
は
具
体
的
場
面
を
挙
げ
て
い
な
い
が
、
そ
の
一
例
と
し

て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
主
人
公
の
「
僕
」（
第
二
十
三
号
）
が
、

河
童
の
国
で
、
硝
子
会
社
社
長
ゲ
エ
ル
の
紹
介
に
よ
り
書
籍
製

造
会
社
の
工
場
を
見
学
す
る
所
で
あ
る
。
人
間
社
会
以
上
に
機

械
化
さ
れ
た
工
場
で
年
間
七
百
万
部
の
本
が
製
造
さ
れ
る
こ
と

に
「
僕
」
は
驚
嘆
す
る
が
、
機
械
化
の
裏
で
多
く
の
職
工
が
解

雇
さ
れ
、
解
雇
者
は
「
職
工
屠
殺
法
」
に
よ
り
食
肉
に
さ
れ
る

と
い
う
話
を
聞
い
て
、「
僕
」
は
「
不
快
」
を
感
じ
る
。
そ
の
「
僕
」

に
対
し
、
医
者
の
チ
ャ
ッ
ク
は
「
あ
な
た
の
国
で
も
第
四
階
級

の
娘
た
ち
は
売
笑
婦
に
な
つ
て
ゐ
る
」
の
に
「
職
工
の
肉
を
食
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ふ
こ
と
な
ど
に
憤
慨
し
た
り
す
る
の
は
感
傷
主
義
」
だ
と
揶
揄

す
る
。
大
量
の
書
籍
が
製
造
さ
れ
る
あ
た
り
、
当
時
の
出
版
界

の
〈
円
本
ブ
ー
ム
〉
が
意
識
さ
れ
て
い
よ
う
し
、
労
働
者
や
下

層
の
者
が
過
酷
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
そ
の
社
会
的
矛
盾
を

風
刺
し
て
お
り
、
芥
川
の
痛
烈
な
皮
肉
、
社
会
批
判
も
見
て
取

れ
る
。
だ
が
、「
感
傷
主
義
」
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

社
会
的
矛
盾
を
見
て
そ
の
事
象
に
対
し
冷
笑
し
て
も
問
題
に
深

入
り
す
る
こ
と
は
な
い
。「
根
本
的
に
諸
悪
の
根
源
を
追
求
し
よ

う
と
は
し
て
」
お
ら
ず
、「
解
決
方
法
を
求
め
る
の
は
問
題
が
煩

雑
に
な
り
す
ぎ
て
不
可
能
」（
久
保
志
乃
ぶ
「
芥
川
龍
之
介
『
河

童
』」、宮
坂
覚
編『
河
童・歯
車　

晩
年
の
作
品
世
界
』翰
林
書
房
、

平
一
一・一
二
）
だ
と
し
て
も
、
佐
藤
の
場
合
、
次
の
よ
う
な
文

明
批
評
観
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
芥
川
の
社
会
批
評
に
熱
情
が

な
い
と
批
判
し
た
の
だ
ろ
う
。

一
つ
の
時
代
に
於
け
る
そ
の
社
会
の
最
も
重
大
な
病
的
現

象
を
先
づ
感
知
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
文
明
批

評
家
で
な
く
と
も
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
出
来
る
。（
略
）
た

だ
最
後
に
そ
の
結
果
に
対
応
し
て
こ
の
世
情
か
ら
、
尠
く

と
も
更
に
一
歩
を
高
め
る
で
あ
ら
う
と
こ
ろ
の
鉄
案
を
見

出
す
こ
と
、
或
は
見
出
さ
ん
と
す
る
熱
情
を
発
揮
す
る
と

こ
ろ
に
自
か
ら
文
明
批
評
は
生
ず
る
の
で
あ
る
（「
文
芸
時

評
」、「
中
央
公
論
」
昭
二・四
〜
九
）。

　

社
会
の
病
的
現
象
を
認
識
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
問
題
に

対
し
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
「
熱
情
」
が
な
く
て
は
文
明
批
評
、

社
会
批
評
た
り
得
な
い
。
そ
う
し
た
考
え
か
ら
、
佐
藤
は
当
時

台
頭
し
て
い
た
無
産
階
級
文
学
の
存
在
意
義
も
認
め
て
い
た
の

だ
が
、
そ
の
彼
が
特
に
問
題
に
し
た
の
は
、
文
壇
で
心
境
小
説

が
隆
盛
し
て
い
た
状
況
で
あ
る
。　

　

佐
藤
は
心
境
小
説
を
否
定
し
て
い
な
い
が
、「
日
常
生
活
的
心

理
の
陰
影
」
を
描
く
「
散
文
詩
」
的
な
「
心
境
小
説
」
を
「
甚

だ
変
態
的
な
も
の
」
と
見
て
、
そ
の
隆
盛
は
「
青
年
作
家
の
止

む
を
得
ざ
る
多
産
と
生
活
的
狭
溢
」
に
よ
る
も
の
で
、「
無
意

識
の
偸
安
か
ら
来
る
早
老
」
と
「
ま
だ
摩
滅
し
つ
く
さ
ず
に
残

つ
て
ゐ
る
才
能
と
の
奇
妙
な
混
血
」
に
起
因
す
る
と
認
識
し
て

い
た
（「
文
芸
時
評
」
前
出
）。
昭
和
初
年
代
の
〈
円
本
ブ
ー
ム
〉

の
到
来
で
、「
文
壇
的
生
活
は
、
今
よ
り
も
も
つ
と
複
雑
で
、
も

つ
と
社
会
の
影
響
に
反
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
」
だ
け

に
「
文
壇
の
社
会
化
」
も
考
え
る
べ
き
で
、「
心
境
文
学
の
早
老

者
と
早
変
り
し
つ
ゝ
あ
る
」
動
向
を
望
ま
し
く
な
い
も
の
と
見

て
い
た
（「
文
芸
時
評
」
前
出
）。
だ
が
、芥
川
の
方
は
こ
の
時
期
、
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「

気
楼
」（「
婦
人
公
論
」
昭
二・
三
）
や
「
歯
車
」（「
大
調
和
」

昭
二・六
）
と
い
っ
た
心
境
小
説
的
作
品
を
発
表
し
、
谷
崎
潤
一

郎
と
の
〈
小
説
の
筋
〉
論
争
五
で
も
、
私
小
説
や
心
境
小
説
を
肯

定
的
に
捉
え
、「
文
芸
的
な
、余
り
に
文
芸
的
な
」（「
改
造
」
昭
二・

四
〜
八
）
で
は
「「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
を
「
最
も
純

粋
な
小
説
」
と
し
て
い
た
。
佐
藤
は
、
芥
川
の
「
所
謂
筋
の
な

い
小
説
の
説
」（
＝
「「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」）
に
対
し

て
も
、「
余
り
に
早
老
的
な
浪
漫
主
義
の
一
面
で
は
な
か
ら
う
か
」

（｢

文
芸
時
評｣

前
出
）
と
難
じ
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
両
者
の
小

説
観
の
相
違
が
あ
る
。

　
「
河
童
」
は
心
境
小
説
と
は
異
な
る
が
、
芥
川
晩
年
の
心
境
は
、

詩
人
ト
ッ
ク
の
芸
術
家
と
し
て
の
苦
悩
と
自
殺
に
反
映
さ
れ
て

い
た
。
作
者
の
熱
情
は
、
社
会
批
評
よ
り
も
自
ら
の
心
境
を
河

童
ト
ッ
ク
に
投
影
す
る
心
境
小
説
的
方
向
六
に
向
け
ら
れ
て
い
た

だ
け
に
、
心
境
小
説
そ
の
も
の
の
隆
盛
を
問
題
視
し
た
佐
藤
は
、

「
河
童
」
に
対
し
て
も
批
判
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点

か
ら
見
る
な
ら
、「
河
童
」
の
社
会
批
評
の
視
点
を
批
判
的
に
継

承
す
る
形
で
書
か
れ
た
の
が
「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
だ
と
言

え
る
。

　
　
三　
『
ペ
ン
ギ
ン
の
島
』
の
影
響
と
〈
賤
民
〉
の
視
点

　

そ
こ
で
見
て
お
き
た
い
の
は
、
文
明
批
評
的
な
小
説
を
構
想

す
る
の
に
佐
藤
が
感
化
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
ア
ナ
ト
ー
ル
・

フ
ラ
ン
ス
の
『
ペ
ン
ギ
ン
の
島
』
と
の
関
連
で
あ
る
七
。『
ペ
ン

ギ
ン
の
島
』（
原
著L'ile des pingouins

一
九
〇
八
年
）
は
、
聖

僧
マ
エ
ー
ル
が
ペ
ン
ギ
ン
達
に
誤
っ
て
洗
礼
を
施
し
た
こ
と
が

も
と
で
、
人
間
に
変
え
ら
れ
た
ペ
ン
ギ
ン
人
の
歴
史
が
記
さ
れ

た
風
刺
小
説
で
あ
る
。
大
正
末
に
水
野
成
夫
訳
の
『
ペ
ン
ギ
ン

の
島
』（
春
陽
堂
、
大
一
三・九
）
も
出
版
さ
れ
て
い
た
。

　

佐
藤
自
身
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
著
作
に
つ
い
て
度
々

触
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
『
人
間
喜
劇
』
の
翻
訳
も
し
て
そ

の
一
部
を
「
大
調
和
」（
昭
二・一
〇
〜
昭
三・七
）
に
掲
載
し
て

い
た
。
芥
川
も
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
著
作
に
影
響
を

受
け
、「
続
文
芸
的
な
、余
り
に
文
芸
的
な
」（「
文
芸
春
秋
」
昭
二・

四
、七
）
で
は
「「
ペ
ン
グ
イ
ン
の
島
」
の
作
家
だ
つ
た
」
フ
ラ

ン
ス
に
つ
い
て
触
れ
て
い
た
か
ら
、
佐
藤
も
同
小
説
を
読
ん
で

い
た
だ
ろ
う
。
芥
川
の
「
河
童
」
も
『
ペ
ン
ギ
ン
の
島
』
の
影

響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
八
、
架
空
の
国
を
描
き
な
が
ら
人
間
社

会
を
風
刺
す
る
手
法
は
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
『
ガ
リ



－ 15 －

ヴ
ァ
ー
旅
行
記
』（
完
全
版
一
七
三
五
年
）
に
も
見
ら
れ
る
だ
け

に
、『
ペ
ン
ギ
ン
の
島
』
か
ら
ど
の
程
度
影
響
を
受
け
て
書
か
れ

た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
（
今
日
の
芥
川
研
究
で
も
そ
の
点
を

具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
）。
そ
の
点
、

「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
に
お
い
て
は
『
ペ
ン
ギ
ン
の
島
』
と
の

類
似
点
も
明
確
な
形
で
見
ら
れ
、
そ
の
影
響
も
大
き
い
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　
『
ペ
ン
ギ
ン
の
島
』
で
は
、
ペ
ン
ギ
ン
人
の
起
源
と
古
代
、
中

世
、
近
代
か
ら
未
来
へ
と
そ
の
国
の
歴
史
が
書
か
れ
、
歴
史
上

の
人
物
や
事
件
が
風
刺
さ
れ
て
い
る
。「
作
者
一
流
の
鋭
い
政
治

的
風
刺
を
目
指
し
た
文
明
批
評
」（
日
本
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス

文
学
会
編
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
事
典
』
白
水
社
、
昭
四
九・九　

執

筆
者
唄
脩
）
が
見
ら
れ
、
一
八
九
四
年
に
仏
蘭
西
で
起
き
た
ユ

ダ
ヤ
人
の
ス
パ
イ
冤
罪
事
件
（
＝
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
）
な
ど
当

代
の
出
来
事
も
戯
画
化
さ
れ
て
い
る
。「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」

で
も
、
数
千
年
後
の
未
来
を
舞
台
と
し
な
が
ら
、
執
筆
当
時
＝

一
九
二
〇
年
代
後
半
の
問
題
を
戯
画
化
し
て
描
い
て
い
る
が
、

「
地
下
三
百
メ
ー
ト
ル
」
の
下
層
社
会
と
「
ノ
ン
シ
ヤ
ラ
ン
市
」

の
高
層
建
築
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、『
ペ
ン
ギ
ン
の
島
』

第
八
篇
「
未
来
」
の
冒
頭
で
は
、
未
来
都
市
が
次
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
た
。

如
何
に
高
層
な
家
屋
も
人
々
を
満
足
さ
す
に
は
足
ら
な

か
つ
た
。

―
人
々
は
絶
え
ず
之
を
高
く
し
て
行
つ
た
。

―
か
く
て
遂
に
は
三
十
階
、
四
十
階
の
も
の
も
建
て
ら

れ
て
、
そ
こ
で
は
、
事
務
所
・
商
店
・
銀
行
支
店
・
会
社

の
事
務
所
等
が
各
階
を
占
領
し
て
ゐ
た
、

―
然
も
人
々

は
、
地
下
室
や
墜
道
を
作
る
た
め
に
、
絶
え
ず
よ
り
深
く

土
地
を
掘
り
下
げ
て
ゐ
た
（
春
陽
堂
版
、
前
出
）。

　

こ
の
巨
大
な
都
市
で
は
、
富
裕
階
級
と
労
働
者
、
貧
民
と
の

格
差
も
大
き
く
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
に
よ
る
「
ト
ラ
ス
ト
」
の
爆

破
を
発
端
に
工
場
労
働
者
に
よ
る
革
命
が
起
こ
り
、
市
街
は
破

壊
さ
れ
て「
文
明
か
ら
見
棄
て
ら
れ
て
し
ま
つ
た
」荒
野
と
化
す
。

だ
が
、
長
い
年
月
の
間
に
同
じ
よ
う
な
高
層
建
築
の
巨
大
都
市

が
再
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
小
説
結
末
、
先
の
引
用
と
全
く
同

じ
文
章
が
記
さ
れ
る
形
で
、
同
じ
光
景
の
都
市
が
出
現
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
未
来
に
わ
た
り
同
じ
歴
史
を
繰
り
返
す
ペ
ン
ギ

ン
人
の
愚
か
さ
も
暗
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
進
歩
史
観
と
は
異

な
る
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
ペ
シ
ミ
ス
チ
ッ
ク
な
歴
史
観
、

人
間
観
が
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
人
間
観
、
歴
史
観
は
「
の

ん
し
や
ら
ん
記
録
」
に
も
通
じ
る
も
の
で
、
科
学
文
明
と
資
本
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主
義
経
済
が
進
歩
し
た
未
来
に
お
い
て
、
社
会
的
格
差
は
拡
大

し
、
最
下
層
の
者
は
空
気
や
日
光
も
碌
に
享
受
出
来
な
い
状
況

が
描
か
れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
ペ
ン
ギ
ン
人
の
「
起
源
」（
第
一
篇
）
は
、
宗
教
的

事
情
で
鳥
が
人
間
に
変
身
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
一

方
、「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
で
は
、
主
人
公
の
少
年
（「
彼
」）

や
下
層
社
会
に
住
む
人
間
が
、
人
工
過
剰
を
調
整
す
る
社
会
政

策
と
し
て
植
物
変
形
手
術
を
施
さ
れ
、
少
年
は
薔
薇
に
変
え
ら

れ
る
。
宗
教
の
力
で
鳥
が
人
間
に
変
身
す
る
の
と
科
学
の
力
で

人
間
が
植
物
に
変
身
す
る
の
と
で
は
方
向
性
が
逆
だ
か
、
当
事

者
の
意
思
と
い
う
よ
り
、
外
的
な
力
（
＝
制
度
）
に
よ
っ
て
異

種
の
形
態
に
変
え
ら
れ
る
点
で
似
た
よ
う
な
変
身
の
モ
チ
ー
フ

が
あ
る
。
ま
た
、
ペ
ン
ギ
ン
国
で
は
資
本
主
義
と
近
代
科
学
が

発
達
し
た
結
果
、
貧
富
の
格
差
は
拡
大
し
、「
市
街
地
に
於
て
は

生
存
に
必
要
な
酸
素
が
欠
け
」
て
い
る
た
め
「
人
々
は
人
工
空

気
を
呼
吸
し
」、「
食
糧
ト
ラ
ス
ト
」
は
牛
肉
や
果
物
、
野
菜
等

を
奇
抜
な
化
学
的
合
成
で
人
工
的
に
製
造
し
て
い
る
。
都
市
で

働
く
イ
ン
テ
リ
の
女
電
信
技
師
は
「
文
明
の
中
で
一
番
苦
し
い

の
は
、太
陽
の
光
を
仰
げ
な
い
こ
と
だ
わ
」
と
語
る
所
な
ど
、「
の

ん
し
や
ら
ん
記
録
」
の
下
層
社
会
に
お
い
て
日
光
と
空
気
が
不

足
し
、
未
来
の
食
糧
と
し
て
「
食
用
瓦
斯
」
が
吸
わ
れ
て
い
る

状
況
と
近
似
す
る
。
こ
う
し
た
設
定
も
『
ペ
ン
ギ
ン
の
島
』
か

ら
着
想
を
得
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、『
ペ
ン
ギ
ン
の
島
』
で
は
、「
近
代
」
の
「
ペ
ン
ギ

ン
文
明
の
極
致
」（
第
七
篇
）
と
し
て
、「
文
明
の
進
歩
は
、
殺

人
的
な
工
業
や
、
唾
棄
す
べ
き
投
機
熱
や
、
醜
悪
な
驕
奢
に
よ

つ
て
表
明
さ
れ
」、
国
の
富
が
増
大
し
て
も
、「
文
化
も
、
芸
術

も
、何
一
つ
と
し
て
所
有
し
て
ゐ
な
」
い
状
況
が
描
か
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
、「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
で
は
、「
芸
術
の
極
致
」

と
し
て
「
模
擬
紙
幣
の
図
案
集
」
が
「
一
円
版
全
集
」
と
し
て

流
行
す
る
様
（
＝
〈
円
本
ブ
ー
ム
〉
の
戯
画
化
）
を
描
い
て
い
る
。

そ
う
し
た
点
か
ら
、
芸
術
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
文
明
批
評
を

な
そ
う
と
し
た
小
説
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
だ
が
、
前

述
し
た
よ
う
に
、
佐
藤
は
文
明
批
評
に
お
い
て
、
社
会
の
病
的

現
象
を
感
知
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
「
鉄
案
」
を

見
出
そ
う
と
す
る
「
熱
情
」
も
必
要
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
だ

け
に
、
そ
の
「
熱
情
」
は
、「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
に
お
い
て

ど
う
い
う
形
で
表
さ
れ
て
い
た
の
か
も
問
題
に
な
ろ
う
。

　

主
人
公
の
「
彼
」
は
薔
薇
に
な
っ
た
後
、「
官
感
派
の
芸
術
家

の
ギ
ア
ラ
リ
イ
」
に
飾
ら
れ
る
。
そ
こ
で
そ
の
店
の
主
人
＝
「
権
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威
の
あ
る
芸
術
家
」
が
、
後
輩
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
芸
術
論

を
語
る
の
を
聞
く
。

近
代
芸
術
の
上
で
吾
輩
の
や
つ
た
仕
事
と
い
ふ
と
、
こ
れ

は
諸
君
も
幸
に
認
め
て
く
れ
る
と
ほ
り
、
強
烈
な
肉
体
的

刺
激
の
創
造
だ
。（
略
）
死
ぬ
や
う
な
珍
ら
し
い
官
覚
に
打

た
れ
な
が
ら
、
そ
れ
で
ゐ
て
一
方
、
こ
れ
は
芸
術
の
作
用

だ
か
ら
決
し
て
本
当
に
死
ぬ
気
づ
か
ひ
は
な
い
と
い
ふ
安

心
は
ど
こ
ま
で
も
失
は
な
い
。（
略
）
要
す
る
に
吾
輩
は
色

彩
や
形
態
や
味
覚
の
芸
術
の
な
か
へ
文
学
的
要
素
を
取
入

れ
た
の
だ
。（
略
）
ど
う
だ
ら
う
、
一
つ
我
々
が
賤
民
に
な

つ
た
や
う
な
珍
ら
し
い
諸
官
感
を
一
時
に
人
々
に
味
は
せ

る
方
法
を
工
夫
し
て
見
る
気
は
な
い
か
ね
。

　

こ
の
芸
術
家
の
議
論
は
風
刺
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、

「
感
官
派
」
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
横
光
利
一
や
川
端
康
成
ら

「
新
感
覚
派
」
の
文
学
者
で
あ
る
。
薔
薇
と
化
し
た
「
彼
」
が
「
感

官
派
の
芸
術
家
」
の
店
に
置
か
れ
る
設
定
自
体
、
横
光
が
「
時

代
は
放
蕩
す
る
（
階
級
文
学
者
諸
卿
へ
）」（「
文
芸
春
秋
」
大

一
二・一
）
で
、
階
級
文
学
＝
左
翼
文
学
に
対
抗
す
る
形
で
新
感

覚
派
の
立
場
を
表
明
し
、「
新
ら
し
き
時
代
感
能
を
漂
出
さ
す
作

家
」
の
一
人
と
し
て
佐
藤
を
挙
げ
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
皮
肉
、

戯
画
化
と
見
ら
れ
る
九
。
こ
の
場
面
で
、
薔
薇
た
る
「
彼
」
は
議

論
の
意
味
を
全
く
理
解
出
来
な
い
の
だ
が
、
芸
術
家
の
話
に
立

腹
す
る
の
は
、「
賤
民
に
な
つ
た
や
う
な
珍
ら
し
い
諸
官
感
」
を

上
流
階
級
に
味
わ
わ
せ
よ
う
と
す
る
好
奇
心
に
対
し
て
で
、「
彼
」

も
元
「
賤
民
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

留
意
し
た
い
の
は
、小
説
の
冒
頭
で
は
「
賤
民
文
学
の
先
駆
者
」

と
し
て
「
早
過
ぎ
た
埋
葬
」
の
作
者
（
エ
ド
ガ
ー・ア
ラ
ン・ポ
ー
）

や
、
臨
終
の
時
「
も
つ
と
光
を
！
」
と
叫
ん
だ
詩
人
（
ヨ
ハ
ン
・

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
フ
ォ
ン
・
ゲ
ー
テ
）
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

「
最
下
層
」
に
居
た
「
彼
」
＝
「
賤
民
」
の
視
点
か
ら
「
中
流
以

上
」
の
生
活
も
相
対
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
作
中
「
賤

民
」
の
語
は
四
カ
所
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
佐
藤
は
〈
賤
民
文

学
〉
と
し
て
こ
の
小
説
を
書
く
こ
と
を
試
み
た
の
で
は
な
い
か
。

元
々
〈
賤
民
〉
は
〈
良
民
〉
に
対
す
る
社
会
階
級
で
、
律
令
制

に
よ
り
設
け
ら
れ
た
が
、
喜
田
貞
吉
の
「
賤
民
概
説
」（『
日
本

風
俗
史
講
座
』
雄
山
閣
、
昭
三・一
〇
）
で
は
、
そ
の
歴
史
的
推

移
を
述
べ
な
が
ら
、
名
や
形
を
変
え
て
今
日
も
「
社
会
の
落
伍

者
は
存
在
し
、
引
続
き
発
生
し
つ
ゝ
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
た
。

佐
藤
が
社
会
的
落
伍
者
の
意
味
で
「
賤
民
」
の
語
を
用
い
た
の

も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
階
級
意
識
、
無
産
階
級
文
学
と
も
異
な
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る
視
点
か
ら
、
ま
た
新
感
覚
派
と
も
異
な
る
芸
術
派
の
立
場
か

ら
、
当
時
の
問
題
を
風
刺
的
す
る
文
明
批
評
小
説
を
書
こ
う
と

し
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

先
の
芸
術
家
の
議
論
も
、
新
感
覚
派
の
作
家
を
戯
画
化
す
る

一
方
で
、
こ
の
小
説
が
未
来
の
「
賤
民
」
の
問
題
（
当
時
の
社

会
的
格
差
も
反
映
）
を
描
く
〈
賤
民
文
学
〉
で
あ
る
こ
と
を
ほ

の
め
か
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
文
学
の
試
み
に
、「
も

つ
と
時
代
の
問
題
を
発
見
し
、
も
つ
と
時
代
の
問
題
に
答
案
を

与
へ
、
も
つ
と
時
代
に
詰
問
し
質
問
を
し
か
け
る
べ
き
点
が
含

ま
れ
て
ゐ
て
も
よ
い
筈
」（「
文
芸
時
評
」
前
出
）
と
考
え
て
い

た
佐
藤
の
「
熱
情
」
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
賤
民
」
と
い
う
視
点
か
ら
文
明
批
評
的
な
小

説
に
挑
ん
だ
所
に
佐
藤
の
「
熱
情
」
も
う
か
が
え
る
の
だ
が
、

こ
の
小
説
で
は
、「
文
明
の
極
致
」（『
ペ
ン
ギ
ン
の
島
』）
で
は

な
く
「
芸
術
の
極
致
」
を
戯
画
化
す
る
方
向
を
取
っ
た
た
め
、

文
壇
批
評
的
な
も
の
に
シ
フ
ト
し
た
所
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ

の
小
説
の
文
明
批
評
性
が
当
時
の
作
家
か
ら
評
価
、
理
解
さ
れ

に
く
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
の
ん
し
や
ら
ん

記
録
」
は
、
心
境
小
説
流
行
の
問
題
を
見
据
え
、
新
感
覚
派
と

左
翼
文
学
の
対
立
に
よ
る
溝
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
、
芸
術
派

の
〈
賤
民
文
学
〉
の
可
能
性
を
示
す
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
点
で

斬
新
か
つ
冒
険
的
試
み
の
小
説
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

一　

佐
藤
の
著
作
は
『
定
本 

佐
藤
春
夫
全
集
』
全
三
六
巻
・

別
巻
二
巻
（
臨
川
書
店
、
平
一
〇
・
四
〜
一
三
・
九
）
を
参

照
（「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
は
第
七
巻
）、
引
用
も
同
全

集
に
よ
る
。

二　

中
沢
弥
「
塔
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
―
佐
藤
春
夫
「
の
ん
し
ゃ
ら

ん
記
録
」
の
未
来
都
市
―
」（「
湘
南
国
際
女
子
短
期
大
学

紀
要
」
平
一
〇
・
二
）
参
照
。

三　

拙
論
「
ア
ン
チ
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
文
明
批
評
―
佐
藤
春

夫
「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
論
―
」（「
尚
絅
語
文
」
平

一
三
・
三
）
で
は
、〈
円
本
ブ
ー
ム
〉
な
ど
一
九
二
〇
年
代

後
半
の
問
題
を
反
映
し
風
刺
し
た
ア
ン
チ
・
ユ
ー
ト
ピ
ア

小
説
と
し
て
「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
に
つ
い
て
論
じ
た
。

四　

芥
川
の
著
作
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
全
二
四
巻
（
岩
波

書
店
、
平
一
九
・
一
〜
平
二
〇
・
一
二
）
を
参
照
（「
河
童
」

は
第
一
四
巻
）。

五　
〈
小
説
の
筋
〉
が
持
つ
芸
術
的
価
値
を
め
ぐ
っ
て
谷
崎
と

芥
川
の
間
で
な
さ
れ
た
論
争
。
谷
崎
は
「
饒
舌
録
」（「
改
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造
」
昭
二
・
二
〜
一
二
）
で
小
説
の
「
筋
の
面
白
さ
」「
構

造
的
美
観
」
を
重
視
し
た
。
芥
川
が
「
新
潮
」
の
創
作
合

評
（
昭
二
・
二
）
で
谷
崎
に
疑
問
を
呈
し
た
の
が
発
端
で
、

連
載
中
の
「
饒
舌
録
」
で
谷
崎
は
反

し
、
そ
れ
に
答
え

る
形
で
芥
川
は
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
を
書

い
た
。

六　

登
尾
豊「「
河
童
」論
―
芥
川
最
晩
年
の
心
境
を
め
ぐ
っ
て
」

（「
国
文
学
」
平
四
・
二
）
で
も
、
芥
川
は
「
狂
人
の
妄
想

に
託
し
て
自
ら
の
心
境
を
語
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い

る
。

七　

浦
西
和
彦
「
佐
藤
春
夫
「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
の
こ
と
」

（「
定
本
佐
藤
春
夫
全
集 

第
一
八
巻 

月
報
三
三
」
臨
川
書

店
、
平
一
二
・
一
二
）
で
は
、『
ペ
ン
ギ
ン
の
島
』
な
ど
ア

ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
の
影
響
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
。

八　

大
島
真
木
「
芥
川
龍
之
介
の
創
作
と
ア
ナ
ト
ー
ル
＝
フ
ラ

ン
ス
」（
成
瀬
正
勝
編
『
大
正
文
学
の
比
較
文
学
的
研
究
』

明
治
書
院
、
昭
四
三
・
三
）
等
を
参
照
。

九　

佐
藤
と
横
光
の
間
に
は
文
学
的
確
執
も
生
じ
、
拙
論
「
慄

へ
る
薔
薇
」（「
横
光
利
一
研
究
」
平
一
四
・
三
）
で
は
、

横
光
が
「
慄
へ
る
薔
薇
」（「
新
小
説
」
大
正
一
四
・
一
）

を
書
い
た
段
階
で
、
両
者
の
文
学
的
認
識
、
立
場
の
相
違

も
顕
在
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。


