
人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
八
巻　

二
〇
一
五
年

メ
モ
リ
ー
を
用
い
て
読
み
解
く3

。
ポ
ス
ト
・
メ
モ
リ
ー
と
は
「
世
代
の
隔
た
り
に
よ
っ
て
記
憶
と
は

区
別
さ
れ
、
極
め
て
個
人
的
な
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
歴
史
と
は
区
別
さ
れ
る
」（
拙
訳
）
と
説
明
し
、

M
A

U
S

と
い
う
作
品
が
作
者
ス
ピ
ー
ゲ
ル
マ
ン
の
父
親
の
記
憶
と
、
直
接
の
体
験
者
で
は
な
い
作

者
自
身
の
ポ
ス
ト
・
メ
モ
リ
ー
に
よ
る
共
同
作
業
が
結
実
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
ず
る4

。
ポ
ス
ト
・

メ
モ
リ
ー
は
世
代
を
超
え
た
記
憶
の
継
承
と
い
う
問
題
を
前
景
化
す
る
。『
小
さ
い
お
う
ち
』
は
こ

の
ポ
ス
ト
・
メ
モ
リ
ー
を
描
い
た
作
品
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

清
水
美
知
子
は
、
作
品
に
お
い
て
丹
念
な
時
代
考
証
が
な
さ
れ
て
い
る
点
、
東
京
の
新
中
間
層
の

主
婦
を
中
心
と
し
た
家
庭
生
活
が
女
中
の
目
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
点
を
評
価
し
て
い
る5

。
ま

た
、
教
育
史
・
子
ど
も
史
・
家
族
史
の
観
点
か
ら
作
品
の
記
述
に
着
目
し
た
先
行
論
に
小
針
誠
「
小

説
『
小
さ
い
お
う
ち
』
に
み
る
教
育
・
家
族
・
子
ど
も
の
歴
史6

」
が
あ
る
。
昭
和
前
期
の
日
本
社
会

の
様
相
を
、
作
品
の
記
述
を
も
と
に
繙
い
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
作
品
そ
の
も
の
の
分
析
に

は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。
小
針
氏
は
平
井
家
が
「
い
わ
ゆ
る
「
近
代
家
族
」
と
い
わ
れ
る
東
京
郊
外

の
新
中
間
層
の
家
族
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
が
、
平
井
家
は
い
わ
ゆ
る
近
代
家
族
像
か
ら
は
逸
脱
し

て
い
る
。
平
井
氏
が
建
て
た
「
赤
い
屋
根
の
洋
館
」
は
、
戦
時
下
の
家
族
国
家
観
に
お
い
て
個
々
の

家
に
求
め
ら
れ
た
次
世
代
の
国
民
を
産
み
、
育
成
す
る
再
生
産
の
場
と
し
て
は
機
能
し
て
い
な
い
。

跡
取
り
息
子
、
恭
一
と
平
井
家
の
主
人
と
の
間
に
は
、
直
接
的
な
血
の
つ
な
が
り
は
な
く
、
恭
一
の

実
父
は
、
タ
キ
が
時
子
の
も
と
で
奉
公
を
始
め
て
す
ぐ
に
事
故
で
亡
く
な
る
。
旦
那
様
と
時
子
の
間

に
は
子
ど
も
が
で
き
ず
、
時
子
は
夫
の
会
社
の
部
下
で
あ
る
板
倉
正
治
と
の
不
倫
に
陥
る
。
つ
ま
り

「
赤
い
屋
根
の
洋
館
」
か
ら
は
近
代
家
族
の
規
範
と
さ
れ
る
「
夫
婦
間
の
絆
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
ラ

ブ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」（
愛
、
性
、
生
殖
の
三
位
一
体7

）
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
戦
時
下
と
い
う
設
定
に
お
い
て
、
生
殖
が
避
け
ら
れ
た
〈
家
〉
が
描
か
れ
た
点
に
つ
い

て
考
察
す
る
。
い
と
う
瞳
が
手
が
け
た
単
行
本
の
表
紙
絵
で
は
、
イ
タ
ク
ラ
の
残
し
た
紙
芝
居
風
の

は
じ
め
に

　

『
小
さ
い
お
う
ち
』
は
二
〇
〇
八
年
十
一
月
か
ら
二
〇
一
〇
年
一
月
に
か
け
て
『
別
冊
文
藝
春

秋
』（
二
七
八
〜
二
八
五
号
）
に
掲
載
さ
れ
、
第
一
四
三
回
直
木
賞
を
受
賞
し
た
。
作
品
は
大
き
く

分
け
て
二
つ
の
部
分
か
ら
な
り
、
第
一
章
か
ら
第
七
章
ま
で
は
、
山
形
出
身
の
布
宮
タ
キ
が
女
中

と
し
て
東
京
の
平
井
家
で
働
い
て
い
た
当
時
を
回
想
し
て
書
い
た
「
「
心
覚
え
の
記
」
」
に
よ
り
、

一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
戦
中
の
小
市
民
の
生
活
の
様
子
が
う
か
が
え
る
構
造
に
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
に
作
品
開
始
時
の
「
い
ま
」、
つ
ま
り
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
、
晩
年
を
迎
え
た
タ
キ

と
親
類
の
健
史
の
や
り
と
り
が
挟
み
込
ま
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
前
半
部
分
で
は
特
に
大
学
生
の

健
史
（
タ
キ
の
妹
の
息
子
の
次
男
）
が
「
「
心
覚
え
の
記
」
」
の
記
述
を
非
難
す
る
場
面
が
描
か
れ

て
い
る
。「
最
終
章
」
で
は
タ
キ
の
死
後
四
年
を
経
て
、
健
史
の
物
語
が
進
行
し
て
い
く
。
健
史
が

「
「
心
覚
え
の
記
」
」
に
は
描
か
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
そ
の
後
の
タ
キ
の
人
生
の
痕
跡
を
追
う
。
親

類
か
ら
話
を
聞
き
、
国
会
図
書
館
で
記
事
を
調
べ
、
イ
タ
ク
ラ
シ
ョ
ー
ジ
記
念
館
を
訪
れ
、
恭
一
に

会
い
に
自
ら
石
川
県
に
足
を
運
ぶ
。

成
田
龍
一
は
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
戦
争
の
歴
史
を
扱
う
概
念
と
し
て
、「
記
憶
」
が

影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る1

。
戦
後
と
い
う
時
期
を
想
定
す
る
場
合
、
一
九
五
〇
年

代
を
中
心
と
す
る
「
体
験
」
の
時
代
、
七
〇
年
代
の
「
証
言
」
の
時
代
を
経
て
、
九
〇
年
代
に
「
記

憶
」
の
時
代
が
始
ま
っ
た
と
い
う
。『
小
さ
い
お
う
ち
』
と
同
時
期
に
、
零
戦
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
乗
り

で
あ
っ
た
祖
父
の
人
生
の
軌
跡
を
孫
が
追
う
と
い
う
枠
組
み
の
百
田
尚
樹
『
永
遠
の
０
』（
太
田
出

版
、
二
〇
〇
六
）、
満
州
開
拓
移
民
と
し
て
海
を
渡
っ
た
祖
父
と
、
新
京
の
カ
フ
ェ
で
働
い
て
い
た

祖
母
の
人
生
を
孫
が
た
ど
る
角
田
光
代
『
ツ
リ
ー
ハ
ウ
ス
』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
〇
）
が
発
表
さ
れ

て
い
る
。
作
者
は
『
小
さ
い
お
う
ち
』
を
「
祖
母
か
ら
話
を
聞
い
た
り
、
当
時
の
資
料
を
読
ん
で2

」

執
筆
し
た
と
述
べ
て
い
る
。「
体
験
」、「
証
言
」、「
記
憶
」
の
時
代
を
経
て
、
直
接
語
ら
れ
る
こ
と
の

な
い
祖
父
母
の
戦
時
中
の
〈
秘
密
〉
を
、
孫
に
あ
た
る
世
代
が
探
り
出
す
と
い
う
設
定
が
登
場
し

て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
年
「
戦
争
」
を
描
く
枠
組
み
が
変
化
し
て
き
て
い
る
。
マ
リ
ア
ン
ヌ
・

ハ
ー
シ
ュ
は
、
両
親
が
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
体
験
し
た
ス
ピ
ー
ゲ
ル
マ
ン
に
よ
るM

A
U

S

を
ポ
ス
ト
・

中
島
京
子
『
小
さ
い
お
う
ち
』
に
お
け
る
〈
家
〉
：

忌
避
さ
れ
る
生
殖
、
物
語
の
増
殖
と
連
結

山＊
田
（
野
呂
）　

順
子

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
ポ
ス
ト
・
メ
モ
リ
ー
、
避
け
ら
れ
る
生
殖
、
物
語
の
増
殖
と
連
結
、
国
家
の
正
史
、
女
同
士
の
絆

＊
平
成
二
三
年
度
生　

比
較
社
会
文
化
学
専
攻

８－１



山
田　

中
島
京
子
『
小
さ
い
お
う
ち
』
に
お
け
る
〈
家
〉

作
品
が
再
現
さ
れ
て
い
る
。
イ
タ
ク
ラ
の
作
中
絵
「
『
小
さ
い
お
う
ち
』
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
点

を
考
慮
し
、〈
家
〉
の
分
析
を
行
う
上
で
は
、
特
に
「
最
終
章
」
の
記
述
に
目
を
向
け
る
。
奥
さ
ま

と
恋
仲
に
な
り
な
が
ら
、
召
集
さ
れ
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
出
征
し
、
戦
後
、
紙
芝
居
作
家
、
つ

い
で
漫
画
家
と
な
っ
た
イ
タ
ク
ラ
作
品
の
〈
家
〉
に
は
、
戦
時
下
の
外
地
体
験
者
と
し
て
の
視
線
が

反
映
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
戦
時
下
の
内
地
の
人
々
の
感
覚
を
体
現
す
る
タ
キ
と
、
現
代
に
生
き
る

健
史
と
の
歴
史
認
識
の
ず
れ
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
個
人
の
人
生
と
国
家
の
正
史8

が
「
赤
い
屋
根
の

洋
館
」
と
し
て
描
か
れ
た
〈
家
〉
と
ど
の
よ
う
に
切
り
結
ぶ
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

１
、〈
近
代
家
族
〉
規
範
か
ら
の
逸
脱―

忌
避
さ
れ
る
生
殖

第
一
章
か
ら
第
七
章
ま
で
は
「
「
心
覚
え
の
記
」
」
を
中
心
と
し
て
、
当
時
の
「
赤
い
屋
根
の
洋
館
」

の
様
子
が
タ
キ
の
視
点
を
通
し
て
回
想
さ
れ
る
。
時
子
と
旦
那
様
の
間
に
子
ど
も
が
で
き
な
い
理
由

は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。「
旦
那
様
か
ら
は
、
男
の
人
の
匂
い
が
し
な
か
っ
た
。
あ
あ
、
そ
う

い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
と
、
わ
た
し
は
あ
の
と
き
に
初
め
て
気
づ
い
た
。
／
奥
様
が
再
婚
し
て
か
ら

赤
ち
ゃ
ん
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
の
に
は
、
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
と
」、「
お
そ
ら
く
、
ほ
か
の
女
の
こ

と
も
、
そ
ん
な
ふ
う
に
ご
ら
ん
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
の
だ
」（
五
八
頁
）、「
若
い
奥
様
を
自
慢

に
し
て
お
ら
れ
た
。
／
た
だ
、
そ
う
い
う
こ
と
が
、
な
か
っ
た
だ
け
だ
」（
五
九
頁
）
と
あ
り
、
二
人

の
間
に
性
的
な
関
係
は
な
く
、
そ
の
原
因
は
旦
那
様
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
旦
那
様
は
「
赤
い
屋
根
の

洋
館
」
を
建
て
、
美
人
で
自
分
よ
り
も
若
い
妻
、
跡
取
り
の
息
子
、
機
転
の
利
く
女
中
の
タ
キ
と
い

う
家
族
を
抱
え
、
一
見
、
理
想
的
な
家
庭
を
築
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
家
か
ら

は
血
縁
に
よ
る
生
殖
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
旦
那
様
は
時
子
と
板
倉
の
仲
に
半
ば
感
づ
き
な

が
ら
黙
認
し
て
い
る
が9

、
タ
キ
の
介
入
な
ど
も
あ
り
、
時
子
が
板
倉
の
子
を
身
ご
も
る
こ
と
は
な
い
。

「
赤
い
屋
根
の
洋
館
」
を
め
ぐ
る
人
々
の
間
に
は
、
家
族
の
枠
を
超
え
た
奇
妙
な
関
係
が
存
在
す

る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
時
子
、
タ
キ
、
板
倉
の
三
角
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。
時
子
に
対
す
る
タ
キ

の
特
別
な
感
情
は
エ
ロ
ス
を
感
じ
さ
せ
る
身
体
の
接
触
を
伴
っ
て
描
写
さ
れ
る
。
小
児
麻
痺
の
後
遺

症
が
残
っ
た
恭
一
の
た
め
に
タ
キ
が
マ
ッ
サ
ー
ジ
す
る
場
面
で
、「
足
袋
を
脱
ぎ
、
着
物
の
裾
を
捲

ら
れ
て
、
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
み
て
ち
ょ
う
だ
い
と
い
う
の
だ
。
わ
た
し
は
、
奥
様
の
乳
白
色
の
肌

の
奥
に
青
い
血
管
の
浮
か
ぶ
細
い
き
れ
い
な
お
み
足
を
膝
に
の
せ
て
、
こ
う
で
す
よ
、
こ
う
で
す
よ
、

と
実
演
し
て
差
し
上
げ
た
」、「
「
タ
キ
ち
ゃ
ん
の
手
、
わ
た
し
の
よ
り
、
あ
っ
た
か
い
ん
だ
わ
」
／
ね
、

と
言
っ
て
、
奥
様
は
、
私
の
手
に
お
手
を
重
ね
た
。
ひ
ん
や
り
し
た
感
触
を
、
不
思
議
な
こ
と
に
い

ま
で
も
と
き
ど
き
思
い
出
す
」（
四
五
頁
）
と
、
タ
キ
は
書
き
残
し
て
い
る
。
こ
の
時
「
一
心
同
体
」

（
四
八
頁
）
と
ま
で
タ
キ
が
感
じ
た
女
性
二
人
の
擬
似
的
恋
愛
関
係
は
、
板
倉
の
出
現
に
よ
っ
て
次

第
に
消
え
て
い
く
。
そ
れ
は
板
倉
の
結
婚
の
話
が
持
ち
上
が
っ
た
際
に
、
時
子
が
「
早
い
、
早
い
」

（
一
五
七
頁
）
と
い
い
な
が
ら
、「
わ
た
し
も
、
ま
だ
お
嫁
に
い
き
た
く
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
う
タ
キ

に
対
し
て
は
、「
だ
め
よ
、
タ
キ
ち
ゃ
ん
。
片
づ
か
な
く
っ
ち
ゃ
。
あ
な
た
、
ち
っ
と
も
早
か
な
い
わ
」

（
一
六
一
頁
）
と
言
う
態
度
の
違
い
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
は
ま
た
、「
大
東
亜
建
設
」

を
推
し
進
め
る
「
神
州
日
本
」
の
「
殖
産
」
の
た
め
の
国
策
が
話
題
と
な
り
、
社
長
の
言
説
を
通
じ

て
出
産
に
適
し
た
女
性
の
身
体
や
年
齢
が
提
示
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
「
医
学
的
に
も
、
二
十
か
ら

二
十
四
ま
で
の
女
が
出
産
に
は
い
ち
ば
ん
い
い
」（
一
五
七
頁
）、「
お
上
が
、
多
産
型
の
ど
っ
し
り
し

た
お
尻
の
子
を
美
人
と
決
め
る
こ
と
に
し
た
ら
し
い
」（
一
六
〇
頁
）
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
基
準
に

照
ら
し
た
時
、
時
子
は
三
十
二
歳
、
柳
腰
で
あ
る
た
め
「
旧
美
人
」
と
さ
れ
、
出
産
に
適
す
る
身
体

か
ら
は
外
れ
る
こ
と
に
な
る
。　
　

板
倉
と
時
子
は
与
謝
野
晶
子
の
歌
集
や
、
美
術
雑
誌
『
み
づ
ゑ
』、
映
画
の
話
を
通
じ
て
心
を
通

わ
せ
る
。
対
照
的
に
旦
那
様
は
仕
事
第
一
で
、
戦
局
や
経
済
の
話
に
し
か
興
味
が
な
い
。
会
社
か
ら

回
さ
れ
た
板
倉
へ
の
縁
談
を
旦
那
様
が
時
子
に
任
せ
、
そ
の
見
合
い
騒
動
を
き
っ
か
け
に
二
人
は
関

係
を
持
つ
に
至
る
。
板
倉
が
丙
種
で
あ
り
な
が
ら
一
九
四
三
年
の
秋
に
召
集
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、

時
子
が
会
い
に
行
こ
う
と
す
る
が
、「
聖
戦
に
向
か
う
兵
士
の
決
意
を
鈍
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
す

れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
非
国
民
だ
と
後
ろ
指
を
さ
さ
れ
る
と
こ
ろ
へ
も
っ
て
き
て
、
奥
様
に
は
ご
家

庭
が
あ
る
」（
二
二
九
頁
）
と
、
タ
キ
は
時
子
を
家
に
留
め
手
紙
を
書
く
よ
う
勧
め
る
。
そ
の
手
紙
が

投
函
さ
れ
ず
に
い
た
こ
と
は
、
タ
キ
が
亡
く
な
っ
た
後
、「
最
終
章
」
で
健
史
が
手
紙
を
み
つ
け
た

こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。

一
方
、
タ
キ
が
時
子
と
板
倉
の
最
後
の
逢
瀬
を
止
め
た
こ
と
で
、
二
人
に
微
妙
な
距
離
は
で
き
る

が
、
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
二
人
の
間
の
亀
裂
が
露
わ
に
な
り
、
タ
キ
が
平
井
家
を
辞
す
こ
と

に
な
っ
た
直
接
の
原
因
は
、
恭
一
の
男
性
性
の
芽
生
え
に
よ
る
。
一
九
四
四
年
の
冬
の
日
に
、
恭
一

が
タ
キ
に
後
ろ
か
ら
抱
き
つ
き
胸
を
触
る
。
タ
キ
は
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
こ
と
を
「
不

謹
慎
」（
二
三
六
頁
）
と
時
子
に
咎
め
ら
れ
、
恭
一
の
中
学
入
学
を
機
に
故
郷
へ
帰
る
こ
と
に
な
る
。

恭
一
が
再
び
物
語
に
登
場
す
る
の
は
、「
最
終
章
」
で
健
史
が
ブ
リ
キ
の
ジ
ー
プ
の
お
も
ち
ゃ
と

時
子
の
手
紙
を
届
け
に
行
く
場
面
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
恭
一
は
「
来
年
、
八
十
」（
三
〇
九
頁
）
に

な
る
と
い
い
、
脚
を
悪
く
し
て
車
椅
子
に
乗
り
、
目
も
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
タ
キ
が
平
井
家
で

女
中
と
し
て
働
い
て
い
た
時
期
、
恭
一
は
腕
っ
節
の
強
い
軍
国
少
年
と
し
て
成
長
し
て
い
た
が
、
タ

キ
と
再
び
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
（
親
類
で
あ
る
健
史
が
会
い
に
行
く
）
時
に
は
、
既
に
壮

年
期
を
す
ぎ
、
男
性
性
を
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
小
学
校
低
学
年
ま
で
は
「
大
き
く
な
っ
た
ら
、
タ
キ

８－２



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
八
巻　

二
〇
一
五
年

ち
ゃ
ん
を
お
嫁
さ
ん
に
す
る
」（
一
一
五
頁
）
と
言
っ
て
い
た
恭
一
で
あ
っ
た
が
、
二
人
が
女
中
と
跡

取
り
と
い
う
階
級
を
超
え
て
、
男
女
と
し
て
結
ば
れ
る
可
能
性
は
排
除
さ
れ
て
い
る10

。
恭
一
の
実
父

は
死
亡
し
て
お
り
、
旦
那
さ
ま
と
時
子
奥
様
と
い
う
制
度
内
の
結
婚
に
は
性
的
関
係
が
存
在
せ
ず
、

板
倉
と
時
子
と
い
う
制
度
外
の
結
び
つ
き
に
は
性
関
係
が
伴
う
も
の
の
、
板
倉
が
「
赤
い
屋
根
の
洋

館
」
の
主
人
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
時
子
が
秘
密
裏
に
板
倉
の
子
を
身
ご
も
る
こ
と
は
タ
キ
に
よ
り

阻
止
さ
れ
る
。
さ
ら
に
次
世
代
に
お
い
て
、
タ
キ
と
恭
一
が
新
た
な
関
係
を
築
く
こ
と
も
な
い
。
つ

ま
り
、「
赤
い
屋
根
の
洋
館
」
か
ら
は
あ
ら
ゆ
る
生
殖
の
可
能
性
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。

２
．
二
つ
の
〈
家
〉―

家
族
国
家
観
と
女
同
士
の
絆

で
は
『
小
さ
い
お
う
ち
』
に
お
い
て
〈
家
〉
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
描
か

れ
て
い
る
の
か
。『
小
さ
い
お
う
ち
』
は
小
説
内
に
紙
芝
居
風
の
作
品
で
あ
る
「
『
小
さ
い
お
う
ち
』
」

が
登
場
す
る
と
い
う
入
れ
子
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
イ
タ
ク
ラ
・
シ
ョ
ー
ジ
は
戦
後
、
紙
芝
居
の
形

を
取
っ
た
「
『
小
さ
い
お
う
ち
』
」
と
い
う
十
六
枚
の
絵
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
は
亡
く
な
る
ま
で

封
印
さ
れ
、
こ
の
作
品
に
対
す
る
イ
タ
ク
ラ
の
コ
メ
ン
ト
は
残
っ
て
い
な
い
。「
最
終
章
」
で
キ
ュ

レ
タ
ー
に
よ
る
雑
誌
の
記
事
と
、
絵
を
見
る
健
史
の
視
線
に
よ
っ
て
詳
細
が
説
明
さ
れ
る
構
造
に

な
っ
て
い
る
。
ま
ず
キ
ュ
レ
タ
ー
の
記
事
に
よ
り
「
丸
囲
み
の
世
界
」
が
「
内
＝
守
ら
れ
た
家
の
中
」

で
あ
り
、「
丸
の
外
の
世
界
」
が
「
家
を
取
り
囲
む
状
況
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
明
ら

か
に
さ
れ
な
い
の
は
、
家
の
中
に
描
か
れ
た
「
女
二
人
の
関
係
」
で
、「
友
達
の
よ
う
に
も
、
姉
妹

の
よ
う
に
も
、
恋
人
同
士
」（
二
九
八
頁
）
の
よ
う
に
す
ら
見
え
る
と
説
明
が
あ
る
。
イ
タ
ク
ラ
の

作
品
に
よ
っ
て
奥
様
に
対
す
る
タ
キ
の
特
別
な
感
情
が
浮
か
び
上
が
る
。
一
方
、
時
子
と
タ
キ
の
女

同
士
の
絆
に
つ
い
て
は
、
板
倉
と
時
子
の
仲
を
思
い
悩
ん
で
い
る
タ
キ
に
対
し
、
睦
子
が
吉
屋
信
子

『
黒
薔
薇
』
の
一
節
を
暗
誦
す
る
場
面
に
も
示
さ
れ
て
い
た11

。
キ
ュ
レ
タ―

の
記
事
に
よ
れ
ば
、
イ

タ
ク
ラ
は
「
『
小
さ
い
お
う
ち
』
」
の
丸
の
中
に
「
「sacred/secu

red

」
」、「
「
聖
な
る
も
の
／
守
ら

れ
た
も
の
」」（
二
九
九
頁
）
を
描
い
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
タ
キ
と
時
子
の
女
同
士
の
絆
が
神
聖

化
さ
れ
て
い
る
。
戦
時
下
に
お
い
て
は
不
倫
、
女
同
士
の
絆
は
い
う
ま
で
も
な
く
不
謹
慎
な
振
る
舞

い
と
し
て
タ
ブ
ー
視
さ
れ
る
。『
小
さ
い
お
う
ち
』
に
お
い
て
は
、
タ
キ
が
規
範
を
内
面
化
す
る
こ

と
で
自
ら
の
欲
望
を
自
覚
で
き
ず
、「
心
覚
え
の
記
」
に
お
け
る
自
省
、
告
白
を
抑
圧
さ
れ
て
い
る

さ
ま
が
描
か
れ
る
。
生
殖
の
た
め
制
度
内
の
異
性
愛
を
頂
点
に
性
は
階
層
化
さ
れ
、
制
度
外
の
異
性

愛
と
秘
め
ら
れ
た
女
同
士
の
絆
は
と
も
に
「
非
国
民
」
の
名
の
も
と
に
封
じ
込
め
ら
れ
る
。
最
後
に

健
史
の
視
点
か
ら
「
『
小
さ
い
お
う
ち
』
の
複
製
の
、
十
六
枚
目
の
絵
を
眺
め
て
い
る
と
、
ま
っ
た

く
違
う
可
能
性
が
浮
か
び
す
ら
す
る
の
だ
。
／
大
伯
母
は
、
あ
る
い
は
、
こ
の
美
し
い
人
妻
に
、
恋

を
し
て
い
た
の
か
」（
三
一
八
頁
）
と
あ
り
、
戦
後
も
歴
史
の
底
に
葬
り
去
ら
れ
た
タ
キ
の
個
人
の
恋

情
は
、
健
史
の
発
掘
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

以
下
キ
ュ
レ
タ―

の
記
事
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
イ
タ
ク
ラ
の
作
品
で
は
イ
ノ
セ
ン
ス
が
し
ば
し
ば

槍
玉
に
挙
げ
批
判
さ
れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
。
彼
の
短
編
集
『
加
茂
ナ
ス
と
カ
ニ
み
そ12

』
に
は
「
坂

の
上
の
家
の
庭
の
金
木
犀
の
香
り
」
と
い
う
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
作
品
の
内
容
は
「
坂
の
上

に
は
未
亡
人
が
住
ん
で
い
て
、
庭
に
は
金
木
犀
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
の
」
か
ら
顔
を
出
す
登

場
人
物
た
ち
は
、
み
な
金
木
犀
の
香
り
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
そ
の
家
に
入
っ
て
行
っ
て
は
、

裏
口
か
ら
動
物
に
変
身
し
て
出
て
行
く
」（
三
〇
一
頁
）
と
解
説
さ
れ
る
。
未
亡
人
は
表
面
上
、
イ
タ

ク
ラ
の
恋
愛
相
手
と
な
っ
た
時
子
を
模
し
た
人
物
と
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
後

の
場
面
で
、「
イ
ノ
セ
ン
ス
が
、
傷
つ
け
ら
れ
ず
に
「
聖
な
る
物
／
守
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
描
か

れ
る
の
は
、
唯
一
、『
小
さ
い
お
う
ち
』
の
丸
囲
み
の
中
の
人
物
た
ち
だ
け
」（
三
〇
三
頁
）
と
記
述

さ
れ
る
。
記
事
で
は
、
イ
タ
ク
ラ
が
生
涯
独
身
で
あ
っ
た
理
由
を
時
子
と
の
秘
め
ら
れ
た
恋
に
で
は

な
く
、
彼
の
「
軍
隊
経
験
」
に
お
い
て
い
る
。
そ
の
軍
隊
で
の
体
験
を
読
者
に
想
像
さ
せ
る
内
容
が

イ
タ
ク
ラ
版
『
小
さ
い
お
う
ち
』
に
お
い
て
、
様
々
な
変
化
を
見
せ
る
丸
囲
み
の
外
の
世
界
で
あ
る
。

①
穏
や
か
な
春
の
様
子
／
②
夏
の
海
岸
の
風
景
／
③
暴
風
雨
／
④
銀
座
の
街
並
み
を
冬
支
度
で
歩
く

人
々
／
⑤
野
菜
と
果
物
／
⑥
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
た
ち
。
お
も
に
犬
た
ち
／
⑦
グ
ラ
マ
ン
と
Ｂ
29
／
⑧

ジ
ャ
ン
グ
ル
／
⑨
ジ
ャ
ン
グ
ル
／
⑩
さ
ら
に
ジ
ャ
ン
グ
ル
／
⑪
毒
キ
ノ
コ
と
そ
こ
に
散
る
人
間
の
体

の
部
位
／
⑫
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
の
焚
火
の
跡
と
焼
か
れ
た
人
間
の
腕
／
⑬
頭
蓋
骨
、
そ
の
他
の
骨
／

⑭
顔
の
な
い
兵
士
た
ち
の
行
軍
／
⑮
群
れ
を
な
す
猛
禽
類
／
⑯
ブ
ラ
ッ
ク
ア
ウ
ト
（
三
〇
〇
頁
）。

⑦
以
降
戦
争
と
関
わ
り
の
深
い
描
写
に
な
る
が
、
飢
餓
に
よ
る
人
肉
食
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が

る
。
日
常
と
非
日
常
（
戦
場
）
の
境
界
に
犬
＝
動
物
が
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
戦
場
の
入
口
で

人
間
が
動
物
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
時
子
が
「
聖
な
る
も
の
」
に
振
り
分
け
ら
れ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
先
の
短
編
集
に
描
か
れ
た
「
未
亡
人
」
は
別
の
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
若
桑
み
ど
り
は
、
戦
時
下
に
お
い
て
国
民
を
天
皇
の
「
赤
子
」
あ
る
い
は
、
皇
后
を

国
母
と
呼
ぶ
よ
う
な
言
説
が
あ
っ
た
こ
と
を
例
証
と
し
て
、「
家
族
と
い
う
小
さ
い
単
位
か
ら
出
発
」

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
軍
国
主
義
体
制
」
が
国
民
に
よ
っ
て
感
情
的
、
精
神
的
に
支
え
ら
れ
て
い

た
と
指
摘
す
る13

。
戦
時
下
に
お
け
る
〈
家
〉
と
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
天
皇
を
家
長
と
仰
ぎ
一
つ

の
家
族
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
国
家
で
あ
る
。
個
々
の
家
は
教
育
や
戸
籍
制
度
を
通
し
て
国
家
に
統
合

さ
れ
、
国
家
を
一
つ
の
家
族
と
み
る
家
族
国
家
観
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
つ
ま

り
、
こ
の
未
亡
人
の
い
る
坂
の
上
の
家
が
、
戦
時
下
の
国
家
を
あ
ら
わ
す
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、「
赤

８－３



山
田　

中
島
京
子
『
小
さ
い
お
う
ち
』
に
お
け
る
〈
家
〉

い
屋
根
の
洋
館
」
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
〈
家
〉
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

キ
ュ
レ
タ―

の
記
事
に
は
「
『
小
さ
い
お
う
ち
』
は
紙
芝
居
と
し
て
も
少
し
特
殊
で
、
長
方
形
の

絵
の
中
央
に
、
丸
囲
み
で
家
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
少
し
離
れ
て
見
る
と
、
ち
ょ
う
ど
日
の

丸
の
よ
う
な
輪
郭
が
浮
か
び
ま
す
」（
二
九
七
頁
）
と
あ
る
。
イ
タ
ク
ラ
に
と
っ
て
日
の
丸
の
中
に
い

る
べ
き
は
、
天
皇
や
国
家
で
は
な
く
、
時
子
と
タ
キ
で
あ
っ
た
。
こ
の
絵
に
よ
れ
ば
、
丸
の
内
に
は

自
分
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
存
在
が
入
る
は
ず
で
あ
る
が
、
戦
時
下
、
家
族
国
家
観
の
浸
透
に

よ
っ
て
、
天
皇
や
国
家
が
そ
の
存
在
に
成
り
代
わ
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
示
唆
さ
れ
る
。
イ
タ
ク
ラ

版
『
小
さ
い
お
う
ち
』
は
戦
時
下
の
家
族
国
家
観
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
な
り
う
る
も
の
で
あ

る
。イ

タ
ク
ラ
版
『
小
さ
い
お
う
ち
』
の
丸
囲
み
の
中
に
は
三
人
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。「
大
人

の
男
が
い
な
く
て
、
小
さ
な
男
の
子
は
い
つ
も
一
人
で
遊
ん
で
い
る
。
／
女
二
人
は
い
つ
も
い
っ

し
ょ
だ
。
家
事
を
し
た
り
、
何
か
を
話
し
て
い
た
り
す
る
。
／
最
後
の
一
枚
で
彼
女
た
ち
は
、
手
を

握
り
合
い
、
頭
を
寄
せ
合
っ
て
、
窓
の
外
を
眺
め
て
い
る
」（
三
一
九
頁
）
と
健
史
の
目
を
通
し
て
説

明
さ
れ
る
。『
小
さ
い
お
う
ち
』
の
聖
家
族
と
は
美
し
い
母
と
、
そ
の
妹
の
よ
う
な
女
中
、
家
の
外

で
遊
ぶ
男
の
子
で
あ
る14

。
タ
キ
が
時
子
に
初
め
て
会
っ
た
時
、「
タ
キ
さ
ん
と
時
子
、
名
前
が
よ
く

似
て
い
る
わ
ね
」（
一
八
頁
）
と
言
わ
れ
る
。
二
人
の
年
齢
差
は
八
歳
で
、
タ
キ
は
銘
仙
や
洋
服
を
譲

ら
れ
る
な
ど
、
奥
様
と
女
中
の
関
係
を
超
え
た
特
別
な
存
在
と
し
て
可
愛
が
ら
れ
て
い
た
。
二
人
は

姉
妹
愛
の
よ
う
な
女
同
士
の
絆
で
結
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
生
殖
機
能
を
担
わ
な
い
女
同
士
の
絆

を
礎
に
家
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
戦
時
下
に
お
い
て
は
「
非
国
民
」
に
括
ら
れ
る
。
タ
キ
は
欲
望
を

そ
れ
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
を
も
抑
圧
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

３
．
増
殖
す
る
物
語―

“little story

”
と

“nation-state history
”

イ
タ
ク
ラ
の
残
し
た
「
『
小
さ
い
お
う
ち
』
」
と
「
坂
の
上
の
家
の
金
木
犀
の
香
り
」
に
よ
っ
て
、

天
皇
を
頂
点
と
す
る
家
、
つ
ま
り
、
戦
時
下
の
国
家
が
逆
照
射
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
イ
タ
ク

ラ
版
『
小
さ
い
お
う
ち
』
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
リ
ー
・
バ
ー
ト
ン
の�

e little house

の
構
成
を
下

敷
き
に
し
た
と
さ
れ
る
が
、
イ
タ
ク
ラ
本
人
は
そ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
な
い
。
影
響
関
係
が
あ
る
と

い
う
根
拠
は
、
十
六
枚
目
の
作
品
の
裏
に
書
か
れ
た

“Th
e little h

ou
se / T

h
e m
em
ories of 

th
e little h

ou
se

15
”
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
小
説
内
に
お
け
る

“Th
e m
em
ories of th

e little 

h
ou
se

”
と
し
て
、
登
場
人
物
た
ち
各
々
の
「
赤
い
屋
根
の
洋
館
」
に
対
す
る
特
別
な
思
い
や
記
憶

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

タ
キ
は
「
わ
た
し
は
あ
の
自
分
の
部
屋
が
好
き
で
好
き
で
た
ま
ら
な
か
っ
た
」
と
回
想
し
、「
奥
様
、

わ
た
し
、
一
生
、
こ
の
家
を
守
っ
て
ま
い
り
ま
す
」（
三
一
頁
）
と
ま
で
宣
言
す
る
。
山
形
に
帰
っ
た

後
、
一
九
四
五
年
三
月
七
日
に
機
会
を
得
て
一
時
、
上
京
し
た
際
に
は
「
家
に
帰
っ
た
」、「
こ
こ
よ

り
ほ
か
に
、
家
な
ど
な
い
」（
二
六
〇
頁
）、「
わ
た
し
に
と
っ
て
は
、
唯
一
無
二
の
自
分
の
場
所
だ
っ

た
」（
二
六
二
頁
）
と
再
確
認
す
る
。
時
子
は
三
月
十
日
の
東
京
下
町
の
大
空
襲
を
受
け
、
タ
キ
に
無

事
を
知
ら
せ
る
は
が
き
の
中
で
「
わ
た
し
は
こ
の
家
を
離
れ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
」（
二
六
八
頁
）
と
書

い
て
い
る
。
知
人
が
次
々
と
疎
開
す
る
中
、
最
後
ま
で
家
を
離
れ
る
こ
と
な
く
、
五
月
二
十
五
日
の

山
の
手
大
空
襲
で
時
子
は
旦
那
様
と
一
緒
に
焼
死
し
、
家
も
ろ
と
も
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。「
赤

い
屋
根
の
洋
館
」
は
、
時
子
に
と
っ
て
も
タ
キ
に
と
っ
て
も
特
別
な
場
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
イ
タ

ク
ラ
の
残
し
た
遺
言
状
に
は
、
家
の
詳
細
な
パ
ー
ス
が
挟
ま
れ
「
遺
言
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
記
念

館
の
建
物
が
、『
小
さ
い
お
う
ち
』
の
洋
館
と
、
あ
ま
り
に
も
似
て
い
た
こ
と
」（
二
七
六
頁
）
が
話

題
を
呼
ん
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
赤
い
屋
根
の
洋
館
」
は
家
自
体
が
生
の
営
み
の
場
で
あ
り
、

複
数
の
人
物
の
思
い
や
記
憶
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
家
が
失
わ
れ
た
後
も
、
タ
キ
の
「
「
心
覚
え

の
記
」
」
や
イ
タ
ク
ラ
の
作
品
に
よ
っ
て
思
い
出
の
中
の
「
赤
い
屋
根
の
洋
館
」
の
物
語
が
次
々
に

生
み
出
さ
れ
増
殖
し
て
い
る
。

バ
ー
ト
ン
は�

e little house

の
表
紙
絵
に
お
い
て
家
の
石
段
に

“HE
R
 S
T
O
R
Y

”
と
記
し
て

い
る
。１

９
４
３
年
の
コ
ル
デ
コ
ッ
ト
賞
受
賞
ス
ピ
ー
チ
で
、
バ
ー
ト
ン
は
「
変
わ
っ
て
い
く
環
境

は
、
社
会
の
歴
史―

英
語
で
は
歴
史
はh

istory

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
はh

er story

（
彼
女
の
話
）―

の
流
れ
を
表
し
て
い
ま
す16

」
と
語
っ
た
。「
ち
い
さ
い
お
う
ち
」
の
入
口
の
踏

み
段
か
ら
飛
び
出
し
て
き
た
こ
のh

er story

と
い
う
言
葉
は
、
後
の
時
代
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト

た
ち
が
「
歴
史
」
と
い
う
言
葉
を
、h

istory

（
彼
の
話
）
か
ら
の
別
の
適
切
な
言
葉
に
置
き

換
え
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
意
図
的
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
送
っ
た
こ
と
に
な
っ
た17

。

こ
こ
で
は
、
国
家
を
主
体
と
し
た
正
史

“history

”
と
個
人
の
人
生
を
綴
っ
た

“her story

”

が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
タ
キ
の
「
「
心
覚
え
の
記
」
」
は
タ
キ
の
“her story

”
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
前
者
は
現
代
に
生
き
る
健
史
の
視
点
、
後
者
は
当
事
者
で
あ
る
タ
キ
の
視
点
と
も
重
な
る
。

『
小
さ
い
お
う
ち
』
に
は
、
現
代
の
人
々
が
事
後
的
に
「
戦
争
」
を
捉
え
る
際
に
発
生
す
る
問
題
も

提
示
さ
れ
て
い
る18

。
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人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
八
巻　

二
〇
一
五
年

例
え
ば
、
健
史
は
タ
キ
に
向
か
っ
て
非
難
の
言
葉
を
た
び
た
び
投
げ
か
け
る
。「
昭
和
十
年
に
は

美
濃
部
達
吉
が
「
天
皇
機
関
説
問
題
」
で
弾
圧
さ
れ
て
、
そ
の
次
の
年
は
青
年
将
校
が
軍
事
ク
ー
デ

タ
ー
を
起
こ
す
「
二
・
二
六
事
件
」
じ
ゃ
な
い
か
、
い
や
ん
な
っ
ち
ゃ
う
ね
、
ぼ
け
ち
ゃ
っ
た
ん
じ
ゃ

な
い
の
」。
こ
の
発
言
に
対
し
、
タ
キ
が
言
葉
を
返
そ
う
と
す
る
と
「
じ
へ
ん
、
じ
ゃ
な
い
の
、
せ

ん
そ
う
！
そ
ん
な
の
た
だ
の
、
言
葉
の
ご
ま
か
し
で
し
ょ
う
」
と
怒
る
。
タ
キ
は
さ
ら
に
「
「
事
変
」

は
あ
っ
て
も
「
戦
争
」
は
な
か
っ
た
」
と
反
論
す
る
。
セ
リ
フ
を
ひ
ら
が
な
表
記
に
す
る
こ
と
で
、

言
葉
の
音
と
イ
メ
ー
ジ
の
み
で
理
解
し
て
い
る
健
史
の
姿
勢
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
言
葉
を

括
弧
で
括
る
こ
と
で
意
味
の
厳
密
性
に
こ
だ
わ
る
タ
キ
の
姿
勢
が
対
比
さ
れ
る
。
タ
キ
の
一
連
の
発

言
に
対
し
「
健
史
は
心
の
底
か
ら
腹
を
立
て
た
ら
し
く
、
目
を
剝
」（
三
六
頁
）
く
。
国
家
を
主
体
と

し
た
戦
後
の
歴
史
認
識
を
絶
対
化
し
、
戦
闘
と
し
て
の
「
戦
争
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
年
表
に
そ
っ
て
一

元
的
に
捉
え
て
い
る
健
史
は
、
戦
時
下
に
お
い
て
自
分
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
人
々
が
日
々
の
暮
ら
し

を
営
ん
で
い
た
こ
と
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
健
史
の
歴
史
認
識
が
絶
対
的
で

な
い
こ
と
が
暴
か
れ
る
の
が
次
の
場
面
で
あ
る
。

「
昭
和
十
七
年
っ
て
い
っ
た
ら
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
海
戦
の
年
だ
ろ
。
太
平
洋
に
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
っ

て
い
っ
た
ら
、
山
本
五
十
六
が
強
行
し
て
ぼ
ろ
負
け
に
負
け
た
作
戦
だ
ろ
。
そ
ん
な
の
戦
争
映

画
と
か
見
て
れ
ば
誰
で
も
知
っ
て
る
よ
。
僕
は
け
っ
こ
う
、
古
い
映
画
と
か
も
見
て
る
か
ら
ね
。

山
本
五
十
六
が
三
船
敏
郎
の
や
つ
。
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ォ
ン
ダ
が
敵
の
大
将
で
、
な
ん
て
い
っ
た

か
な
。
ミ
ニ
ッ
ツ
だ
っ
た
か
な
。
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
海
戦
以
来
、
日
本
軍
は
ほ
と
ん
ど
勝
っ
て
な

い
ん
だ
ろ
」
／
健
史
は
得
意
げ
に
鼻
を
膨
ら
ま
せ
る
が
、
当
時
、
そ
う
い
う
こ
と
は
知
ら
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
／
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
海
戦
だ
っ
て
、
敵
の
戦
艦
を
ぼ
こ
ぼ
こ
撃
沈
し
て
日
本
が

大
勝
利
、
と
報
道
さ
れ
て
い
た
（
中
略
）
そ
れ
に
、
ス
テ
ー
キ
じ
ゃ
あ
る
ま
い
し
、
敵
の
大
将

は
、
ミ
ニ
ッ
ツ
じ
ゃ
な
く
て
、
ニ
ミ
ッ
ツ
だ
（
二
〇
〇
頁
）

健
史
が
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
の
は
戦
争
映
画
で
あ
り
、
他
者
の
作
っ
た
歴
史
認
識
の
枠
組
み

に
依
存
し
て
理
解
し
た
気
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
偽
物
で
あ
る
こ
と
は
、
タ
キ
が
敵
将
の
名
前
を

正
す
こ
と
で
明
ら
か
と
な
る
。
他
に
も
、「
戦
争
中
に
描
か
れ
た
日
本
の
絵
は
、
み
ん
な
藤
田
嗣
治

の
『
ア
ッ
ツ
島
玉
砕
』
み
た
い
な
絵
ば
っ
か
り
だ
と
思
っ
て
た
」
と
い
う
自
分
の
彼
女
の
言
葉
を
そ

の
ま
ま
無
批
判
に
伝
え
る
健
史
に
対
し
、「
そ
れ
は
ど
う
考
え
て
も
お
か
し
な
話
だ
。
ア
ッ
ツ
島
の

玉
砕
は
昭
和
十
八
年
で
、〈
奉
祝
美
術
展
〉
は
昭
和
十
五
年
な
ん
だ
か
ら
、
フ
ジ
タ
だ
か
誰
だ
か
知

ら
な
い
が
、
そ
ん
な
未
来
予
想
図
を
描
け
る
わ
け
が
な
い
」（
一
三
七
頁
）
と
、
事
象
の
前
後
関
係
も

把
握
し
て
い
な
い
健
史
の
歴
史
認
識
の
曖
昧
さ
を
タ
キ
が
訂
正
し
、
戦
争
の
時
代
を
自
ら
の
イ
メ
ー

ジ
の
み
で
一
括
り
に
語
ろ
う
と
す
る
健
史
の
態
度
に
異
議
を
申
し
立
て
る
。
健
史
は
当
事
者
で
あ
る

タ
キ
の
前
に
戦
後
六
〇
年
を
経
過
し
た
、
現
在
か
ら
の
糾
弾
者
と
し
て
現
れ
る
。「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

の
話
に
は
、
戦
争
の
こ
と
が
何
一
つ
出
て
こ
な
い
じ
ゃ
な
い
」（
二
五
七
頁
）
と
言
う
健
史
に
対
し
、

「
「
戦
争
の
こ
と
」
と
健
史
は
言
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
正
し
く
は
「
兵
隊
さ
ん
の
こ
と
」
と
か
「
海

軍
の
こ
と
」
と
か
「
戦
闘
の
こ
と
」
と
か
な
ん
と
か
、
言
う
べ
き
だ
」
と
、
タ
キ
は
心
中
で
弁
明
す
る
。

戦
争
＝
外
地
で
の
戦
闘
と
短
絡
的
に
結
び
つ
け
る
後
生
の
人
間
た
ち
の
鈍
感
さ
を
も
露
わ
に
す
る
。

戦
時
に
生
き
た
人
々
を
自
分
た
ち
と
は
違
う
存
在
と
し
て
他
者
化
し
、
自
ら
の
歴
史
認
識
の
正
し
さ

を
信
じ
て
疑
わ
な
い
現
代
に
生
き
る
人
々
の
危
う
さ
が
タ
キ
の
存
在
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
。

し
か
し
、
二
人
の
過
去
を
め
ぐ
る
攻
防
が
読
者
に
新
た
な
認
識
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
に
な
る
。
教

科
書
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
歴
史19

を
無
批
判
に
信
奉
し
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は

間
違
っ
て
い
る
、
昭
和
十
年
が
そ
ん
な
に
ウ
キ
ウ
キ
し
て
い
る
わ
け
が
な
い
」（
三
六
頁
）
と
タ
キ
の

物
語
を
糾
弾
し
て
い
た
健
史
が
自
ら
調
査
、
聞
き
取
り
を
行
い
、
タ
キ
と
そ
の
周
辺
人
物
の
人
生
の

軌
跡
を
た
ど
る
。
健
史
は
記
録
さ
れ
た
タ
キ
の
記
憶
を
委
託
さ
れ
、
そ
れ
を
ポ
ス
ト
・
メ
モ
リ
ー
と

し
て
自
ら
の
心
に
刻
み
、
そ
れ
を
基
に
し
て
新
た
な
物
語
を
紡
ぎ
始
め
る
の
で
あ
る
。
タ
キ
の
死
後
、

健
史
が
タ
キ
と
恭
一
を
繋
ぐ
役
割
を
果
た
し
、
健
史
が
タ
キ
の
人
生
の
一
部
を
生
き
な
お
す
。
つ
ま

り
、
タ
キ
の
記
憶
と
健
史
の
ポ
ス
ト
・
メ
モ
リ
ー
が
連
結
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
物
語
の
最
終
部
で

は
、
こ
の
よ
う
に
国
家
を
主
体
と
し
た
歴
史
を
絶
対
化
し
て
い
た
健
史
が
、
大
叔
母
と
家
に
纏
わ
る

無
数
の

“little story

”
を
集
め
、
自
ら
の
歴
史
認
識
を
形
成
し
て
い
く
様
が
描
か
れ
て
い
る20

。

成
田
龍
一
は
「
戦
後
歴
史
学
は
、
戦
前―

戦
時
の
皇
国
史
観
と
は
異
な
り
、
科
学
的
な
認
識
と
法

則
を
追
求
す
る
も
の
と
思
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、「
従
軍
慰
安
婦
」
と
い
う
「
他
者
」
の
記
憶
に

鈍
感
で
あ
り
、
そ
れ
を
欠
落
さ
せ
て
い
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
い
か
に
皇
国
史
観
に
批
判

的
で
は
あ
っ
て
も
、
国
民―

国
家
を
主
語
と
し
て
歴
史
を
語
る
点
で
は
、
戦
前―

戦
時
と
変
わ
ら
な

い
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た21

」
と
述
べ
て
い
る
。
国
家
の
正
史
に
立
脚
し
た
健
史
と
、
タ

キ
の
「
「
心
覚
え
の
記
」
」
を
対
峙
さ
せ
る
形
で
、
戦
時
下
の
小
市
民
の
物
語
を
描
き
出
し
た
の
が
、

『
小
さ
い
お
う
ち
』
と
い
う
作
品
で
あ
る
。

お
わ
り
に　

工
業
化
の
波
に
さ
ら
さ
れ
る
田
舎
の
家
を
描
い
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
リ
ー
・
バ
ー
ト
ン
の�

e 
little house

は
、
家
を
主
人
公
と
し
て
「
彼
女
の
話
」
を
描
い
た
と
い
う
。
タ
キ
の
「
「
心
覚
え
の
記
」」

８－５



山
田　

中
島
京
子
『
小
さ
い
お
う
ち
』
に
お
け
る
〈
家
〉

に
よ
る

“her story

”
は
、
国
家
の
正
史
で
あ
る

“Th
e B
ig
 S
tory

”
に
対
峙
さ
れ
る
形
で
光
を

当
て
ら
れ
て
い
る
。

近
藤
弘
幸
は
「
歴
史
も
ま
た
ひ
と
つ
の
解
釈
さ
れ
る
べ
き
テ
ク
ス
ト
に
過
ぎ
ず
、
客
観
的
・
価
値

中
立
的
な
叙
述
で
あ
る
と
は
み
な
さ
れ
な
い
」、「
伝
統
的
な
文
学
研
究
に
お
い
て
軽
視
さ
れ
て
き
た

「
ま
ゆ
つ
ば
も
の
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
通
俗
的
生
活
を
描
く
小
説
」
に
こ
そ
、
既
存
の
秩
序
を
揺
り

動
か
し
、
新
し
い
社
会
を
生
み
出
す
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か22

」
と
述
べ
て
い
る
。
晩

年
の
タ
キ
の
住
ま
い
が
オ
ー
ル
電
化
の
家
で
あ
る
こ
と
も
象
徴
的
で
あ
る
。
作
品
が
刊
行
さ
れ
た
翌

年
に
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
、
広
範
囲
に
わ
た
る
地
域
で
一
時
、
電
力
供
給
が
途
絶
え
た
こ
と
か

ら
オ
ー
ル
電
化
の
脆
弱
さ
が
露
呈
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

戦
時
下
と
い
う
設
定
に
お
い
て
、
生
殖
が
避
け
ら
れ
た
〈
家
〉
を
描
く
こ
と
は
、
家
族
国
家
観

に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
な
る
。
天
皇
を
頂
点
と
し
た
大
き
な
家
（
国
家
）
に
、
父
親
を
家
長
と

し
た
各
々
の
家
が
統
合
さ
れ
る
と
い
う
戦
時
体
制
下
に
あ
っ
て
、
個
々
の
家
は
生
殖
の
場
と
し
て
の

機
能
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、『
小
さ
い
お
う
ち
』
は
別
の
〈
家
〉
の
あ
り
方
を
提
示
す
る
。

イ
タ
ク
ラ
に
よ
る
紙
芝
居
風
の
作
品
『
小
さ
い
お
う
ち
』
で
は
、
日
の
丸
を
模
し
た
丸
の
中
に
、
仲

睦
ま
じ
い
時
子
と
タ
キ
の
姿
が
「
聖
な
る
も
の
」
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
生
殖
の
排
除

さ
れ
た
女
同
士
の
絆
が
神
聖
視
さ
れ
て
い
る
。「
赤
い
屋
根
の
洋
館
」
と
し
て
描
か
れ
た
〈
家
〉
と
は
、

大
き
な
家
で
あ
る
国
家
に
対
し
、
個
人
生
活
の
営
み
が
保
証
さ
れ
る
場
で
あ
り
、
全
体
主
義
を
撃
退

す
る
砦
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
幾
多
も
の
家
を
象
徴
す
る
。

生
殖
と
い
う
物
理
的
な
再
生
産
は
避
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
様
々
な
人
物
に
よ
っ
て
物
語
が
生

み
出
さ
れ
る
場
と
し
て
の
〈
家
〉
の
姿
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
実
際
の
「
赤
い
屋
根

の
洋
館
」
が
焼
失
し
た
後
も
記
念
館
と
し
て
再
現
さ
れ
、
イ
タ
ク
ラ
の
作
品
を
通
し
て
そ
の
フ
ァ
ン

の
間
に
広
ま
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
健
史
に
よ
る
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
「
赤
い
屋
根
の
洋
館
」
に
関
わ

る
物
語
が
増
殖
し
て
い
く23

。
し
か
し
、
そ
れ
は
無
目
的
に
増
殖
し
て
い
く
の
で
は
な
い
。「
国
家
の

大
義
」
と
い
う
暴
力
に
絡
め
取
ら
れ
て
、
個
人
の
物
語
を
剥
奪
さ
れ
な
い
た
め
の
手
立
て
は
個
々
人

の
連
帯
に
こ
そ
存
在
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
戦
争
体
験
の
な
い
世
代
を
代
表
す
る
健
史
が
、
戦
時

下
に
生
き
た
大
叔
母
の
記
憶
を
ポ
ス
ト
・
メ
モ
リ
ー
と
し
て
継
承
す
る
と
い
う
、
世
代
の
隔
た
り
を

超
え
た
共
同
作
業
で
あ
る24

。
そ
の
営
み
に
現
代
の
世
界
を
軌
道
修
正
し
て
い
く
可
能
性
が
開
か
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

１　

「
当
初
は
、
戦
争
経
験
の
あ
る
人
び
と
が
同
様
の
経
験
を
有
す
る
人
び
と
に
語
り
か
け
「
体
験
」
が
代
表
す
る
時
代

と
な
り
、
戦
争
経
験
を
有
す
る
人
び
と
が
そ
れ
を
持
た
な
い
人
び
と
と
交
代
の
き
ざ
し
を
見
せ
る
一
九
七
〇
前
後

に
は
「
証
言
」
の
時
代
と
な
る
。
そ
し
て
、
戦
争
の
直
接
の
経
験
を
も
た
な
い
人
び
と
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に

な
っ
た
九
〇
年
代
に
「
記
憶
」
が
証
言
・
体
験
に
優
越
し
「
記
憶
」
が
主
導
す
る
時
代
と
な
っ
た
と
い
え
る
の
で

あ
る
」（
成
田
龍
一
「
「
証
言
」
の
時
代
の
歴
史
学
」、
冨
山
一
郎
『
記
憶
が
語
り
は
じ
め
る
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
六
、四
頁
）

２　

倍
賞
千
恵
子
・
中
島
京
子
「
よ
み
が
え
る
昭
和
の
家
族　

映
画
『
小
さ
い
お
う
ち
』
公
開
記
念
対
談
」（
『
オ
ー
ル

讀
物
』
六
九
巻
二
号
、
二
〇
一
四
、二
四
八
頁
）

３　

M
arian

n
e H
irsch

:F
am
ily
 P
ictu
res:M

au
s,M
ou
rn
in
g
,an
d P
ost-M

em
ory
 , D

iscourse: Journal 
for �

eoretical Studies in M
edia and C

ulture: V
ol. 15: Iss. 2, A

rticle 1.

（pp. 3- 29

）

４　

注
３
（
二
〇
〜
二
一
頁
）。
水
田
宗
子
は
「
ポ
ス
ト
・
メ
モ
リ
ー
」
を
「
記
憶
の
そ
の
あ
と
」
と
表
現
し
、
こ
れ

を
素
材
と
し
て
扱
う
際
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
『
大
庭
み
な
子　

記
憶
の
文
学
』
平
凡
社
、

二
〇
一
三
、一
六
四
頁
）。「
ポ
ス
ト
・
メ
モ
リ
ー
」
は
し
ば
し
ば
ト
ラ
ウ
マ
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
る
（
例
え
ば

F
elm
an, Shoshana, and D

ori L
aub.Testim

ony:C
rises of W

itnessing in Literature, Psychoanalysis 
and H

istory. N
ew
 Y
ork: R

outledge, 1992.

） 

が
、
今
回
は
ト
ラ
ウ
マ
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

５　

清
水
美
知
子
「
吉
屋
信
子
の
小
説
に
み
る
大
正
末
〜
昭
和
前
期
の
女
中
像
」（
『
関
西
国
際
大
学
研
究
紀
要
』
十
二

巻
、
二
〇
一
一
、一
一
七
〜
一
二
九
頁
）

６　

『
現
代
社
会
フ
ォ
ー
ラ
ム
』（N

o. 11

、
二
〇
一
五
、一
〜
十
五
頁
）

７　

千
田
有
紀
『
日
本
型
近
代
家
族
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
、十
六
頁
）

８　

鹿
島
徹
『
可
能
性
と
し
て
の
歴
史
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
、一
〇
四
頁
）

９　

入
営
前
に
板
倉
を
家
に
招
待
し
よ
う
と
時
子
が
提
案
し
た
際
、
旦
那
様
は
「
何
か
考
え
る
よ
う
な
そ
ぶ
り
を
さ
れ
」、

「
奥
様
の
お
顔
を
じ
っ
と
ご
ら
ん
に
な
り
」（
二
二
五
頁
）
承
諾
す
る
。
し
か
し
、「
「
南
方
だ
ろ
う
か
ら
な
、
行
く
の

は
」
」
と
つ
け
加
え
た
言
い
方
に
「
ひ
ん
や
り
し
た
感
じ
が
あ
っ
た
」（
二
二
六
頁
）
と
タ
キ
は
書
き
記
し
て
い
る
。

10　

中
島
京
子
は
女
中
が
語
り
手
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
『
嵐
が
丘
』
か
ら
の
影
響
（
川
本
三
郎
、
中
島
京
子
、
藪

野
健
「
明
る
か
っ
た
戦
前
の
東
京
」『
東
京
人
』
二
九
巻
三
号
、
二
〇
一
四
、一
二
二
頁
）
を
挙
げ
て
い
る
。
野
呂

有
子
は
「W

u
th
erin
g
 H
eig
h
ts

に
お
け
るS

h
akespeare

的
主
題
とM

ilton

的
主
題
」（
『
英
文
学
論
叢
』
五
四

号
、
二
〇
〇
五
、一
〇
九
〜
一
二
八
頁
）
に
お
い
て
、
家
政
婦
ネ
リ
ー
が
「
「
語
り
手
」
と
い
う
「
全
能
の
」
立

場
を
利
用
し
、「
巧
妙
な
物
語
操
作
／
情
報
操
作
」
」
を
行
っ
て
い
る
点
に
着
目
す
る
。「
ネ
リ
ー
は
キ
ャ
サ
リ
ン

二
世
と
ヘ
ア
ト
ン
の
「
育
て
の
親
」
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
、
二
人
の
結
婚
に
よ
っ
て
『
嵐
が
丘
』
の
世
界
の
〈
家

母
長
〉
と
し
て
実
権
を
握
る
こ
と
に
な
る
」、「
キ
ャ
サ
リ
ン
一
世
や
、
ヒ
ー
ス
ク
リ
フ
の
よ
う
に
〈
家
父
長
制
度
〉

８－６



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
八
巻　

二
〇
一
五
年

か
ら
の
脱
出
／
脱
獄
に
一
時
的
に
失
敗
し
て
も
、
ネ
リ
ー
・
デ
ィ
ー
ン
の
生
き
方
」、
す
な
わ
ち
「
自
己
の
物
語

を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
人
生
を
切
り
開
き
、
後
世
の
女
性
た
ち
と
連
帯
す
る
と
い
う
道
」
が
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
ま
と
め
て
い
る
。『
嵐
が
丘
』
に
お
け
る
家
政
婦
の
語
り
手
を
踏
襲
し
て
い
る
な
ら
ば
、

そ
の
設
定
自
体
に
反
家
父
長
的
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
る
と
想
定
す
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
。

11　

本
文
に
は
「
戦
後
に
な
っ
て
わ
た
し
は
、
吉
屋
信
子
の
『
黒
薔
薇
』
と
い
う
本
の
中
か
ら
、
睦
子
さ
ん
の
暗
誦

し
た
文
章
を
見
つ
け
出
し
た
。
睦
子
さ
ん
は
ほ
ぼ
書
か
れ
た
通
り
に
暗
記
し
て
い
ら
し
た
が
、「
け
れ
ど
も
な
お

第
二
の
路
は
あ
る
は
ず
だ
」
の
後
の
「
そ
れ
は
同
性
相
愛
の
道
程
を
辿
り
ゆ
く
少
数
の
許
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
路

で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
文
章
だ
け
、
飛
ば
し
て
い
ら
し
た
」（
一
八
三
頁
）
と
あ
る
。

12　

内
容
は
「
多
く
の
作
品
の
中
で
、
彼
は
し
ば
し
ば
イ
ノ
セ
ン
ス
を
槍
玉
に
挙
げ
、
徹
底
的
に
か
ら
か
い
、
笑
い

物
に
し
、
傷
つ
け
ま
す
」、「
タ
ケ
ル
く
ん
は
絶
望
的
に
方
向
音
痴
で
、
か
な
ら
ず
間
違
っ
た
鍵
を
選
択
し
て
し
ま

う
の
で
、
こ
れ
で
も
か
、
こ
れ
で
も
か
と
ひ
ど
い
目
に
遭
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
／
途
中
ま
で
は
、
そ
の
悲
惨
さ

に
胸
を
痛
め
な
が
ら
読
み
進
ん
で
い
く
読
者
も
、
常
軌
を
逸
す
る
ほ
ど
馬
鹿
げ
た
選
択
」
を
す
る
タ
ケ
ル
く
ん

を
見
て
、「
ど
う
し
て
も
笑
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
／
タ
ケ
ル
く
ん
が
と
う
と
う
手
足

を
失
い
、
間
違
っ
た
指
示
に
従
っ
て
自
ら
を
《
人
間
ゴ
ム
ま
り
》
と
化
し
、
ま
っ
た
く
行
っ
て
は
な
ら
な
い
方

向
に
向
か
っ
て
、
果
敢
に
転
が
っ
て
行
く
ラ
ス
ト
ま
で
来
る
と
、
引
き
攣
っ
た
笑
い
に
完
全
に
打
ち
の
め
さ
れ

て
、
読
者
は
つ
い
に
お
腹
の
皮
を
捩
じ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
」（
三
〇
二
〜
三
〇
三
頁
）
と
解
説
さ
れ
る
。

こ
れ
は
進
む
方
向
を
間
違
え
、
戦
争
に
突
入
し
た
無
垢
な
（
無
知
）
国
民
た
ち
を
揶
揄
し
た
作
品
と
解
釈
で
き
る
。

ま
た
当
事
者
意
識
の
希
薄
な
現
代
の
読
者
を
も
揶
揄
し
て
い
る
。

13　

若
桑
み
ど
り
『
戦
争
が
つ
く
る
女
性
像
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
〇
、四
八
頁
）

14　

男
性
性
が
外
に
排
除
さ
れ
て
い
る
〈
家
〉
を
理
想
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
も
残
る
。
外
に
男
性
が
い
る
か
ら
こ
そ
、

内
の
女
性
が
守
ら
れ
る
と
い
う
構
造
が
顕
わ
に
な
っ
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。

15　

“Th
e m
em
ories of th

e little h
ou
se

”
と
い
う
と
、
そ
の

“mem
ories

”
の
指
し
示
す
内
容
は
、
一
人
の

人
間
の
生
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
家
に
関
わ
る
複
数
の
人
々
を
も
含
み
こ
み
、
世
代
を
超
え
た
継
承
の
問
題
に

ま
で
至
り
、
こ
れ
が
ポ
ス
ト
・
メ
モ
リ
ー
に
通
じ
る
。

16　

原
文
は
下
記
。V

irg
in
ia
 L
e
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u
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:
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17　

バ
ー
バ
ラ
・
エ
ル
マ
ン
著
、
宮
城
正
枝
訳
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
リ
ー
・
バ
ー
ト
ン
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
四
、六
七
頁
）

18　

作
者
は
、
戦
時
と
戦
後
の
歴
史
の
断
絶
よ
り
も
、
現
在
と
の
共
通
性
に
目
を
向
け
て
い
る
。「
日
米
開
戦
か
と
い

う
緊
迫
し
た
時
代
状
況
の
中
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
経
て
花
開
い
た
モ
ダ
ン
な
文
化
の
枠
を
集
め
た
イ
ベ
ン

ト
が
開
か
れ
た
。
翌
年
に
は
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
り
、
四
年
後
に
は
東
京
は
焼
け
野
原
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

戦
前
の
人
た
ち
は
私
た
ち
と
お
な
じ
よ
う
に
小
さ
い
幸
福
を
楽
し
ん
で
生
き
て
い
た
の
に
、
意
識
し
な
い
う
ち

に
軍
国
主
義
に
染
め
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。
怖
い
な
、
と
思
い
ま
し
た
」、「
い
ま
と
い
う
時
代
は
、
戦
前
に
空
気

が
似
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
む
し
ろ
、
明
る
か
っ
た
は
ず
の
東
京
が
ど
ん
底
の
暗
さ
ま
で
一
直
線
に
行
っ
ち
ゃ
っ

た
怖
さ
の
ほ
う
を
、
し
っ
か
り
考
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
」（
川
本
三
郎
、
中
島
京
子
、
藪
野
健
「
明

る
か
っ
た
戦
前
の
東
京
」『
東
京
人
』
二
九
巻
三
号
、
二
〇
一
四
、一
二
一
〜
一
二
三
頁
）

19　

テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス―

ス
ズ
キ
は
、
歴
史
認
識
が
形
作
ら
れ
る
過
程
を
下
記
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
わ
た
し
た

ち
の
思
い
え
が
く
歴
史
は
、
た
く
さ
ん
の
源
泉
か
ら
の
寄
せ
集
め
で
あ
る
。
そ
の
源
泉
は
、
歴
史
文
書
の
叙
述

だ
け
で
は
な
い
。
親
か
ら
聞
か
さ
れ
た
こ
と
、
写
真
、
歴
史
小
説
、
ニ
ュ
ー
ス
映
像
、
漫
画
、
そ
し
て
（
こ
の
と

こ
ろ
伸
張
著
し
い
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
電
子
メ
デ
ィ
ア
。
そ
う
し
た
無
数
の
断
片
が
入
っ
た
万
華
鏡
を
く

る
く
る
ま
わ
し
な
が
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
自
分
の
生
き
て
い
る
こ
の
世
界
の
起
源
と
本
質
と
を
説
明
し
て
く
れ
る

理
解
の
パ
タ
ー
ン
を
つ
く
っ
て
は
、
ま
た
つ
く
り
な
お
す
」（
『
過
去
は
死
な
な
い
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
、三
頁
）

20　
「〝
歴
史
へ
の
真
摯
さ
〞
と
は
、
社
会
的
・
空
間
的
位
置
を
異
に
す
る
他
者
の
見
解
に
関
わ
る
こ
と
で
、
過
去
に

つ
い
て
の
自
分
の
理
解
を
か
た
ち
づ
く
り
、
ま
た
つ
く
り
な
お
す
、
と
い
う
継
続
的
な
対
話
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
そ
れ
は
内
省
の
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
」（
注
19
、
三
一
六
頁
）

21　

成
田
龍
一
『
〈
歴
史
〉
は
い
か
に
語
ら
れ
る
か
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
〇
、十
三
頁
）

22　

近
藤
弘
幸
「
新
歴
史
主
義
」（
大
橋
洋
一
編
『
現
代
批
評
理
論
の
す
べ
て
』
新
書
館
、
二
〇
〇
六
、六
七
〜
六
八
頁
）

23　

物
語
の
増
殖
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
中
島
京
子
は
小
説
の
方
法
と
し
て
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を

用
い
て
い
る
。
ま
た
影
響
を
受
け
た
も
の
と
し
て
数
々
の
作
品
を
挙
げ
て
い
る
。
安
岡
章
太
郎
『
僕
の
昭
和
史
』、

向
田
邦
子
『
あ
・
う
ん
』、『
主
婦
の
友
』（
作
者
が
以
前
、
主
婦
の
友
社
に
務
め
て
い
た
際
、
地
下
書
庫
の
バ
ッ
ク

ナ
ン
バ
ー
を
読
み
あ
さ
っ
た
経
験
が
あ
る
と
い
う
）、
谷
崎
潤
一
郎
『
台
所
太
平
記
』、『
昭
和
史
シ
リ
ー
ズ
』（
注

18
参
照
）
な
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も
参
照
作
品
は
多
岐
に
渡
る
。

24　
「
世
代
を
超
え
た
歴
史
的
な
つ
な
が
り
の
再
構
築
と
い
っ
た
営
み
が
国
家
に
回
収
さ
れ
な
い
術
を
、
私
た
ち
は
見

い
だ
す
べ
き
な
の
だ
。
家
ホ
ー
ム

に
は
、
国
家
や
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
決
し
て
回
収
し
得
な
い
個
別
の
歴
史
が
あ
り
、
そ
こ

で
紡
が
れ
る
語
ら
い
は
、
一
個
の
生
に
固
有
の
意
味
と
、
多
様
な
他
者
と
の
豊
か
な
つ
な
が
り
を
示
し
え
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。
家
で
の
語
ら
い
の
豊
か
さ
を
聞
き
取
り
、
語
り
直
す
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
の

生
の
意
味
を
国
家
か
ら
取
り
戻
す
、
批
判
的
な
営
み
で
あ
る
。」（
岡
野
八
代
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
学
』
み

す
ず
書
房
、
二
〇
一
二
、二
四
二
頁
）

※
本
文
の
引
用
は
『
小
さ
い
お
う
ち
』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
〇
）
を
使
用
し
た
。
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The study of �e Little House：Avoidable reproduction and the growth of 
interconnected stories

YAMADA  NORO  Junko

Abstract

 Nakajima Kyoko's Chiisai Ouchi, (�e Little House) is highly estimated because of its authentically 
researched historical background, and it has enough ground to be more minutely analyzed in the 

literary point of view. 

The aim of my paper is to demonstrate that the patriarchy centering around the Emperor is tacitly 

criticized by a little house where biological reproduction is carefully avoided and sisterhood is 

idealized, while to vigorously reproduce children is recommended by the Japanese government in 

time of war.  

Instead of biological reproduction, little, personal stories are told, interconnected  in many stories of 

those who have certain relations with “the little house”.  

Generally speaking, the “authentic ” history, the Big Story, given by authority suppresses those 

little, personal stories told by private individual people, and they are treated as not existing.  But 

Nakajima makes the little stories symbolized by “the little house” stand against Japanese government 

during the World War II. 

Moreover, the structure of this novel is noteworthy in that the memory of Taki is handed down to 

Takeshi, her nephew's son, as “post-memory” and in the end he himself makes his own story based 

upon his post-memory entrusted by his grand aunt.

Keywords: post-memory, avoidable reproduction, increase and interconnection of little stories, nation-

state history, sisterhood
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