
 

      

は
じ
め
に 

 

一
九
三
〇
年
代
～
四
〇
年
代
に
は
じ
ま
っ
た
中
国
に
お
け
る
宮
沢
賢
治
受
容
は

一
九
五
〇
～
七
〇
年
代
に
な
る
と
、
文
化
大
革
命
な
ど
の
複
雑
な
政
治
的
問
題
が
文

化
交
流
上
の
断
絶
を
も
た
ら
し
た
た
め
、
沈
黙
期
に
入
っ
た
。
雷
剛
「
宮
沢
賢
治
在

中
国
的
訳
介
与
傳
播
」
（
『
四
川
外
語
学
院
学
報
』
、
二
〇
一
二
年
六
月
）
を
は
じ

め
と
す
る
資
料
に
よ
る
と
、
こ
の
受
容
の
沈
黙
期
に
は
、
一
冊
の
み
で
は
あ
る
が
、

洪
忻
意
の
『
小
木
偶
拉
大
提
琴
』
（
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
）
（
中
国
少
年
児

童
出
版
社
、
一
九
五
七
年
）
と
い
う
訳
本
が
出
版
さ
れ
た
。
本
論
は
、
そ
の
『
小
木

偶
拉
大
提
琴
』
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
周
龍
梅
「
翻
訳
と
評
価
［
中
国

に
お
け
る
］
」
（
天
沢
退
二
郎
／
金
子
務
／
鈴
木
貞
美
編
集
『
宮
澤
賢
治
イ
ー
ハ
ト

ヴ
学
事
典
』
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
十
月
）
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
訳
本
は
絶
版
と

な
り
入
手
困
難
と
さ
れ
て
い
る
が
、
稿
者
は
古
書
店
を
通
じ
て
同
名
の
訳
本
を
入
手

し
た
。
そ
の
実
物
は
十
八
ペ
ー
ジ
か
ら
な
る
薄
い
絵
本
で
あ
り
、
表
紙
と
裏
表
紙
は

図
１
の
通
り
で
あ
る
。
（
た
だ
残
念
な
こ
と
に
、
そ
の
訳
者
、
洪
忻
意
に
関
す
る
情

報
は
現
段
階
で
は
皆
無
で
あ
る
）

（
１
） 

 

だ
が
、
こ
の
表
紙
と
裏

表
紙
に
記
載
さ
れ
て
い

る
出
版
社
と
出
版
時
期

は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
香
港
上

海
書
局
」
と
「
一
九
六
一

年
七
月
」
で
あ
り
、
上
記

の
「
中
国
少
年
児
童
出
版

社
」
「
一
九
五
七
年
」
と

は
食
い
違
う
。
つ
ま
り
、

稿
者
が
現
在
所
持
し
て

い
る
『
小
木
偶
拉
大
提

琴
』
は
先
行
研
究
に
記
録

さ
れ
て
い
る
も
の
で
は

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
一

九
六
一
年
の
バ
ー
ジ
ョ

ン
は
、
実
は
一
九
五
七
年

出
版
の
『
小
木
偶
拉
大
提
琴
』
の

図 1 『小木偶拉大提琴』の表紙と裏表紙

「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
最
初
の
中
国
語
訳

― 

『
小
木
偶
拉
大
提
琴
』
に
つ
い
て 

―
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重
版
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
は
、
出
版
社
「
香
港
上
海
書
局
」
に
あ
る
。 

 
香
港
中
文
大
学
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
香
港
文
學
資
料
庫
」
に
は
、
「
香
港

上
海
書
局
」に
関
す
る
紹
介
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）

そ
の
概
要
を
ま
と
め
る
と
以
下

の
通
り
に
な
る
。 

 

「
上
海
書
局
」
の
創
設
者
は
陳
岳
書
と
王
叔
陽
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
本
来
上
海

三
友
実
業
社
の
社
員
で
、自
社
商
品
を
販
売
す
る
た
め
に
中
国
大
陸
と
南
洋
を
往
来

し
て
い
た
。
後
に
三
友
実
業
社
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
「
中
華
商
店
」
を
設
立
し
、
陳

岳
書
が
社
長
を
務
め
た
。
そ
の
と
き
、
陳
岳
書
が
南
洋
の
華
僑
た
ち
の
中
国
新
文
学

へ
の
大
き
な
需
要
に
気
づ
き
、
一
九
二
五
年
に
「
中
華
商
店
」
の
階
上
に
「
上
海
書

局
」
を
設
立
し
、
中
国
大
陸
出
版
の
書
籍
を
販
売
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
支
局

と
し
て
の
「
香
港
上
海
書
局
」
が
運
営
し
は
じ
め
た
の
は
一
九
四
七
年
の
こ
と
で
あ

る
。と
こ
ろ
が
一
九
五
六
年
に
、イ
ギ
リ
ス
政
府
が
中
国
共
産
党
を
排
斥
す
る
た
め
、

植
民
地
で
あ
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
香
港
に
お
け
る
中
国
大
陸
出
版
の
書
籍
の
輸
入

は
全
面
禁
止
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
す
る
と
当
地
の
華
文
読
物
が
非
常
に
欠
乏
す
る

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、
解
決
策
の
一
つ
と
し
て
、
「
香
港
上
海
書
局
」
を
含
む
香

港
の
出
版
社
た
ち
は
大
陸
か
ら
紙
型
を
借
り
、多
く
の
書
籍
を
そ
の
紙
型
の
ま
ま
印

刷
し
、
そ
の
う
え
で
少
し
改
版
し
て
か
ら
発
行
す
る
こ
と
に
し
た
。 

 

こ
う
し
た
背
景
が
、
上
述
の
推
定
の
根
拠
で
あ
る
。
以
上
の
説
明
の
通
り
、
一
九

五
七
年
出
版
の
『
小
木
偶
拉
大
提
琴
』
の
実
物
は
残
念
な
が
ら
確
認
で
き
な
い
が
、

そ
の
重
版
だ
と
思
わ
れ
る
一
九
六
一
年
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
も
っ
て
、
こ
の
「
セ
ロ
弾

き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
翻
訳
絵
本
を
考
察
し
て
み
た
い
。 

   

一 

原
作
の
構
成
及
び
同
時
代
の
絵
入
り
原
作
・
絵
本
の
概
要 

 

論
を
展
開
す
る
前
に
、
ま
ず
原
作
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
主
な
構
成
を
紹

介
し
て
お
き
た
い
。周
知
の
よ
う
に
賢
治
の
原
作
は
下
手
な
セ
ロ
弾
き
ゴ
ー
シ
ュ
が

楽
長
に
厳
し
く
叱
責
さ
れ
た
後
、四
夜
連
続
で
動
物
た
ち
に
訪
ね
ら
れ
演
奏
を
依
頼

さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
経
験
を
経
た
後
、
セ
ロ
の
腕
が
上
達
し
、
音
楽
会
本
番
で
の

演
奏
も
成
功
し
た
、
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
ま
た
、
楽
長
の
叱
責
の
内
容
と
、
動
物

た
ち
と
の
接
触
を
通
じ
て
ゴ
ー
シ
ュ
が
身
に
つ
け
た
も
の
と
は
、実
は
対
応
し
て
い

る
。
こ
れ
は
さ
き
に
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
。
原
作
の
冒
頭
に
お
い
て
、
楽
長
は
怒

鳴
り
な
が
ら
叱
責
し
て
い
る
が
、
そ
の
叱
責
は
八
つ
当
た
り
で
は
な
く
、
か
え
っ
て

ゴ
ー
シ
ュ
の
具
体
的
な
不
足
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。そ
の
詳
細
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
（
本
論
に
お
け
る
原
作
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
引
用
は
全
て
『
新

校
本
宮
沢
賢
治
全
集
第
十
一
巻
（
本
文
篇
）
』
に
よ
る
。
）

「
セ
ロ
が
お
く
れ
た
。
ト
ォ
テ
テ 

テ
テ
テ
イ 

こ
こ
か
ら
や
り
直
し
。
は
い

っ
」
。 

（
中
略
） 

「
セ
ロ
っ
。
糸
が
合
は
な
い
。
困
る
な
あ
。
ぼ
く
は
き
み
に
ド
レ
ミ
フ
ァ
を
教

へ
て
ま
で
ゐ
る
ひ
ま
は
な
い
ん
だ
が
な
あ
。
」 

（
中
略
） 

「
お
い
ゴ
ー
シ
ュ
君
。
君
に
は
困
る
ん
だ
が
な
あ
。
表
情
と
い
ふ
こ
と
が
ま
る

で
で
き
て
な
い
。
怒
る
も
喜
ぶ
も
感
情
と
い
ふ
も
の
が
さ
っ
ぱ
り
出
な
い
ん

だ
。
そ
れ
に
ど
う
し
て
も
ぴ
た
っ
と
外
の
楽
器
と
合
は
な
い
も
な
あ
。
」
（
傍

線
は
稿
者
、
以
下
同
） 
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そ
の
後
、
ゴ
ー
シ
ュ
の
家
に
は
猫
・
か
く
こ
う
・
狸
の
子
・
ね
ず
み
母
子
が
順
次

訪
ね
て
き
た
。
彼
ら
と
の
接
触
を
通
じ
て
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
様
々
な
も
の
を
身
に
つ
け

た
。 ①

猫
：
ゴ
ー
シ
ュ
は
猫
に
ト
ロ
メ
ラ
イ
の
演
奏
を
依
頼
さ
れ
た
が
、
生
意
気
で
図

々
し
い
猫
に
ゴ
ー
シ
ュ
が
腹
立
ち
、
怒
り
を
も
っ
て
猫
を
懲
ら
し
め
る
曲
「
印
度
の

虎
狩
」
を
弾
い
た
。
そ
の
過
程
で
ゴ
ー
シ
ュ
は
演
奏
の
表
情
・
感
情

、
、
、
、
、
を
身
に
つ
け
た
。 

②
か
く
こ
う
：
か
く
こ
う
に
は
正
確
な
ド
レ
ミ
フ
ァ
の
勉
強
を
依
頼
さ
れ
た
が
、

ゴ
ー
シ
ュ
が
弾
き
始
め
る
と
か
く
こ
う
は
「
ち
が
い
ま
す
、
ち
が
い
ま
す
」
と
い
う
。

か
く
こ
う
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
指
摘
に
ゴ
ー
シ
ュ
が
か
っ
と
な
り
、か
く
こ
う
を
威
嚇

し
た
。
怖
く
な
っ
た
か
く
こ
う
は
逃
げ
出
そ
う
と
硝
子
に
ぶ
つ
か
り
、
嘴
に
血
が
出

る
破
目
に
至
っ
た
が
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
か
く
こ
う
と
練
習
す
る
う
ち
に
、
自
分
も
正
確
、
、

な
ド
レ
ミ
フ
ァ

、
、
、
、
、
、
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。 

③
狸
の
子
：
狸
の
子
は
小
太
鼓
の
係
り
で
、
ゴ
ー
シ
ュ
に
セ
ロ
と
の
合
奏
を
練
習

し
て
も
ら
う
た
め
に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ゴ
ー
シ
ュ
と
練
習
し
て
い
る
う
ち

に
、
狸
の
子
は
セ
ロ
の
二
番
目
の
糸
の
遅
れ
に
気
づ
い
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
ゴ
ー

シ
ュ
は
は
じ
め
て
自
分
の
セ
ロ
の
遅
れ
を
調
整
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
狸
の

子
と
の
練
習
に
よ
り
、
外
の
楽
器
と
の
合
奏
の
や
り
方

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
を
も
身
に
つ
け
た
。
こ
れ
で

楽
長
に
指
摘
さ
れ
た
技
術
上
の
問
題
点
は
全
て
直
っ
た
の
で
あ
る
。 

④
ね
ず
み
母
子
：
ね
ず
み
と
の
や
り
と
り
で
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
子
ね
ず
み
の
病
気
を

治
し
、
自
分
の
セ
ロ
が
い
つ
も
動
物
た
ち
の
病
気
を
治
し
て
い
る
こ
と
も
知
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
彼
は
自
分
の
演
奏
の
意
義
を
体
得
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
上
が
原
作
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
核
心
的
部
分
だ
と
言
え
る
が
、
『
小

木
偶
拉
大
提
琴
』
に
お
い
て
、
そ
の
核
心
が
幾
分
書
き
換
え
ら
れ
た
。
端
的
に
言
え

ば
、
ゴ
ー
シ
ュ
と
や
り
と
り
す
る
の
は
猫
と
ね
ず
み
母
子
の
み
と
な
り
、
か
く
こ
う

と
狸
の
子
の
登
場
場
面
は
わ
ず
か
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
冒
頭

部
と
結
末
部
に
も
書
き
換
え
が
施
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
『
小
木
偶
拉
大
提
琴
』
が

出
版
さ
れ
る
前
、つ
ま
り
四
〇
～
五
〇
年
代
に
、日
本
で
は
十
数
種
の
絵
入
り
原
作
、

ま
た
は
絵
本
が
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
３
）

『
小
木
偶
拉
大
提
琴
』
の
書
き
手
は
そ
れ

ら
の
絵
入
り
原
作
・
絵
本
か
ら
、
書
き
換
え
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
の
だ

ろ
う
か
。
稿
者
は
同
時
代
の
日
本
の
絵
入
り
原
作
・
絵
本
を
全
部
集
め
、
そ
の
内
容

を
確
認
し
た
が
、
原
作
を
書
き
換
え
た
も
の
は
ま
ず
な
い
。
そ
の
核
心
の
挿
絵
・
絵

は
図
２
が
示
す
よ
う
に
、
猫
・
か
く
こ
う
・
狸
の
子
・
ね
ず
み
母
子
が
順
番
通
り
に
、

欠
か
す
こ
と
な
く
登
場
し
、
ゴ
ー
シ
ュ
と
や
り
と
り
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
小
木

偶
拉
大
提
琴
』に
お
け
る
書
き
換
え
は
全
て
書
き
手
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
と
言
っ
て
よ

い
。

図２ 堀文子「セロひきのゴーシュ」

（「セロひきのゴーシュ：現代日本童話」、

講談社、1954年）
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で
は
翻
訳
絵
本
『
小
木
偶
拉
大
提
琴
』
に
お
け
る
書
き
換
え
は
如
何
に
な
さ
れ
て

い
る
の
か
。
具
体
的
な
考
察
を
は
じ
め
る
前
に
、
ま
ず
は
『
小
木
偶
拉
大
提
琴
』
の

表
紙
に
お
け
る
書
名
の
上
下
二
行
の
文
字
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。「
現
代
児
童
文

庫
」
と
「
（
低
年
級
第
九
輯
）
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
翻
訳
絵
本
は
、
低
学
年
の

子
供
向
け
の
読
物
で
あ
る
。次
節
で
は
大
き
な
書
き
換
え
が
施
さ
れ
て
い
る
部
分
に

注
目
し
、
文
と
絵
を
合
わ
せ
て
、
こ
の
低
学
年
の
子
供
向
け
の
翻
訳
絵
本
を
考
察
し

て
い
き
た
い
。 

 

二 

翻
訳
絵
本
『
小
木
偶
拉
大
提
琴
』
の
詳
細 

○
Ｐ
１
〜
Ｐ
２

Ｐ
１ 訳

文
：
提
琴
手
，
小
呉
秀
，
手
抱
提
琴

去
學
校
。

日
本
語
訳
：
セ
ロ
弾
き
の
呉
秀

ゴ
シ
ュ
ー

く
ん
が
、

セ
ロ
を
持
っ
て
学
校
に
行
き
ま
す
。

絵
：
セ
ロ
弾
き
が
家
を
出
る
場
面
が
描

か
れ
て
い
る
。
家
は
確
か
に
原
作
同
様
の

水
車
小
屋
で
あ
る
が
、
壊
れ
て
は
い
な
い
。

ま
た
、
セ
ロ
弾
き
の
身
な
り
は
き
ち
ん
と

し
て
お
り
、
顔
に
穏
や
か
な
笑
み
が
浮
か

ん
で
い
る
。

《
考
察
》
：
家
を
出
る
場
面
は
原
作
に

は
な
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
。こ
れ
は
原
作
と
全
く
違
う
主
人
公
を
登
場
さ
せ
る
た

め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
セ
ロ
弾
き
の
名
前
か
ら
み
る
と
、

ゴ
ー
シ
ュ
は
呉
秀

ゴ
シ
ュ
ー

と
い
う
違
和
感
の
な
い
中
国
名
に
訳
さ
れ
て
い
る
。な
か
な
か
巧

妙
な
訳
し
方
で
あ
る
。
し
か
も
、
名
前
の
前
に
「
小
」
が
つ
い
て
お
り
、
主
人
公
は

子
供
あ
る
い
は
少
年
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。原
作
に
お
い
て
ゴ

ー
シ
ュ
は「
午
前
は
小
屋
の
ま
は
り
の
小
さ
な
畑
で
ト
マ
ト
の
枝
を
き
っ
た
り
甘
藍

の
虫
を
ひ
ろ
っ
た
り
し
て
」
午
後
は
「
町
の
活
動
写
真
館
で
セ
ロ
を
〔
弾
〕
く
」
、

と
い
う
半
農
家
の
生
活
を
し
て
い
る
が
、訳
文
に
お
け
る
セ
ロ
を
持
っ
て
学
校
に
行

く
呉
秀
は
、
学
校
の
交
響
楽
団
で
セ
ロ
を
弾
く
普
通
の
学
生
だ
と
判
断
で
き
よ
う
。

低
学
年
の
子
供
向
け
と
い
う
前
提
か
ら
す
る
と
、主
人
公
を
学
生
に
設
定
す
る
の
は

妥
当
な
書
き
換
え
だ
と
言
え
よ
う
。

Ｐ
２訳

文
：
小
呉
秀
，
拉
提
琴
；
拉
了
一
遍
又
一
遍
，
老
師
説
他
拉
得
不
好
聽
，
要
他

回
家
多
練
練
，
過
了
十
天
再
表
演
。

日
本
語
訳
：
呉
秀
く
ん
が
セ
ロ
を
弾
き
ま
す
。
何
回
も
何
回
も
弾
き
ま
し
た
が
、

ま
だ
下
手
だ
か
ら
、
家
に
帰
っ
て
よ
く
練
習
し
て
、
十
日
後
に
再
び
演
奏
す
る
よ
う

に
と
先
生
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

絵
：
文
章
だ
け
読
む
と
登
場
人
物
た
ち
の
感
情
は
感
じ
ら
れ
な
い
が
、
絵
に
描
か

れ
た
先
生
や
呉
秀
の
表
情
を
見
れ
ば
、呉
秀
が
厳
し
く
叱
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
読
み

取
れ
る
。
一
方
、
と
な
り
に
座
る
交
響
楽
団
の
仲
間
は
励
ま
し
の
視
線
を
呉
秀
に
投

げ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

《
考
察
》
：
Ｐ
２
は
原
作
の
最
初
の
場
面
と
対
応
し
て
い
る
。
下
手
な
セ
ロ
弾
き

が
先
生
（
原
作
で
は
楽
長
）
に
叱
ら
れ
る
場
面
は
ず
い
ぶ
ん
簡
略
化
さ
れ
て
は
い
る

も
の
の
、
原
作
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
楽
手
仲
間
の
反
応
は
書
き
換
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え
ら
れ
た
。
原
作
に
お
い
て
仲
間
た
ち
は
「
気
の
毒
さ
う
に
し
て
わ
ざ
と
じ
ぶ
ん
の

譜
を
の
ぞ
き
込
ん
だ
り
じ
ぶ
ん
の
楽
器
を
は
じ
い
て
見
た
り
し
て
」
い
る
。
こ
の
行

為
は
日
本
文
化
の
中
で
は
確
か
に
や
さ
し
さ
の
表
現
で
あ
る
が
、背
景
を
中
国
文
化

に
変
え
る
と
「
冷
た
い
」
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
中
国
の
絵
本
の
書
き

手
は
そ
れ
を
セ
ロ
弾
き
の
呉
秀
く
ん
に
向
け
た
励
ま
し
の
視
線
、と
い
う
よ
り
明
る

い
も
の
に
書
き
換
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

○
Ｐ
５
〜
Ｐ
６

Ｐ
５ 訳

文
：
貓
咪
來
到
他
身
邊
，
請
他

拉
拉
大
提
琴
。

日
本
語
訳
：
猫
が
彼
の
そ
ば
に
来

て
、
セ
ロ
を
弾
く
よ
う
に
お
願
い
し

ま
し
た
。

絵
：
猫
が
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
立
っ

て
、
偉
そ
う
に
話
し
て
い
る
。
「
お

み
や
」

（
４
）

と
し
て
の
ト
マ
ト
が
梨
に

変
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
呉
秀
は

笑
っ
て
い
な
い
。

《
考
察
》
：
こ
こ
で
は
第
一
夜
の

猫
が
登
場
す
る
。
テ
ー
ブ
ル
の
上
に

立
っ
て
い
る
偉
そ
う
な
猫
の
様
子
は
原
作
に
お
け
る
生
意
気
さ
を
再
現
し
て
い
る
。

原
作
の
ト
マ
ト
が
梨
に
変
え
ら
れ
た
の
は
、ト
マ
ト
よ
り
糖
度
の
高
い
梨
の
ほ
う
が

子
供
読
者
に
喜
ば
れ
る
、
と
い
う
描
き
手
の
考
え
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

Ｐ
６訳

文
：
呉
秀
想
：
「
貓
咪
不
會
聽
，
隨
便
拉
一
下
吧
。
」
嚇
得
貓
咪
溜
跑
了
。

日
本
語
訳
：
呉
秀
は
「
猫
は
音
楽
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
好
い
加
減
に
弾
い
て
や

ろ
う
」
と
思
い
ま
し
た
。
す
る
と
猫
が
び
っ
く
り
し
て
逃
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

絵
：
原
作
と
合
わ
せ
て
見
れ
ば
、
こ
の
ペ
ー
ジ
に
は
二
つ
の
前
後
す
る
場
面
が
描

か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
に
い
る
猫
も
セ
ロ
弾
き
も
微
笑
ん
で
い
る
。
猫
は

セ
ロ
弾
き
が
こ
れ
か
ら
自
分
の
望
み
の
曲
（
「
ト
ロ
メ
ラ
イ
」
）
を
弾
い
て
く
れ
る

こ
と
を
期
待
し
て
お
り
、
セ
ロ
弾
き
は
こ
れ
か
ら
猫
を
懲
ら
し
め
る
曲
（
「
印
度
の

虎
狩
」
）
を
弾
い
て
や
る
こ
と
を
面
白
が
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
し
、
セ

ロ
弾
き
が
弾
き
始
め
る
と
、
猫
は
ひ
ど
く
苦
し
め
ら
れ
、
そ
の
様
子
は
複
数
の
影
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。

《
考
察
》
：
Ｐ
６
に
対
応
す
る
原
作
の
内
容
は
、
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
の

二
ペ
ー
ジ
分
を
占
め
て
お
り
、怒
鳴
っ
て
い
る
ゴ
ー
シ
ュ
と
生
意
気
で
図
々
し
い
猫

と
の
や
り
と
り
が
細
か
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
そ
れ
が
訳
文
で
は
わ
ず
か
二

行
分
に
縮
小
さ
れ
、生
意
気
で
図
々
し
い
猫
が
本
来
怒
り
っ
ぽ
い
ゴ
ー
シ
ュ
を
何
回

も
怒
ら
せ
た
、
と
い
う
懲
ら
し
め
の
肝
心
な
要
因
が
省
略
さ
れ
、
呉
秀
が
い
い
加
減

に
弾
い
た
セ
ロ
を
聞
い
た
だ
け
で
猫
が
逃
げ
て
し
ま
う
と
い
う
、前
後
関
係
の
不
明

な
文
章
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
子
供
向
け
の
読
物
と
し
て
、
主
人
公
の
激
怒
、

と
い
っ
た
負
の
一
面
の
削
除
は
理
解
で
き
な
く
も
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
絵
に
は

原
作
の
場
面
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
描
き
手
の
丹
精
が
よ
り
感
じ
ら
れ
る
。
さ
ら

に
、こ
の
ペ
ー
ジ
の
絵
は
全
体
の
中
で
も
最
も
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、

色
付
け
さ
れ
、
人
目
を
引
く
た
め
の
表
紙
に
も
使
わ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
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○
Ｐ
７
～
Ｐ
８

Ｐ
７ 訳

文
：
第
二
天
晩
上
，
貓
咪
又
來
了
，
拉
着
呉
秀
説
：
「
我
會
打
鼓
，
你
來
聽
。
」

日
本
語
訳
：
次
の
夜
に
、
猫
が
ま
た
来
ま
し
た
。
呉
秀
の
手
を
ひ
き
な
が
ら
、「
ぼ

く
、
小
太
鼓
を
打
つ
か
ら
、
聞
い
て
ご

ら
ん
」
と
言
い
ま
し
た
。

絵
：
呉
秀
が
ま
る
で
原
作
の
セ
リ
フ

「
猫
、
ま
だ
こ
り
な
い
の
か
」
と
言
わ

ん
ば
か
り
に
、
蔑
む
よ
う
な
表
情
を
し

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
猫
の
表
情

は
非
常
に
従
順
で
あ
り
、
前
夜
の
よ
う

な
生
意
気
さ
は
ど
こ
に
も
な
い
。

《
考
察
》
：
「
小
太
鼓
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
か
ら
、
こ
こ
で
は
猫
が
第
三
夜

の
狸
の
子
の
代
わ
り
と
し
て
、
再
び
登

場
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
猫
と

狸
の
子
の
間
に
挟
ま
れ
る
第
二
夜
の
か

く
こ
う
の
話
は
完
全
に
削
除
さ
れ
た
。

削
除
の
原
因
は
か
く
こ
う
が
登
場
す
る
後
の
場
面
で
詳
述
す
る
。

Ｐ
８訳

文
：
貓
咪
打
鼓
咚
咚
咚
，
呉
秀
拉
琴
磅
磅
磅
；
拉
拉
打
打
真
有
趣
，
呉
秀
拉
得

很
起
勁
。

日
本
語
訳
：
猫
が
ド
ン
ド
ン
ド
ン
と
打
ち
、
呉
秀
が
バ
ン
バ
ン
バ
ン
と
弾
き
ま
し

た
。弾
い
て
打
っ
て
と
て
も
お
も
し
ろ
い
で
す
。呉
秀
は
わ
く
わ
く
し
て
き
ま
し
た
。

絵
：
猫
は
原
作
に
お
け
る
狸
の
子
の
よ
う
に
、
真
面
目
に
セ
ロ
の
駒
の
下
の
と
こ

ろ
を
叩
い
て
お
り
、
呉
秀
も
穏
や
か
な
顔
を
し
て
セ
ロ
で
合
わ
せ
て
い
る
。

《
考
察
》
：
Ｐ
７
、
Ｐ
８
に
お
け
る
猫
の
性
格
は
ほ
か
の
ペ
ー
ジ
と
完
全
に
異
な

る
。
上
述
し
た
真
面
目
さ
も
本
来
猫
で
は
な
く
狸
の
子
の
性
格
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
二
ペ
ー
ジ
で
描
か
れ
る
猫
の
外
見
も
一
般
的
な
も
の
と
は
異
な
り
、
腹
の
と
こ
ろ

が
膨
ら
ん
で
お
り
、
肥
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
腹
の
膨
ら
み
具
合
は
、
Ｐ

３
、
そ
し
て
後
の
Ｐ
10
、
Ｐ
16
、
Ｐ
17
に
お
け
る
狸
と
お
ぼ
し
き
動
物
の
そ
れ
と

ほ
ぼ
一
緒
で
あ
る
（
図
３
参
照
）
。
つ
ま
り
、
Ｐ
７
、
Ｐ
８
に
お
け
る
「
猫
」
は
、

猫
の
顔
を
し
て
い
な
が
ら
も
、
中
身
は
狸
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
前
夜
呉
秀
に
懲

ら
し
め
ら
れ
た
猫
の
顔
を
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、衝
突
の
後
に
は
仲
直

り
が
く
る
、と
い
う
子
供
向
け
の
明
る
い
読
物
と
し
て
の
設
定
上
の
必
要
性
に
起
因

す
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
前
夜
の
猫
と
の
衝
突
は
、
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
し

こ
り
と
し
て
残
す
わ
け
に
は
い
か
ず
、仲
直
り
を
も
っ
て
解
消
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

          

図３ 

Ｐ3、Ｐ10、Ｐ16、Ｐ17におけ

る狸とおぼしき動物
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○
Ｐ
９
〜
Ｐ
10 

Ｐ
９ 訳

文
：
老
鼠
媽
媽
帶
了
害
病
的
小
老
鼠
來
聽
琴
，
她
說
：
「
聽
聽
音
樂
也
會
醫
好

病
。
」

日
本
語
訳
：
母
ね
ず
み
が
病
気
の
子
ね

ず
み
を
連
れ
て
、
セ
ロ
を
聴
き
に
来
ま
し

た
。「
音
楽
を
聴
く
と
病
気
も
治
り
ま
す
」

と
彼
女
は
言
い
ま
し
た
。

絵
：
ね
ず
み
母
子
が
登
場
す
る
場
面
で

あ
る
。
呉
秀
は
優
し
い
表
情
を
し
て
い

る
。
ま
た
、
母
ね
ず
み
が
子
ね
ず
み
と
パ

ン
の
よ
う
な
も
の
を
運
ん
で
お
り
、
原
作

に
お
け
る
子
ね
ず
み
の
ひ
弱
さ
と
セ
ロ

弾
き
が
パ
ン
を
与
え
る
場
面
と
照
応
し

て
い
る
。

Ｐ
10訳

文
：
朋
友
們
紛
紛
來
迎
接
，
小
呉
秀

説
：
「
多
虧
大
家
幫
助
，
我
才
拉
好
了
大
提
琴
。
」

日
本
語
訳
：
友
達
は
み
ん
な
迎
え
に
来
ま
し
た
。
呉
秀
は
「
み
ん
な
の
お
か
げ
で
、

ぼ
く
の
セ
ロ
が
上
手
に
な
り
ま
し
た
」
と
言
い
ま
し
た
。

絵
：
人
獣
交
歓
の
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
描
か
れ
る
動
物
は
猫
・
ね
ず
み
・
狸
（
？
）

・
兎
・
み
ゝ
づ
く
で
あ
る
。

《
考
察
》
：
訳
文
に
お
い
て
、
「
迎
え
」
の
対
象
語
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
動

物
た
ち
が
呉
秀
の
家
の
外
で
呉
秀
を
迎
え
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
お
そ
ら
く
ね

ず
み
母
子
を
迎
え
に
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
絵
の
ほ
う
で
は
、
猫
と
ね
ず
み

の
ほ
か
に
も
、
さ
ら
に
三
匹
の
動
物
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
三
匹
は
描
き

手
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
く
、
原
作
に
お
け
る
母
ね
ず
み
の
セ
リ
フ
「
だ
っ
て
先
生

先
生
の
お
か
げ
で
、兎
さ
ん
の
お
ば
あ
さ
ん
も
な
ほ
り
ま
し
た
し
狸
さ
ん
の
お
父
さ

ん
も
な
ほ
り
ま
し
た
し
あ
ん
な
意
地
悪
の
み
ゝ
づ
く
ま
で
な
ほ
し
て
い
た
ゞ
い
た

の
に
こ
の
子
ば
か
り
お
助
け
を
い
た
ゞ
け
な
い
と
は
あ
ん
ま
り
情
な
い
こ
と
で
ご

ざ
い
〔
ま
〕
す
」
に
出
て
く
る
動
物
と
一
致
し
て
い
る
。
『
小
木
偶
拉
大
提
琴
』
に

お
け
る
こ
の
三
匹
は
、原
作
の
三
匹
と
同
様
に
セ
ロ
弾
き
に
病
気
を
治
し
て
も
ら
っ

た
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、そ
れ
で
子
ね
ず
み
を
心
配
し
て
見
に
来
た
と
も
言
え

る
。
原
作
に
お
い
て
母
ね
ず
み
の
不
平
不
満
を
引
き
起
こ
す
三
匹
が
、
訳
文
で
は
ね

ず
み
母
子
を
気
に
掛
け
る
友
達
に
一
変
さ
れ
、明
る
い
物
語
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。一

方
、
呉
秀
の
セ
リ
フ
「
み
ん
な
の
お
か
げ
で
、
ぼ
く
の
セ
ロ
が
上
手
に
な
り
ま

し
た
」
に
も
注
目
し
た
い
。
前
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
動
物
た
ち
と
接
触
す
る
う

ち
に
、セ
ロ
弾
き
の
腕
も
上
手
に
な
っ
た
こ
と
が
、原
作
で
は
直
接
的
に
語
ら
れ
ず
、

前
後
対
応
の
構
成
に
よ
り
明
か
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
そ
れ
が
訳
文
で
は
上
記
の
セ

リ
フ
に
よ
り
簡
明
に
書
き
だ
さ
れ
て
い
る
。わ
か
り
や
す
さ
と
い
う
児
童
読
物
の
基

準
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
当
然
施
さ
れ
る
書
き
換
え
と
も
言
え
よ
う
。

○
Ｐ
11
～
Ｐ
12 

Ｐ
11 訳

文
：
聽
音
樂
，
不
吵
不
鬧
多
安
靜
。
呉
秀
拉
了
一
遍
又
一
遍
，
不
知
不
覺
天
亮

了
。日

本
語
訳
：
み
ん
な
は
静
か
に
音
楽
を
聴
い
て
い
ま
す
。
呉
秀
は
何
回
も
何
回
も
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弾
き
ま
し
た
。
知
ら
な
い
う
ち
に
夜
が
明
け
ま
し
た
。

絵
：
動
物
た
ち
の
影
を
見
る
と
、
原
作
に
も
登
場
し
た
動
物
の
ほ
か
、
さ
ら
に
呉

秀
の
足
元
に
は
一
匹
の
亀
、肩
に
は
一
羽
の
鳥
も
こ
の
演
奏
会
に
加
わ
っ
た
の
で
あ

る
。
後
ろ
に
あ
る
半
円
形
の
も
の
は
、

「
夜
明
け
」
を
表
す
地
平
線
の
太
陽
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

《
考
察
》
：
こ
こ
に
お
け
る
亀
は
描
き

手
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
。
周
知
の
よ

う
に
、
中
国
文
化
に
お
い
て
、
亀
は
長
寿

を
表
す
が
、
亀
の
甲
の
硬
さ
か
ら
、
不
朽

や
確
固
不
動
の
象
徴
と
も
さ
れ
て
い

る
。

（
５
）

こ
こ
で
亀
は
着
実
に
セ
ロ
を
練
習

す
る
呉
秀
の
象
徴
と
読
め
る
。

Ｐ
12

訳
文
：
害
病
的
小
老
鼠
聽
了
琴
，
病
也

好
了
，
老
鼠
媽
媽
真
高
興
。
杜
鵑
說
「
明

天
我
飛
到
南
方
去
，
更
加
有
精
神
。
」

日
本
語
訳
：
病
気
の
子
ね
ず
み
が
セ
ロ
を
聴
い
て
、
病
気
も
治
り
ま
し
た
。
ね
ず

み
の
お
母
さ
ん
は
と
て
も
う
れ
し
い
で
す
。
か
く
こ
う
は
「
明
日
は
も
っ
と
元
気
を

も
っ
て
南
に
飛
び
ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
。

絵
：
演
奏
の
後
、
呉
秀
は
動
物
た
ち
と
楽
し
く
遊
ん
で
い
る
。

《
考
察
》
：
Ｐ
11
に
お
け
る
鳥
が
か
く
こ
う
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
、
こ
こ
で

原
作
に
お
け
る
肝
心
な
か
く
こ
う
が
よ
う
や
く
登
場
す
る
。渡
り
鳥
で
あ
る
か
く
こ

う
の
セ
リ
フ
「
南
に
飛
び
ま
す
」
も
、
原
作
に
お
け
る
「
外
国
へ
行
く
前
に
」
と
対

応
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
訳
文
に
お
け
る
セ
ロ
弾
き
の
か
く
こ
う
と
の
接

し
方
は
原
作
の
そ
れ
と
は
真
逆
で
あ
る
。原
作
に
お
い
て
か
く
こ
う
は
セ
ロ
弾
き
に

威
嚇
さ
れ
、
逃
げ
出
そ
う
と
硝
子
に
ぶ
つ
か
り
、
嘴
に
血
が
出
る
ほ
ど
重
傷
を
負
っ

た
が
、
訳
文
と
な
る
と
か
く
こ
う
は
何
の
ひ
ど
い
目
に
も
遭
わ
ず
、
か
え
っ
て
子
ね

ず
み
と
と
も
に
、
セ
ロ
に
元
気
づ
け
ら
れ
、
癒
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
猫
の
場
合
と
同

様
に
、
か
く
こ
う
に
お
け
る
「
衝
突
」
も
訳
者
の
書
き
換
え
に
よ
り
解
消
さ
れ
、
睦

ま
じ
い
も
の
に
変
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。な
ぜ
原
作
に
お
け
る
か
く
こ
う
の
話
は
完

全
に
削
除
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
話
の
お
も
し
ろ
み
の
有
無
に
も
関
わ
る
と
考
え

る
。生
意
気
な
猫
が
セ
ロ
弾
き
に
懲
ら
し
め
ら
れ
る
話
の
中
に
は
少
し
ユ
ー
モ
ア
が

あ
る
が
、
生
真
面
目
な
か
く
こ
う
が
セ
ロ
弾
き
と
衝
突
し
、
血
が
出
る
ほ
ど
傷
つ
け

ら
れ
た
、
と
い
う
残
酷
で
痛
ま
し
い
話
の
中
に
、
読
み
手
で
あ
る
子
供
に
ふ
さ
わ
し

い
お
も
し
ろ
み
と
明
る
さ
な
ど
は
、
見
出
し
づ
ら
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

Ｐ
13
～
Ｐ
16
は
音
楽
会
の
本
番
と
そ
の
成
功
を
語
っ
て
お
り
、
原
作
と
そ
れ
ほ

ど
変
わ
ら
な
い
た
め
、
こ
の
四
ペ
ー
ジ
の
分
析
は
省
略
し
、
次
は
結
末
部
の
考
察
に

入
る
。

○
Ｐ
17
〜
Ｐ
18 

訳
文
：
回
家
開
了
慶
祝
會
，
大
家
一
起
唱
起
歌
：
「
願
我
們
的
歌
聲
，
讓
南
方
的

杜
鵑
也
聽
得
見
。
」 

日
本
語
訳
：
家
に
帰
っ
て
打
ち
上
げ
を
ひ
ら
き
ま
し
た
。み
ん
な
が
歌
い
な
が
ら
、

「
ぼ
く
ら
の
歌
が
、
南
の
か
く
こ
う
に
も
聞
こ
え
ま
す
よ
う
に
」
と
願
い
ま
し
た
。

絵
：
呉
秀
が
動
物
た
ち
を
招
待
し
て
い
る
。食
べ
物
は
全
部
パ
ン
の
よ
う
で
あ
る
。

動
物
の
友
達
と
し
て
、
さ
ら
に
豚
も
加
わ
っ
た
が
、
猫
だ
け
が
偉
そ
う
な
表
情
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
は
印
象
的
で
あ
る
。
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《
考
察
》：
こ
こ
に
お
け
る
豚
も
オ
リ
ジ

ナ
ル
で
あ
る
。
中
国
文
化
に
お
い
て
、
豚
は

富
裕
、
豊
穣
、

（
６
）

ま
た
は
男
性
、
順
調
の

（
７
）

象
徴

と
さ
れ
て
い
る
。
豚
の
イ
メ
ー
ジ
に
呉
秀

の
将
来
の
出
世
へ
の
祝
福
が
含
ま
れ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
の
自
分

た
ち
の
歌
が
「
南
の
か
く
こ
う
に
も
聞
こ

え
ま
す
よ
う
に
」
と
み
ん
な
が
願
っ
て
い

る
と
い
う
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
訳
者
の
思
い

付
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
原

作
の
結
末
部
に
お
い
て
も
、
ゴ
ー
シ
ュ
は

遠
く
の
そ
ら
を
な
が
め
な
が
ら
「
あ
ゝ
か

く
こ
う
。
あ
の
と
き
は
す
ま
な
か
っ
た
な
あ
。
お
れ
は
怒
っ
た
ん
ぢ
ゃ
な
か
っ
た
ん

だ
」
と
、
同
じ
く
か
く
こ
う
を
相
手
に
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
謝
罪
が
「
か
く
こ

う
に
も
聞
こ
え
ま
す
よ
う
に
」
願
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
訳
文
と
原
作
の
結
末

部
は
、
一
見
全
く
異
な
る
よ
う
だ
が
、
本
当
は
対
応
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
さ
ら

に
、
訳
文
に
お
い
て
か
く
こ
う
は
少
し
も
傷
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
遠
く
へ
飛
ん

で
も
セ
ロ
弾
き
に
気
に
掛
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
大
切
な
友
人
で
あ
る
。登
場
場
面
が
激

減
し
た
も
の
の
、か
く
こ
う
の
重
要
性
は
原
作
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
と
言
え
な
く

も
な
い
。

『
小
木
偶
拉
大
提
琴
』
は
、
上
述
の
よ
う
な
訳
者
と
描
き
手
の
工
夫
に
よ
り
、
原

作
に
お
け
る
負
の
一
面
、
つ
ま
り
ゴ
ー
シ
ュ
の
怒
り
っ
ぽ
さ
・
楽
長
の
い
じ
め
・
動

物
た
ち
と
の
衝
突
な
ど
が
全
て
弱
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
削
除
さ
れ
、
子
供
ら
し
い
言

葉
遣
い
と
可
愛
い
挿
絵
か
ら
構
成
さ
れ
る
、
明
る
く
て
単
純
な
セ
ロ
弾
き
の
成
長
・

成
功
物
語
と
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
翻
訳
絵
本
は
比
重

か
ら
み
る
と
、
四
行
未
満
の
文
章
よ
り
、
ペ
ー
ジ
全
体
を
占
め
る
絵
の
ほ
う
が
、
圧

倒
的
に
大
き
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
絵
に
含
ま
れ
る
情
報
量
も
文
章
よ
り
多

い
。
実
は
文
章
の
み
を
読
む
と
、
原
作
の
内
容
が
簡
略
化
さ
れ
す
ぎ
た
た
め
、
や
や

味
気
な
い
と
感
じ
て
し
ま
う
。
絵
は
そ
の
欠
陥
を
補
う
も
の
と
し
て
、
文
章
の
内
容

を
そ
の
ま
ま
画
像
化
し
た
だ
け
で
な
く
、文
章
で
は
語
れ
な
か
っ
た
登
場
者
の
感
情

を
顔
に
加
え
る
こ
と
で
、物
語
を
よ
り
面
白
く
て
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
る
。ま
た
、

原
作
を
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
読
者
に
は
気
づ
か
れ
な
い
が
、絵
に
は
原
作
の
要
素
を

再
現
・
対
応
し
て
い
る
部
分
が
か
な
り
多
い
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
『
小
木

偶
拉
大
提
琴
』
は
全
体
か
ら
み
る
と
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
と
幾
分
異
な
る
作

品
と
な
っ
た
が
、絵
の
細
部
に
は
描
き
手
の
忠
実
さ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。

三 

『
小
木
偶
拉
大
提
琴
』
と
い
う
書
名

前
節
で
は
翻
訳
絵
本
『
小
木
偶
拉
大
提
琴
』
の
内
容
に
お
け
る
書
き
換
え
を
考
察

し
た
が
、
実
は
書
名
『
小
木
偶
拉
大
提
琴
』
そ
の
も
の
に
も
、
書
き
換
え
が
施
さ
れ

て
い
る
。そ
の
書
名
を
日
本
語
で
説
明
す
る
と「
セ
ロ
弾
き
の
木
偶（
デ
ク
ノ
ボ
ー
）」

と
い
う
感
じ
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
ゴ
ー
シ
ュ
」
（
「
呉
秀
」
）
は
書
名
で
は
「
木

偶
（
デ
ク
ノ
ボ
ー
）
」
と
変
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
は
書

名
の
み
に
存
在
し
、
訳
文
本
文
に
は
全
く
現
れ
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
訳
者

は
そ
の
い
か
に
も
異
質
な
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
を
書
名
の
中
に
入
れ
た
の
か
。

周
知
の
よ
う
に
、
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
は
賢
治
の
名
詩
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
キ
ー

ワ
ー
ド
で
あ
る
。「
ミ
ン
ナ
ニ
デ
ク
ノ
ボ
ー
ト
ヨ
バ
レ
／
ホ
メ
ラ
レ
モ
セ
ズ
／
ク
ニ

− 20 −− 21 −

「セロ弾きのゴーシュ」の最初の中国語訳



 

モ
サ
レ
ズ
／
サ
ウ
イ
フ
モ
ノ
ニ
／
ワ
タ
シ
ハ
ナ
リ
タ
イ
」
が
示
す
よ
う
に
、
「
デ
ク

ノ
ボ
ー
」は
ま
さ
に
晩
年
の
賢
治
に
と
っ
て
の
理
想
的
な
人
間
像
で
あ
る
。実
は「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
と
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
両
作
品
に
は
、
互
に
対
応
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
続
橋
達
雄
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ゴ
ー
シ
ュ
は
〈
町
は
づ
れ
の
川
ば
た
に
あ
る
こ
は
れ
た
水
車
小
屋
〉
に
一
人

で
住
ん
で
い
る
。
（
中
略
）
こ
こ
で
す
ぐ
想
起
さ
れ
る
の
は
、
「
雨
ニ
モ
マ
ケ

ズ
」
の
中
の
〈
野
原
ノ
松
ノ
林
ノ
蔭
ノ
／
小
サ
ナ
萓
ブ
キ
ノ
小
屋
ニ
ヰ
テ
〉
の

一
節
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
か
つ
て
羅
須
地
人
協
会
を
設
立

し
農
民
に
よ
る
楽
団
の
結
成
さ
え
夢
み
た
日
の
こ
と
が
、ゴ
ー
シ
ュ
の
住
居
に

は
遠
く
尾
を
引
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

（
中
略
）

〈
か
ら
だ
が
丈
夫
だ
か
ら
こ
ん
な
こ
と
も
で
き
る
よ
。普
通
の
人
な
ら
死
ん

で
し
ま
ふ
か
ら
な
〉
と
い
う
楽
長
の
こ
と
ば
が
そ
の
一
つ
。
こ
こ
に
は
、
「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
中
の
〈
丈
夫
ナ
カ
ラ
ダ
ヲ
モ
チ
〉
の
一
句
が
痛
い
ほ
ど
の
鋭

い
響
き
で
伝
わ
っ
て
く
る
。
（
続
橋
達
雄
「
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
論
」

（
『
宮
沢
賢
治
・
童
話
の
軌
跡
』
、
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
十
月
）
）

生
活
環
境
や
身
体
状
態
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
ゴ
ー
シ
ュ
」
と
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」

と
は
続
橋
の
指
摘
の
通
り
類
似
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
重
松
泰
雄
は
賢
治
生

涯
最
後
の
手
紙
（
教
え
子
柳
原
昌
治
宛
）
を
引
き
な
が
ら
、
「
ゴ
ー
シ
ュ
」
と
「
デ

ク
ノ
ボ
ー
」
と
の
関
連
性
を
論
じ
た
。
ま
ず
は
手
紙
の
内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

私
の
か
う
い
ふ
惨
め
な
失
敗
は
た
ゞ
も
う
今
日
の
時
代
一
般
の
大
き
な
病
、

「
慢
」
と
い
ふ
も
の
の
一
支
流
に
過
っ
て
身
を
加
へ
た
こ
と
に
原
因
し
ま
す
。

僅
か
ば
か
り
の
才
能
と
か
、
器
量
と
か
、
身
分
と
か
財
産
と
か
い
ふ
も
の
が
何

か
じ
ぶ
ん
の
か
ら
だ
に
つ
い
た
も
の
で
で
も
あ
る
か
と
思
ひ
、じ
ぶ
ん
の
仕
事

を
卑
し
み
、
同
輩
を
嘲
け
り
、
い
ま
に
ど
こ
か
ら
か
じ
ぶ
ん
を
所
謂
社
会
の
高

み
へ
引
き
上
げ
に
来
る
も
の
が
あ
る
や
う
に
思
ひ
、空
想
を
の
み
生
活
し
て
却

っ
て
完
全
な
現
在
の
生
活
を
ば
味
ふ
こ
と
も
せ
ず
、幾
年
か
ゞ
空
し
く
過
ぎ
て

漸
く
じ
ぶ
ん
の
築
い
て
ゐ
た
蜃
気
楼
の
消
え
る
の
を
見
て
は
、た
ゞ
も
う
人
を

怒
り
世
間
を
憤
り
従
っ
て
師
友
を
失
ひ
憂
悶
病
を
得
る
と
い
っ
た
や
う
な
順

序
で
す
。
（
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集 

第
十
五
巻 

書
簡 

本
文
篇
』
（
筑

摩
書
房
、
一
九
九
五
年
十
二
月
）
）

手
紙
に
書
か
れ
る
「
慢
」
と
い
う
病
に
注
目
し
、
重
松
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

あ
の
晩
年
の
著
名
な
い
わ
ゆ
る
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」
に
も
見
受
け
ら
れ

る
、き
び
し
い
賢
治
の
自
戒
―
―
傲
慢
に
堕
し
つ
つ
あ
っ
た
昔
日
の
自
己
へ
の

反
省
を
語
る
表
現
な
ど
も
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
書
簡
と

「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」と
を
つ
な
ぐ
線
が
意
外
に
太
い
こ
と
を
納
得
せ
ざ

る
を
え
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
書
簡
に
語
ら
れ
た
「
慢
」
と
い
う
「
大

き
な
病
」
の
問
題
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
い
わ
ば
作
者
は
、
〈
セ
ロ
弾
き
〉
ゴ

ー
シ
ュ
と
い
う
人
形
に
託
し
て
、か
つ
て
自
ら
の
身
深
く
食
い
込
ん
だ
け
が
れ

を
、
「
慢
」
と
い
う
時
代
の
や
ま
い
を
禊
ご
う
と
し
た
―
―

（
中
略
）

た
と
え
ば
ゴ
ー
シ
ュ
は
、
第
一
夜
の
三
毛
猫
に
対
し
て
、
（
中
略
）
な
ど
と
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き
め
つ
け
る
。
ま
さ
し
く
「
僅
か
ば
か
り
の
才
能
と
か
、
器
量
と
か
」
を
恃
ん

で
空
威
張
り
を
す
る
人
間
で
あ
り
、
物
語
の
当
初
、
彼
は
文
字
ど
お
り
「
慢
」

と
い
う
病
に
蝕
ま
れ
た
存
在
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。そ
れ
が
動
物
た
ち
の
誠

意
に
よ
っ
て
次
第
に
角
が
折
れ
て
ゆ
き
（
後
略
）
（
重
松
泰
雄
「
セ
ロ
弾
き
の

ゴ
ー
シ
ュ
―
〈
慢
〉
と
い
う
病
の
浄
化
」
（
『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』

二
七
（
三
）
、
一
九
八
二
年
二
月
）
）

さ
ら
に
、
中
野
新
治
は
音
楽
会
当
日
に
楽
長
に
指
名
さ
れ
、
独
奏
を
完
成
し
た
後

の
ゴ
ー
シ
ュ
の
状
態
に
着
目
し
、
「
ゴ
ー
シ
ュ
」
と
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
と
の
つ
な
が

り
を
次
の
よ
う
に
見
出
し
て
い
る
。

ゴ
ー
シ
ュ
が
「
す
っ
か
り
落
ち
つ
い
て
」
独
奏
で
き
た
の
は
自
分
の
技
能
を

誇
示
す
る
必
要
が
少
し
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
曲
が
終
れ
ば
「
み
ん
な
の

方
を
見
向
き
も
せ
ず
」
楽
屋
へ
帰
り
、
「
や
ぶ
れ
か
ぶ
れ
だ
と
思
っ
て
み
ん
な

の
間
を
さ
っ
さ
と
あ
る
い
て
行
っ
て
」「
長
椅
子
へ
ど
っ
か
り
と
か
ら
だ
を
お

ろ
し
て
足
を
組
ん
で
す
は
る
」
の
で
あ
る
。
ま
る
で
「
さ
あ
ど
こ
か
ら
で
も
や

っ
て
く
れ
」
と
開
き
直
っ
て
い
る
、
か
の
一
心
太
助
の
よ
う
で
あ
る
が
、
ゴ
ー

シ
ュ
は
あ
く
ま
で
無
我
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
あ
の
「
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
」
の

デ
ク
ノ
ボ
ー
に
通
じ
る
理
念
が
あ
る
。「
ミ
ン
ナ
ニ
デ
ク
ノ
ボ
ー
ト
ヨ
バ
レ
／

ホ
メ
ラ
レ
モ
セ
ズ
／
ク
ニ
モ
サ
レ
ズ
」
と
は
、
「
東
ニ
病
気
ノ
コ
ド
モ
ア
レ
バ

／
行
ッ
テ
看
病
シ
テ
ヤ
リ
／
西
ニ
ツ
カ
レ
タ
母
ア
レ
バ
／
行
ッ
テ
ソ
ノ
稲
ノ

束
ヲ
負
ヒ
…
…
」
と
い
う
「
善
」
は
全
く
無
意
識
の
下
に
な
さ
れ
た
の
で
な
け

れ
ば
一
切
は
意
味
を
失
う
と
い
う
厳
し
い
真
理
追
求
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。

（
中
野
新
治
「
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
試
論

不
軽
菩
薩
と
し
て
の
動
物

た
ち
」
（
『
日
本
文
学
研
究
』
十
九
号
、
一
九
八
三
年
十
一
月
）
）

「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
と
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
と
は
以
上
の
よ
う
に
多
く
の

つ
な
が
り
を
持
つ
が
、
お
そ
ら
く
『
小
木
偶
拉
大
提
琴
』
の
訳
者
も
こ
う
し
た
つ
な

が
り
に
気
づ
い
た
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
「
木
偶
（
デ
ク
ノ
ボ
ー
）
」
が
訳
文
本
文

で
は
一
回
も
現
れ
な
い
た
め
、訳
者
は
子
供
読
者
に
上
述
の
つ
な
が
り
を
教
え
る
た

め
に
、
書
名
に
「
木
偶
」
を
入
れ
た
の
で
は
な
い
と
判
断
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

書
名
に
し
か
存
在
し
な
い
「
木
偶
」
を
子
供
読
者
が
普
通
に
「
操
り
人
形
」
と
と
ら

え
て
し
ま
い
、
「
操
り
人
形
は
ど
う
や
っ
て
セ
ロ
を
弾
く
の
？
」
と
い
う
よ
う
な
疑

問
も
自
然
に
浮
か
び
、
興
味
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
は
想
定
さ
れ
や
す

い
。
つ
ま
り
、
訳
者
は
「
ゴ
ー
シ
ュ
」
と
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
と
の
関
連
性
を
ひ
ら
め

い
た
が
、
こ
の
ひ
ら
め
き
が
実
際
の
行
動
に
変
わ
っ
た
の
は
、『
小
木
偶
拉
大
提
琴
』

と
い
う
書
名
の
人
目
を
引
く
効
果
が
想
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
、と
い
う
の
が
稿
者

の
推
論
で
あ
る
。

お
わ
り
に

 

本
稿
の
考
察
を
通
じ
て
、
『
小
木
偶
拉
大
提
琴
』
は
少
し
欠
点
が
あ
る
が
、
多
く

の
丹
精
が
込
め
ら
れ
た
、
優
秀
な
翻
訳
絵
本
だ
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま

で
絵
本
そ
の
も
の
の
内
容
も
ほ
ぼ
世
に
知
ら
れ
ぬ
ま
ま
で
あ
っ
た
。本
稿
は
考
察
に

あ
た
り
、
絵
本
の
内
容
を
全
て
図
の
形
で
表
し
た
。
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に

よ
っ
て
よ
り
多
く
の
人
に
、埋
も
れ
た
翻
訳
絵
本
の
内
容
を
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。
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注 （
１
）
洪
忻
意
は
新
中
国
建
国
初
期
に
新
し
く
登
場
し
た
訳
者
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
の
時
代

の
新
し
い
訳
者
は
、
数
冊
の
図
書
を
翻
訳
し
て
も
、
大
き
な
貢
献
を
す
る
こ
と
が
な
け

れ
ば
、
関
連
資
料
が
残
る
こ
と
は
な
い
。
孫
蓮
白
（
医
学
・
８
冊
）
、
趙
力
之
（
医
学
・

７
冊
）
、
金
連
縁
（
農
業
技
術
・
６
冊
）
、
金
鋒
（
歴
史
・
５
冊
）
も
洪
忻
意
と
同
様
で

あ
る
（
田
雁
著
、
小
野
寺
史
郎
・
古
谷
創
訳
『
近
代
中
国
の
日
本
書
翻
訳
出
版
史
』
、
二

〇
二
〇
年
十
二
月
、
東
京
大
学
出
版
会
）
参
照
）
。
さ
ら
に
、
絵
の
描
き
手
と
訳
者
と
は

別
人
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
描
き
手
に
関
す
る
情
報
も
現
在
把
握
で
き
て
い
な
い
。

（
２
）https://hklit-beta.lib.cuhk.edu.hk/new

sletters/%
E9%

A
4%

A
8%

E8%
97%

8F%
E7%

B
2%

B
E%

E7%
B

2%
B

9%
EF%

B
C

%
9A

%
E9%

A
6%

99%
E6%

B
8%

A
F%

E4%
B

8%
8A

%
E6%

B
5%

B
7%

E6%
9B

%
B

8%
E5%

B
1%

80/

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
二
一
年
九
月

九
日
）

（
３
）
三
〇
年
代
に
は
ま
だ
絵
入
り
原
作
・
絵
本
が
な
い
。

（
４
）
「
お
み
や
げ
」
の
こ
と
で
あ
る
。
原
作
に
お
い
て
、
猫
が
ゴ
ー
シ
ュ
を
訪
ね
る
際
、
ゴ

ー
シ
ュ
の
畑
か
ら
半
分
熟
し
た
ト
マ
ト
を
む
し
っ
て
お
み
や
げ
と
し
た
。
そ
の
と
き
の

セ
リ
フ
は
「
こ
れ
お
み
や
で
す
。
た
べ
て
く
だ
さ
い
。
」
で
あ
る
。

（
５
）W

. Eberhard

著
、
陳
建
憲
訳
『
中
国
文
化
象
徴
詞
典
』
（
湖
南
文
芸
出
版
社
、
一
九

九
〇
年
六
月
）

（
６
）
王
敏
・
梅
本
重
一
編
『
中
国
シ
ン
ボ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
図
典
』
（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇

三
年
四
月
）

（
７
）
注
（
５
）
に
同
じ
。

  

（
ぼ 

た
ん
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
） 
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