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第
一
節
　
ギ
ャ
ス
ケ
ル
以
前
の
産
業
小
説

　

デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、『
ニ
コ
ラ
ス
・
ニ
ク
ル
ビ
ー
』（
一
八
三
八
〜
三
九
年
）

と
『
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
コ
パ
フ
ィ
ー
ル
ド
』（
一
八
四
九
〜
五
〇
年
）
に
お
い 

て
、
社
会
階
級
と
直
接
関
係
が
な
い
地
域
の
方
言
を
使
っ
て
実
験
を
試
み

た
。
一 

そ
し
て
『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』（
一
八
五
四
年
）
で
は
、
産
業
社

会
に
お
け
る
不
平
等
が
中
心
と
な
る
作
品
で
方
言
を
扱
う
こ
と
の
難
し
さ
に

直
面
し
て
い
る
。
こ
の
小
説
の
特
徴
は
、
と
り
わ
け
十
九
世
紀
の
文
学
作
品

に
お
け
る
方
言
の
取
り
扱
い
方
、
つ
ま
り
、
方
言
以
外
の
点
で
も
事
実
に
基

づ
く
正
確
さ
を
競
っ
て
求
め
た
産
業
小
説
家
た
ち
の
多
く
が
、
ど
の
よ
う
に

地
方
の
言
葉
を
提
示
し
て
い
る
か
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が

方
言
を
利
用
し
た
初
期
の
二
作
品
と
『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
と
の
違
い
を

際
だ
た
せ
て
い
る
特
徴
は
、
こ
の
後
者
の
物
語
の
性
質
に
あ
る
か
ら
だ
。
そ

の
特
徴
と
は
、
一
つ
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
産
業
地
域
、
特
に
北
部
地
方
に

対
す
る
当
時
の
関
心
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
心
は
、

デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
を
書
く
前
か
ら
、
す
で
に
他
の
作

家
た
ち
の
小
説
に
現
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ト
ロ
ロ
プ
の『
工

場
の
少
年
、
マ
イ
ケ
ル
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
生
涯
と
冒
険
』（
一
八
四

〇
年
）、
二  

シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ト
ナ
の
『
ヘ
レ
ン
・
フ
リ
ー

ト
ウ
ッ
ド
』（
一
八
四
一
年
）、
三  

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ス
ト
ー
ン
の
『
木
綿
王
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ラ
ン
グ
シ
ョ
ー
』（
一
八
四
二
年
）
四  

な
ど
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
小
説
は
ま
た
、
木
綿
工
業
に
見
ら
れ
る
社
会
問
題
へ
の
関
心
に

よ
っ
て
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。『
マ
イ
ケ
ル
・

ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
』
と
『
ヘ
レ
ン
・
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
』
は
工
場
の
醜
悪

な
状
況
と
労
働
者
へ
の
搾
取
を
特
に
強
調
し
て
い
る
。『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ラ

ン
グ
シ
ョ
ー
』
の
関
心
事
は
む
し
ろ
、
産
業
労
働
者
た
ち
が
不
幸
に
も
か
か

　
　
　
　
　

パ
ト
リ
シ
ア
・
イ
ン
ガ
ム 

著

　
　
　
　
　
　
　
　

ギ
ャ
ス
ケ
ル
の
方
言
使
用
と
デ
ィ
ケ
ン
ズ
へ
の
影
響

松  

岡  

光  

治  

訳　
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わ
ら
ず
慕
わ
ざ
る
を
得
な
い
資
本
家
た
ち
と
そ
の
人
柄
の
方
に
あ
る
。
す
べ

て
の
小
説
に
共
通
す
る
点
は
、
あ
る
産
業
地
域
の
生
活
を
描
き
出
す
基
本
原

理
と
し
て
事
実
を
記
録
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
忠
実
さ
の
度
合
い

が
各
作
家
の
気
質
に
よ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

こ
う
し
た
小
説
の
伝
統
と
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
の
結
び
付
き
は
ギ
ャ
ス
ケ
ル
夫

人
の
『
メ
ア
リ
・
バ
ー
ト
ン

―
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
生
活
の
物
語
』（
一
八

四
八
年
）

―
一
八
五
四
年
ま
で
に
五
つ
の
版
が
す
で
に
印
刷
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
考
え
る
と
、
お
そ
ら
く
同
種
の
物
語
で
人
気
が
も
っ
と
も
高
か
っ
た

は
ず
の
彼
女
の
処
女
作

―
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
今
し
が
た
述
べ
た

小
説
の
作
家
た
ち
の
よ
う
に
、
一
八
三
二
年
か
ら
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で
生
活

を
始
め
た
ギ
ャ
ス
ケ
ル
夫
人
も
産
業
地
域
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
。
中

産
階
級
の
人
々
の
容
疑
を
晴
ら
し
た
い
と
い
う
少
々
複
雑
な
気
持
ち
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
彼
女
は
ス
ラ
ム
街
の
住
宅
や
工
場
の
状
態
に
つ
い
て
、
極
め
て

詳
し
い
記
述
を
行
っ
て
い
る
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
を

書
い
て
い
る
と
き
、
彼
女
は
『
北
と
南
』
と
い
う
一
八
五
四
年
九
月
以
降
に

彼
の
週
刊
雑
誌
『
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ズ
』
で
連
載
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
別
の
産
業
小
説
を
執
筆
し
て
い
た
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
彼
女
に
手
紙
を
書
い

て
、
五  

自
分
の
物
語
に
ス
ト
ラ
イ
キ
を
導
入
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
言
っ

て
安
心
さ
せ
た
と
き
、
自
分
の
こ
と
を
同
じ
産
業
小
説
の
分
野
に
お
け
る
同

業
者
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ギ
ャ
ス
ケ
ル
夫
人
が
従
来
の
小
説
家
の
誰
よ
り
も
事
実
の
正
確
さ
に
関
心

を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
し
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
も
影
響
を
与
え
た

と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
特
に
彼
女
の
新
た
な
言
語
処
理
に

は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
産
業
小
説
は
ど
れ
も
叙
述
の
迫
真

性
を
狙
っ
て
い
た
が
、
残
念
な
が
ら
労
働
者
階
級
の
話
し
言
葉
を
多
少
な
り

と
も
本
当
ら
し
い
形
で
提
示
す
る
こ
と
へ
の
関
心
は
単
発
的
に
し
か
見
ら
れ

な
か
っ
た
。『
マ
イ
ケ
ル
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
』
で
は
、
ダ
ー
ビ
シ
ャ
ー

州
の
デ
ィ
ー
プ
バ
レ
ー
と
い
う
名
の
牢
獄
の
よ
う
な
工
場
で
働
く
極
貧
の
子

供
た
ち
が
、「
こ
っ
た
ど
こ
さ
い
だ
ら
（bide here

）、
た
ん
げ
鞭
で
た
だ
が

れ
る
」
と
い
っ
た
非
標
準
の
表
現
を
幾
つ
か
使
っ
て
い
る
。「
北
国
な
ま
り

で
、
つ
ま
り
南
国
の
連
中
が
正
し
く
書
き
取
る
に
は
困
難
と
危
険
を
伴
う
よ

う
な
、
方
言
ま
る
だ
し
で
」
話
し
て
い
る
近
隣
の
農
夫
へ
の
言
及
も
あ
る
。

『
ヘ
レ
ン
・
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
』
に
も
同
様
に
、
労
働
者
た
ち
は
上
流
階
級

の
よ
う
な
話
し
方
を
し
な
い
こ
と
が
数
ヶ
所
で
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
ヘ
レ
ン
が
貧
し
い
労
働
者
た
ち
の
話
し
方
に
つ
い
て
「
邪
悪
で
汚
い
」

と
評
し
て
い
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
移
民
の
孤
児
ケ
イ
テ
ィ
・
マ
ロ
ニ
ー
に
は
、

「
さ
べ
る
」（spake <

 ‘speak’

）
や
「
ふ
る
し
ー
」（ould <

 ‘old’

）
と
い
っ

た
語
形
が
幾
つ
か
、「
お
め
」（yees <

 ‘you’

）
に
関
す
る
異
な
っ
た
語
形
の

痕
跡
や
、「
わ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
だ
べ
、
ほ
が
に
、
ど
っ
た
ご
ど
、
さ
べ

れ
ば
、
い
が
？
」（w

hat else w
ould I spake and I an Irishm

an

）
と
い
っ

た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
方
言
を
意
図
し
た
構
文
が
一
つ
二
つ
与
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
教
師
志
望
の
娘
は
、「
来
だ
」（com

ed <
 ‘cam

e’

）
と
い
う
非
標
準
的
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な
文
法
の
要
素
や
関
係
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
「
ご
ど
」（w

ot <
 ‘w

hat’

）

だ
け
で
な
く
、「
つ
ぼ
け
」（w

arm
int <

 ‘verm
in’

）
や
「
こ
っ
ち
」（ere <

 

‘here’
）
の
よ
う
な
発
音
の
混
交
に
お
い
て
も
、
欠
点
を
さ
ら
け
出
し
て
い

る
。

　
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ラ
ン
グ
シ
ョ
ー
』
は
こ
れ
ら
二
つ
の
小
説
と
は
著
し
く

異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
は
方
言
に
つ
い
て
の
意
識
が
幾
ら
か
見
ら
れ

る
の
だ
。
そ
れ
は
、
特
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ド
ウ
と
い
う
世
捨
て
人
に

つ
い
て
、
彼
は
「
洗
練
さ
に
欠
け
る
方
言
」
を
話
し
た
と
か
、
彼
の
「
方
言

と
話
し
方
で
卑
し
い
社
会
階
級
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
即
座
に
は
っ
き
り
し

た
」
と
か
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
工
場
労
働
者
の
ナ
ン
ス
と

ジ
ェ
ム
は
方
言
的
な
言
い
回
し
を
使
い
、
ナ
ン
ス
の
両
親
は
「
〜
せ
な
い

か
ん
」（m

un <
 ‘m

ust’

）、「
〜
せ
ん
め
ー
」（w

unna <
 ‘w

ill not’

）、「
〜

に
ゃ
」（w

i’ <
 ‘w

ith’

）、「
も
っ
て
っ
ち
ゃ
る
」（tak <

 ‘take’

）
と
い
っ
た

語
形
、
そ
し
て
「
お
ら
ぶ
」（greet <

 ‘w
eep’

）
や
「
お
お
か
た
」（m

ayhap 

<
 ‘perhaps’

）
の
よ
う
な
地
域
方
言
を
使
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
も

目
立
つ
の
は
資
本
家
の
一
人
、
ボ
ル
シ
ョ
ー
に
と
っ
て
方
言
の
話
し
言
葉

を
示
す
も
の
で
、
彼
は
「
正
し
か
」（reeght <

 ‘right’

）、「
も
っ
て
っ
ち
ゃ

る
」（tak <

 ‘take’

）、「
〜
ん
」（o’ <

 ‘of’

）、
そ
し
て
再
帰
代
名
詞
「
お
め

え
自
身
」（theysel’ <

 ‘thyself’

）
な
ど
、
人
目
に
つ
く
語
形
を
用
い
て
い

る
。
重
要
な
点
は
、
ボ
ル
シ
ョ
ー
が
ラ
ン
グ
シ
ョ
ー
と
違
っ
て
金
持
ち
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
邪
悪
な
放
蕩
者
で
も
あ
る
こ
と
だ
。
あ
た
か
も
、
こ
の
小

説
の
方
言
が
階
級
の
標
識
で
あ
る
と
同
時
に
、（
か
な
り
非
論
理
的
な
こ
と

だ
が
）不
品
行
を
示
す
も
の
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

以
上
、
一
八
四
八
年
以
前
の
産
業
小
説
で
方
言
を
巧
み
に
用
い
よ
う
と
し
た

作
家
た
ち
の
試
み
の
跡
を
た
ど
っ
て
み
た
。

第
二
節
　
ギ
ャ
ス
ケ
ル
の
方
言
使
用
に
お
け
る
新
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」

　

ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
方
言
を
正
確
に
再
現
す
る
こ
と
は
、
あ
る
目
的
の
た
め
に

小
説
を
書
く
ギ
ャ
ス
ケ
ル
夫
人
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
。
マ
ン

チ
ェ
ス
タ
ー
の
「
賑
や
か
な
通
り
で
毎
日
の
よ
う
に
自
分
を
押
し
の
け
て
い

く
人
た
ち
の
生
活
」
を
読
者
に
見
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
つ
い
て
、
彼
女

は
『
メ
ア
リ
・
バ
ー
ト
ン
』
の
「
序
文
」
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

雇
い
主
と
雇
い
人
と
は
い
つ
も
共
通
の
利
益
に
よ
っ
て
互
い
に
結
ば
れ
る
べ
き

で
あ
る
の
に
、
こ
の
よ
う
な
両
者
間
の
不
幸
な
状
況
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
考
え

る
ほ
ど
、
こ
の
声
な
き
人
々
を
時
と
し
て
身
も
だ
え
さ
せ
て
い
る
苦
悩
に
つ
い

て
、
私
は
少
し
で
も
表
現
し
て
や
り
た
く
な
り
ま
し
た
。

こ
の
「
苦
悩
」
を
表
現
す
る
た
め
に
、
彼
女
は
工
場
労
働
者
の
ジ
ョ
ン
・
バ
ー

ト
ン
（
も
と
も
と
は
小
説
の
タ
イ
ト
ル
を
彼
の
名
前
に
ち
な
ん
で
付
け
る
つ

も
り
だ
っ
た
）
だ
け
で
な
く
、
他
の
脇
役
た
ち
を
も
使
う
こ
と
に
し
た
。
彼
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ら
を
総
動
員
し
て
方
言
使
用
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
迫
真
性
を
狙
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
こ
う
し
た
願
い
は
、
彼
女
が
一
八
四
八
年
十
二
月
五
日
に
印
刷
上
の

「
誤
植
」
に
つ
い
て
語
っ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
宛
て
の
手
紙
の

中
で
、
六  
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
メ
ア
リ
・
バ
ー
ト
ン
』

は
彼
女
の
夫
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ャ
ス
ケ
ル
に
よ
っ
て
方
言
の
注
釈
が
付
け
ら

れ
た
。
七  

注
釈
と
い
う
の
は
方
言
の
問
題
に
対
し
て
少
し
違
っ
た
感
じ
方

を
読
者
に
誘
発
す
る
の
で
、
こ
こ
で
ギ
ャ
ス
ケ
ル
氏
の
責
任
を
明
示
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
正
確
を
期
し
た
い
と
い
う
ギ
ャ
ス
ケ
ル
夫
人
の
願
い
は
、
あ
か

ら
さ
ま
な
表
明
で
は
な
く
作
品
中
に
結
実
し
た
も
の
に
よ
っ
て
、
よ
り
顕
著

に
示
さ
れ
て
い
る
。
Ｇ
・
メ
ル
チ
ャ
ズ
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
八  

彼

女
は
発
音
の
み
な
ら
ず
語
形
に
つ
い
て
も
方
言
の
信
頼
性
を
高
め
る
と
い
う

目
的
を
達
し
た
。
語
形
に
関
し
て
は
『
メ
ア
リ
・
バ
ー
ト
ン
』
に
お
け
る
二

人
称
の
呼
称
の
扱
い
に
実
例
が
見
ら
れ
る
。
首
尾
一
貫
し
て
方
言
を
話
し
て

い
る
博
識
で
昆
虫
や
植
物
に
造
詣
が
深
い
職
工
、
ジ
ョ
ブ
・
リ
ー
が
全
員
に

「
き
さ
ん
（ye

）」
も
し
く
は
「
お
ま
や
ー
（yo

）」
を
使
う
の
に
対
し
、
メ

ア
リ
の
父
ジ
ョ
ン
・
バ
ー
ト
ン
は
実
の
娘
と
義
理
の
妹
エ
ス
タ
に
「
お
め
え

（thou

）」
を
用
い
て
い
る
が
、
仲
間
の
労
働
者
に
は
「
お
ま
や
ー
」
を
使
う
。

彼
の
妻
の

0

0

メ
ア
リ
と
エ
ス
タ
は
皆
に
対
し
て
「
あ
ん
た
」（you

）
を
使
う
け

れ
ど
、
娘
の

0

0

メ
ア
リ
は
特
に
エ
ス
タ
叔
母
さ
ん
の
声
の
中
に
「
彼
女
の
母
親

の
調
子
、
ま
さ
に
南
国
出
身
者
の
発
音
」
と
同
じ
も
の
を
見
出
し
て
い
る
。

別
の
（
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
の
）
方
言
話
者
で
あ
る
ア
リ
ス
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は

全
員
に
「
お
め
え
」
を
用
い
る
が
、
メ
ア
リ
に
対
し
て
だ
け
は
例
外
で
、
お

そ
ら
く
メ
ア
リ
自
身
の
話
し
方
の
せ
い
だ
ろ
う
が
、
こ
の
姪
に
は「
あ
ん
た
」

を
使
っ
て
い
る
。
メ
ア
リ
の
恋
人
ジ
ェ
ム
も
ま
た
彼
女
に
話
し
か
け
る
時
は

「
あ
ん
た
」
で
あ
る
。
彼
の
母
親
ウ
ィ
ル
ソ
ン
夫
人
は
い
つ
も
二
人
に
対
し

て
「
お
め
え
」
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
使
用
パ
タ
ー
ン
は
、
方
言
話

者
が
ど
の
く
ら
い
「
方
言
ま
る
出
し
の
（broad

）」
状
況
に
い
る
か
に
よ
っ

て
、
そ
し
て
話
者
と
そ
の
相
手
と
の
相
対
的
な
年
齢
や
親
疎
の
度
合
い
に

よ
っ
て
決
ま
っ
て
く
る
。
確
か
に
、
ジ
ェ
ム
の
母
親
は
彼
を
叱
責
す
る
際
に

は「
あ
ん
た
」を
使
い
、「
お
め
え
は
父
ち
ゃ
ん
の
ご
と
立
派
な
男
じ
ゃ
な
か
、

ほ
ん
な
こ
つ
！
」
と
い
う
ふ
う
に
、
作
者
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
見
下
し
た

よ
う
な
言
葉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
愛
情
を
た
っ
ぷ
り
込
め
て
」
話
す
時
に
は

「
お
め
え
」
に
逆
戻
り
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
方
言
は
ギ
ャ
ス
ケ

ル
夫
人
が
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
だ
っ
た
の
で
、
そ
こ
に
は
押
し
つ
け
が
ま
し

さ
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
方
言
は
小
説
の
基
本
構
造
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の

だ
。
ま
た
、
ス
コ
ッ
ト
の
作
品
に
お
け
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
方
言
の
よ
う
に

理
想
化
さ
れ
て
も
い
な
い
。
ジ
ョ
ン
・
バ
ー
ト
ン
の
た
め
に
主
張
さ
れ
て
い

る
の
は
、「
よ
く
あ
る
類
の
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
出
身
の
荒
く
れ
た
男
の
雄
弁
さ
」

（
第
十
五
章
）
だ
け
で
、
そ
う
し
た
主
張
の
正
当
性
を
示
す
具
体
例
が
作
中

に
は
あ
る
。『
メ
ア
リ
・
バ
ー
ト
ン
』
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
産
業
小
説
の
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中
核
と
な
っ
て
い
る
雇
い
主
と
雇
い
人
と
の
軋
轢
が
頂
点
に
達
す
る
の
は
ス

ト
ラ
イ
キ
の
決
定
的
な
場
面
で
あ
る
が
、
ジ
ョ
ン
・
バ
ー
ト
ン
の
国
会
へ
の

熱
烈
な
嘆
願
が
方
言
の
色
づ
け
に
よ
っ
て
妨
げ
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と
は
な

い
。
そ
う
し
た
色
づ
け
は
次
の
引
用
文
で
音
韻
や
語
形
、
そ
し
て
時
に
は

「
敷
石
」（flags
）
の
よ
う
な
語
彙
の
要
素
に
現
れ
て
い
る
が
、
こ
の
一
節
は

雇
い
主
が
述
べ
る
言
葉
の
ど
れ
よ
り
も
雄
弁
で
理
路
整
然
と
し
て
い
る
。

「
切せ

つ

な
か
ど
こ
じ
ゃ
な
か
、
腸

は
ら
わ
た

ん
煮
え
く
り
か
え
る
ご
た
ー
。
真
面
目
な
連
中

ば
笑
い
も
ん
に
す
ー
奴
ら
の
お
る
っ
た
い
。
寒さ
む

う
て
震
え
と
ー
婆ば

ば

さ
ん
さ
、
石

炭
ば
ち
ょ
こ
っ
と
、
じ
め
じ
め
し
と
ー
敷
石
に
寝
転
が
っ
て
、
お
産
ば
せ
ん
と

い
か
ん
可か
あ
い
そ

哀
想
な
嫁
さ
ん
さ
、
布
団
と
温ぬ
く

か
着
も
ん
ば
ち
ょ
こ
っ
と
、
腹
の
萎な

え
て
大
声
で
泣
か
れ
ん
ぐ
れ
え
、
細こ

ま
か

か
声
が
ま
す
ま
す
弱よ

お

う
な
っ
た
チ
ビ
助
ど

も
さ
、
食
い
も
ん
ば
求
め
て
来
ん
し
ゃ
っ
た
連
中
ば
、
笑
い
も
ん
に
す
ー
も
ん

の
お
る
っ
た
い
。
皆
の
衆
、
オ
レ
ら
、
賃
金
ば
も
っ
と
要
求
し
と
ー
ば
っ
て
ん
、

そ
げ
な
も
ん
の
欲
し
い
け
ん
、
要
求
し
と
る
っ
ち
ゃ
な
い
と
？　

オ
レ
ら
、
バ

リ
旨う
ま

か
も
ん
が
欲
し
い
わ
け
じ
ゃ
な
か
、
腹
い
っ
ぱ
い
食く

い
た
い
だ
け
ば
い
。

オ
レ
ら
、
金
ぴ
か
の
コ
ー
ト
と
か
チ
ョ
ッ
キ
の
欲
し
か
わ
け
じ
ゃ
な
か
、
温ぬ
く

か

着
も
ん
の
欲
し
い
だ
け
た
い
。
そ
れ
さ
え
手
に
入
り
ゃ
あ
。
何
で
で
き
と
っ

た
っ
ち
ゃ
、
せ
か
ら
し
か
こ
た
ー
言
わ
ん
ば
い
。
奴
ら
ん
ご
た
ー
太
か
屋
敷
の

欲
し
い
わ
け
じ
ゃ
な
か
。
雨
や
ら
雪
や
ら
嵐
か
ら
身
ば
守
ら
る
ー
屋
根
の
欲
し

い
だ
け
た
い
。
そ
げ
ん
く
さ
、
オ
レ
ら
だ
け
じ
ゃ
な
か
と
ば
い
。
身
ば
切
る
ご

た
ー
風
ん
中
で
、
オ
レ
ら
に
し
が
み
つ
い
と
ー
弱
か
チ
ビ
助
ど
も
ば
、
こ
の
世

で
こ
げ
ん
苦
し
む
と
に
、
な
し
て
ま
た
産
み
ん
し
ゃ
っ
た
と
っ
て
目
で
き
い
て

く
ー
、
そ
げ
な
チ
ビ
助
ど
も
ば
守
る
屋
根
の
欲
し
い
だ
け
た
い
」（
第
十
六
章
）

こ
の
発
話
文
の
構
成
と
配
列
は
、
そ
の
他
の
言
語
的
特
徴
と
は
違
っ
て
、
正

規
の
標
準
的
な
話
者
の
そ
れ
に
近
い
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
対
称
性
と

修
辞
の
パ
タ
ー
ン
は
、
自
分
が
は
っ
き
り
と
感
得
し
て
い
る
議
論
を
整
然
と

ま
と
め
た
よ
う
な
、
そ
ん
な
威
厳
の
あ
る
知
性
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の

ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
風
と
も
言
え
る
文
の
構
造
は
、
九  

ジ
ョ
ン
・
バ
ー
ト
ン

の
「
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
出
身
の
男
の
雄
弁
さ
」
を
明
ら
か
に
示
す
証
拠
に
な
っ

て
お
り
、
彼
の
威
信
を
高
め
る
よ
う
な
激
し
い
憤
り
を
力
強
く
伝
え
て
や
ま

な
い
。

　
第
三
節
　『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
方
言
に
お
け
る
ギ
ャ
ス
ケ
ル

の
影
響

　

デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
で
方
言
を
話
す
中
心
人
物
の

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
プ
ー
ル
を
通
し
て
、
ギ
ャ
ス
ケ
ル
夫
人
が
ジ
ョ

ン
・
バ
ー
ト
ン
で
計
画
し
た
こ
と
と
明
ら
か
に
パ
ラ
レ
ル
を
な
す
こ
と
を
意

図
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ギ
ャ
ス
ケ
ル
夫
人
に
と
っ
て
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
方
言

の
供
給
源
が
自
分
自
身
の
観
察
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
場
合
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は
そ
う
で
な
か
っ
た
。「
彼
は
一
八
三
八
年
十
一
月
か
ら
一
八
三
九
年
一
月

に
か
け
て
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
州
で
数
週
間
を
過
ご
し
た
」
と
Ｓ
・
ガ
ー
ソ
ン
は

主
張
し
て
い
る
が
、
十  

こ
れ
を
裏
付
け
る
証
拠
と
な
る
手
紙
は
な
い
。
手

紙
が
示
し
て
い
る
の
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
一
八
三
八
年
十
一
月
一
日
に
シ
ュ

ル
ー
ズ
ベ
リ
ー
、
十
一
月
五
日
に
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
に
着
い
た
ば
か
り
な
の

に
、「
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で
の
短
期
滞
在
の
の
ち
」
十
一
月
九
日
に
ロ
ン
ド

ン
へ
戻
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
十
一 

こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
一
八

五
四
年
一
月
の
末
、
彼
は
短
期
間
の
う
ち
に
プ
レ
ス
ト
ン
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を

調
査
し
た
。
こ
の
よ
う
な
北
部
地
方
へ
の
束
の
間
の
訪
問
が
、
研
究
の
経
験

を
積
ん
で
い
な
い
人
間
に
方
言
の
語
彙
と
語
形
を
真
剣
に
収
集
す
る
時
間
を

与
え
た
と
は
、
と
う
て
い
思
え
な
い
。

　

こ
こ
で
筆
者
は
や
っ
と
、
こ
れ
ら
の
方
言
の
出
所
が
、『
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・

コ
パ
フ
ィ
ー
ル
ド
』
に
お
け
る
ペ
ゴ
テ
ィ
ー
一
家
の
方
言
の
場
合
と
同
じ
よ

う
に
、
記
録
資
料
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
死

ん
だ
時
に
彼
の
書
斎
に
あ
っ
た
書
物
の
目
録
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
し

て
、『
テ
ィ
ム
・
ボ
ビ
ン

―
注
釈
付
き
概
説
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
方
言
』
が
あ

る
。
こ
の
有
名
な
本
は
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
州
出
身
の
ジ
ョ
ン
・
コ
リ
ア
（
一
七

〇
八
〜
八
六
）
に
よ
っ
て
一
七
四
六
年
に
初
め
て
出
版
さ
れ
た
が
、
デ
ィ
ケ

ン
ズ
は
そ
の
一
八
一
八
年
度
版
を
ど
う
や
ら
所
有
し
て
い
た
よ
う
だ
。
十
二  

こ
の
本
そ
の
も
の
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
理
解
の
及
ば
ぬ
も
の

だ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
付
録
と
し
て
の
「
注
釈
」
は
非
常
に
貴
重
だ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
特
記
に
値
す
る
の
は
、
こ
の
本
に
は
『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
に

出
て
く
る
（
標
準
的
な
英
語
の
語
形
と
は
違
っ
た
）
単
語
の
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
が
含
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
そ
の
全
部
に
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
使
用
し

た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
ぴ
っ
た
り
合
う
意
味
が
注
釈
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
長な
が

か
、
し
か
と
も
な
い
」（dree <

 ‘long, tedious’

）、「
い
た
ら
ん
こ
と
」

（few
trils <

 ‘little things’

）、「
く
ら
し
あ
い
」（fratch <

 ‘a Q
uarrel’

）、

「
け
わ
し
い
、
は
じ
か
犬い
ん

の
ご
た
ー
、
し
ゃ
あ
し
い
」（hetter <

 ‘keen, 

eager as a B
ull-D

og’

）、「
ぼ
け
ん
ご
た
ー
」（hey-go-m

ad <
 ‘like m

ad, 

shouting m
ad’

）、「
の
ぼ
せ
た
／
ぐ
ら
ぐ
ら
こ
い
た
」（hottering-m

ad 

<
 ‘very m

ad, or ill vexed’

）、「
だ
ご
バ
チ
」（hum

m
obee <

 ‘the large 

round B
ee’

）、「
お
ろ
た
え
た
」（m

oydert <
 ‘puzzl’d, nonp(lus)’d’

）
な

ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
テ
ク
ス
ト
の
初

版
か
ら
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
単
語
で
あ
る
。
そ
の
幾
つ
か
は
非
常
に
特
徴
的

な
も
の
な
の
で
、「
注
釈
」
が
出
典
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い

る
。

　
『
テ
ィ
ム
・
ボ
ビ
ン
』
の
「
注
釈
」
に
は
標
準
英
語
の
語
形
を
持
つ
単
語

も
多
く
見
ら
れ
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
初
版
で
使
っ

た
、
ま
さ
に
そ
の
語
形
が
数
多
く
の
例
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
事
実
、

こ
の
小
説
で
使
わ
れ
た
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
方
言
が
本
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す
特

徴
の
多
く
は
、『
テ
ィ
ム
・
ボ
ビ
ン
』
の
本
文
と
は
（
あ
る
い
は
デ
ィ
ケ
ン
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ズ
自
身
の
調
査
と
は
）
関
係
な
く
、「
注
釈
」
の
方
に
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
例
え
ば
、
語
の
最
後
に
来
る
「
エ
ル
（l

）」
の
消
失
、
子
音
の
前
の
「
エ

ル
（l
）」
の
消
失
、/sk/ 

に
代
わ
る
「
長
い
エ
ス
（/ ∫

/

）」、（oo

と
綴
ら
れ
る
）

/a
/ 

に
代
わ
る 
「
ウ
（/u/

）」、
そ
し
て
（ow

 

と
綴
ら
れ
る
）「
開
い
た
オ 

（/ɔ/

）」に
代
わ
る /a

/ 

な
ど
が
あ
る
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
定
冠
詞（th’ <

 ‘the’

）

や
前
置
詞
（w

i’ <
 ‘w

ith’
）
の
語
形
を
「
注
釈
」
に
見
出
す
こ
と
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
は
彼
が
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
州
を
短
期
訪
問
し
た
だ
け

で
分
か
っ
た
は
ず
だ
。
ま
た
、
彼
は
「
も
ん
で
え
」（m

atther <
 ‘m

atter’

）

も「
注
釈
」に
見
つ
け
た
で
あ
ろ
う
が
、
す
で
に『
ニ
コ
ラ
ス
・
ニ
ク
ル
ビ
ー
』

の
第
十
三
章
で
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ウ
デ
ィ
を
使
っ
て
、
十
三  

北
部
地
方
の
話
し

言
葉
と
し
て
類
似
し
た
語
形
を
使
っ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
、『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
テ
ク
ス
ト
を
校
正
す
る
様
々
な
段

階
で
、
方
言
を
処
理
す
る
際
に
相
当
な
変
更
が
な
さ
れ
た
証
拠
が
あ
る
。
原

稿
で
使
用
さ
れ
た
語
形
が
、
ゲ
ラ
刷
り
の
校
正
時
に
、『
テ
ィ
ム
・
ボ
ビ
ン
』

の
「
注
釈
」
に
収
め
ら
れ
た
語
形
と
同
じ
も
の
に
幾
つ
か
変
更
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
（
例
え
ば
、a’ 

↓ aw
, cam

e 

⇩ coom
, afeerd 

↓ fearfo’, fra 

↓ fro, nought 

⇩ now
t, of 

↓ o’, thought

↓ thow
t

）。
校
正
さ
れ
た
ゲ
ラ

刷
り
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ズ
版
で
は
見
ら
れ
る

類
似
し
た
幾
つ
か
の
語
形
は
、「
注
釈
」
の
中
の
語
形
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
変
更
は
、
例
外
は
さ
て
お
き
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
版
に

も
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
後
の
段
階
に
お
い
て
さ
え
、
さ
ら
な
る
微
細
な
変

更
が
見
ら
れ
る
。
注
目
に
値
す
る
の
は
、aw

 

を a’ 

に
す
る
珍
し
い
変
更
に

お
い
て
の
み
、
い
つ
も
「
注
釈
」
の
語
形
と
は
違
う
変
化
を
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た com

ed 

に
代
わ
る cam

e 

の
よ
う
に
標
準
的

な
語
形
へ
ま
れ
に
戻
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
偶
然
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
し
、『
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
コ
パ
フ
ィ
ー
ル
ド
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
い

わ
ゆ
る
方
言
使
用
の
ち
ょ
っ
と
し
た
「
差
し
控
え
（toning dow

n

）」
か
も

知
れ
な
い
。

　

デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
ま
た
、
時
お
り
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
彼
自
身
も
一
冊

も
っ
て
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ャ
ス
ケ
ル
の
『
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
方
言
に
関
す

る
二
つ
の
講
義
』（
一
八
五
四
年
）
を
別
の
出
典
と
し
て
使
っ
た
よ
う
で
あ 

る
。
十
四  

こ
れ
は
ギ
ャ
ス
ケ
ル
氏
が
、
主
と
し
て
語
源
を
引
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
方
言
を
言
語
の
崩
れ
と
す
る
従
来
の
考
え
を
打
破
し
よ
う
と
努
め
た
限

定
版
の
本
で
あ
る
。
こ
の
ギ
ャ
ス
ケ
ル
氏
の
目
録
と
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ブ

ラ
ッ
ク
プ
ー
ル
の
言
語
と
の
間
に
目
を
引
く
よ
う
な
類
似
点
は
な
い
。
両
者

に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
上
に
挙
げ
た
『
テ
ィ
ム
・
ボ
ビ
ン
』

の
「
注
釈
」
の
中
に
見
出
し
た
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
の
観
察
に
よ
っ
て
見

出
し
た
と
思
わ
れ
る
幾
つ
か
の
語
形
に
す
ぎ
な
い
。
し
ば
し
ば
考
え
ら
れ
て

き
た
こ
と
に
反
す
る
の
だ
が
、
十
五  

ギ
ャ
ス
ケ
ル
氏
の
『
講
義
』
は
あ
ま
り

役
に
立
た
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

Ｓ
・
ガ
ー
ソ
ン
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
方
言
の
発
音
を

示
す
た
め
に
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
使
っ
た
語
形
が
「
正
確
で
、
使
用
も
一
貫
し
て
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い
る
」
と
い
う
の
は
、
十
六  

確
か
に
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
陳
述
は
形
態
論
的
に
正
し
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
「
一
貫
性
」
の
た
め

に
は
、
例
え
ば
二
人
称
の
代
名
詞
な
ら
ば
、
ギ
ャ
ス
ケ
ル
夫
人
に
見
ら
れ
る

巧
妙
な
特
殊
技
能
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
を
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
駆
使

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
自
分
の
愛
す
る
女
性
に
対
し
て
「
お
め
え
」

（thou

）
を
使
わ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
が
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
プ
ー

ル
に
少
し
見
ら
れ
る
の
は
確
か
だ
が
、
そ
の
他
の
箇
所
で
は
「
お
ま
や
ー
」

（yo

）
と
「
あ
ん
た
」（you

）
の
間
に
不
安
定
な
揺
ら
ぎ
が
見
ら
れ
る
し
、

彼
は
忌
ま
わ
し
い
妻
に
対
し
て
「
お
め
え
」（thou

）
を
使
っ
て
い
る
の
に
、

妻
は
彼
に
対
し
て
「
お
ま
や
ー
」
や
「
わ
れ
」（thee

）
で
呼
び
か
け
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

第
四
節
　『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
で
の
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
試
み

　

こ
こ
で
結
論
を
導
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
『
ハ
ー
ド
・
タ
イ

ム
ズ
』
の
方
言
の
た
め
に

―
特
に
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
プ
ー
ル
の

話
し
言
葉
の
た
め
に

―
『
テ
ィ
ム
・
ボ
ビ
ン
』
の
「
注
釈
」
と
い
う
記
録

資
料
を
証
拠
と
し
て
使
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
自
分
が
信

用
で
き
る
と
思
っ
た
参
考
書
に
、
前
の
二
つ
の
小
説
で
方
言
を
利
用
し
た
時

よ
り
も
、
さ
ら
に
注
意
を
払
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
、
彼
は

以
前
に
も
ま
さ
る
迫
真
性
を
『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
で
狙
っ
て
い
た
に
相

違
な
い
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
こ
の
小
説
の
方
言
使
用
に
含
ま
れ
る
様
々
な
意

味
を
少
し
し
か
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
は
っ
き
り

し
た
姿
勢
は
、「
恵
ま
れ
た
者
た
ち
の
同
情
も
受
け
ず
に
…
…
こ
の
声
な
き

人
々
を
時
と
し
て
身
も
だ
え
さ
せ
て
い
る
苦
悩
」
に
つ
い
て
、「
少
し
で
も

表
現
し
て
」
や
り
た
い
と
い
う
ギ
ャ
ス
ケ
ル
夫
人
の
願
い
に
近
い
も
の
が
あ

る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
選
ば
れ
た
媒
体
が
、
こ
の
小

説
の
図
式
に
お
い
て
は
、
搾
取
さ
れ
た
「
働
き
手
た
ち
（H

ands

）」
を
代

表
す
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
プ
ー
ル
な
の
だ
。
彼
は
明
ら
か
に
働
き

手
た
ち
の
道
徳
的
優
越
性
を
立
証
す
べ
く
意
図
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
う

し
て
、
彼
の
物
語
は
（
ジ
ョ
ン
や
ジ
ョ
ー
ジ
が
候
補
に
挙
が
っ
て
退
け
ら
れ

た
あ
と
に
選
ば
れ
た
）「
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
」
と
い
う
彼
の
名
前
が
暗
示
し
て

い
る
か
も
知
れ
な
い
「
殉
教
」
で
完
結
す
る
。
十
七

　

こ
の
よ
う
な
解
釈
を
実
証
し
て
い
る
の
が
彼
の
死
の
扱
い
方
で
あ
る
。
窃

盗
の
濡
れ
衣
に
敢
然
と
立
ち
向
か
う
べ
く
、
彼
が
コ
ー
ク
タ
ウ
ン
の
町
へ

戻
る
際
に
落
ち
て
し
ま
う
炭
坑
の
立
穴
の
呼
び
名
は
「
古
い
地
獄
坑
（O

ld 

H
ell Shaft

）」（
第
三
巻
第
六
章
の
章
題
）
と
な
っ
て
い
る
。
彼
が
落
下
後

に
倒
れ
て
死
を
待
っ
て
い
る
間
に
見
た
星
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
明
ら
か
に

キ
リ
ス
ト
教
を
意
図
し
た
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
「
何
回
で
ん
意
識
の
戻
っ
た
ば
っ
て
ん
、
穴
ん
下
で
く
さ
、
苦
し
ん
ど
ー
俺
ば

照
ら
し
て
く
れ
と
ん
し
ゃ
る
こ
た
ー
、
分
か
っ
と
っ
た
ば
い
。
そ
ん
た
び
に
、
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あ
り
ゃ
ー
救
世
主
様
の
家
さ
案
内
ば
し
て
く
れ
ん
し
ゃ
る
星
や
な
か
ね
っ
て
、

考
え
と
っ
た
と
で
す
よ
。
あ
り
ゃ
ー
絶
対
、
あ
ん
星
に
間
違
い
な
か
！
」（
第
三

巻
第
六
章
）

語
り
手
は
、
産
業
主
義
の
害
悪
に
つ
い
て
教
え
を
必
要
と
し
て
い
る
読
者
と

向
き
合
う
た
め
に
、
聖
人
伝
作
者
の
よ
う
な
役
割
を
担
い
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン

を
殉
教
者
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
語
り
手
は
、
読
者
に
コ
ー
ク
タ
ウ
ン
と
い
う
町
を
見
せ
る
際
に
、

皮
肉
な
筆
致
に
よ
っ
て
安
心
感
を
与
え
る
。

…
…
「
人
工
」
に
よ
っ
て
「
自
然
」
が
忘
却
の
彼
方
に
や
ら
れ
る
な
ど
と
、
心

配
性
の
皆
さ
ん
、
決
し
て
お
思
い
に
な
り
ま
せ
ん
よ
う
に
。
神
の
作
品
と
人
間

の
作
品
と
を
、
ど
こ
で
も
い
い
の
で
、
並
べ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
取
る
に
足
り

な
い
大
勢
の
「
働
き
手
た
ち
」
が
神0

の
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
人
間

0

0

の
作
っ
た
も
の
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
威
厳
は
増
す
ば
か
り
で
し
ょ
う
。（
第
一

巻
第
十
一
章
）

こ
う
し
た
語
り
手
の
意
見
表
明
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
プ
ー
ル
を
通

し
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
最
初
か
ら
語
り
手
は
主
人
公
の
威
厳

を
直
に
傷
つ
け
る
よ
う
な
形
の
言
及
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
四
十
歳

に
す
ぎ
な
い
男
に
つ
い
て
は
、
他
の
働
き
手
た
ち
に
「
老
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
」

と
い
う
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
を
使
わ
せ
て
い
る
の
だ
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
実
際
よ
り
老
け
て
見
え
た
が
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
辛
い
生
活

を
送
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
ど
ん
な
人
生
に
も
バ
ラ
の
花
と
ト
ゲ
が
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
場
合
は
不
運
か
手
違
い

が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
誰
か
別
の
男
が
彼
の

バ
ラ
の
花
を
も
ら
い
、
彼
の
方
は
自
分
自
身
の
ト
ゲ
に
加
え
て
、
そ
の
別
の
男

の
ト
ゲ
ま
で
い
た
だ
く
羽
目
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

数
々
の
面
倒
を
背
負
い
込
ん
で
き
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
事
実
に
ぞ
ん
ざ
い

な
敬
意
を
表
し
て
、
普
段
み
ん
な
は
彼
の
こ
と
を
「
老
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
」
と
呼

ん
で
い
た
。（
第
一
巻
第
十
章
）

バ
ラ
の
花
と
ト
ゲ
と
い
う
決
ま
り
文
句
や
、
よ
く
知
ら
れ
た
「
数
々
の
面

倒
」
と
い
う
語
句
は
、
思
考
が
凡
庸
な
男
を
想
起
さ
せ
る
。「
老
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
」
と
い
う
呼
び
名
を
「
ぞ
ん
ざ
い
な
敬
意
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
、

そ
れ
自
体
、
価
値
を
減
じ
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
。
こ
の
呼
び
名
は
、
の
ち
に

ブ
ラ
ッ
ク
プ
ー
ル
が
労
働
組
合
へ
の
加
入
を
拒
否
し
た
あ
と
で
、
語
り
手

が
「
老
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
す
べ
て
の
面
倒
を
背
負
い
込
ん
で
、
そ
の
場
か
ら

立
ち
去
っ
た
」（
第
二
巻
第
四
章
）
と
述
べ
た
時
に
、
ひ
ど
く
見
下
す
よ
う

な
効
果
を
は
っ
き
り
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
面
は
、
老
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
が
工
場
主
の
バ
ウ
ン
ダ
ビ
ー
と
話
す
際
に
、
負
け
組
と
し
て
の
自
分
自
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身
の
社
会
的
地
位
を
念
頭
に
置
く
こ
と
で

―
向
か
っ
腹
が
立
っ
た
け
れ
ど

も
、「
…
…
自
分
が
今
ど
こ
に
い
る
の
か
、
き
ち
ん
と
思
い
出
し
て
声
を
荒

げ
る
こ
と
さ
え
し
な
か
っ
た
」（
第
二
巻
第
五
章
）
こ
と
で

―
語
り
手
か

ら
是
認
を
得
る
場
面
と
パ
ラ
レ
ル
を
な
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
語
り
手
は
大
胆
な
筆
づ
か
い
で
戦
略
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
示
し
、

デ
ィ
ケ
ン
ズ
自
身
が
職
工
専
門
学
校
（M

echanics ’ Institute

）
で
会
っ
て

激
励
し
た
労
働
者
た
ち
と
老
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
と
は
違
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
十
八  

こ
の
男
は
、
有
名
な
科
学
者
た
ち
に
匹
敵
す
る
実
力
を
主
張

で
き
る
よ
う
な
、「
そ
ん
な
類
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
労
働
者
た
ち
」（
第
五

章
）
の
一
人
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
『
メ
ア
リ
・
バ
ー
ト
ン
』
の
ジ
ョ
ブ
・
リ
ー

と
は
違
う
の
だ
。

…
…
今
の
地
位
に
あ
っ
て
も
老
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
非
常
に
知
的
な
人
間
と
し
て

通
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
長
年
に
わ

た
っ
て
途
切
れ
途
切
れ
の
余
暇
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
む
ず
か
し
い
諸
学
問
を
習

得
し
、
到
底
あ
り
得
な
い
事
柄
に
つ
い
て
の
知
識
を
獲
得
し
て
い
た
、
そ
う
し

た
非
凡
な
「
働
き
手
」
と
は
思
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
演
説
が
で
き
て
討

論
を
続
け
る
こ
と
も
で
き
る
「
働
き
手
」
た
ち
の
間
に
は
彼
の
居
場
所
が
な
か
っ

た
。
何
千
と
い
う
仲
間
た
ち
は
、
い
か
な
る
時
で
も
、
彼
よ
り
ず
っ
と
立
派
に

話
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。（
第
一
巻
第
十
章
）

し
か
し
、
傑
出
し
た
知
性
を
こ
の
よ
う
に
否
定
す
る
こ
と
は
、
別
の
種
類
の

賛
辞
へ
道
を
開
く
こ
と
に
も
な
る
。

彼
は
動
力
織
機
の
有
能
な
織
り
手
で
、
申
し
分
の
な
い
高
潔
な
男
で
あ
っ
た
。

彼
が
こ
れ
以
上
の
ど
ん
な
人
間
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
他
に
ど
ん
な
も
の
を

内
に
秘
め
て
い
る
の
か
（
そ
ん
な
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
の
話
だ
が
）、
そ
れ
は

彼
自
身
に
示
め
さ
せ
る
こ
と
に
し
よ
う
。（
第
一
巻
第
十
章
）

こ
こ
で
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
「
内
に
秘
め
て
い
る
」
も
の
、
す
な
わ
ち
彼
の

道
徳
心
は
彼
自
身
の
行
為
に
よ
っ
て
、
知
的
な
価
値
と
対
立
す
る
形
で
、
示

さ
れ
る
だ
ろ
う
と
読
者
は
思
う
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
、
彼
の

行
動
が
独
立
独
行
の
精
神
を
暗
に
示
す
こ
と
す
ら
な
い
。
飲
ん
だ
く
れ
の
妻

を
死
な
せ
て
し
ま
い
た
い
と
い
う
誘
惑
に
抗
し
て
い
る
時
で
さ
え
、
彼
は
仕

事
仲
間
の
レ
イ
チ
ェ
ル
と
い
う
女
性
に
頼
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
超
然
と
し

た
気
高
い
行
為
と
し
て
意
図
さ
れ
た
労
働
組
合
へ
の
加
入
の
拒
絶
に
つ
い
て

も
、
そ
れ
を
彼
に
義
務
づ
け
て
い
る
の
は
彼
女
と
の
約
束
な
の
だ
。
い
と
も

簡
単
に
彼
は
功
利
主
義
者
の
息
子
で
あ
る
ト
ム
・
グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
の

罠
に
か
か
り
、
銀
行
の
周
囲
を
ぶ
ら
つ
い
て
い
た
と
い
う
理
由
で
、
窃
盗
の

容
疑
を
受
け
る
。
彼
の
最
後
の
肯
定
的
な
行
動
は
逃
亡
で
あ
り
、
こ
れ
に

よ
っ
て
彼
の
犯
罪
の
容
疑
が
固
ま
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
、
彼
の
内
に
蓄
え
ら

れ
た
力
を
匂
わ
せ
る
こ
と
も
な
く
、
彼
に
実
務
的
な
知
性
が
欠
け
て
い
る
こ
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と
を
強
調
す
る
の
に
役
立
つ
だ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
内
に
秘
め
た
力
の
欠
如
は
、
仕
事
仲
間
た
ち
に
よ
る
村
八
分
へ

の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
反
応
に
お
い
て
も
力
説
さ
れ
て
い
る
。

長
年
ず
っ
と
彼
は
無
口
で
物
静
か
な
男
だ
っ
た
し
、
他
の
労
働
者
た
ち
と
は
ほ

と
ん
ど
付
き
合
わ
ず
、
沈
思
黙
考
の
生
活
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
頷
か
れ

た
り
、
視
線
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
り
、
言
葉
を
か
け
ら
れ
た
り
し
て
、
時
に
は

自
分
の
存
在
を
認
め
て
も
ら
い
た
い
と
い
っ
た
、
そ
ん
な
激
し
い
感
情
を
心
の

中
で
抱
い
た
こ
と
は
今
ま
で
一
度
も
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
些
細
な
こ
と
を
通

し
て
心
の
中
に
一
滴
ず
つ
注
ぎ
込
ま
れ
る
安
堵
の
気
持
ち
が
、
ど
れ
だ
け
大
き

な
も
の
に
な
る
か
、
彼
に
は
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
仲
間
た
ち
全
員
か
ら

見
捨
て
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
自
分
の
良
心
の
中
で
恥
辱
感
や
屈
辱
感
を
抱

か
な
い
よ
う
に
す
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
と
思
え
る
ほ
ど
困
難
な
こ
と

だ
っ
た
。（
第
二
巻
第
四
章
）

こ
の
男
に
つ
い
て
構
築
さ
れ
た
理
想
像
に
と
っ
て
は
致
命
的
な
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
の
引
用
文
は
あ
る
種
の
道
徳
的
な
混
乱
を
暗
示
し
て
い
る
。

　

実
際
、『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
に
お
け
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
力
強
さ
は

自
分
の
言
葉
に
よ
る
対
決
に

―
主
と
し
て
中
産
階
級
と
雇
い
主
を
代
表
す

る
バ
ウ
ン
ダ
ビ
ー
と
の
対
決
に

―
左
右
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
労
働
組
合

へ
の
加
入
を
拒
ん
だ
結
果
と
し
て
仲
間
の
労
働
者
た
ち
か
ら
爪
弾
き
さ
れ
た

の
ち
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
離
婚
す
る
た
め
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
求
め
に
バ
ウ

ン
ダ
ビ
ー
の
所
へ
行
き
、
自
分
の
立
場
に
つ
い
て
彼
と
話
し
合
う
こ
と
に
な

る
が
、
結
局
は
相
手
に
言
い
負
か
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
原
因
は
、
こ
れ
が

売
り
言
葉
に
買
い
言
葉
と
い
う
討
論
の
場
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が

不
満
を
漏
ら
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
大
き
な
原
因
は
、
語
り
手
が

自
分
に
は
聞
こ
え
る
と
主
張
す
る
雄
弁
さ

―
ギ
ャ
ス
ケ
ル
夫
人
の
ジ
ョ

ン
・
バ
ー
ト
ン
に
は
確
か
に
備
わ
っ
て
い
た
「
無
骨
な
（rugged

）」（
第
二

巻
第
五
章
）
雄
弁
さ

―
を
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
言
語
が
獲
得
し
て
い
な
い
点

に
あ
る
。

　

こ
れ
が
も
っ
と
も
人
目
を
引
く
形
で
現
れ
て
い
る
の
は
、
本
稿
の
第
二
節

の
最
後
に
引
用
し
た
バ
ー
ト
ン
の
話
し
言
葉
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
す
次
の

一
節
で
あ
る
。「
雇
い
人
と
雇
い
主
」
と
題
さ
れ
た
第
二
巻
第
五
章
で
、
ス

テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
産
業
小
説
の
核
心
問
題
と
し
て
雇
い
人
と
雇
い
主
の
相
対
的

な
報
酬
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
が
、
バ
ウ
ン
ダ
ビ
ー
は
雇
い
主
を
代
弁
し
て

「
お
ま
え
た
ち
は
、
大
体
、
何
が
不
満
な
ん
じ
ゃ
？
」
と
尋
ね
る
。
そ
の
答

え
は
お
そ
ら
く
極
め
て
明
確
に
、
す
な
わ
ち
雇
い
人
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
と
彼

の
仲
間
た
ち
の
た
め
の
弁ア
ポ
ロ
ギ
ア明
に
な
る
よ
う
に
意
図
さ
れ
て
い
る
。

　
「
旦
那
、
オ
レ
は
、
そ
れ
ば

0

0

0

う
ま
か
具
合
に
言
い
表
さ
れ
ん
か
っ
た
と
で
す

よ
。
オ
レ
も
そ
れ
な
り
に
同お
ん
な

し
気
持
ち
は
あ
っ
た
ち
ゃ
が
ね
。
ほ
ん
な
こ
つ
、

旦
那
、
オ
レ
ら
滅
茶
苦
茶
ば
い
。
町
ん
中
ば

―
け
っ
こ
う
潤
い
よ
っ
ち
ゃ
が
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―
見
ち
ゃ
っ
て
ん
な
い
。
こ
げ
な
と
こ
連
れ
て
来
ら
れ
、
織
ら
さ
れ
、
梳す

か

さ
れ
、
と
も
か
く

0

0

0

0

揺ゆ
り
か
ご籃

か
ら
墓
場
ま
で
、
い
っ
ち
ょ
ん
変
ら
ん
暮
ら
し
ば
、
な

ん
と
か
立
て
と
ー
連
中
の
多お
お

か
と
ば
、
見
ち
ゃ
っ
て
ん
な
い
。
オ
レ
ら
、
ど
げ

な
暮
ら
し
ば
し
と
ー
か
、
ど
げ
な
場
所
に
、
ど
げ
な
人
数
で
、
ど
げ
な
見
込
み

の
あ
っ
て
、
ど
げ
な
変
化
の
あ
っ
て
生
活
し
と
ー
か
、
見
ち
ゃ
っ
て
ん
な
い
。

ど
げ
な
ふ
う
に
工
場
の
い
っ
つ
も
動
き
よ
ー
か
、
工
場
で
働
い
て
も
働
い
て
も
、

遠
く
に
あ
る
目
的
に
ゃ
、
い
っ
ち
ょ
ん
近
づ
け
ん
っ
て
こ
と
ば

―
近
づ
て
く

る
た
ー
、
い
っ
つ
も
か
っ
つ
も
「
死
」
だ
け
た
い

―
見
ち
ゃ
っ
て
ん
な
い
。

旦
那
、
オ
レ
ら
の
こ
と
、
ど
げ
な
ふ
う
に
考
え
と
ー
か
、
ど
げ
な
ふ
う
に
書
い

と
ー
か
、
ど
げ
な
ふ
う
に
話
し
と
ー
か
、
ど
げ
な
ふ
う
に
代
理
人
と
一
緒
に
国

務
大
臣
の
と
こ
へ
行
っ
と
ー
か
、
見
ち
ゃ
っ
て
ん
な
い
。
旦
那
が
い
っ
つ
も
正

し
か
こ
と
、
オ
レ
ら
が
い
っ
つ
も
間
違
っ
と
っ
て
、
そ
れ
で

0

0

0

生
ま
れ
て
こ
ん
か

た
、
道
理
の
あ
っ
た
こ
と
な
ん
ぞ
あ
る
め
ー
っ
て
こ
と
ば
、
見
ち
ゃ
っ
て
ん
な

い
。
旦
那
、
こ
げ
な
も
ん
の
一
年
一
年
、
一
代
一
代
、
ま
す
ま
す
増
え
て
、
だ

ん
だ
ん
太
か
も
ん
に
、
ど
ん
ど
ん
広
か
も
ん
に
、
ま
す
ま
す
辛つ
ら

か
も
ん
に
な
っ

と
ー
と
ば
、
見
ち
ゃ
っ
て
ん
な
い
。
旦
那
、
こ
げ
な
も
ん
ば
見
て
、
滅
茶
苦
茶

じ
ゃ
な
か
な
ん
て
、
堂
々
と
言
え
る
人
の
お
ん
し
ゃ
る
と
な
？
」（
第
二
巻
第
五

章
）

こ
の
男
に
い
つ
も
見
ら
れ
る
構
文
法
の
誤
り
が
全
部
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
。

彼
は
論
理
的
な
連
結
を
十
分
に
展
開
で
き
な
い
。
そ
の
証
拠
は
「
旦
那
、
オ

レ
ら
の
こ
と
、
ど
げ
な
ふ
う
に
考
え
と
ー
か
」
で
始
ま
る
文
に
あ
り
、「
旦

那
が
い
っ
つ
も
正
し
か
こ
と
」
と
前
述
の
部
分
と
が
ど
ん
な
点
で
関
連
し
て

い
る
の
か
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
同
様
に
、
そ
れ
に
続
く

「
そ
れ
で

0

0

0

生
ま
れ
て
こ
ん
か
た
、
道
理
の
あ
っ
た
こ
と
な
ん
ぞ
あ
る
め
ー
」

と
い
う
部
分
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
れ
は
「
あ
な
た
は
私
た
ち
に
理
性
の

働
き
が
な
い
こ
と
を
責
め
て
い
る
」
と
い
う
意
味
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
私

た
ち
が
間
違
っ
て
い
る
と
あ
な
た
に
思
わ
せ
る
よ
う
な
原
因
は
私
た
ち
の
方

に
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
そ
れ
で
」
が
要
領

を
得
な
い
一
方
で
、
間
接
的
な
抗
議
の
表
現
と
し
て
反
復
さ
れ
る
命
令
文
、

「
見
ち
ゃ
っ
て
ん
な
い
」
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
議
論
の
不
明
瞭
性
を
増
す
以

外
に
何
の
役
に
も
立
っ
て
い
な
い
。「
と
も
か
く
（som

ehow
s

）」
と
か
。

「
一
年
一
年
（fro year to year

）」
と
か
、「
一
代
一
代
（fro generation 

unto generation

）」
と
か
い
っ
た
不
必
要
な
語
句
も
あ
る
。
こ
れ
に
加
え

て
、
上
で
述
べ
た
よ
う
に
何
を
指
示
し
て
い
る
の
か
（
例
え
ば
、
前
方
に
照

応
す
る
も
の
が
な
い
遡
及
指
示
詞
）
が
曖
昧
で
あ
る
。
か
な
り
曖
昧
な
冒
頭

の
代
名
詞
「
そ
れ
ば
（’t

）」
は
、
お
そ
ら
く
「
何
が
不
満
な
の
か
」
を
指

示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
か
ら
始
ま
る
一
節
は
「
だ
ん
だ
ん
太
か
も

ん
に
、
ど
ん
ど
ん
広
か
も
ん
に
、
ま
す
ま
す
辛
か
も
ん
に
な
っ
と
ー
」
と
い

う
、
よ
り
曖
昧
な
「
こ
げ
な
も
ん
（this

）」
の
説
明
で
最
高
潮
に
達
し
て
い

る
。
似
た
よ
う
な
ジ
ョ
ン
・
バ
ー
ト
ン
の
不
平
不
満
は
驚
く
ほ
ど
明
確
な
意

味
内
容
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
で
は
ス
テ
ィ
ー
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ギャスケルの方言使用とディケンズへの影響

ヴ
ン
の
不
明
瞭
さ
の
中
で
消
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
に
お
け
る
方
言
の
発
音
は
ま
あ
ま
あ
正
確
で
あ

り
、
そ
の
構
成
に
は
口
語
体
が
使
わ
れ
て
い
る
。
結
果
的
に
語
り
手
が
聞
く

こ
と
に
な
る
の
は
、
偏
狭
な
、
創
意
に
欠
け
た
、
か
な
り
頭
が
混
乱
し
た
人

物
の
話
で
あ
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
標
語
と
な
っ
て
い
る
（
い
ろ
い
ろ
な
変

種
が
あ
る
）「
滅
茶
苦
茶
ば
い
（’T

is a m
uddle

）」
は
、
た
だ
単
に
社
会
の

0

0

0

混
乱
の
み
な
ら
ず
、「
申
し
分
の
な
い
高
潔
な
男
」
と
は
相
容
れ
な
い
よ
う

な
内
部
の

0

0

0

混
乱
を
も
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は

語
り
手
の
中
に
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
語
り
手
は
高
潔
さ
が
見
え
る
と
主
張
し

な
が
ら
も
、
非
標
準
の
話
し
言
葉
は
社
会
的
劣
等
者
の
慣
用
で
あ
る

―
非

標
準
の
話
し
言
葉
を
使
用
す
る
人
間
は
道
徳
的
に
も
知
的
に
も
貧
弱
な
人
間

で
あ
る

―
と
い
う
考
え
に
組
す
る
よ
う
な
信
念
を
見
せ
て
い
る
の
だ
。
そ

う
い
う
こ
と
も
あ
り
そ
う
だ
と
い
う
の
が
偏
見
と
結
び
付
い
て
い
る
の
は
皮

肉
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
語
り
手
自
身
の
意
識
が
混
乱
し
て
し
ま
っ
て
い
る

の
は
、
た
ぶ
ん
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
乏
し
い
知
性
に
貧
困
と
社
会
の
不
平
等

を
押
し
つ
け
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

【
訳
注
】

一　

デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
劣
悪
な
環
境
の
寄
宿
学
校
（D

otheboys H
all

）
と
校
長

（Squeers

）
を
弾
劾
し
た
『
ニ
コ
ラ
ス
・
ニ
ク
ル
ビ
ー
』
で
は
、
そ
の
学
校
の
あ
る

ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
州
の
方
言
が
使
わ
れ
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
コ
パ
フ
ィ
ー
ル
ド
に
深

い
愛
情
を
抱
き
続
け
る
忠
実
で
頼
も
し
い
乳
母
ペ
ゴ
テ
ィ
ー
の
実
家
が
あ
る
漁
村

（Y
arm

outh

）
で
は
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
州
の
方
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
デ
ィ
ケ

ン
ズ
は
ペ
ゴ
テ
ィ
ー
の
兄
が
話
す
方
言
に
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ム
ア
（E

dw
ard M

oor, 

1771-1848

）
の
『
サ
フ
ォ
ー
ク
州
の
言
葉
と
語
法
』（S

uffolk W
ords and P

hrases 

[L
ondon: R

. H
unter, 1823]

）
を
利
用
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

二　

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ト
ロ
ロ
プ
（F

rances T
rollope, 1780-1863

）
は
ア
ン
ソ
ニ
ー
・

ト
ロ
ロ
プ
の
母
で
、
月
間
連
載
で
小
説
を
出
版
し
た
イ
ギ
リ
ス
最
初
の
女
性
。
夫

の
生
活
力
の
な
さ
ゆ
え
に
息
子
三
人
と
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
帰
国
後
そ
こ
で
の
経

験
を
も
と
に
辛
辣
な
見
聞
記
を
数
多
く
書
き
、
奴
隷
制
度
を
非
難
す
る
小
説
な
ど

も
書
い
た
が
、
そ
れ
ら
が
長
年
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
の
ア
メ
リ
カ
観
の
拠
り
所
と

な
っ
た
。
個
人
の
慈
善
や
博
愛
で
は
産
業
問
題
を
解
決
で
き
な
い
こ
と
を
示
唆
し

た
『
マ
イ
ケ
ル
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
』（T

he L
ife and A

dventures of M
ichael 

A
rm

strong: T
he Factory B

oy, 1840

）
は
イ
ギ
リ
ス
で
出
版
さ
れ
た
最
初
の
産
業

小
説
の
一
つ
。「
怪
物
の
よ
う
な
紡
績
工
場
で
の
骨
の
折
れ
る
仕
事
で
何
千
も
の
幼

い
労
働
者
た
ち
が
さ
ら
さ
れ
て
い
る
、
見
る
も
恐
ろ
し
い
不
当
な
仕
打
ち
と
苦
し

み
」（
第
三
章
）
に
読
者
の
目
を
開
か
せ
よ
う
と
し
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
小
説
と
し
て
、

工
場
改
革
の
主
導
者
（
特
に
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
）
た
ち
の
間
で
よ
く
読
ま
れ
、
一
八

四
七
年
に
十
時
間
労
働
法
が
成
立
す
る
の
に
寄
与
し
た
。

三　

シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ト
ナ
（C

harlotte E
lizabeth Tonna, 1790-

1846

）
は
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
州
の
主
任
牧
師
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
、
連
隊
長
と
の
結

婚
後
は
福
音
主
義
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
作
家
と
し
て
様
々
な
宗
教
団
体
の
た
め
に

小
冊
子
を
書
い
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
敵
対
し
た
の
で
、
彼
女
の
出
版
物
の
何

冊
か
は
禁
書
目
録
（Index E

xpurgatorius

）
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
彼
女

は
労
働
改
革
の
唱
道
者
で
も
あ
り
、「
工
場
物
語
」
と
い
う
副
題
を
持
つ
代
表
作
の
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『
ヘ
レ
ン
・
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
』（H

elen F
leetw

ood, 1841

）
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の

工
場
に
お
け
る
悲
惨
な
労
働
環
境
（
特
に
女
性
に
対
す
る
搾
取
）
を
調
査
し
て
描

い
た
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ト
ロ
ロ
プ
の
『
マ
イ
ケ
ル
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
』

と
同
じ
よ
う
に
、
工
場
の
労
働
環
境
を
非
難
し
て
十
時
間
労
働
の
運
動
を
支
持
し

た
。

四　

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ス
ト
ー
ン
（E

lizabeth Stone

）
は
、
十
九
世
紀
初
期
の
マ
ン
チ
ェ

ス
タ
ー
に
あ
っ
た
ト
ー
リ
ー
党
の
新
聞
『
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
の

社
主
ジ
ョ
ン
・
ホ
イ
ー
ラ
ー
（John W

heeler

）
の
娘
。
代
表
作
の
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ラ
ン
グ
シ
ョ
ー
』（W

illiam
 L

angshaw
e, the C

otton L
ord, 1842

）
は
、
マ
ン
チ
ェ

ス
タ
ー
の
繊
維
業
を
欠
点
は
あ
る
も
の
の
利
益
を
も
た
ら
す
組
織
と
し
て
捉
え
て

い
る
。
若
い
女
性
が
社
会
に
搾
取
さ
れ
る
と
い
う
テ
ー
マ
は
む
し
ろ
前
述
の
『
ヘ

レ
ン
・
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
』
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
、
そ
の
テ
ー
マ
は
彼
女
の
後

続
作
品
『
若
き
婦
人
帽
子
屋
』（T

he Y
oung M

illiner, 1843

）
に
も
見
ら
れ
る
。

五　

デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
ギ
ャ
ル
ケ
ル
へ
宛
て
た
一
八
五
四
年
四
月
二
十
一
日
付
け
の
手
紙
。

G
raham

 Storey, K
athleen T

illotson and A
ngus E

asson, eds., T
he L

etters 

of C
harles D

ickens (O
xford: O

xford U
P, 1993) 7: 320. 

ギ
ャ
ス
ケ
ル
は
、
四

月
二
十
三
日
付
け
の
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
宛
て
の
手
紙
で
、「
あ
あ
！　

デ
ィ

ケ
ン
ズ
氏
に
手
紙
を
書
い
た
の
で
す
が
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
問
題
を
扱
う
つ
も
り
は

な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す

―
総
じ
て
、
こ
の
返
事
で
私
は
気
持
ち
が
楽
に

な
り
ま
し
た
」(J. A
. V. C

happle and A
lan Shelston, eds., T

he L
etters of M

rs 

G
askell [1966; M

anchester: M
anchester U

P
-M

andolin, 1997] 281) 

と
言
っ

て
い
る
。『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
で
工
場
労
働
者
の
ブ
ラ
ッ
ク
プ
ー
ル
が
登
場
す

る
の
は
第
一
巻
第
十
章
「
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
プ
ー
ル
」（
分
冊
出
版
は
四

月
二
十
九
日
）
だ
が
、
第
二
巻
第
四
章
「
同
志
諸
君
」（
分
冊
出
版
は
六
月
十
日
）

で
は
「
ス
ト
ラ
イ
キ
の
問
題
」
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

六　

例
え
ば g etten 

と
な
る
べ
き
箇
所
が g otten 

に
な
っ
て
い
る
誤
植
。T

he 

L
etters of M

rs G
askell, 64. 

エ
ド
ワ
ー
ド
・
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
は
ロ
ン
ド
ン
の
出
版

社
チ
ャ
ン
プ
マ
ン
・
ア
ン
ド
・
ホ
ー
ル
の
共
同
経
営
者
で
、
主
と
し
て
デ
ィ
ケ
ン

ズ
と
サ
ッ
カ
レ
ー
の
小
説
を
出
版
し
て
い
た
。
ギ
ャ
ス
ケ
ル
も
処
女
作
の
『
メ
ア

リ
・
バ
ー
ト
ン
』
か
ら
『
北
と
南
』
ま
で
を
チ
ャ
ン
プ
マ
ン
・
ア
ン
ド
・
ホ
ー
ル

社
か
ら
出
版
し
た
。

七　

一
八
四
八
年
四
月
十
七
日
付
け
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
宛
て
の
手
紙

（T
he L

etters of M
rs G

askell, 56

）
を
参
照
。
こ
の
手
紙
で
ギ
ャ
ス
ケ
ル
は
、
他

の
州
に
住
ん
で
い
る
人
が
理
解
で
き
そ
う
に
な
い
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
方
言
の
使
用
の

難
し
さ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

八　

G
u

n
n

el M
elch

ers, “M
rs G

askell an
d

 D
ialect,” S

tudies in E
nglish 

P
hilology, L

inguistics and L
iterature: P

resented to A
larik R

ynell, ed
. 

M
ats R

yd
en

 an
d

 L
en

n
art A

. B
jo

rk
 (S

to
ck

h
o

lm
: A

lm
q

vist &
 W

ik
sell 

International, 1978): 112-24. 

九　

ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
（Sam

uel Johnson, 1709-84

）
は
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
文
壇

の
大
御
所
的
存
在
で
、
そ
の
卓
抜
な
知
性
と
感
受
性
、
誠
実
を
尊
ん
で
虚
偽
を
憎

む
態
度
ゆ
え
に
、
今
日
に
至
る
ま
で
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
理
想
的
人
物
と
し
て
慕
わ

れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
家
の
立
場
と
古
典
主
義
的
文
学
観
か
ら
批
評
作

品
を
書
い
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
の
文
体
は
、
ラ
テ
ン
系
の
語
を
多
用
し
、
荘
重
で

筆
力
が
雄
勁
で
あ
る
と
同
時
に
、
大
げ
さ
な
言
い
回
し
や
重
苦
し
い
と
こ
ろ
に
特

徴
が
あ
る
。

十　
S

tan
ley G

erso
n

, S
ound and S

ym
bol in the D

ialogue of the W
orks of 

C
harles D

ickens (Stockholm
: A

lm
qvist &

 W
iksell, 1967) 367.

十
一　

こ
れ
は
Ｈ
・
Ｋ
・
ブ
ラ
ウ
ン
と
一
緒
に
行
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
部
地
方
と

北
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
ツ
ア
ー
で
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
で
は
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
が
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ギャスケルの方言使用とディケンズへの影響

加
わ
り
、
最
後
は
三
人
で
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
を
短
期
訪
問
し
て
い
る
。T

he L
etters 

of C
harles D

ickens, 1: 447.
十
二　

See J. H
. Stonehouse, ed., R

eprints of the C
atalogues of the L

ibraries 

of C
harles D

ickens and W
. M

. T
hackeray (L

ondon: P
iccadilly F

ountain, 

1935) 111. 
自
称
「
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
の
ホ
ガ
ー
ス
」
の
ジ
ョ
ン
・
コ
リ
ア
（John 

C
ollier, 1708-86

）
は
「
テ
ィ
ム
・
ボ
ビ
ン
（T

im
 B

obbin

）」
と
い
う
筆
名
で

知
ら
れ
た
諷
刺
家
・
詩
人
。
処
女
作
の
『
概
説
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
方
言
』(A

 V
iew

 

of the L
ancashire D

ialect, or, T
um

m
us and M

ary, 1746) 

に
続
い
て
書
い
た

ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
方
言
の
詩
集
『
人
間
の
欲
に
つ
い
て
の
素
描
』(H

um
an P

assion 

D
elineated, 1773) 

は
イ
ラ
ス
ト
付
き
で
、
上
流
階
級
と
下
層
階
級
の
両
方
が
容
赦

な
く
諷
刺
さ
れ
て
い
る
。

十
三　

ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ウ
デ
ィ
（John B

row
die

）
は
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
州
に
住
む
食
欲

旺
盛
な
、
短
気
だ
が
善
良
な
巨
漢
の
穀
物
商
人
。

十
四　

デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
一
八
五
四
年
六
月
十
七
日
に
ギ
ャ
ス
ケ
ル
に
宛
て
た
手
紙
の

追
伸
と
し
て
、『
メ
ア
リ
・
バ
ー
ト
ン
』
の
第
五
版
と
一
緒
に
出
版
さ
れ
た
ギ
ャ
ス

ケ
ル
氏
の
『
二
つ
の
講
義
』（T

w
o L

ectures on the L
ancashire D

ialect, 1854

）

を
非
常
に
楽
し
ん
で
読
ん
だ
と
記
し
て
い
る
。T

he L
etters of C

harles D
ickens, 

7: 357.

十
五　

例
え
ば
、
ノ
ー
マ
ン
・
ペ
イ
ジ
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
『
二
つ
の
講
義
』
を
利
用

し
た
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
。N

orm
an P

age, S
peech in the E

nglish N
ovel 

(1973; L
ondon: M

acm
illan, 1988) 69.

十
六　

G
erson 338.

十
七　

G
eorge F

ord and Sylvère M
onod, eds., H

ard T
im

es by C
harles D

ickens 

(N
ew

 Y
ork: N

orton, 1966) 234. 

聖
徒
ス
テ
パ
ノ
（Saint Stephen

）
は
原
始
キ

リ
ス
ト
教
会
最
初
の
殉
教
者
。
イ
エ
ス
の
復
活
後
、
使
徒
を
補
佐
す
る
た
め
に
エ

ル
サ
レ
ム
の
教
会
で
選
出
さ
れ
た
七
人
の
一
人
。
彼
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
ユ
ダ
ヤ
法

院
で
説
教
を
行
い
、
キ
リ
ス
ト
を
処
刑
し
た
人
々
の
頑
迷
さ
を
咎
め
た
た
め
に
石

で
打
ち
殺
さ
れ
た
（『
使
徒
行
伝
』
六
〜
七
章
を
参
照
）。
記
念
日
は
十
二
月
二
十

六
日
。
聖
ス
テ
パ
ノ
が
石
で
打
た
れ
て
殉
教
し
た
後
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
遺
骸
の

埋
葬
の
様
子
を
描
い
た
絵
と
し
て
は
、
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
『
聖
ス
テ

パ
ノ
の
遺
骸
を
抱
え
起
こ
す
弟
子
た
ち
』（
一
八
六
〇
年
）
が
有
名
。

十
八　

一
八
五
八
年
十
二
月
三
日
に
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
自
由
貿

易
会
館
（F

ree T
rade H

all

）
で
開
か
れ
た
「
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
・
チ
ェ
シ
ャ
ー
教
育

機
関
協
会
（Institutional A

ssociation of L
ancashire and C

heshire

）」
の
年

次
総
会
に
お
い
て
、
職
工
専
門
学
校
で
賞
や
資
格
を
得
た
職
工
た
ち
を
称
賛
す
る

ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
た
。K

. J. F
ielding, ed., T

he S
peeches of C

harles D
ickens: 

A
 C

om
plete E

dition (H
em

el H
em

pstead: H
arvester-W

heatsheaf, 1988) 278-

85. 

職
工
専
門
学
校
は
労
働
者
た
ち
に
教
育
、
特
に
技
術
系
の
教
育
を
授
け
る
た

め
の
機
関
で
、
質
の
高
い
従
業
員
を
確
保
す
る
た
め
に
主
と
し
て
産
業
資
本
家
に

よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
。
一
八
二
三
年
に
は
ロ
ン
ド
ン
に
バ
ー
ク
ベ
ッ
ク
・
カ
レ
ッ
ジ

の
前
身
と
な
る
職
工
専
門
学
校
が
、
翌
年
に
は
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
に
ユ
ー
ミ
ス
ト

（U
M

IST, U
niversity of M

anchester Institute of Science and T
echnology

）

の
前
身
と
な
る
（
一
八
三
六
年
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ャ
ス
ケ
ル
が
夜
間
ク
ラ
ス
を

担
当
す
る
よ
う
に
な
る
）
職
工
専
門
学
校
が
で
き
た
。

 

【
著
者
紹
介
】
パ
ト
リ
シ
ア
・
イ
ン
ガ
ム
（P

atricia Ingham

）
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
セ
ン
ト
・
ア
ン
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
前
・
上
級
専
任
教
員
（F

ellow

）
で
、

現
在
は
上
級
研
究
教
員
（Senior R

esearch F
ellow

）。
ギ
ャ
ス
ケ
ル
、
デ
ィ
ケ

ン
ズ
、
ハ
ー
デ
ィ
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
作
品
の
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
版
の
編
者
と
し
て
著

名
な
学
者
で
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
局
の
「
作
者
と
文
脈
」（A

uthors 
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in C
ontext

）
シ
リ
ー
ズ
で
は
ブ
ロ
ン
テ
姉
妹
と
ハ
ー
デ
ィ
を
担
当
し
た
。
主
な

研
究
書
と
し
て
は
、D

ickens, W
om

en and L
anguage (U

 of Toronto P, 1992), 

T
he L

anguage of G
ender and C

lass: T
ransform

ation in the V
ictorian N

ovel 

(R
outledge, 1996), Invisible W

riting and the V
ictorian N

ovel: R
eadings in 

L
anguage and Ideology (M

anchester U
P, 2000) 

な
ど
が
あ
る
。


