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大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
研
究
紀
要
第
三
巻
（
二
〇
一
三
） 

研
究
論
文 

 

田
辺
文
学
の
原
点 

 
 

 
ー
少
女
時
代
の
作
品
「
十
七
の
こ
ろ
」
ー 

学
芸
学
部 

国
文
学
科 

 

中 
 

周 

子 

  

要
旨
：
田
辺
聖
子
が
樟
蔭
女
子
専
門
学
校
時
代
に
書
い
た
「
十
七
の
こ
ろ
」
の
自
筆
原
稿
が
発
見
さ
れ
全
文
が
公
開
さ
れ
た
。
従
来
、
自
伝
小
説
『
し
ん
こ
細
工
の
猿
や
雉
』
の
中
に
紹
介
さ
れ
て
題
名
だ
け

は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
所
在
も
全
文
も
不
明
で
あ
っ
た
作
品
で
あ
る
。
本
論
文
は
「
十
七
の
こ
ろ
」
の
本
文
を
分
析
し
、
後
の
田
辺
文
学
に
通
じ
る
手
法
や
主
題
が
見
い
だ
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ

ち
、
田
辺
聖
子
の
得
意
と
す
る
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
た
軽
妙
洒
脱
な
文
体
、
大
阪
弁
を
駆
使
し
た
巧
み
な
会
話
に
よ
る
人
物
形
象
、
田
辺
聖
子
が
一
貫
し
て
書
き
続
け
た
戦
後
の
女
性
の
生
き
方
と
い
う
主
題
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
十
七
歳
で
終
戦
を
迎
え
た
体
験
か
ら
、
十
七
歳
が
田
辺
聖
子
に
と
っ
て
特
別
な
意
味
を
持
つ
こ
と
、
自
伝
小
説
『
欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま
で
は
』
の
中
に
描
か
れ
た
、
自
ら
の
意
思
に
よ

っ
て
真
の
人
生
を
歩
み
始
め
る
十
七
歳
の
少
女
の
原
型
が
、「
十
七
の
こ
ろ
」
の
主
人
公
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。「
十
七
の
こ
ろ
」
は
田
辺
文
学
の
原
点
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。 

 

キ
ー
ワ
ー
ド
：
田
辺
聖
子
、「
十
七
の
こ
ろ
」、
大
阪
弁
、
第
二
次
世
界
大
戦 

    
 

 

は
じ
め
に 

  

田
辺
聖
子
が
樟
蔭
女
子
専
門
学
校
時
代
に
書
い
た
作
品
「
十
七
の
こ
ろ
」
の
原
稿
が
発
見
さ
れ

た
。
Ｂ
５
の
ル
ー
ズ
リ
ー
フ
四
枚
に
書
か
れ
た
未
発
表
の
短
編
で
あ
る
。
そ
の
全
文
は
、
住
友
元

美
氏
に
よ
る
要
を
得
た
解
説
を
付
し
て
『
樟
蔭
国
文
学
』
に
掲
載
さ
れ
た

⑴

。
掲
載
後
、
文
化
勲

章
受
章
作
家
の
未
発
表
作
品
発
見
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
読
売
、
朝
日
、
産
経
各
新
聞
に
大
き
く
取
り

上
げ
ら
れ
た

⑵

。 

 

し
か
し
、「
少
女
時
代
の
習
作
」
が
発
見
さ
れ
た
事
実
の
み
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
十
七
歳

の
頃
に
書
か
れ
た
作
品
が
、
早
く
も
、
後
の
田
辺
文
学
を
彷
彿
さ
せ
る
ほ
ど
の
達
成
を
遂
げ
て
い

る
こ
と
こ
そ
が
、
注
目
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

 

田
辺
聖
子
は
十
三
歳
の
頃
か
ら
、
大
学
ノ
ー
ト
に
、
あ
る
い
は
級
友
に
回
覧
す
る
手
作
り
の
雑

誌
に
、
中
国
や
ド
イ
ツ
を
舞
台
と
し
た
作
品
、
い
わ
ば
、
冒
険
譚
、
ツ
ク
リ
モ
ノ
の
物
語
を
書
き

つ
づ
っ
て
き
た

⑶

。
そ
の
よ
う
な
少
女
時
代
の
作
品
群
の
中
で
、「
十
七
の
こ
ろ
」
は
、
人
間
と
時

代
を
見
つ
め
る
冷
徹
な
目
と
、
ず
ば
抜
け
た
文
章
力
を
以
て
、
真
摯
に
女
性
の
生
き
方
を
探
る
出

色
の
短
編
で
あ
る
。 

 

本
稿
で
は
、
作
品
本
文
の
分
析
・
考
察
を
通
じ
て
、「
十
七
の
こ
ろ
」
が
「
習
作
」
と
い
う
範

疇
に
納
ま
り
き
ら
な
い
完
成
度
の
高
い
「
短
編
小
説
」
で
あ
り
、
田
辺
文
学
の
原
点
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
べ
き
作
品
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
い
。 

  
 

 

１
、「
十
七
の
こ
ろ
」
発
見
の
意
味 

  
作
品
の
主
人
公
は
、
内
気
な
少
女
、
十
七
歳
の
泉
で
あ
る
。
裕
福
な
家
庭
の
一
人
娘
で
、
戦
後

の
混
乱
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
嫁
入
り
修
行
の
為
に
洋
裁
学
校
に
通
い
、
お
茶
や
お
花
を
習
っ
て

い
る
。
両
親
に
可
愛
が
ら
れ
何
不
自
由
無
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
の
だ
が
、
両
親
の
価
値
観
や
自

ら
の
生
活
に
疑
問
を
抱
き
、
真
の
生
き
方
を
求
め
て
い
る
。
あ
る
日
、
洋
裁
学
校
へ
行
く
道
中
、

女
学
校
時
代
の
先
輩
良
子
と
出
会
う
。
働
き
な
が
ら
女
子
医
学
専
門
学
校
に
通
い
、
在
外
父
兄
救
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出
等
の
社
会
活
動
に
も
関
わ
っ
て
い
る
彼
女
の
生
き
方
に
触
れ
、
泉
は
鋭
い
刺
激
を
受
け
る
。
帰

宅
後
、
興
奮
し
て
母
親
に
話
す
が
、
俗
物
の
両
親
に
は
理
解
さ
れ
な
い
。
真
の
生
き
方
と
は
何
か
、

答
え
を
探
し
あ
ぐ
ね
て
泉
は
呆
然
と
す
る
。 

 

登
場
人
物
は
、
主
人
公
の
泉
、
彼
女
の
父
母
と
友
人
の
、
わ
ず
か
に
四
人
で
あ
る
。
場
面
は
泉

の
家
と
通
学
路
の
二
カ
所
。
時
は
晩
春
か
ら
初
夏
へ
と
移
り
変
わ
る
二
日
間
。
限
ら
れ
た
人
物
と

場
面
と
時
間
の
中
に
、
十
七
歳
の
少
女
の
内
面
の
葛
藤
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
人
物
や
場
面
展

開
の
説
明
に
字
数
を
費
や
す
必
要
が
無
い
、
単
純
な
場
面
構
成
と
人
物
配
置
。
す
で
に
短
編
小
説

の
手
法
を
習
得
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
作
品
は
発
見
さ
れ
る
前
か
ら
、
題
名
だ
け
は
知
ら
れ
て
い
た
。
田
辺
氏
の
自
伝
小
説
『
し

ん
こ
細
工
の
猿
や
雉
』

⑷

の
中
で
、「
十
七
の
こ
ろ
」
を
執
筆
し
た
事
情
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。 

 

そ
こ
で
は
、
昭
和
二
十
年
当
時
の
学
園
の
様
子
と
自
ら
の
少
女
時
代
を
振
り
返
っ
て
、
こ
う
書

か
れ
て
い
る
。 

 

 

終
戦
後
の
学
園
は
息
を
ふ
き
返
し
た
よ
う
に
活
気
を
と
り
戻
し
て
、
校
友
会
の
い
ろ
ん
な

部
が
生
ま
れ
て
い
た
が
、
生
徒
も
ま
た
、
息
を
ふ
き
返
し
た
よ
う
な
子
が
た
く
さ
ん
出
て
来

た
。 

 

活
発
で
、
人
前
に
出
て
物
お
じ
せ
ず
、
集
会
を
リ
ー
ド
し
、
水
に
放
た
れ
た
魚
の
よ
う
に

イ
キ
イ
キ
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
の
は
、
戦
時
中
に
は
な
い
タ
イ
プ
で
あ
る
。
私
は
絶
対
に

そ
ん
な
タ
イ
プ
で
は
な
い
。 

  

そ
ん
な
活
況
の
中
で
文
芸
部
が
生
ま
れ
、
田
辺
聖
子
は
編
集
長
を
押
し
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
。

「
わ
た
し
い
や
や
わ
。
そ
ん
な
ん
、
き
ら
い
や
ね
ん
」
、
「
む
り
に
さ
し
た
ら
、
泣
い
た
る
か
ら
」

と
い
う
抵
抗
も
む
な
し
く
、「
え
え
や
な
い
の
、
や
や
こ
し
い
こ
と
が
で
き
た
ら
、
わ
た
し
ら
で

肩
代
わ
り
す
る
か
ら
。
と
も
か
く
あ
ん
た
は
い
つ
も
小
説
書
い
て
る
し
、
文
学
趣
味
が
あ
る
ん
や

か
ら
適
任
や
な
い
の
」
と
言
い
く
る
め
ら
れ
て
、
結
局
、
田
辺
聖
子
は
編
集
長
を
引
き
受
け
て
し

ま
う
。
『
青
い
壺
』
と
い
う
機
関
誌
を
編
集
し
、
自
ら
も
「
十
七
の
こ
ろ
」
と
い
う
短
編
を
載
せ

る
こ
と
に
な
る
。 

 

生
徒
は
ど
ん
ど
ん
短
歌
や
俳
句
を
投
稿
し
て
く
る
。
そ
う
し
て
、 

「
本
は
い
つ
で
ま
す
か
」 

 

と
期
待
し
て
聞
き
に
く
る
の
だ
っ
た
。
仕
方
な
い
。 

 

ま
だ
町
に
は
印
刷
屋
も
な
い
の
で
、
学
校
か
ら
原
紙
と
紙
を
も
ら
い
、
生
徒
が
交
代
で
ガ

リ
版
を
切
っ
た
。
下
級
生
の
保
育
科
の
人
が
、
芋
版
で
表
紙
の
イ
ラ
ス
ト
を
仕
上
げ
て
く
れ

て
、
ハ
カ
ナ
ゲ
な
ガ
リ
版
の
機
関
誌
「
青
い
壺
」
は
で
き
上
が
っ
た
。 

 

百
五
十
冊
刷
っ
た
が
、
ま
た
た
く
ま
に
売
れ
て
し
ま
っ
た
。
誰
も
か
れ
も
読
み
物
に
渇
え

て
い
る
ら
し
か
っ
た
。 

 

小
説
が
な
い
と
格
好
つ
か
な
い
、
と
い
う
の
で
私
は
こ
こ
に
「
十
七
の
こ
ろ
」
と
い
う
短

編
を
の
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
十
七
歳
の
泉
と
い
う
、
口
数
少
な
い
、
お
と
な
し
い
夢
み
が
ち

の
女
の
子
と
、
俗
人
の
代
表
の
よ
う
な
両
親
と
の
対
比
を
ね
ら
っ
た
小
説
で
、
そ
れ
だ
け
の

も
の
で
あ
る
。
わ
れ
な
が
ら
低
調
で
冴
え
な
か
っ
た
。 

  

『
青
い
壺
』
は
実
在
す
る
機
関
誌
で
あ
る

⑸

。
そ
の
体
裁
（
表
紙
の
絵
や
ガ
リ
版
で
あ
る
こ
と
）

は
上
記
の
引
用
文
の
通
り
で
、
編
集
後
記
も
田
辺
聖
子
が
書
い
て
い
る
。
『
し
ん
こ
細
工
の
猿
や

雉
』
の
、
こ
の
く
だ
り
が
、
ほ
ぼ
事
実
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

 

と
こ
ろ
が
、
『
青
い
壺
』
第
一
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
田
辺
聖
子
の
作
品
は
「
ゆ
み
子
」
と
題

す
る
短
編
で
あ
る
。
主
人
公
の
ゆ
み
子
は
二
十
歳
で
、
十
七
歳
で
は
な
い
。
内
容
も
、
兄
の
友
人

へ
の
淡
い
恋
心
を
描
い
た
も
の
で
、
「
十
七
の
こ
ろ
」
と
は
、
全
く
別
の
作
品
で
あ
る
。 

 

こ
の
点
は
、
長
ら
く
疑
問
で
あ
っ
た
。
掲
載
し
た
作
品
に
関
し
て
は
事
実
で
は
な
く
、
終
戦
当

時
の
自
ら
の
年
齢
に
よ
っ
て
、
架
空
の
題
名
を
創
作
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
る
し
か
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
「
十
七
の
こ
ろ
」
と
い
う
作
品
は
実
在
し
た
。
自
伝
小
説
『
し
ん
こ
細
工
の
猿
や

雉
』
の
内
容
を
裏
付
け
る
資
料
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
然
も
、
発
見
さ
れ
た
「
十
七
の
こ
ろ
」

を
読
む
と
、
後
年
の
自
伝
小
説
の
一
資
料
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
「
習
作
」

と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
爾
後
の
作
品
群
に
連
な
る
文
体
と
内
容
を
備
え
た
「
秀
作
」
な
の
で

あ
る
。 

  
 

 
２
、
作
品
の
冒
頭
場
面
～
会
話
の
巧
、
対
比
の
妙
～ 

  

「
十
七
の
こ
ろ
」
は
、
主
人
公
・
泉
の
紹
介
に
始
ま
る
。 
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泉
が
、
平
凡
な
少
女
だ
と
い
ふ
事
は
誰
し
も
が
認
め
て
ゐ
る
事
だ
つ
た
。
彼
女
は
す
ぐ
耻

か
し
が
る
し
、
人
と
の
対
話
の
と
き
に
は
、
ろ
く
に
眼
も
あ
げ
ず
、
母
親
の
と
り
子
に
言
は

せ
る
と
「
物
の
役
に
も
立
ち
さ
う
に
」
見
え
な
か
つ
た
。
買
物
に
や
ら
せ
る
と
、
き
ま
つ
て

釣
銭
を
ま
ち
が
へ
、
挨
拶
さ
せ
る
と
必
ら
ず
絶
句
し
た
。
そ
し
て
ト
マ
ト
の
や
う
に
赤
く
な

り
、
口
ご
も
っ
て
、
も
ご

く
と
言
っ
て
ゐ
た
。
誰
も
、
お
と
な
し
い
娘
さ
ん
で
、
と
ほ
め

た
が
、「
泉
つ
た
ら
、
だ
め
で
す
よ
、
ほ
ん
と
に
十
六
に
も
十
七
に
も
な
つ
て
」、
と
母
親
は

口
や
か
ま
し
か
つ
た
。 

  

母
親
の
口
癖
は
、
そ
の
ま
ま
泉
に
話
し
か
け
る
台
詞
と
な
り
、
さ
ら
に
泉
を
め
ぐ
る
父
親
と
の

会
話
へ
と
展
開
す
る
。
冒
頭
場
面
で
は
、
晩
春
の
夕
べ
を
過
ご
す
家
族
の
様
子
が
描
か
れ
る
。 

 

「
挨
拶
ひ
と
つ
、
出
来
な
く
て
は
困
る
ぢ
ゃ
な
い
の
。
そ
り
や
、
よ
そ
の
娘
さ
ん
は
し
つ
か

り
し
て
ま
す
よ
。
十
七
に
も
な
れ
ば
昔
は
結
構
一
人
前
の
女
で
す
も
の
、
泉
は
ど
う
し
て
こ

ん
な
に
気
が
弱
い
ん
で
せ
う
ね
え
、
お
父
う
さ
ん
」 

 

春
の
夕
方
だ
つ
た
。
父
親
は
太
つ
て
ゐ
る
の
で
暑
が
つ
て
、
も
う
肌
脱
ぎ
に
な
り
、
食
事

の
す
ん
だ
散
ら
か
つ
た
食
卓
を
前
に
し
て
、
膨
れ
た
腹
を
つ
き
出
し
て
、
楊
子
で
歯
を
せ
せ

く
つ
て
ゐ
た
。
彼
は
、
生
え
抜
き
の
大
阪
人
な
の
で
、
関
東
で
生
ま
れ
た
、
と
り
子
が
嫌
ふ

大
阪
弁
が
威
勢
よ
く
口
を
つ
い
て
出
た
。 

「
な
ん
や
、
挨
拶
、
そ
ん
な
も
ん
、
今
か
ら
修
行
せ
ん
で
も
、
年
ご
ろ
に
は
な
ん
ぼ
で
も
で

き
る
。
心
配
せ
ん
で
も
え
ゝ
。」 

「
お
父
う
さ
ん
た
ら
、
又
」 

と
り
子
は
不
満
足
さ
う
に
呟
き
、
食
卓
の
後
片
づ
け
を
始
め
た
。
泉
は
、
ぼ
ん
や
り
し
て
打

水
を
し
た
薄
暗
い
庭
を
眺
め
な
が
ら
両
親
の
話
に
耳
を
傾
け
て
ゐ
た
。 

「
女
の
子
と
い
ふ
も
の
は
だ
い
た
い
、
あ
な
た
…
…
」 

「
そ
ら
又
、
お
ま
へ
の
十
八
番
が
始
ま
っ
た
が
な
」 

「
だ
つ
て
私
は
心
配
な
ん
で
す
よ
。
こ
の
子
は
一
人
娘
で
す
も
の
…
…
」 

「
お
前
の
思
ふ
様
に
こ
づ
き
廻
し
た
い
ね
や
ろ
。
ほ
つ
と
い
て
も
娘
な
ら
、
心
配
は
い
ら
ん

わ
。」 

 

父
親
は
掃
き
き
よ
め
た
奥
座
敷
へ
移
つ
て
、
煙
管
を
捜
し
て
一
ぷ
く
吸
ひ
つ
け
、
周
囲
を

見
廻
し
た
。
泉
が
見
え
な
い
の
で
庭
に
向
つ
て
呼
ん
だ
。 

「
い
づ
み
ィ
。
ど
こ
ぞ
行い

た
ん
か
」 

「
部
屋
へ
あ
が
り
ま
し
た
よ
」 

「
何
時
の
ま
に
行
き
よ
つ
た
ん
や
。
屁
み
た
い
な
奴
ち
や
な
」 

  

こ
の
短
い
冒
頭
場
面
を
読
む
だ
け
で
、
登
場
人
物
た
ち
の
輪
郭
が
、
く
っ
き
り
と
読
み
手
に
印

象
づ
け
ら
れ
る
。
ど
こ
に
で
も
い
そ
う
な
甲
斐
甲
斐
し
い
心
配
性
の
母
親
、
太
り
気
味
の
磊
落
な

父
親
、
両
親
の
や
り
取
り
を
黙
っ
て
聞
き
な
が
ら
、
そ
っ
と
自
室
に
逃
げ
出
す
大
人
し
い
一
人
娘
。

登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
巧
み
な
会
話
文
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

泉
は
ひ
と
こ
と
も
口
を
挟
ま
な
い
。
両
親
と
の
会
話
を
書
か
な
い
こ
と
で
、
彼
女
の
性
格
を
表

現
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
三
者
三
様
を
形
象
す
る
手
法
と
し
て
、
会
話
の
巧
さ
が
注
目
さ
れ

る
。 

 

関
東
生
ま
れ
の
母
親
と
生
え
抜
き
の
大
阪
人
で
あ
る
父
親
。
や
や
神
経
質
な
母
親
と
無
神
経
と

も
い
う
べ
き
磊
落
な
父
親
。
饒
舌
な
両
親
と
寡
黙
な
娘
。
種
々
の
要
素
を
対
比
さ
せ
て
作
品
は
構

築
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
父
親
の
大
阪
弁
は
、
母
親
の
東
京
弁
と
の
落
差
に
よ
っ
て
強
烈
な
印

象
を
与
え
る
。「
会
話
」
と
「
対
比
」
は
こ
の
作
品
を
読
み
解
く
鍵
と
い
え
よ
う
。 

  
 

 

３
、
巧
み
な
会
話
文 

  

ま
ず
は
、
作
品
中
の
会
話
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
中
で
も
、
ひ
と
り
大
阪
弁
を
話
す
、
生
粋
の

大
阪
人
で
あ
る
父
親
の
台
詞
は
、
大
阪
弁
特
有
の
テ
ン
ポ
の
良
さ
が
う
ま
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。 

 

目
の
前
に
い
な
い
娘
を
呼
ぶ
台
詞
は
「
い
づ
み
ィ
。
ど
こ
ぞ
行い

た
ん
か
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。 

同
じ
よ
う
な
状
況
で
の
母
親
の
台
詞
、
す
な
わ
ち
一
階
か
ら
二
階
の
娘
に
呼
び
か
け
る
台
詞
は

「
泉
ち
ゃ
ん
頼
み
ま
す
よ
」
で
あ
る
。「
い
づ
み
ィ
」
と
「
泉
」
の
、
た
っ
た
一
語
を
書
き
分
け
る

こ
と
で
、
両
者
の
ま
っ
た
く
異
な
る
口
調
を
表
し
て
い
る
。
大
阪
弁
を
知
る
者
に
は
、
「
い
づ
み

ィ
」
と
娘
を
呼
ぶ
父
親
独
特
の
「
声
色
」
ま
で
も
が
、
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。 

 

芥
川
賞
受
賞
作
品
「
感
傷
旅
行
（
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ィ
）
」
の
例
を
挙
げ
る
ま
で

も
な
く
、
田
辺
聖
子
の
小
説
に
は
大
阪
弁
を
駆
使
し
た
作
品
が
多
い
が
、
カ
タ
カ
ナ
の
小
文
字
を

用
い
て
大
阪
弁
を
表
記
す
る
方
法
を
好
ん
で
用
い
て
い
る
。
そ
の
工
夫
に
つ
い
て
、
田
辺
聖
子
は

こ
う
語
っ
て
い
る

⑹

。 

 

「
や
っ
ぱ
り
大
阪
弁
を
文
字
に
す
る
時
に
『
こ
う
は
書
か
な
い
』
と
い
う
の
が
あ
る
」
と
い
う
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の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
中
に
「
そ
う
で
ん
ね
ん
」
と
い
う
言
葉
を
書
く
場
合
、「
ひ
ら
が
な
の

『
ん
』
を
そ
の
ま
ま
で
『
そ
う
で
ん
ね
ん
』
と
大
き
く
使
っ
た
り
し
て
し
ま
う
と
、
大
阪
の
人
間

か
ら
見
た
ら
カ
ッ
コ
悪
い
」
と
い
う
。
故
に
、「
『
ん
』
は
軽
い
音
に
な
る
の
で
、
そ
こ
を
小
さ
な

カ
タ
カ
ナ
の
『
ン
』
を
右
寄
せ
に
し
て
『
そ
う
で
ン
ね
ン
』
と
し
て
お
け
ば
実
際
の
音
に
近
く
な

る
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。 

 

冒
頭
場
面
以
外
の
箇
所
で
も
、
「
止
め
と
き
ィ
」
と
母
音
を
の
ば
す
大
阪
弁
の
特
色
を
「
ィ
」

を
用
い
て
表
し
て
い
る
。
「
十
七
の
こ
ろ
」
執
筆
時
か
ら
、
す
で
に
大
阪
弁
を
い
か
に
文
章
に
書

く
か
に
腐
心
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

泉
の
言
葉
を
書
く
と
き
に
も
工
夫
が
あ
る
。「
口
ご
も
っ
て
、
も
ご
も
ご
と
言
う
」
と
描
か
れ

て
い
て
、
無
口
な
性
格
で
あ
る
た
め
台
詞
は
少
な
く
、
ま
た
短
く
簡
単
な
返
事
が
多
い
。
そ
の
よ

う
な
泉
の
台
詞
に
は
、
「

―
（
ダ
ッ
シ
ュ
）
」
や
「
…
（
三
点
リ
ー
ダ
ー
）
」
が
多
用
さ
れ
て
い

て
、
彼
女
の
性
格
を
よ
く
現
わ
し
て
い
る
。 

 

① 

母
親
に
話
し
か
け
る
台
詞 

「
わ
た
し

―
明
日
休
み
た
い
ん
だ
け
れ
ど
…
…
」 

 

こ
れ
は
「
母
親
の
傍
へ
蹲
ん
で
小
声
で
言
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
、
い
か
に
も
大
人
し
い
娘
の

様
子
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。 

② 

母
親
に
抗
弁
し
よ
う
と
す
る
台
詞 

「
え
ゝ
、
け
れ
ど
…
…
」 

 

し
か
し
、
こ
の
言
葉
以
上
に
は
何
も
言
え
ず
、
「
す
っ
か
り
悄
気
切
っ
て
首
を
傾
け
た
」
の

で
あ
る
。
親
に
抗
お
う
と
し
て
も
、
最
後
ま
で
言
い
募
る
こ
と
が
出
来
な
い
性
格
が
描
か
れ
る
。 

③ 

道
で
先
輩
良
子
に
出
逢
っ
た
時
の
台
詞 

「
あ
ら
…
…
ご
ぶ
さ
た
し
て

―
」 

 

良
子
に
、
後
ろ
か
ら
肩
を
叩
か
れ
た
泉
は
「
突
然
驚
か
さ
れ
た
の
で
真
っ
赤
に
な
っ
て
口
ご

も
っ
た
」
の
で
あ
る
。「
口
ご
も
っ
た
」
の
は
突
然
に
驚
か
さ
れ
た
た
め
ば
か
り
で
な
く
、「
癖

で
」
と
泉
の
い
つ
も
の
性
格
で
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。 

④ 

良
子
に
近
況
を
聞
か
れ
た
時
の
台
詞 

「
べ
つ
に
何
も

―
」 

 

「
口
の
中
で
の
み
こ
ん
だ
こ
と
ば
は
、
妙
に
、
心
に
こ
び
り
つ
い
た
」
と
説
明
が
続
く
。
良

子
こ
そ
自
分
の
望
む
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
感
じ
て
、
話
し
た
い
の
だ
が
言
葉
に
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。 

⑤ 

近
況
を
語
る
良
子
へ
の
返
事 

「
さ
う

―
」 

 

良
子
が
語
る
、
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
充
実
し
た
毎
日
に
圧
倒
さ
れ
る
が
、
そ
の
感
動

は
伝
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
良
子
の
「（
な
ん
て
、
反
応
の
な
い
人
だ
ら
う
）」
と
い
う
思
い
、

泉
の
「
す
っ
か
り
自
己
卑
下
に
陥
っ
て
、
ま
ゐ
つ
て
し
ま
つ
た
」
様
子
が
描
か
れ
る
。 

⑥ 

母
親
に
必
死
に
抗
弁
す
る
際
の
台
詞 

「
や
だ
、
や
だ
、
お
母
さ
ん
た
ら
…
…
」 

 

良
子
と
の
出
会
い
に
刺
激
さ
れ
て
、
母
親
の
古
い
価
値
観
に
反
発
す
る
。
こ
の
場
面
で
の
み
、

泉
は
「
熱
に
う
か
さ
れ
た
や
う
に
、
赤
い
ほ
て
っ
た
顔
を
し
て
」
雄
弁
に
長
い
台
詞
を
語
る
。 

「
お
母
さ
ん
、
あ
た
し
、
今
日
、
良
子
さ
ん
に
会
つ
た
の
。
あ
の
ひ
と
偉
い
の
よ
、
そ
り
や
あ
。

自
分
で
、
お
金
も
う
け
し
て
勉
強
し
て
る
し
、
い
ろ
ん
な
団
体
で
活
躍
し
て
る
し
…
… 

あ
た

し
も
、
ど
こ
か
へ

―
と
て
も
急
が
し
さ
う
な
所
へ
勤
め
よ
う
か
な
」 

「
で
も

―
何
だ
か
、
か
う
し
て
く
ら
し
て
ゐ
る
の
、
世
間
の
人
た
ち
に
済
ま
な
い
気
が
す
る

の
。
そ
し
て
何
か
、
今
、
こ
の
若
い
う
ち
に
精
根
こ
め
て
や
れ
る
仕
事
が
し
て
み
た
い
…
…
」 

 

こ
の
長
い
台
詞
に
お
い
て
も
、
「

―
」
や
「
…
」
が
用
い
ら
れ
、
口
ご
も
り
な
が
ら
も
懸
命

に
自
己
を
表
現
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
泉
の
台
詞
に
の
み
多
用
さ
れ
て
い
る
ダ
ッ
シ
ュ
や
三
点
リ
ー
ダ
の
記
号
に
よ
っ
て
、

自
分
の
気
持
ち
が
言
葉
に
な
ら
な
い
、
も
ど
か
し
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
会
話
文
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
が
形
象
さ
れ
て
い
る
。
巧
み
な
会
話
文
の
書
き

手
と
し
て
の
才
能
は
、
早
く
も
こ
の
作
品
中
に
窺
え
る
の
で
あ
る
。 

  
 

 

４
、
対
比
の
妙 

  

作
者
本
人
に
よ
っ
て
「
俗
人
の
両
親
と
の
対
比
を
ね
ら
っ
た
」
小
説
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

の
作
品
に
は
、
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の
対
比
が
目
立
つ
。 

 

両
親
に
つ
い
て
も
、
関
東
と
関
西
と
い
う
出
身
地
、
標
準
語
と
大
阪
弁
と
い
う
言
葉
遣
い
、
心

配
性
と
放
任
主
義
と
い
う
娘
に
対
す
る
態
度
、
浪
速
節
と
ジ
ャ
ズ
好
き
と
い
う
趣
味
等
々
、
対
比

的
な
デ
テ
ィ
ー
ル
を
書
き
込
む
こ
と
で
、
リ
ア
ル
な
両
親
像
が
造
形
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
父

母
は
旧
式
な
価
値
観
の
持
ち
主
で
あ
る
点
は
同
じ
で
、
泉
を
箱
入
り
娘
と
し
て
育
て
、
嫁
入
り
さ

せ
る
こ
と
だ
け
を
望
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
両
親
の
望
む
娘
像
に
対
比
さ
れ
る
の
が
、
良
子
の

存
在
で
あ
る
。 

 

良
子
は
、
自
活
し
な
が
ら
女
子
医
学
専
門
学
校
に
通
い
、
戦
後
日
本
の
混
乱
期
を
支
え
る
社
会

活
動
に
参
加
し
、
文
化
の
復
興
を
推
進
す
る
学
生
た
ち
の
文
化
活
動
に
も
参
与
し
て
い
る
。
泉
は
、

「
良
子
こ
そ
は
彼
女
が
望
ん
で
ゐ
た
新
し
い
生
活
の
扉
を
開
く
鍵
を
に
ぎ
る
人
間
で
は
あ
る
ま
い

か
」
と
思
う
の
で
あ
る
。 
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作
品
中
に
は
、
泉
が
目
に
し
た
良
子
の
活
動
の
一
コ
マ
が
書
か
れ
て
い
る
。 

 
救
出
学
生
同
盟
の
腕
章
を
巻
い
た
学
生
た
ち
が
今
着
い
た
列
車
か
ら
降
り
た
引
揚
者
の
世

話
を
し
て
ゐ
た
り
、
固
ま
つ
て
、
援
護
資
金
募
集
の
た
め
に
映
画
の
切
符
を
売
つ
て
ゐ
た
。

泉
が
そ
ば
を
通
り
す
ぎ
る
と
大
学
生
た
ち
の
中
か
ら
、
女
医
専
の
生
徒
が
、
笑
つ
て
頷
い
た
。

良
子
だ
つ
た
。
手
に
メ
ガ
フ
ォ
ン
を
持
つ
て
叫
び
は
じ
め
た
。（
中
略
） 

「
…
…
気
の
毒
な
引
揚
者
の
方
々
の
た
め
に
、
ひ
と
へ
に
皆
様
の
御
協
力
を
お
願
ひ
致
し
ま

す
」 

  

良
子
に
出
会
っ
た
昂
奮
か
ら
、
意
を
決
し
て
働
き
た
い
と
言
う
泉
に
対
し
て
、
両
親
は
全
く
理

解
を
示
そ
う
と
も
し
な
い
。
母
は
、「
親
も
親
だ
ね
え
、
娘
の
子
を
町
の
ま
ン
中
へ
、
お
つ
ぽ
り

出
し
て
、
格
好
の
悪
い
苦
学
な
ん
ぞ
さ
せ
て
」
と
良
子
の
親
を
も
非
難
す
る
。
そ
し
て
、
良
子
を

「
女
の
子
ら
し
く
な
い
、
理
屈
っ
ぽ
い
女
医
専
の
生
徒
」
と
決
め
つ
け
、「
つ
き
あ
っ
た
ら
だ
め
だ

よ
。
ほ
ん
と
に
」
と
泉
に
命
ず
る
。
父
親
も
、「
お
ま
へ
は
要
ら
ん
心
配
し
い
な
」「
お
ま
へ
は
、

ち
ゃ
ん
と
し
た
、
い
と
は
ん
や
さ
か
い
、
家
に
ゐ
て
た
ら
え
ゝ
の
や
」
と
取
り
合
わ
な
い
。
良
子

の
生
き
方
を
「
女
の
子
ら
し
く
な
い
」
「
格
好
の
わ
る
い
」
と
し
か
見
な
い
母
、
彼
女
の
社
会
活

動
を
「
要
ら
ん
心
配
」
と
し
か
捉
え
な
い
父
。 

 

し
か
し
、
良
子
の
活
動
、
在
外
父
兄
救
済
学
生
同
盟
や
文
化
活
動
は
、
戦
後
日
本
を
復
興
さ
せ

る
い
か
に
重
要
な
活
動
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
戦
争
終
結
後
に
、
日
本
の
将
来
を
真
剣
に
考
え
行
動

し
て
い
た
学
生
た
ち
の
活
動
は
、
戦
後
日
本
が
驚
異
的
な
復
興
を
遂
げ
た
原
動
力
の
一
つ
で
あ
っ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
当
時
の
新
聞
に
も
「
在
外
父
兄
救
出
学
生
大
会
」
が
全
国
的
に
展
開
す

る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る

⑺

。 

 

し
か
し
、
良
子
を
、
娘
に
悪
影
響
を
与
え
る
存
在
と
し
て
し
か
見
な
い
両
親
の
眼
中
に
は
、
自

ら
の
生
活
し
か
な
い
。 

 

 

平
蔵
が
刷
り
た
て
の
イ
ン
ク
の
に
ほ
ふ
新
聞
を
、
ば
さ

く
と
下
げ
て
や
つ
て
き
て
言
つ

た
。 

「
又
、
親
子
心
中
や
、
こ
の
頃
は
よ
う
心
中
し
よ
る
」 

 「
こ
れ
か
ら
い
よ

く
生
存
競
争
や
。
つ
ま
り
は
貧
乏
人
が
死
ん
で
ゆ
か
ん
な
ら
ん
。
弱
肉

強
食
と
い
ふ
こ
と
や
」
と
、
彼
は
新
聞
記
事
に
註
を
施
し
た
。 

  

当
時
の
生
活
物
資
の
不
足
は
連
日
、
新
聞
記
事
と
な
っ
て
い
る
。
「
親
子
四
人
服
毒
心
中
、
生

活
に
敗
れ
無
惨
」
と
い
っ
た
見
出
し
で
大
き
く
報
じ
ら
れ
た
、
生
活
苦
が
原
因
と
推
測
さ
れ
る
痛

ま
し
い
心
中
事
件
も
度
々
起
こ
っ
て
い
る

⑻

。
新
聞
記
事
と
な
っ
た
事
件
は
氷
山
の
一
角
で
、
お

そ
ら
く
同
種
の
悲
し
い
事
件
は
全
国
的
に
数
多
く
起
こ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
時
代

の
た
だ
中
で
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
思
う
時
、
何
不
自
由
な
い
食
事
の
描
写
、
食
事
風
景

は
と
た
ん
に
醜
悪
な
様
相
を
呈
し
て
く
る
。 

 

父
親
が
新
聞
を
下
げ
て
や
っ
て
き
た
の
は
、「
味
噌
汁
の
香
が
か
ん
ば
し
く
た
ち
こ
め
て
ゐ
る

茶
の
間
」
で
「
湯
気
の
た
つ
御
飯
を
よ
そ
っ
て
ゐ
る
」
時
で
あ
る
。
新
聞
記
事
に
「
弱
肉
強
食
と

い
ふ
こ
と
や
」
と
注
を
施
し
た
父
親
は
、
「
ち
ゃ
つ
ち
ゃ
つ
と
舌
を
鳴
ら
し
て
貪
り
食
ひ
、
ご
と

ご
と
と
音
を
立
て
て
味
噌
汁
を
吸
う
て
ゐ
る
」。 

 

こ
の
時
、
泉
が
父
親
を
見
つ
め
る
目
は
冷
た
く
厳
し
い
。 

 

 

彼
の
太
つ
た
猪
首
だ
の
、
た
る
ん
だ
、
そ
し
て
突
き
出
た
腹
だ
の
、
毛
の
生
え
た
短
か
い

太
い
指
だ
の
、
濁
っ
た
眼
だ
の
、
禿
げ
た
頭
だ
の
を
泉
は
殆
ん
ど
生
れ
て
始
め
て
、
と
云
つ

て
い
ゝ
程
の
酷
薄
さ
を
帯
び
た
痛
烈
な
瞳
で
み
つ
め
た
。
父
親
と
い
ふ
観
念
か
ら
離
れ
て
―

―
。 

  

作
品
の
背
景
で
あ
る
時
代
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
社
会
に
つ
い
て
作
品
中
に
語
ら
れ
る
こ
と

は
、
少
な
い
。
し
か
し
、
泉
を
取
り
巻
く
戦
後
の
悲
惨
な
世
相
と
、
平
穏
な
家
庭
内
の
日
常
と
の

対
比
の
中
で
、
泉
の
現
状
に
対
す
る
懐
疑
が
描
か
れ
る
。
新
旧
の
価
値
観
の
大
き
く
移
り
変
わ
る

中
で
、
女
性
と
し
て
の
自
ら
の
生
き
方
を
模
索
し
て
苦
悩
す
る
泉
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。 

  
 

 

５
、
泉
の
苦
悩 

  

「
十
七
の
こ
ろ
」
は
俗
物
の
両
親
と
の
平
穏
な
生
活
に
懐
疑
を
抱
き
始
め
た
泉
が
、
新
し
い
時

代
を
創
造
す
る
意
欲
に
燃
え
て
生
き
て
い
る
良
子
に
出
会
い
、
真
の
生
き
方
に
目
覚
め
成
長
す
る

小
説
で
あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
は
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
作
者
が
こ
の
作
品
で
描
こ
う
と
し
た
も
の

は
、
そ
の
よ
う
に
単
純
な
テ
ー
マ
に
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。 



( 8 ) 

 
様
々
な
場
面
で
繰
り
返
し
描
か
れ
る
泉
の
懐
疑
と
不
安
、
彼
女
の
苦
悩
を
追
っ
て
み
よ
う
。 

 

 
事
な
く
明
け
、
事
な
く
暮
れ
る
一
日
の
終
り
、
毎
夜
一
と
き
は
、
突
然
襲
つ
て
く
る
深
い

絶
望
と
暗
い
虚
無
感
に
、
彼
女
の
世
間
知
ら
ず
な
、
う
ぶ
で
、
か
よ
わ
い
魂
は
脆
く
も
圧
し

つ
ぶ
さ
れ
さ
う
だ
つ
た
。（
中
略
） 

 

彼
女
は
、
も
は
や
昼
と
な
く
夜
と
な
く
平
穏
な
一
瞬
間
を
ね
ら
つ
て
は
、
ぐ
い

く
と
緊

め
つ
け
て
く
る
、
得
体
の
知
れ
ぬ
無
気
味
な
魂
の
圧
迫
感
に
、
塞
が
れ
て
、
息
も
つ
ま
り
つ
ゝ
、

敢
然
と
対
抗
し
よ
う
と
決
心
し
た
。 

  

こ
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
る
泉
の
苦
悩
は
、
さ
ら
に
日
常
の
一
場
面
の
中
に
具
象
化
さ
れ
る
。

朝
の
身
支
度
を
す
る
場
面
、
泉
は
鏡
に
向
い
、
髪
を
梳
か
し
白
い
リ
ボ
ン
を
結
ぶ
。
そ
の
時
の
こ

と
ー
。 

 

「
赤
い
の
に
し
な
さ
い
よ
。
棒
縞
の
」 

い
つ
の
ま
に
か
、
と
り
子
が
後
に
立
つ
て
ゐ
て
、
世
話
を
や
い
て
派
手
な
リ
ボ
ン
を
取
つ
て

き
た
。
娘
を
美
し
く
粧
つ
て
や
る
の
は
嬉
し
い
こ
と
だ
っ
た
。
何
で
も
大
仰
な
の
が
よ
い
の

だ
と
思
つ
て
、
大
き
く
結
ん
だ
。
鏡
の
中
で
泉
は
、
一
こ
と
の
前
ぶ
れ
も
な
く
突
然
お
そ
つ

て
き
た
例
の
懐
疑
に
暗
い
顔
附
を
し
て
ゐ
る
自
分
自
身
を
み
つ
け
た
。
そ
れ
は
ど
ん
な
に
、

赤
い
大
き
な
リ
ボ
ン
と
対
照
し
て
道
化
じ
み
て
ゐ
た
こ
と
だ
ら
う
。 

（
な
ん
の
た
め
に
私
は
、
か
う
い
そ
い
そ
と
粧
ふ
の
だ
ら
う

―
） 

  

「
粧
う
」
と
い
う
、
今
ま
で
当
た
り
前
の
よ
う
に
繰
り
返
し
て
い
た
行
為
に
疑
問
を
抱
き
、
そ

れ
が
母
親
の
女
性
観
、
古
い
価
値
観
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
ま
だ

明
確
に
意
識
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
女
性
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
か
と
い
う
、
根
源
的
な
問
題
意

識
が
こ
こ
に
は
提
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

そ
し
て
、
朝
食
時
に
痛
ま
し
い
新
聞
記
事
を
読
み
つ
つ
も
、
騒
が
し
く
貪
り
食
う
父
親
を
、「
酷

薄
さ
を
帯
び
た
痛
烈
な
瞳
」
で
見
つ
め
る
。
「
こ
の
ま
ま
の
生
活
で
果
し
て
い
ゝ
の
だ
ら
う
か
―

―
」
泉
は
不
安
な
思
い
を
抱
き
、
洋
裁
学
校
へ
出
か
け
る
途
中
、
良
子
に
出
会
う
。 

 

 

彼
女
は
背
が
高
く
、
恰
幅
も
堂
々
と
し
て
日
に
焼
け
た
少
女
だ
つ
た
。
良
子
は
秀
才
を
も

つ
て
自
他
共
に
許
し
て
ゐ
た
。（
中
略
） 

 

良
子
は
社
会
科
学
班
へ
入
つ
て
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
觧
説
講
座
に
も
出
、
在
外
父
兄
救
出

学
生
同
盟
で
、
引
揚
者
の
診
療
班
へ
廻
っ
て
活
躍
し
て
ゐ
る
の
だ
、
と
言
つ
て
ゐ
た
。
マ
ル

ク
ス
だ
の
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
だ
の
、
い
ろ
ん
な
こ
と
ば
が
洪
水
の
如
く
泉
を
お
そ
つ
て
来
て
、

彼
女
を
お
ど
ろ
か
し
た
。 

  

良
子
に
圧
倒
さ
れ
て
、「
泉
は
す
っ
か
り
自
己
卑
下
に
陥
っ
て
」
し
ま
い
、「
自
分
が
み
じ
め
に
」

な
る
。
泉
は
、
し
か
し
、
彼
女
の
話
を
聴
く
な
か
で
、
ふ
と
疑
問
を
持
つ
。
本
当
に
良
子
は
す
ば

ら
し
い
の
か
、
心
の
奥
底
か
ら
の
思
い
で
行
動
し
て
い
る
こ
と
な
の
か
。
世
間
の
風
潮
に
流
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
。 

 

両
親
に
向
け
ら
れ
た
懐
疑
的
な
視
線
は
、
今
度
は
、
良
子
に
も
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

 

良
子
も
亦
、
さ
う
い
ふ
ほ
ど
に
、
す
ば
ら
し
く
は
な
い
ん
だ
と
お
も
つ
た
り
し
て
み
た
。

そ
れ
は
、
少
女
に
あ
り
が
ち
な
、
対
抗
意
識
や
負
け
惜
し
み
の
変
形
か
も
し
れ
な
か
つ
た
が
、

し
か
し
泉
は
何
か
し
ら
、
き
つ
と
さ
う
だ
、
と
だ
ん

く
確
信
し
て
い
つ
た
。
（
こ
の
ひ
と

は
、
あ
ん
な
い
つ
て
い
る
が
、
未
だ
、
私
の
も
と
め
る
真
実
の
生
活
に
は
ふ
れ
て
ゐ
な
い
）

泉
は
夢
み
る
や
う
な
瞳
を
し
て
考
へ
た
。 

  

泉
は
、
良
子
の
生
き
方
に
憧
れ
つ
つ
も
、
冷
徹
な
眼
で
見
つ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

 

新
し
い
世
界
の
少
女
た
ち
は
、
た
と
へ
そ
れ
が
、
薄
つ
ぺ
ら
な
雷
同
的
な
、
虚
勢
的
な
も

の
で
あ
ら
う
と
、
何
に
せ
よ
互
に
摩
擦
し
あ
つ
て
逞
し
い
成
長
を
と
げ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
泉
の
や
う
に
い
た
づ
ら
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
よ
り
は
勇
敢
だ
し
、
立
派
だ
。
彼
女
た

ち
の
す
さ
ま
じ
い
生
活
意
欲
の
前
に
は
と
て
も
か
な
ひ
は
し
な
か
つ
た
。 

  
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
つ
い
て
語
る
中
で
、
良
子
の
ふ
と
も
ら
し

た
ひ
と
こ
と
「
田
舎
か
ら
の
仕
送
り
だ
け
ぢ
や
、
食
費
も
出
な
い
の
。
一
日
ぢ
ゅ
う
、
一
分
も
休

み
な
し
」
「
と
て
も
疲
れ
る
わ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
泉
は
良
子
は
幸
福
で
は
な
い
の
だ
と
直
感

す
る
の
で
あ
る
。
「
薄
つ
ぺ
ら
な
雷
同
的
な
、
虚
勢
的
な
も
の
」
と
看
破
し
て
い
る
。
な
ん
と
冷

徹
な
ま
な
ざ
し
で
あ
ろ
う
か
。 
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田
辺
聖
子
の
小
説
に
は
、
周
囲
の
人
間
や
社
会
に
対
す
る
シ
ニ
カ
ル
な
視
線
を
も
ち
、
置
か
れ

た
状
況
の
中
で
、
真
摯
に
自
ら
の
生
き
方
を
追
求
す
る
女
主
人
公
が
多
く
登
場
す
る
。
彼
女
た
ち

は
、「
正
し
い
こ
と
」
を
表
立
っ
て
声
高
に
主
張
す
る
こ
と
は
な
い
。「
ハ
イ
・
ミ
ス
」
シ
リ
ー
ズ

や
「
姥
ざ
か
り
」
シ
リ
ー
ズ
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
は
、
生
き
生
き
と
自
分
の
人
生
を
楽
し
ん
で

い
る
。
田
辺
聖
子
が
描
く
女
性
た
ち
の
生
き
方
は
、
さ
さ
や
か
な
日
常
茶
飯
事
を
こ
そ
大
切
に
す

る
中
に
、
自
ら
の
「
幸
福
な
人
生
」
を
具
現
し
て
い
る
。
「
十
七
の
こ
ろ
」
に
登
場
す
る
泉
を
描

く
中
に
、
す
で
に
、
そ
の
よ
う
な
視
座
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

  

良
子
と
出
会
っ
て
帰
宅
後
に
、
泉
は
、
彼
女
の
人
生
の
目
的
を
結
婚
に
あ
る
と
決
め
つ
け
る
母

親
の
言
葉
に
反
発
し
反
抗
的
な
物
言
い
を
す
る
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
自
ら
を
省
み
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。 

 

 

泉
は
わ
れ
に
反
つ
た
。
今
ま
で
何
を
い
ひ
出
し
て
ゐ
た
の
か
、
す
つ
か
り
分
ら
な
く
な
つ

た
。
あ
る
の
は
空
虚
な
そ
ら
ぞ
ら
し
さ
の
み
で
あ
る
。
世
の
中
の
荒
い
波
風
を
両
親
に
遮
つ

て
も
ら
つ
て
そ
の
か
げ
で
成
長
し
よ
う
と
す
る
自
分
の
姿
に
は
気
附
い
て
ゐ
る
の
だ
つ
た

が
、
し
か
し
ど
う
す
れ
ば
い
ゝ
か

―
泉
は
こ
れ
以
上
、
疲
れ
て
考
へ
た
く
な
か
つ
た
。 

  

社
会
的
に
何
の
責
任
も
果
た
し
得
な
い
無
力
な
自
己
を
省
み
て
、
思
考
停
止
の
状
態
に
埋
没
し

て
し
ま
う
。 

 

こ
の
よ
う
な
泉
の
苦
悩
は
、
し
か
し
、
旧
弊
な
両
親
に
反
抗
す
る
娘
と
い
う
単
純
な
構
図
の
中

で
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
娘
に
注
が
れ
る
両
親
の
濃
や
か
な
愛
情
と
、
両
親
の
愛
情
を
蔑
ろ
に

は
で
き
な
い
娘
の
気
弱
さ
を
も
合
わ
せ
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の
優
し
さ
が
あ
る
。

母
親
の
ふ
と
し
た
仕
草
や
、
父
親
の
言
葉
が
、
娘
へ
の
愛
情
に
溢
れ
た
言
動
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
こ
と
も
、
こ
の
作
品
に
温
か
み
を
あ
た
え
て
い
る
。 

 

① 

母
親
は
紫
に
白
い
井
桁
の
大
き
く
飛
ん
だ
若
々
し
い
柄
の
銘
仙
を
縫
つ
て
ゐ
た
。 

「
泉
ち
や
ん
、
こ
れ
あ
ん
た
の
よ
。
き
つ
と
似
合
ひ
ま
す
よ
」 

と
り
子
は
楽
し
く
て
な
ら
ず
目
を
細
め
て
裁
布
を
高
く
か
か
げ
泉
の
肩
へ
当
が
つ
て
み
て
美

術
品
で
も
見
る
や
う
に
首
を
反
ら
せ
て
眺
め
る
。 

② 

「
お
ま
へ
、
元
気
な
い
で
。
も
つ
と
元
気
出
し
や
。
ど
や
、
こ
ん
ど
の
日
曜
、
京
都
へ
で
も

行
こ
か
。
何
か
買
ひ
た
い
も
ん
、
あ
る
か
」 

  

自
ら
の
生
活
に
疑
問
を
抱
き
、
両
親
に
反
発
し
、
父
親
を
酷
薄
な
目
で
見
つ
め
つ
つ
も
、
両
親

の
愛
情
は
十
分
に
理
解
し
て
い
る
泉
。
良
子
と
つ
き
あ
わ
な
い
よ
う
に
と
諭
す
母
の
言
葉
に
反
発

を
覚
え
な
が
ら
も
、
泉
は
頷
く
こ
と
し
か
出
来
な
い
。「
父
母
に
心
配
を
さ
せ
る
の
は
悪
い
と
思

ひ
素
直
に
答
へ
」
る
の
で
あ
る
。
旧
弊
な
家
庭
の
中
に
も
確
か
に
「
幸
福
」
は
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
泉
の
悩
み
は
深
い
。 

  
 

 

６
、
泉
の
未
来
を
暗
示
す
る
自
然
描
写 

  

両
親
の
価
値
観
に
従
っ
て
、
彼
ら
の
引
い
た
レ
ー
ル
の
上
の
人
生
を
生
き
る
し
か
な
い
の
か
。

悩
み
抜
い
た
末
に
、
思
考
停
止
に
陥
っ
た
泉
は
、
呆
然
と
し
て
戸
外
に
さ
ま
よ
い
出
る
。「
妙
に

さ
び
し
い
、
底
な
し
沼
の
や
う
に
手
応
へ
の
な
い
夕
や
み
が
、
辺
り
に
迫
つ
て
き
た
。
突
然
、
仰

へ
様
の
な
い
悲
哀
と
絶
望
の
感
が
泉
の
胸
に
お
し
よ
せ
た
」
と
描
か
れ
る
迫
り
来
る
夕
闇
は
自
ら

の
無
力
さ
に
絶
望
す
る
泉
の
心
象
風
景
と
も
い
え
る
。 

 

そ
し
て
、「
十
七
の
こ
ろ
」
の
泉
の
物
語
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
で
終
わ
る
。 

 

 

新
ら
し
い
世
界
は
芽
生
え
つ
つ
あ
る
。 

 

泉
は
お
の
れ
の
尊
い
青
春
の
日
を
い
と
ほ
し
み
、
無
為
な
生
活
だ
と
思
ふ
と
、
し
ぜ
ん
に

頭
を
た
れ
、
赤
松
の
幹
に
も
た
れ
て
す
す
り
な
い
た
。 

 

し
か
し
泉
に
何
が
出
来
る
だ
ら
う
。
彼
女
は
又
明
日
か
ら
洋
裁
へ
通
ふ
だ
ら
う
。
そ
し
て

ワ
イ
シ
ャ
ツ
を
縫
ひ
、
無
駄
話
も
す
る
だ
ら
う
。
生
活
に
足
ら
ぬ
も
の
が
な
く
、
着
物
も
作

る
だ
ら
う
。 

 

し
か
し
泉
は
す
す
り
な
き
な
が
ら
、
こ
れ
は
決
し
て
あ
た
し
の
望
ん
だ
生
活
で
は
な
い
の

だ
、
と
く
り
か
へ
し

く
考
へ
る
の
だ
つ
た
。 

  

作
品
は
、
泉
に
解
決
の
糸
口
を
与
え
な
い
ま
ま
に
終
わ
る
。
し
か
し
、
結
末
で
、
両
親
の
愛
情

に
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
り
思
考
停
止
に
陥
っ
て
い
た
泉
は
、
再
び
「
く
り
か
え
し

く
」
考
え
始

め
る
。
「
十
七
の
こ
ろ
」
は
、
い
つ
か
は
未
来
に
向
っ
て
一
歩
を
踏
み
出
す
で
あ
ろ
う
泉
の
姿
を

暗
示
し
て
終
わ
る
の
で
あ
る
。 
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解
決
の
な
い
泉
の
物
語
の
中
で
、「
新
し
い
世
界
は
芽
生
え
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
一
文
は
、
唐

突
の
感
は
否
め
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
一
文
は
、
泉
が
良
子
に
出
逢
う
朝
の
光
景
を
想
起

さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
も
う
庭
に
は
一
ぱ
い
に
明
る
い
新
緑
が
流
れ
て
ゐ
る
。
目
覚
め
る
ば
か

り
、
萌
え
出
た
緑
だ
つ
た
」
と
描
か
れ
る
明
る
い
五
月
の
初
夏
の
光
景
を
連
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

萌
え
出
た
の
は
、
草
木
の
緑
ば
か
り
で
な
い
。
道
す
が
ら
泉
の
眼
に
映
し
出
さ
れ
る
美
し
い
自
然

の
息
吹
は
、
日
々
の
苦
し
み
か
ら
泉
を
解
き
放
っ
て
く
れ
る
。
作
品
中
で
、
も
っ
と
も
美
し
い
場

面
で
あ
る
。 

 

 

日
ま
し
に
色
づ
い
て
き
た
、
珊
瑚
珠
の
や
う
な
苺
が
、
露
を
含
ん
で
ぬ
れ
た
葉
の
蔭
か
ら

の
ぞ
く
。
麦
の
背
は
高
く
そ
し
て
黄
ば
み
、
豌
豆
は
豊
か
に
青
い
舟
を
つ
け
、
玉
葱
の
畠
は

ひ
ろ
く
つ
づ
い
て
ゐ
た
。
池
端
の
製
材
所
か
ら
は
景
気
の
よ
い
物
音
が
ど
よ
め
い
て
、
あ
た

り
の
稀
薄
な
黄
金
い
ろ
の
大
気
を
乱
し
た
。
竹
垣
の
中
の
材
木
置
場
に
は
雨
ざ
ら
し
の
長
い

角
材
が
あ
ま
た
横
は
つ
て
ゐ
た
が
、
そ
の
下
に
お
し
へ
が
さ
れ
た
雑
草
に
も
一
様
に
美
し
い

緑
の
色
が
流
れ
て
ゐ
た
。
す
く
す
く
と
、
高
い
ポ
プ
ラ
の
梢
を
湯
気
の
や
う
に
か
る
く
薄
く

か
す
め
た
雲
は
、
遠
い
山
脈
の
う
へ
に
た
ゆ
た
う
て
ゐ
る
。
ガ
ラ
ス
板
を
横
か
ら
見
た
や
う

な
透
明
な
蒼
空
が
、
は
て
し
な
く
ひ
ろ
が
り
、
国
道
を
越
え
て
文
化
住
宅
の
屋
根
の
色
瓦
が

輝
い
て
ゐ
た
。
祝
福
す
べ
き
五
月
の
朝
だ
つ
た
。
そ
よ
風
は
流
れ
、
鳥
は
う
た
つ
て
ゐ
た
。

泉
は
幸
福
な
思
ひ
に
打
た
れ
た
。 

  

新
し
い
季
節
の
始
ま
り
は
、
泉
の
心
の
中
で
の
、
新
し
い
世
界
へ
の
旅
立
ち
を
予
感
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
。
豊
穣
な
自
然
の
営
み
を
目
に
し
た
泉
は
「
幸
福
な
思
ひ
に
打
た
れ
」
る
。
作
品
中
の

随
所
に
、
晩
春
か
ら
初
夏
へ
移
り
ゆ
く
季
節
の
景
物
が
描
か
れ
、
そ
れ
ら
は
、
刻
々
と
揺
れ
動
き

変
化
す
る
泉
の
心
象
と
分
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
自
然
描
写
は
、
泉
の
物
語
を
美
し
く
彩
っ

て
い
る
の
だ
が
、
な
か
で
も
、
こ
の
初
夏
の
朝
の
光
景
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

幸
せ
そ
う
な
泉
が
描
か
れ
る
の
は
、
こ
の
場
面
だ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

泉
が
心
の
底
か
ら
望
む
新
し
い
世
界
と
真
摯
な
生
き
方
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、

明
快
な
答
え
は
提
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
が
、
彼
女
の
未
来
を
予
祝
す
る
か
の
よ
う
な
、
生
命
力

に
満
ち
た
初
夏
の
息
吹
こ
そ
、
泉
が
心
の
底
か
ら
希
求
す
る
本
当
の
生
活
の
あ
り
よ
う
を
示
唆
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
人
間
も
ま
た
、
せ
い
い
っ
ぱ
い
幸
福
に
生
き
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

何
も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
な
い
、
生
き
生
き
と
し
た
生
命
力
の
発
現
の
中
に
こ
そ
、
真
の
生
き
方
は

あ
る
。
十
七
歳
の
頃
の
田
辺
聖
子
の
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。 

  
 

 

お
わ
り
に 

ー
「
十
七
歳
」
へ
の
思
い
ー 

  

田
辺
聖
子
の
作
品
の
中
に
は
、
戦
争
に
よ
っ
て
大
き
く
ゆ
ら
い
だ
女
性
の
生
き
方
を
描
い
た
作

品
が
多
い
こ
と
は
、
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
故
郷
の
福
島
を
舞
台
に
戦
前
戦
後
を
生
き
抜
い

た
女
性
を
主
人
公
に
し
た
『
花
狩
』（
東
都
書
房
、
昭
和
三
三
年
）、
軍
国
少
女
で
あ
っ
た
自
画
像

を
描
い
た
『
私
の
大
阪
八
景
』
（
文
藝
春
秋
社
、
昭
和
五
〇
年
）
や
『
欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま

で
は
』（
ポ
プ
ラ
社
、
昭
和
五
二
年
）、
戦
争
に
よ
り
生
涯
を
独
身
で
過
ご
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

女
性
の
生
き
方
を
、
戦
争
犠
牲
者
へ
の
哀
惜
を
込
め
て
描
い
た
『
お
か
あ
さ
ん
疲
れ
た
よ
』
（
講

談
社
、
平
成
四
年
）、「
昭
和
」
と
い
う
時
代
の
証
言
と
も
い
う
べ
き
『
楽
天
少
女
通
り
ま
す 

私

の
履
歴
書
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
平
成
一
〇
年
）
や
『
田
辺
写
真
館
が
見
た
「
昭
和
」
』
（
文
藝

春
秋
、
平
成
一
七
年
）
等
々
、
田
辺
聖
子
は
一
貫
し
て
戦
争
戦
後
を
女
性
の
視
点
か
ら
描
い
て
き

た
作
家
で
あ
る
。 

 

自
伝
小
説
『
欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま
で
は
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

 

こ
の
本
を
、
あ
の
時
代
に
共
に
生
き
て
、
と
も
に
学
徒
動
員
で
工
場
で
働
き
、
空
襲
で
散

っ
た
多
く
の
学
友
に
捧
げ
た
い
と
思
う
。
今
年
―
昭
和
五
十
二
年
は
、
日
本
中
で
た
く
さ
ん

の
死
者
の
三
十
三
回
忌
が
い
と
な
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
昭
和
二
十
年
の
空
襲

で
命
を
お
と
し
た
人
間
は
何
十
万
と
い
る
の
だ
か
ら
。 

 

死
者
は
黙
し
て
か
た
ら
な
い
。
私
た
ち
は
彼
ら
の
こ
と
を
も
っ
と
よ
く
知
っ
て
や
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
若
い
人
た
ち
に
私
が
か
た
り
継
ぐ
、
こ
れ
が
「
私
」
の
戦
争
で
あ
る
。 

  

そ
の
よ
う
な
田
辺
聖
子
に
と
っ
て
、「
十
七
歳
」
は
特
別
な
年
齢
で
あ
っ
た
。「
敗
戦
は
十
七
歳

の
わ
た
し
に
と
っ
て
驚
天
動
地
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
」⑼

と
言
う
ご
と
く
、
ま
た
、「
終
戦
の
日
、

十
七
歳
の
私
は
焼
け
跡
に
立
ち
ま
し
た
。
あ
れ
か
ら
五
十
年
。
こ
の
褒
章
（
紫
綬
褒
章
）
は
お
上

か
ら
い
た
だ
い
た
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
戦
後
、
私
た
ち
の
世
代
が
築
き
上
げ
て
き
た
日
本
か
ら
い

た
だ
い
た
の
だ
と
、
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
」

⑽

と
語
る
ご
と
く
、
「
十
七
歳
」
と
い
う
年
齢
は
、

人
生
で
最
も
大
き
な
体
験
で
あ
っ
た
終
戦
の
記
憶
と
分
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

『
欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま
で
は
』
の
最
終
章
は
、
次
の
よ
う
な
「
十
七
歳
」
の
心
の
叫
び
を
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記
す
こ
と
に
よ
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る

⑾

。 

 

 
私
は
十
七
歳
、
嵐
の
よ
う
に
ざ
わ
め
い
て
い
る
こ
の
時
代
に
、
手
に
持
つ
武
器
は
何
に
も

な
か
っ
た
。 

 

天
が
地
に
。 

 

地
が
天
に
ひ
っ
く
り
か
え
っ
た
。 

 

十
七
年
間
た
た
き
こ
ま
れ
た
世
界
観
も
価
値
観
も
く
る
り
と
逆
さ
ま
に
な
っ
た
。 

  

そ
れ
で
も
遠
い
物
音
に
耳
す
ま
す
よ
う
に
、
私
は
考
え
る
。
何
か
し
ら
、
忘
れ
物
を
し
た
、

そ
れ
を
思
い
出
す
よ
う
に
…
…
。 

 

こ
れ
か
ら
、
ど
う
生
き
る
か
に
つ
い
て
の
心
が
ま
え
の
よ
う
な
も
の
だ
。 

（
も
う
誰
の
い
う
こ
と
も
信
用
で
け
へ
ん
） 

と
私
は
思
っ
て
い
た
。 

（
自
分
の
頭
で
考
え
て
判
断
す
る
の
が
一
ば
ん
大
事
や
な
い
か
し
ら
ん
） 

と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。 

 

人
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
考
え
で
な
く
、
自
分
の
胸
の
奥
そ
こ
の
、
遠
い
遠
い
声
に
、
耳
を

か
た
む
け
る
、
そ
の
こ
と
以
外
に
、
自
分
の
行
動
を
き
め
る
も
の
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

戦
争
の
あ
い
だ
中
、
「
み
民
わ
れ
生
け
る
し
る
し
あ
り
」
と
教
え
ら
れ
た
け
れ
ど
、
ほ
ん
と

う
に
「
生
け
る
し
る
し
」
生
き
甲
斐
を
感
じ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。 

 

い
つ
も
重
く
る
し
い
圧
迫
感
を
か
ん
じ
て
い
た
。 

  

自
分
の
後
半
の
人
生
は
、
き
っ
と
自
分
の
遠
い
心
の
お
く
そ
こ
の
声
だ
け
を
聞
く
、
他
人

に
あ
や
つ
ら
れ
な
い
人
生
で
あ
り
た
い
、
と
思
い
は
じ
め
て
い
た
。 

  

漠
然
と
し
て
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
な
が
ら
に
、
烈
し
い
希
求
の
よ
う
な
も
の
を
私
は
感

じ
た
。
私
は
十
七
歳
、
な
ん
の
力
も
な
か
ら
こ
そ
、
よ
け
い
、
や
み
く
も
に
、 

（
生
き
た
い
！
） 

と
思
っ
た
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。 

  

十
七
歳
の
時
に
迎
え
た
敗
戦
。
こ
れ
か
ら
は
、
ほ
ん
と
う
の
気
持
ち
を
さ
ぐ
り
あ
て
る
力
を
持

た
な
け
れ
ば
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
少
女
は
、
ま
さ
し
く
「
十
七
の
こ
ろ
」
の
泉
で
あ
る
。 

 

後
年
、
歳
月
を
経
る
ほ
ど
に
「
十
七
歳
」
へ
の
思
い
は
い
よ
い
よ
強
く
な
り
、
生
涯
忘
れ
得
ぬ

年
齢
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
す
な
ら
ば
、「
十
七
の
こ
ろ
」
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
「
時
」

を
描
い
た
、
田
辺
文
学
の
原
点
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
作
品
な
の
で
あ
る
。 

 

注 ⑴ 

住
友
元
美
「
田
辺
聖
子
『
十
七
の
こ
ろ
』（
資
料
紹
介
）」（『
樟
蔭
国
文
学
』
四
九
号
、
平
成

二
四
年
三
月
）。
以
下
、「
十
七
の
こ
ろ
」
本
文
の
引
用
は
同
文
に
よ
る
。 

⑵ 

読
売
新
聞
（
平
成
二
四
年
三
月
二
五
日
朝
刊
）
、
朝
日
新
聞
（
平
成
二
四
年
四
月
一
一
日
夕

刊
）、
産
経
新
聞
（
平
成
二
四
年
四
月
二
一
日
朝
刊
）。 

⑶ 

『
海
賊
島
』、『
春
愁
蒙
古
史
』
、『
光
と
共
に
』、『
花
欄
物
語
』
、『
北
京
の
秋
の
物
語
』、『
最

後
の
一
人
ま
で
』、『
エ
ス
ガ
イ
の
子
』
等
々
が
あ
る
。
各
作
品
の
内
容
は
『
欲
し
が
り
ま
せ

ん
勝
つ
ま
で
は
』（
ポ
プ
ラ
文
庫
、
平
成
二
一
年
）
を
参
照
。 

⑷ 

昭
和
五
二
年
の
三
月
～
昭
和
五
四
年
一
二
月
ま
で
『
別
冊
文
芸
春
秋
』
に
連
載
さ
れ
た
自
伝

小
説
。
の
ち
に
『
田
辺
聖
子
全
集
⑴
』（
集
英
社
、
平
成
五
年
）
に
所
収
。
本
文
の
引
用
は
、

後
書
に
よ
る
。 

⑸ 

『
青
い
壺
』
（
本
学
図
書
館
所
蔵
）
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
青
い
壺
』
の
こ
と
」
（
樟
蔭
学

園
報
『
く
す
の
き
』
一
五
〇
号 

平
成
一
八
年
三
月
三
日
）
を
参
照
。 

⑹ 

対
談
「
上
方
に
上
品
の
あ
り
」
（『
ユ
リ
イ
カ
』
平
成
二
二
年
七
月
号
所
載
）
に
よ
る
。 

⑺ 

朝
日
新
聞
（
昭
和
二
〇
年
一
一
月
一
四
日
）。 

⑻ 

朝
日
新
聞
（
昭
和
二
一
年
九
月
二
四
日
）。
同
紙
に
は
、
他
に
も
「
親
子
心
中
か
」（
同
年
一

一
月
一
四
日
）、「
二
児
を
殺
し
て
服
毒
」（
同
年
一
〇
月
九
日
）
等
の
記
事
が
載
る
。 

⑼ 

『
月
刊
面
白
半
分
』
昭
和
五
〇
年
三
月
。 

⑽ 

紫
綬
褒
章
受
章
の
言
葉
、
産
経
新
聞
（
平
成
七
年
四
月
二
八
日
夕
刊
）。 

⑾ 

『
欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま
で
は
』（
ポ
プ
ラ
文
庫
、
平
成
二
一
年
）
に
よ
る
。 

 【
付
記
】
本
稿
は
、
田
辺
聖
子
文
学
館
開
設
五
周
年
記
念
特
別
講
演
（
平
成
二
四
年
六
月
三
〇
日
）

「
田
辺
聖
子
・
少
女
時
代
の
作
品
～
『
十
七
の
こ
ろ
』
を
読
む
～
」
の
内
容
に
加
筆
し
た
も
の
で

あ
る
。 
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On “In Seventeen,” the Manuscript by Tanabe Seiko 
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Abstract 

 

 Tanabe Seiko’s manuscript “In Seventeen,” a short story written when she was a student of Shoin college 

and still unpublished, was recently discovered and exhibited.  Although the presence of the work was 

previously introduced in her autobiographical novel, Shinnko-Zaik no Saru ya Kiji , its content or whereabouts 

have been unknown.  This paper examines “In Seventeen” and points out Tanabe’s consistent subjects in her 

very early works: theme of post war women’s life, characterization through speech effectively using a Osaka 

accent, and a witty, polished style with a sense of humor.  The age seventeen has a special meaning for 

Tanabe.  When she was seventeen years old, the war ended, and she started her independent life 

self-consciously and self-reliantly. This story which describes an awakening to life of a seventeen-year-old girl 

can be recognized as the beginning of Tanabe Seiko’s literary career. 
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