
は
じ
め
に

佐
藤
一
英
「
純
粋
童
話
」

の
提
唱
と
そ
の
周
辺
I

一
九
二
八
（
昭
三
）
年
発
行
の
『
文
芸
大
辞
典
』
に
は
「
純
粋
」
と
い

う
項
目
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
経
験
に
よ
ら
ぬ
こ
と
、
経
験
に
先
行
す
る

こ
と
を
云
ふ
」
と
ま
ず
記
さ
れ
、
カ
ン
ト
に
依
拠
し
た
「
先
験
的
と
い
ふ
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に
同
じ
い
」
で
あ
る
と
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。
平
易
に
は
、
ま
じ
り
け

の
な
い
こ
と
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
「
純
粋
」
と
い
う

語
に
は
、
こ
の
よ
う
な
辞
書
的
な
意
味
に
端
を
発
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ

の
指
示
内
容
の
範
疇
ま
で
も
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
し
て
、
曖
昧
な

高
尚
性
を
示
唆
す
る
一
般
的
な
了
解
事
項
と
し
て
委
ね
ら
れ
て
し
ま
う
傾

向
が
あ
る
。
「
純
粋
芸
術
」
「
純
粋
映
画
」
「
純
正
美
術
」
「
純
文
学
」
と
い

う
具
合
に
広
く
文
芸
用
語
に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
言
葉
を
挙
げ
て
み
て
も
、

そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
純
文
学
」
と
い
う
語
は
、
「
純
粋
な

る
文
学
の
意
。
小
説
、
戯
曲
、
詩
歌
等
を
指
す
」
と
か
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
文
芸
な
ど
で
は
な
く
、
純
粋
の
創
作
的
動
機
か
ら
産
れ
た
文
学
」
と

*
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い
っ
た
意
味
合
い
で
使
用
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
あ
る
種
高
尚
な
文
学
性
を
感

じ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
了
承
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
語

が
指
示
す
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
爽
雑
性
を
排
す
る
「
純
粋
の
創
作
的
動
機
」

純
粋
志
向
の
文
学
言
説

に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
詩
的
性
格
を
有
す
る
文
学
作
品
と
い

っ
た
意
味
内
容
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
「
純
粋
」
な

る
語
を
発
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
派
生
す
る
力
学
、
す
な
わ
ち
純
粋
志
向

の
文
学
言
説
が
も
つ
政
治
性
で
あ
る
。

本
稿
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
佐
藤
一
英
と
い
う
詩
人
の
お
も
に
一
九
三

0
年
代
の
文
学
言
説
で
あ
る
。
佐
藤
は
、
「
純
粋
童
話
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ

ン
を
旗
印
に
『
児
童
文
学
』
と
い
う
雑
誌
を
主
宰
し
た
人
物
で
も
あ
る
。

も
と
も
と
ポ
ー
や
三
富
朽
葉
、
後
に
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
や
福
士
幸
次
郎
な
ど

に
影
響
を
受
け
た
古
典
派
象
徴
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
彼
は
、
早
稲

田
大
学
高
等
予
科
時
代
に
書
い
た
「
軽
さ
と
重
さ
ー
~
菊
池
寛
へ
の
公
開

状
」
（
『
新
潮
』
、
一
九
一
九
年
十
一
月
）
で
直
ち
に
菊
池
寛
に
注
目
さ
れ
、

そ
の
第
一
詩
集
『
晴
天
』
（
江
崎
正
文
堂
、
一
九
二
二
年
）
は
萩
原
朔
太
郎

の
目
に
留
ま
る
な
ど
し
て
、
早
く
か
ら
そ
の
執
筆
活
動
は
評
価
さ
れ
て
い

た
。
ま
た
、
尋
常
高
等
小
学
校
卒
業
直
後
に
母
校
の
代
用
教
員
と
な
り
小

学
校
准
訓
導
の
免
状
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
や
、
早
稲
田
予
科
自
主
退
学

の
後
に
は
中
京
高
等
女
学
校
の
教
師
と
し
て
八
年
間
教
職
に
就
い
て
い
た

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
彼
は
、
学
校
教
育
の
実
践
者
と
い
う
履
歴
を
も
つ
人

*
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物
で
も
あ
る
。

中

根

隆

行
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一
、
「
純
粋
童
話
」

の
ス
ロ
ー
ガ
ン

一
九
三
一
（
昭
六
）
年
七
月
、
学
術
教
育
に
関
す
る
書
籍
を
多
く
出
し

て
い
た
文
教
書
院
と
い
う
出
版
社
か
ら
『
児
童
文
学
』
が
創
刊
さ
れ
る
。

『
詩
と
詩
論
』
の
体
裁
を
擬
し
た
季
刊
誌
と
し
て
年
四
回
の
発
行
を
掲
げ

な
が
ら
も
翌
年
三
月
に
第
二
冊
を
出
す
の
み
で
中
絶
し
た
そ
の
創
刊
号
に

は
、
「
見
よ
。
こ
の
新
鮮
な
、
香
気
高
い
純
粋
童
話
の
花
園
！
」
や
「
大
人

も
読
め
。
欝
然
た
る
童
話
文
学
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
！
」
と
い
う
よ
う
な
、

や
や
過
大
広
告
的
な
帯
文
字
が
付
さ
れ
て
い
る
。
今
日
こ
の
雑
誌
は
、
当

時
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
宮
沢
賢
治
の
「
北
守
将
軍
と
三
人

兄
弟
の
医
者
」
（
第
一
冊
）
と
「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
（
第
二
冊
）

を
掲
載
し
た
功
績
か
ら
、
後
に
児
童
文
学
史
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
に
い

た
る
の
だ
が
、
管
見
の
か
ぎ
り
、
同
時
代
的
に
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
や
が
て
文
学
領
域
に
お
い
て
「
文
芸
復
興

期
」
と
称
さ
れ
る
同
時
代
性
か
ら
鑑
み
る
に
、
帯
文
字
に
も
冠
さ
れ
て
い

た
「
純
粋
童
話
」
と
い
う
宣
伝
文
句
は
、
多
分
に
論
考
の
余
地
が
残
さ
れ

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
雑
誌
『
児
童
文
学
』
を
主
宰
し
た
佐
藤

一
英
は
、
創
刊
号
の
「
編
輯
後
記
」
を
以
下
の
よ
う
に
始
め
て
い
る
。

今
日
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
に
乗
っ
て
跳
ね
て
ゐ
る
童
話
を
見
る
に
凡
そ
卑

俗
主
義
的
な
範
囲
を
い
で
な
い
。
ひ
る
が
へ
つ
て
国
語
読
本
に
と
り
入

れ
ら
れ
た
文
学
を
見
る
に
、
こ
れ
ら
は
も
は
や
児
童
文
学
と
し
て
の
指

導
的
な
位
置
を
保
つ
だ
け
の
要
素
を
欠
い
で
ゐ
る
と
よ
り
思
へ
な
い
。

か
く
て
前
者
は
加
速
度
的
に
猥
雑
化
し
つ
A

あ
り
、
後
者
は
文
学
的
飢

渇
に
喘
ぎ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
と
き
こ
れ
ら
に
代
る
も
の
が
現
れ
な
い
の

『
児
童
文
学
』
創
刊
の
辞
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
「
編
輯
後
記
」
は
、

続
け
て
槙
本
楠
夫
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
児
童
文

学
で
さ
え
「
教
化
主
義
的
童
話
」
と
し
て
「
宣
伝
ビ
ラ
か
新
聞
記
事
以
上

に
で
る
も
の
で
は
な
い
」
と
排
撃
す
る
こ
と
で
、
こ
の
児
童
文
学
雑
誌
発

刊
の
意
義
を
高
ら
か
に
主
張
し
て
い
る
。
関
口
安
義
氏
が
指
摘
し
て
い
る
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よ
う
に
、
「
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
に
乗
つ
て
跳
ね
て
ゐ
る
童
話
」
は
『
少
年
倶

楽
部
』
な
ど
の
商
業
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
童
話
を
、
「
国
語
読
本
に
と

り
入
れ
ら
れ
た
文
学
」
は
『
赤
い
鳥
』
な
ど
の
「
童
心
主
義
」
に
則
っ
た

童
話
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
佐
藤
一
英
は
、

当
時
の
児
童
文
学
の
主
要
な
諸
領
域
に
対
し
て
反
旗
を
翻
し
た
と
い
う
こ

*
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と
に
な
る
。
「
卑
俗
主
義
」
「
猥
雑
化
」
「
文
学
的
飢
渇
」
そ
し
て
「
教
化
主

義
」
と
い
っ
た
価
値
判
断
に
よ
り
既
成
の
児
童
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
総
ざ
ら

い
批
判
す
る
佐
藤
が
こ
こ
で
、
新
た
に
「
指
導
」
的
立
場
を
と
る
べ
き
児

童
文
学
を
提
唱
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
そ
し
て
掲
げ
ら
れ
る
の
が
「
純

粋
童
話
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
な
の
で
あ
る
。

こ
の
や
う
な
童
話
界
の
現
状
は
何
に
由
来
す
る
か
。
い
ろ
い
ろ
な
社
会

的
事
情
が
あ
る
こ
と
は
勿
論
だ
が
、
先
づ
児
童
を
軽
蔑
す
る
こ
と
よ
り

始
つ
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
児
童
に
は
文
学
的
精
神
が
欠
け
て
ゐ

る
も
の
だ
と
い
ふ
観
念
が
童
話
の
供
給
者
を
支
配
し
て
ゐ
る
と
よ
り
思

は
れ
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
か
A

る
観
念
を
排
撃
す
る
。
か
＞
る
観
念
を
根
底
づ
け
て

ゐ
る
児
童
心
理
学
を
軽
蔑
す
る
。
そ
し
て
こ
の
軽
蔑
か
ら
わ
れ
わ
れ
の

*
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を
わ
れ
わ
れ
は
不
思
議
に
思
ふ
。
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佐
藤
一
英
が
、
大
衆
児
童
文
学
や
国
語
読
本
そ
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
児

童
文
学
を
認
め
な
い
理
由
は
、
こ
こ
に
端
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

各
分
野
の
「
童
話
の
供
給
者
」
は
、
「
児
童
」
に
「
文
学
的
精
神
」
を
見
出

し
て
い
な
い
そ
の
一
点
に
お
い
て
、
「
軽
蔑
」
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
、
読
み
手
と
な
る
だ
ろ
う
「
児
童
」
が
「
文
学
的
精
神
」
を
有
す

る
是
非
に
関
す
る
議
論
は
、
「
童
話
の
供
給
者
」
側
の
植
え
付
け
た
好
ま
し

き
「
児
童
」
像
の
素
描
に
よ
る
相
違
で
し
か
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、

佐
藤
一
英
の
文
学
観
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
想
定
さ
れ
た
あ
る
べ
き

児
童
文
学
像
で
あ
ろ
う
。
同
「
編
輯
後
記
」
に
は
、
掲
載
作
品
に
既
発
表

の
も
の
を
含
む
理
由
と
し
て
、
「
殊
に
純
粋
小
説
と
し
て
発
表
さ
れ
て
ゐ
て

な
ほ
児
童
文
学
と
し
て
の
条
件
を
も
備
へ
て
ゐ
る
や
う
な
作
品
は
多
少
古

い
も
の
で
も
改
め
て
紹
介
し
て
行
き
た
い
」
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

か
ら
推
察
す
る
に
、
「
純
粋
童
話
」
「
詩
的
童
話
」
と
「
純
粋
小
説
」
と
が
、

「
純
粋
」
な
る
語
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
佐
藤
の
児
童
文
学
像
の
コ
ン
セ

プ
ト
の
な
か
で
重
な
り
合
っ
て
い
る
点
は
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
す
で
に
冒
頭
で
触
れ
た
と
お
り
、
「
純
粋
童
話
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
込
め
ら
れ
た
意
味
も
、
ま
じ
り
け
の
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
央
雑
物
を
排
し

た
「
純
文
学
」
的
な
定
義
に
類
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
児
童
文
学
像
は
、
具
体
的
な
定
義
を
伴
わ
な
い
、
き
わ
め
て
抽
象
的

な
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
い
っ
て
も
よ
い
。
加
え
て
、
「
文
学
的
精
神
」
を
具
備
す

仕
事
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
。

＊
 

純
粋
童
話
！

*
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詩
的
童
話
！

新
ら
し
い
文
化
機
関
が
発
明
さ
れ
、
そ
れ
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
、
文

る
「
児
童
」
に
向
け
ら
れ
た
「
純
粋
童
話
」
が
存
立
す
る
背
後
に
は
、
そ

の
指
導
性
と
と
も
に
曖
昧
模
糊
と
し
た
文
学
と
い
う
美
学
化
さ
れ
た
概
念

が
胚
胎
し
て
い
る
こ
と
を
前
も
っ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

二
、
文
学
の
「
純
粋
」
性
と
「
特
殊
」
性

詩
壇
で
は
相
応
に
評
価
さ
れ
故
郷
で
は
名
門
女
学
校
の
教
師
で
も
あ
っ

た
人
物
が
児
童
文
学
雑
誌
を
主
宰
す
る
。
そ
の
創
刊
の
辞
と
も
い
え
る
「
編

輯
後
記
」
で
は
、
既
成
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
国
語
読
本
そ
し
て
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
童
話
を
標
的
に
掲
げ
て
は
ば
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
佐
藤
一
英
の
行

動
に
窺
え
る
思
想
的
背
景
を
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
彼
の
文
章
に
お
い
て

多
用
さ
れ
る
「
詩
」
と
い
う
語
に
含
有
さ
れ
る
「
純
粋
」
性
に
則
し
て
考

え
て
み
た
い
。
一
九
三
一
年
六
月
に
発
表
し
た
「
純
粋
文
学
と
ジ
ャ
ア
ナ

リ
ズ
ム
」
と
題
さ
れ
る
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
佐
藤
は
、
貴
司
山
治
と
堀
辰

雄
を
具
体
例
に
と
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
を
「
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
小
説
と

非
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
小
説
」
と
に
「
区
別
」
し
て
い
る
。
こ
の
分
類
の
準

拠
枠
と
な
っ
て
い
る
の
が
「
詩
」
的
属
性
の
有
無
で
あ
る
。
こ
の
エ
ッ
セ

イ
で
使
用
さ
れ
る
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
「
大
衆
文
学
」
「
プ

ロ
レ
タ
リ
ャ
文
学
」
対
「
純
粋
小
説
」
で
あ
る
の
だ
。
は
た
し
て
「
ジ
ャ

ア
ナ
リ
ズ
ム
小
説
と
非
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
小
説
」
と
い
う
分
類
枠
は
、
無

ボ

エ

ジ

イ

ポ

エ

ジ

イ

条
件
に
「
〈
詩
〉
の
な
い
小
説
と
〈
詩
〉
の
あ
る
小
説
」
に
変
換
さ
れ
る

*
8
 

結
果
と
な
る
。
前
節
で
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
小
説
ジ
ャ
ン
ル
に
し

て
み
て
も
強
調
さ
れ
る
の
は
こ
の
「
詩
」
的
属
性
、
つ
ま
り
文
学
の
「
純

粋
」
性
な
の
で
あ
る
。
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学
に
ま
で
そ
の
影
響
が
及
ぶ
と
い
ふ
こ
と
は
否
ま
れ
な
い
が
、
そ
れ
が

文
学
の
全
貌
を
変
へ
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
得
な
い
。
文
学
は

他
の
文
化
機
関
の
影
響
を
蒙
り
つ
つ
、
ま
た
特
殊
の
発
達
を
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
代
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
す
ば
ら
し
い

発
展
が
一
方
に
あ
る
に
拘
ら
ず
、
文
学
が
そ
の
或
る
部
面
に
於
て
は
文

学
の
純
粋
を
保
つ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
自
分
の
特
殊
の
発
展
を
遂
げ

て
ゐ
る
こ
と
を
見
れ
ば
了
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
い
ま
そ
の
一

*
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端
に
触
れ
て
み
た
の
に
過
ぎ
な
い
。

龍
胆
寺
雄
の
造
語
「
人
絹
文
学
」
な
る
語
を
借
り
て
、
当
時
文
壇
を
席

巻
し
て
い
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
「
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
的
印
刷
技
術
の

支
配
下
に
あ
る
文
学
」
と
し
、
「
非
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
的
印
刷
術
の
優
れ
たフ

ォ

要
素
を
持
つ
た
」
代
表
的
な
事
例
と
し
て
「
キ
ュ
ビ
ズ
ム
の
文
学
」
や
「
形

ル
マ
リ
ズ
ム

式
主
義
の
詩
」
を
挙
げ
る
佐
藤
が
、
阿
部
知
二
の
文
章
を
引
用
し
そ
れ
を

「
卓
見
」
と
評
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
確
固
と

*
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し
た
歴
史
的
な
文
脈
を
胚
胎
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
佐
藤
一

英
の
文
学
観
は
、
こ
の
翌
年
夏
頃
か
ら
『
新
潮
』
誌
上
を
は
じ
め
と
す
る

文
芸
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
「
純
文
学
の
危
機
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ

の
流
行
か
ら
、
「
文
芸
復
興
期
」
始
発
の
一
九
三
三
年
に
生
産
さ
れ
た
文
学

言
説
に
特
徴
的
な
あ
る
性
格
を
兼
ね
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
端
的
に

い
え
ば
、
そ
れ
は
文
学
主
義
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
文
学
的
に
感
覚
が
洗
練

さ
れ
、
情
緒
豊
か
な
、
且
つ
教
養
の
深
い
読
者
」
を
推
奨
し
、
多
数
性
に

お
い
て
優
る
「
大
衆
」
は
「
文
学
の
糟
で
満
足
す
る
」
読
者
と
し
て
、
「
文

学
的
教
養
L

を
有
す
る
少
数
の
読
者
と
厳
然
と
区
別
さ
れ
て
も
い
る
の
で

*
1
1
 

あ
る
。

こ
こ
で
暗
黙
裡
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
と
り
あ
え
ず
「
文
学
」
の

普
遍
性
で
あ
る
の
だ
が
、
佐
藤
は
、
そ
の
「
詩
」
的
属
性
も
し
く
は
「
純

粋
」
性
を
冠
さ
れ
た
「
文
学
」
存
立
の
論
拠
を
、
そ
の
「
特
殊
」
性
に
委

ね
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
「
特
殊
」
性
を
普
遍
性
へ
と
転
用
す
る

論
理
的
矛
盾
が
介
在
す
る
の
だ
が
、
そ
の
矛
盾
は
、
「
文
学
の
純
粋
」
性
へ

の
絶
対
的
な
信
奉
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、

「
文
学
は
他
の
文
化
機
関
の
影
響
を
蒙
り
つ
つ
、
ま
た
特
殊
の
発
達
を
す

る
」
と
い
う
記
述
か
ら
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
佐
藤

一
英
が
『
児
童
文
学
』
を
大
衆
児
童
文
学
や
国
語
読
本
そ
し
て
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
児
童
文
学
へ
の
「
軽
蔑
」
か
ら
始
め
て
い
る
事
実
は
、
し
ご
く
当
然

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
詩
・
小
説
・
童
話
と
い
う
相
異
な

る
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
そ
れ
ぞ
れ
を
対
象
と
す
る
に
際
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
変

わ
る
こ
と
の
な
い
「
文
学
の
純
粋
」
性
を
奉
じ
る
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
「
文
学
の
純
粋
」
性
な
る
も
の
を
前
提

に
し
て
紐
解
か
れ
る
|
.
—
保
守
的
なl

文
学
主
義
的
な
ス
タ
ン
ス
に
対

し
て
は
、
や
は
り
そ
の
立
場
が
は
ら
む
危
険
性
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。佐

藤
一
英
の
純
粋
志
向
の
文
学
言
説
は
、
既
成
の
文
芸
各
派
諸
分
野
に

対
し
て
批
判
的
な
言
辞
を
投
げ
か
け
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
佐
藤
の
い
う
「
文
学
」
へ
の
帰
属
意
識
は
そ
れ
自
体
、
小
説
な
ら
小

説
、
児
童
文
学
な
ら
児
童
文
学
の
、
そ
れ
ま
で
の
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
の
既
成

諸
分
野
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
し

そ
れ
は
、
彼
み
ず
か
ら
奉
じ
る
「
文
学
の
純
粋
」
性
と
い
う
観
念
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。
本
稿
の
文
脈
に
則
し
て
い
え
ば
、
こ
の
観
念
は
、
そ

れ
に
依
拠
す
る
佐
藤
自
身
が
あ
る
べ
き
理
想
に
向
か
っ
て
従
来
の
児
童
文
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学
像
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
応
じ
て
、
「
純
粋
童
話
」
と
い
う
戦
略

的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
っ
て
新
た
に
提
唱
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ

が
、
そ
の
「
純
粋
L

性
を
も
っ
て
「
文
学
」
の
普
遍
性
を
奉
じ
る
佐
藤
は
、

理
想
に
則
し
て
変
型
さ
れ
た
児
童
文
学
像
を
発
話
す
る
そ
の
行
為
に
よ
っ

て
、
そ
の
普
遍
性
を
一
個
人
の
文
学
観
と
し
て
提
出
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
矛
盾
を
も
取
り
込
ん
だ
彼
の
文
学
言
説
は
、
前

掲
の
『
児
童
文
学
』
創
刊
号
「
編
輯
後
記
」
の
事
例
の
ご
と
く
、
併
せ
て

排
他
的
な
性
格
を
も
胚
胎
し
て
い
る
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
謂
は
、

言
説
構
造
か
ら
み
た
レ
ト
リ
ッ
ク
に
と
ど
ま
る
の
だ
が
、
こ
う
い
っ
た
検

討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
や
が
て
佐
藤
一
英
の
文
学
言
説
が
国
粋
主

義
的
な
色
彩
を
帯
び
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。
以
下
に
挙
げ
る
の
は
、
「
詩
の

復
興
新
ら
し
い
詩
の
精
神
L

と
題
さ
れ
る
文
章
の
結
び
の
部
分
で
あ
る
。

要
す
る
に
詩
の
復
輿
と
い
ふ
こ
と
が
多
少
と
も
あ
り
と
す
れ
ば
、
内
容

形
式
と
も
に
欧
米
詩
の
模
倣
の
み
に
終
始
し
て
ゐ
た
観
の
あ
る
、
日
本

の
近
代
詩
が
没
落
し
、
真
に
日
本
的
な
そ
れ
こ
そ
韻
律
か
ら
用
語

ま
で
も
日
本
的
な
、
根
拠
の
深
い
詩
が
出
は
じ
め
た
と
い
ふ
こ
と
に
あ

つ
て
、
詩
の
雑
誌
が
一
冊
や
二
冊
創
刊
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
に
は
な
い
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の
で
あ
る
。

一
九
三
四
年
九
月
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
時
評
的
な
エ
ッ
セ
イ
で
注
目
す

べ
き
な
の
は
、
「
欧
米
詩
の
模
倣
」
に
「
終
始
」
し
た
「
近
代
詩
」
を
「
没

落
」
と
価
値
づ
け
る
一
方
、
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
る
「
真
に
日
本
的
な
」

詩
が
制
作
さ
れ
る
こ
と
が
「
詩
の
復
興
」
な
の
だ
と
す
る
佐
藤
の
論
理
で

あ
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
「
純
粋
」
と
い
う
語
こ
そ
登
場
し
な
い
も
の

の
、
「
真
に
日
本
的
な
」
「
根
拠
の
深
い
詩
」
と
い
っ
た
表
現
が
そ
の
語
を

代
行
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
「
文
学
の
純
粋
」
性
は
、

一
詩
人
の
文
学
観
と
し
て
「
真
に
日
本
的
な
」
と
い
う
指
示
内
容
の
政
治

性
を
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
詩
の
復
興
」
を
「
詩
語
の
自
覚
」
に
あ
る
と
す
る
佐
藤
は
、
そ
れ
が

「
日
常
口
語
」
か
ら
「
文
章
語
」
「
古
語
」
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
傾
向
を

指
摘
し
、
「
文
章
語
、
詩
語
と
し
て
、
洗
練
を
か
さ
ね
て
き
た
平
安
朝
語
が

と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
け
だ
し
当
然
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
平
安
朝
語
」
と
い
う
「
美
し
い
韻
律
を
ひ
ゞ
か
せ
る
言
語
」
を
採
用
し

て
い
く
べ
き
メ
デ
ィ
ア
は
、
「
ラ
ヂ
オ
の
詩
の
朗
読
放
送
」
で
あ
る
と
い
う
。

そ
れ
は
、
「
ラ
ヂ
オ
で
詩
の
朗
読
が
放
送
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
」
の
が
、

「
新
雑
誌
が
二
つ
三
つ
出
た
こ
と
よ
り
も
詩
の
復
興
の
名
に
は
ふ
さ
は
し

い
か
も
知
れ
ぬ
」
か
ら
で
あ
る
。
当
時
最
先
端
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
ラ

ジ
オ
放
送
と
「
真
に
日
本
的
な
」
「
平
安
朝
語
」
で
綴
ら
れ
た
詩
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
二
項
を
媒
介
す
る
の
は
、
「
国
民
大
衆
の
典
味
」
な
の
で
あ
る
。

三
、
愛
国
詩
人
へ

詩
も
し
く
は
文
学
が
か
く
純
粋
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
文
学
観
が
、

や
が
て
詩
歌
の
伝
統
の
永
続
性
か
ら
日
本
文
化
の
特
殊
性
を
主
張
す
る
文

化
主
義
的
立
場
へ
と
紐
解
か
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
は
、
あ
る
意
味
で
は
一

九
三

0
年
代
の
文
学
言
説
の
典
型
的
な
事
例
に
あ
て
は
ま
る
と
も
い
え
よ

う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
今
日
の
や
や
稀
薄
な
著
名
性
か
ら
考
慮
し
て
、
佐

藤
一
英
と
い
う
人
物
を
た
ん
に
同
時
代
的
な
状
況
を
悲
憤
棟
慨
し
た
詩
人

と
す
る
の
は
や
や
早
計
で
あ
る
。
佐
藤
に
は
『
新
韻
律
詩
論
』
を
は
じ
め

と
す
る
詩
集
や
詩
論
そ
れ
に
詩
史
に
関
す
る
著
作
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
独
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自
な
視
点
に
よ
る
緻
密
な
理
論
や
近
代
詩
の
展
開
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
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ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
問
題
に
し
て
き
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
人
物
が
、

「
平
安
朝
語
」
の
称
揚
と
い
っ
た
過
去
へ
憧
憬
を
は
ら
み
な
が
ら
「
日
本
」

主
義
的
な
詩
作
へ
と
向
か
う
そ
の
実
践
を
、
文
学
言
説
に
よ
っ
て
正
当
化

す
る
思
考
の
論
理
的
清
算
の
仕
方
で
あ
る
の
だ
。
本
稿
で
は
、
そ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
児
童
文
学
と
い
う
異
な
る
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
ヘ
の
参
入
に
際

し
唱
え
ら
れ
た
「
純
粋
童
話
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
、
そ
し
て
「
純
粋
」
な
る

語
に
注
目
し
、
後
に
「
純
粋
」
と
い
う
語
に
「
日
本
」
的
な
る
意
味
内
容

が
付
与
さ
れ
る
こ
と
を
考
察
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
佐
藤
一
英
の
代
表
作
と
い
わ
れ
る
の
は
、
一
九
三
三
年
に
発
表
さ

*
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れ
た
長
詩
「
大
和
し
美
し
」
で
あ
る
。
表
題
は
、
「
大
和
は
国
の
ま
ほ
ろ
ば

た
A

な
づ
く
青
垣
山
隠
れ
る
大
和
し
美
し
」
と
い
う
『
古
事
記
』
に
倭
建

命
辞
世
の
歌
と
伝
え
ら
れ
る
結
び
の
句
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
引

用
す
る
の
は
、
そ
の
結
び
の
連
で
あ
る
。

あ
A

倭
お
身
の
名
を
再
び
呼
べ
ば
わ
が
目
に
は
ふ
る
さ
と
の
空
晴
れ

渡
り
山
々
は
肌
も
露
は
に
現
は
る
A

／
そ
は
わ
が
子
い
か
に
見
悪
く

ひ
と
め

か
ら
む
も
そ
を
は
ぐ
く
ま
む
こ
A

ろ
に
は
人
目
も
あ
ら
ず
胸
を
は
だ
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け
る
母
を
さ
な
が
ら
光
浴
び
た
り

故
郷
に
あ
る
熱
田
神
宮
に
祀
ら
れ
た
倭
建
命
へ
の
畏
敬
の
念
は
、
そ
の

少
年
時
代
か
ら
の
所
産
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
長
詩
に
は
、
「
あ
A

倭
」
と
吟

じ
る
詩
人
に
よ
っ
て
倭
建
命
の
最
期
が
抒
情
豊
か
に
綴
ら
れ
て
は
い
る
。

だ
が
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
神
話
の
英
雄
的
人
物
に
語

り
か
け
る
そ
の
手
法
に
は
同
時
代
性
は
介
在
し
な
い
。
そ
こ
に
窺
え
る
の

は
、
詩
人
の
想
像
的
世
界
と
神
話
的
世
界
と
の
一
体
化
に
ほ
か
な
ら
な
い

か
ら
だ
。
引
用
部
で
は
、
「
あ
A

倭
」
と
そ
の
名
を
ひ
と
た
び
口
に
す
れ
ば

直
ち
に
「
ふ
る
さ
と
」
の
情
景
が
想
起
さ
れ
、
且
つ
そ
れ
は
、
「
母
を
さ
な

が
ら
光
浴
び
た
り
」
と
す
る
比
喩
と
の
対
応
に
よ
り
、
「
倭
建
命
L

の
形
象

を
補
完
し
て
い
る
。
そ
の
詩
情
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
「
倭
建
命
」
と
い
う

神
話
的
人
物
を
詩
に
お
い
て
表
象
す
る
こ
と
に
対
す
る
佐
藤
の
自
負
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
の
詩
こ
そ
彼
の
い
う
「
真
に
日
本
的
な
」
詩
の
典
範
に

値
す
る
も
の
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

詩
語
の
彫
琢
を
第
一
と
す
る
こ
の
よ
う
な
詩
作
が
、
他
方
に
お
い
て
次

第
に
国
粋
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
帯
同
す
る
に
い
た
る
の
は
、
む
し

ろ
当
然
の
帰
結
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
や
や
時
代
は
経
る
も

の
の
、
戦
時
下
に
お
け
る
佐
藤
の
作
に
「
雪
降
れ
り
」
と
題
さ
れ
る
詩
が
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あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
「
大
東
亜
戦
争
」
が
「
聖
戦
」
と
表
記
さ
れ
、

あ
る
日
の
「
雪
」
の
情
景
を
し
て
南
方
や
大
陸
の
戦
地
で
さ
え
も
「
聖
戦

の
艦
」
や
「
聖
戦
の
車
」
に
等
し
く
雪
が
降
り
注
ぐ
様
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

み

よ

お

ほ

き

み

は
た
し
て
そ
の
「
雪
」
は
、
さ
も
「
明
治
の
御
代
の
大
君
の
、
歌
ひ
給
ひ

し
言
の
葉
」
の
よ
う
に
「
民
一
億
の
身
を
浄
め
、
心
を
高
め
」
る
の
で
あ

る
。
そ
の
「
御
声
」
は
「
国
の
肇
め
の
神
祖
」
の
「
御
声
」
と
な
り
、
「
い

く
ち
と
せ
こ
む
わ
が
子
孫
」
に
わ
た
る
「
「
海
山
ゆ
き
て
大
君
の
辺
に
こ
そ

死
な
め
」
の
誓
ひ
」
と
な
る
。
「
雪
は
そ
そ
げ
り
」
の
句
と
と
も
に
反
復
し

う
る
は

て
記
さ
れ
る
「
ま
た
美
し
く
、
ま
た
か
ぐ
は
し
き
朝
」
と
は
、
「
大
東
亜
戦

争
に
賜
り
た
る
宣
戦
の
詔
書
」
に
記
さ
れ
る
「
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
」

よ
り
「
は
や
七
日
経
」
た
日
で
あ
る
の
だ
。

こ
の
詩
が
掲
載
さ
れ
た
『
大
東
亜
戦
争
愛
国
詩
集
』
の
後
記
に
よ
れ
ば
、

大
政
翼
賛
会
文
化
部
は
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
に
際
し
ラ
ジ
オ
の
音
声
を
も
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っ
て
国
民
に
聴
か
せ
る
詩
を
募
集
し
た
旨
が
記
さ
れ
、
実
際
そ
の
な
か
の

若
干
の
詩
は
、
「
直
ち
に
ラ
ジ
オ
を
通
じ
て
放
送
さ
れ
、
音
盤
に
吹
き
込
ま

*
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れ
、
劇
場
で
朗
読
さ
れ
た
」
と
あ
る
。
佐
藤
の
詩
が
そ
れ
に
加
え
ら
れ
た

か
否
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
前
節
で
触
れ
た
ラ
ジ
オ
の
朗
読
放

送
が
「
詩
の
復
興
」
に
値
す
る
と
い
う
佐
藤
の
言
葉
は
、
そ
の
み
ず
か
ら

の
詩
が
国
民
の
戦
意
高
揚
を
目
的
と
し
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
文
学
の
「
献
納

詩
」
と
な
る
こ
と
で
実
現
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

ま
た
美
し
く
、
ま
た
か
ぐ
は
し
き
朝
か
な
。
／
聖
戦
の
い
は
れ
を
知
ら
ぬ

幼
な
児
も
赤
き
手
を
振
り
、
そ
の
子
ら
を
い
の
ち
捨
て
よ
と
お
く
り
た

る
翁
媚
も
／
ほ
ほ
笑
め
り
、
／
雪
は
そ
そ
げ
り
。

「
大
和
し
美
し
」
で
は
、
「
倭
建
命
」
と
い
う
神
話
的
人
物
と
そ
れ
を
詠

じ
る
詩
人
と
の
距
離
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ま
で
に
描
か
れ
て
い
た
。
し
か
しは

じ

そ
れ
以
上
に
、
こ
の
「
雪
は
降
れ
り
」
と
題
さ
れ
る
一
篇
で
は
、
「
国
の
肇

め
の
神
祖
」
か
ら
永
続
的
に
継
承
さ
れ
る
天
皇
の
「
御
声
」
が
、
戦
地
に

徴
兵
さ
れ
る
兵
士
を
見
送
る
「
幼
な
児
」
や
「
翁
媚
」
に
ま
で
違
和
な
く

投
影
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
詩
集
の
制
作
の
意
図
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
も

お
ほ
お
や

の
の
、
「
こ
の
雪
に
し
て
、
大
祖
と
、
わ
れ
ら
が
胸
は
つ
な
が
れ
む
」
と
す

お
ほ
お
や

る
箇
所
か
ら
す
れ
ば
、
「
大
祖
」
の
存
在
を
前
提
に
し
て
「
幼
な
児
」
や
「
翁

姫
」
ま
で
が
画
一
的
に
活
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

を
純
粋
な
抒
情
と
一
括
す
る
も
よ
い
と
は
い
え
、
出
征
す
る
息
子
を
「
い

の
ち
捨
て
よ
」
と
「
ほ
ほ
笑
」
み
な
が
ら
見
送
る
「
翁
媚
」
の
姿
な
る
も

の
が
き
わ
め
て
想
像
し
が
た
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
国
民
す
べ

て
を
均
質
な
広
が
り
を
も
っ
て
包
摂
す
る
暴
力
的
な
ま
で
の
「
聖
戦
」
イ

四
、
「
国
語
的
純
粋
化
」
と
「
地
方
主
義
」

デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
韻
律
の
技
術
の
問
題
に
帰
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
「
ラ
ジ

オ
」
「
音
盤
」
「
劇
場
」
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
を
媒
介
に
し
て
国
民
の
戦
意

高
揚
を
奮
起
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
則
し
た
、
徹
底

し
た
わ
か
り
や
す
さ
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
れ
ば
よ
い

だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
の
は
、
佐
藤
一
英
と
い
う
詩
人
が
一
九
三
一
年
に

唱
え
た
「
純
粋
童
話
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
か
ら
、
戦
時
下
に
お
け
る
プ
ロ
パ

ガ
ン
ダ
詩
制
作
ま
で
の
一
連
の
経
緯
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ

た
の
は
、
「
文
学
の
純
粋
」
性
に
基
づ
き
「
純
粋
童
話
」
を
掲
げ
て
い
た
時

点
の
佐
藤
の
文
学
観
に
は
、
や
が
て
国
粋
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
抵

触
す
る
可
能
性
が
す
で
に
胚
胎
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
で
い
ま
一
度
考
え
て
み
た
い
の
は
、
『
児
童
文
学
』
主
宰
以
降
の
文
学
言

説
で
あ
る
。
時
評
風
に
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
イ
が
多
い
も
の
の
、
こ
の
時
期

に
残
さ
れ
て
い
る
文
章
に
は
、
「
文
学
の
純
粋
」
性
に
即
し
た
文
学
観
に
「
日

本
」
主
義
的
な
思
想
が
付
加
さ
れ
る
に
い
た
る
過
渡
的
様
相
が
、
果
然
確

認
で
き
る
か
ら
だ
。
ま
ず
と
り
あ
げ
て
み
た
い
の
は
、
一
九
三
五
年
に
書

か
れ
た
「
現
代
日
本
詩
の
欠
陥
」
と
い
う
文
章
の
一
節
で
あ
る
。

日
本
詩
歌
は
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
決
し
て
韻
律
的
に
高
度
な
も
の
で

あ
る
と
は
い
は
れ
な
い
が
、
こ
の
や
う
に
国
語
的
純
粋
化
の
あ
る
と
こ

ろ
必
ず
韻
律
的
進
歩
が
あ
り
、
韻
律
的
進
歩
が
あ
る
と
こ
ろ
必
ず
国
語
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的
純
粋
化
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。

こ
の
一
文
の
前
半
部
の
詩
壇
に
対
す
る
不
満
は
、
別
段
で
は
同
時
代
の
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フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ト
を
中
心
と
し
た
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
理
論
の
輸
入
に

対
す
る
痛
烈
な
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
「
詩
を
文
学
と
し
て
取
り

*
2
0
 

込
ん
だ
き
り
で
芸
術
と
し
て
受
け
継
が
な
か
っ
た
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
「
文
学
L

と
は
散
文
と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
佐
藤
に
よ
れ
ば
、
「
韻
律
構
成
の
高
度
を
求
め
る
に
怠
惰

で
あ
っ
た
こ
と
が
国
語
を
不
純
の
ま
A

に
放
榔
し
、
ひ
い
て
は
、
自
ら
の

*
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韻
律
の
低
度
を
国
語
の
罪
に
帰
し
て
ゐ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
文
学
言
説
を
支
え
て
い
る
論

理
で
あ
る
。
引
用
に
お
い
て
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
佐
藤
の

論
理
は
、
「
国
語
的
純
粋
化
」
と
「
韻
律
的
進
歩
」
の
ま
ど
う
こ
と
な
き
一

体
関
係
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

「
韻
律
的
進
歩
」
に
附
合
す
る
「
国
語
的
純
粋
化
」
と
は
、
い
わ
ば
詩

を
書
く
技
術
の
産
物
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
純
粋
」
な
る
語
の
意
味
内
容

が
独
自
に
解
釈
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
経

験
に
先
行
す
る
」
と
さ
れ
る
「
純
粋
」
性
を
個
々
の
「
経
験
」
に
委
ね
て

人
工
的
に
構
築
す
る
こ
と
が
「
国
語
的
純
粋
化
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
論
理
を
敷
術
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
佐
藤
の
い
う
「
純
粋
童
話
」
も

し
く
は
「
文
学
の
純
粋
」
性
も
ま
た
、
詩
的
言
語
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
彫
琢

の
な
せ
る
業
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
は
奇
妙
な
図

式
が
介
在
す
る
。
こ
の
時
期
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
た
代
表
作
「
大
和
し

美
し
」
は
、
倭
建
命
辞
世
の
歌
を
叙
事
的
に
綴
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た

の
だ
。
つ
ま
り
、
佐
藤
一
英
に
お
け
る
詩
の
理
論
と
そ
の
実
践
が
、
「
韻
律

的
進
歩
」
と
「
国
語
的
純
粋
化
」
の
関
係
の
絶
対
化
に
基
づ
い
て
詩
語
の

人
工
的
彫
琢
を
前
提
と
す
る
傍
ら
、
そ
こ
に
織
り
込
ま
れ
る
詩
的
内
容
は
、

倭
建
命
の
詩
的
形
象
化
と
い
う
過
去
の
歴
史
を
参
照
す
る
と
い
う
具
体
的

な
方
向
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
国
語
的
純
粋
化
」
に
適
す
る
素
材

を
古
典
に
求
め
る
こ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
、
神
話
的
世
界
に
よ
る
同

時
代
的
歴
史
性
の
抹
消
と
い
う
契
機
を
は
ら
ん
で
い
る
の
は
、
前
述
し
た

と
お
り
で
あ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
、
佐
藤
一
英
の
文
学
観
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
方
向
性

が
介
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
前
掲
引
用
文
の
ニ
ヶ
月

後
に
発
表
さ
れ
た
「
現
代
詩
の
諸
問
題
」
と
題
さ
れ
る
文
章
の
一
部
で
あ

る。
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
あ
る
も
の
が
す
で
に
行
動
主
義
的
で
あ
る
こ
と
は
か

つ
て
国
民
新
聞
紙
上
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
マ
ル
キ
ス
ト
が
唯
一

絶
対
の
尺
度
に
し
て
ゐ
た
階
級
と
い
ふ
も
の
が
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
の
も

の
で
は
な
く
、
同
郷
人
と
か
同
国
民
と
か
い
ふ
尺
度
が
今
ま
で
考
へ
ら

れ
て
ゐ
た
程
、
弱
い
限
界
性
で
は
な
い
こ
と
を
詩
人
や
文
学
者
が
漸
次

に
自
覚
し
つ
A

あ
る
が
、
一
国
内
の
文
学
者
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
地
方

的
限
界
性
と
い
ふ
も
の
が
、
秩
序
の
最
も
強
度
な
且
つ
ま
た
最
も
深
度
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な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
。

こ
の
エ
ッ
セ
イ
が
、
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
破
綻
の

後
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
さ
し
あ
た
り
重
要
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
全
盛
の
時
代
、
佐
藤
は
、
「
大
衆
」
に
類
す
る
概
念
を
著

し
く
嫌
悪
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
は
、
「
大
衆
」
を
措
定

す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
「
階
級
」
と
い
う
語
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
注

目
し
た
い
の
は
、
一
九
三
四
年
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
行
動
主
義
論
争
と
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
と
の
共
通
点
を
示
唆
す
る
一
方
で
、
佐
藤
が
、
マ
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ル
ク
ス
主
義
的
な
「
階
級
」
と
い
う
概
念
に
対
し
て
、
「
同
郷
人
」
「
同
国

民
」
と
い
う
「
尺
度
」
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
詩
的
内
容
の
神

話
的
素
材
へ
の
参
照
が
歴
史
の
縦
軸
を
構
成
す
る
ラ
イ
ン
で
あ
る
の
な
ら
、

そ
の
「
同
郷
人
」
も
し
く
は
「
同
国
民
」
と
は
、
い
わ
ば
同
時
代
の
地
理

的
な
横
軸
の
線
引
き
で
あ
る
と
称
し
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
戸
謙
三
の
津
軽
方
言
詩
に
興
味
を
示
し
た
佐
藤
一
英
の
「
郷
土
語
」

へ
の
関
心
は
、
「
同
郷
人
で
な
く
て
は
触
れ
得
な
い
」
「
生
活
な
り
観
念
な

り
」
の
「
最
深
の
秩
序
」
が
そ
の
地
方
の
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
こ
に
「
行
動
主
義
」
の
「
認
識
の
限
界
性
」
な
ど
の
諸
問
題
を

打
開
す
る
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
の
思
考
方
法
は
、
詩
壇
モ
ダ
ニ

ズ
ム
派
の
西
洋
志
向
に
対
す
る
佐
藤
の
一
種
の
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
ヘ
の

立
脚
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
佐
藤
の
「
郷
土
語
」
に
よ
る
詩
作
の
有
無

は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
文
章
で
は
、
「
人
為
語
た
る
共
同
語
に
対

し
て
地
方
語
は
そ
の
環
境
と
密
接
で
あ
り
、
そ
の
効
果
は
絶
対
的
で
あ
る
」

と
い
う
一
戸
謙
三
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
地
方
語
が
標
準
語
の
対
向
と
し

て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
語
ら
せ
て
い
る
。
も
と
よ
り
佐
藤
自
身
の
故

郷
へ
の
愛
着
は
、
熱
田
神
宮
に
祀
ら
れ
た
倭
建
命
の
畏
敬
の
念
を
は
じ
め

と
し
て
多
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
地
方
語
に
依
拠
し
た
詩
に
新

た
な
可
能
性
を
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
は
標
準
語

と
の
関
係
性
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
彼
が
力
説
す
る
の
は
、
地
方
語
と
そ
の

地
方
で
生
活
す
る
人
々
と
の
不
可
分
な
関
係
で
し
か
な
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
佐
藤
は
、
「
地
方
主
義
が
国
民
主
義
に
発
展
す
る
妥
当
性
が
う
か
ゞ
は

れ
る
」
と
書
い
て
い
る
の
だ
。

マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
「
階
級
」
と
い
う
概
念
と
、
「
同
郷
人
」
「
同
国
人
」

と
い
う
語
の
対
置
。
加
え
て
「
同
郷
人
」
「
同
国
人
」
と
並
列
さ
れ
た
語
と
、

方
言
と
標
準
語
と
の
照
応
関
係
。
こ
う
し
た
参
照
枠
の
是
非
が
問
わ
れ
て

い
な
い
の
は
、
偏
に
「
地
方
主
義
が
国
民
主
義
に
発
展
す
る
妥
当
性
」
を

講
じ
る
諸
問
題
の
清
算
方
法
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の

は
、
地
方
語
に
よ
っ
て
そ
の
地
方
を
等
質
に
代
表
す
る
、
も
し
く
は
、
「
国

語
的
純
粋
化
」
を
経
た
日
本
語
が
等
質
に
「
国
民
」
を
代
表
す
る
と
い
っ

*
2
4
 

た
、
「
真
な
る
韻
文
精
神
」
へ
の
信
奉
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
階
級
」

と
い
う
概
念
に
付
随
す
る
不
可
避
的
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
の
構
図
が
介
在

す
る
余
地
は
な
い
。
だ
か
ら
、
佐
藤
の
い
う
「
地
方
主
義
」
は
、
あ
ら
ゆ

る
矛
盾
を
無
化
し
て
「
国
民
主
義
L

へ
と
転
じ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
そ
れ
は
、
地
方
文
学
の
偏
在
的
多
様
性
と
国
民
文
学
へ
の
襦
曲
的
均
質

性
と
い
う
相
反
す
る
文
化
的
な
方
向
性
が
、
「
日
本
」
主
義
と
い
う
ネ
イ
テ

イ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
よ
っ
て
調
停
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。本

稿
で
論
じ
て
き
た
の
は
、
佐
藤
一
英
の
「
純
粋
童
話
」
の
提
唱
か
ら

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
詩
制
作
に
見
受
け
ら
れ
る
ひ
と
つ
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

「
純
粋
」
で
あ
る
こ
と
を
国
語
の
彫
琢
と
い
う
経
験
的
技
術
に
求
め
、
さ

な
が
ら
そ
こ
に
日
本
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
胚
胎
さ
せ
て
い
っ
た
佐

藤
の
文
学
言
説
を
支
え
て
い
た
の
は
、
日
本
志
向
の
文
学
主
義
と
い
え
よ

う
。
そ
れ
が
お
も
に
一
九
三

0
年
代
の
同
時
代
性
と
切
り
離
し
え
な
い
と

思
わ
れ
る
の
は
、
佐
藤
の
文
学
言
説
の
対
象
が
、
詩
の
領
域
に
と
ど
ま
ら

ず
、
小
説
や
児
童
文
学
に
ま
で
及
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
そ
の
分

岐
点
と
し
て
着
目
し
た
の
は
、
一
九
三
一
年
の
雑
誌
『
児
童
文
学
』
の
主

宰
で
あ
る
の
だ
。
「
児
童
」
が
「
文
学
精
神
」
を
有
す
る
と
い
う
主
張
は
今

む
す
ぴ
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日
充
分
に
注
目
に
値
す
る
議
論
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
時
期
を
中
心
に

し
た
佐
藤
の
文
学
言
説
と
比
較
し
て
俯
諏
す
れ
ば
、
そ
れ
と
と
も
に
提
唱

さ
れ
た
「
純
粋
童
話
」
の
「
純
粋
」
な
る
語
に
は
、
き
わ
め
て
排
他
的
な

政
治
性
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
詩
「
献
納
」
へ
と
向
か
う
一
連
の
経
緯
に
よ

っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
「
聖
戦
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
鼓
舞
す
る

「
雪
降
れ
り
」
と
題
さ
れ
た
一
詩
の
み
に
お
い
て
判
断
す
る
の
は
早
計
で

あ
る
に
し
て
も
、
詩
的
内
容
に
よ
る
古
典
的
世
界
の
称
揚
と
「
国
語
的
純

粋
化
」
と
の
対
応
関
係
に
示
さ
れ
て
い
た
歴
史
の
縦
軸
の
統
括
的
要
素
と
、

同
時
代
の
方
言
詩
へ
の
関
心
か
ら
言
述
さ
れ
た
「
地
方
主
義
」
と
「
国
民

主
義
」
の
無
条
件
の
融
合
と
に
、
同
時
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
抵
触
せ

ざ
る
を
え
な
い
可
能
性
を
窺
う
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ

は
、
佐
藤
一
英
と
い
う
古
典
派
象
徴
詩
人
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
だ

が
、
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
純
粋
志
向
に
立
脚
し
た
文
学
言
説
の
論
理

的
清
算
方
法
が
は
ら
む
そ
の
危
険
性
へ
の
自
覚
で
あ
る
の
だ
。
こ
う
い
っ

た
個
々
の
事
例
が
ど
の
よ
う
に
同
時
代
性
を
獲
得
し
て
い
く
の
か
に
つ
い

て
は
続
稿
の
課
題
と
し
た
い
の
だ
が
、
文
学
が
か
く
純
粋
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
、
い
か
に
も
無
色
透
明
で
あ
る
か
に
思
え
る
文
学
言
説
に

は
、
必
然
的
に
暴
力
的
な
包
摂
作
用
と
排
他
的
性
格
が
伴
う
危
険
性
が
あ

る
こ
と
は
指
摘
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

注*
1

『
文
芸
大
辞
典
』
（
文
芸
春
秋
社
出
版
部
、
一
九
二
八
年
）
、
二
九
三
頁
。

*
2

『
新
文
学
事
典
』
（
新
潮
社
）
『
現
代
用
語
辞
典
』
（
玉
井
清
文
堂
）
『
常
用
モ
ダ
ン

語
辞
典
』
（
好
文
閣
）
な
ど
を
参
照
。
尚
、
こ
の
頃
に
な
る
と
「
純
文
学
」
の
項
目
は

「
大
衆
文
学
」
の
対
と
し
て
措
定
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
時
代
を
経
る
ご
と
に
き
わ

め
て
簡
潔
な
定
義
を
も
っ
て
済
ま
さ
れ
る
傾
向
に
な
る
。

*
3

佐
藤
一
英
の
履
歴
に
関
し
て
は
、
佐
藤
一
英
著
作
集
刊
行
会
編
『
佐
藤
一
英
詩
論

随
想
集
』
（
講
談
社
、
一
九
八
八
年
）
所
収
の
佐
藤
漣
作
製
に
よ
る
年
譜
に
従
っ
た
。

ま
た
、
一
九
三

0
年
前
後
に
佐
藤
は
、
詩
や
評
論
を
発
表
す
る
傍
ら
『
児
童
文
学
』

の
出
版
元
と
な
る
文
芸
書
院
よ
り
『
新
訳
平
家
物
語
読
本
』
や
『
新
訳
太
平
記
物
語

読
本
』
な
ど
の
一
般
向
け
書
籍
を
出
し
て
も
い
る
。
そ
れ
以
降
も
子
供
向
け
の
古
典

読
み
物
を
多
数
手
掛
け
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
児
童
文
学
雑
誌
の
主
宰
は
、
け

し
て
意
外
な
仕
事
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

*
4

佐
藤
一
英
「
編
輯
後
記
」
（
『
児
童
文
学
』
第
一
冊
、
文
教
書
院
、
一
九
三
一
年
）
、

三
三
二
頁
。

*
5

関
口
安
義
「
雑
誌
『
児
童
文
学
』
に
つ
い
て
」
（
『
雑
誌
『
児
童
文
学
』
復
刻
版
別

冊
』
所
収
、
ア
リ
ス
館
、
一
九
八
四
年
）
‘
-
三
頁
。

＊
6

-

九
一
八
（
大
七
）
年
か
ら
「
さ
く
ら
読
本
」
が
登
場
す
る
一
九
三
三
（
昭
八
）

年
ま
で
の
国
定
国
語
読
本
「
白
読
本
」
に
は
、
『
赤
い
鳥
』
に
代
表
さ
れ
る
童
話
は
掲

載
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
小
学
校
の
国
語
教
材
に
は
、
こ
の
国
定
教

科
書
と
と
も
に
時
代
に
合
わ
せ
た
独
自
の
副
読
本
を
編
ん
で
使
用
す
る
場
合
が
多
か

っ
た
と
い
う
。
そ
れ
ら
の
教
材
に
『
赤
い
鳥
』
系
の
童
話
や
童
謡
な
ど
が
多
く
含
ま

れ
て
い
た
。
こ
の
時
代
ま
で
の
児
童
文
学
は
、
『
赤
い
鳥
』
『
金
の
船
』
に
代
表
さ
れ

る
大
正
期
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
児
童
文
学
運
動
や
生
活
綴
方
運
動
、
ま
た
一
方
で
は
、

講
談
社
系
の
商
業
雑
誌
の
「
お
も
し
ろ
く
て
、
た
め
に
な
る
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
た

大
衆
児
童
文
学
と
い
う
流
れ
を
一
応
の
目
安
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

本
文
引
用
に
お
い
て
佐
藤
が
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
双
方
を
総
括
し
た
も
の
と
考
え
て

も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

*
7

前
掲
、
佐
藤
一
英
「
編
輯
後
記
」
三
三
二
頁
。

*
8

佐
藤
一
英
「
純
粋
文
学
と
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
（
『
詩
と
試
論
』
第
1
2
冊
、
厚
生
閣

書
店
、
一
九
三

0
年
九
月
）
、
二
七

S
二
八
頁
）
。

*
9

前
掲
、
佐
藤
一
英
「
純
粋
文
学
と
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
二
八
頁
。

*
1
0

龍
胆
寺
雄
「
人
絹
文
学
礼
賛
」
（
読
売
新
聞
、
一
九
三

0
年
十
二
月
一
七
日
）
に
よ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
人
絹
」
と
は
「
人
造
絹
糸
」
の
略
。
阿
部
知
二
の
引
用
は
「
新

文
学
の
精
神
」
（
『
詩
と
詩
論
』
第
十
冊
）
に
依
る
。
ま
た
「
文
芸
復
興
期
」
を
め
ぐ
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る
文
学
言
説
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
一
九
三
三
年
に
お
け
る
「
文
芸
復
興
」
の
ス
ロ

ー
ガ
ン
に
つ
い
て
」
（
『
文
学
研
究
論
集
』
第
十
五
号
、
筑
波
大
学
比
較
・
理
論
文
学

会
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

*
1
1

前
掲
、
佐
藤
一
英
「
純
粋
文
学
と
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
二
七
頁
。

*
1
2

佐
藤
一
英
「
詩
の
復
興
新
ら
し
い
詩
の
精
神
」
（
佐
藤
一
英
著
作
集
刊
行
会
編
『
佐

藤
一
英
詩
論
随
想
集
』
、
講
談
社
、
一
九
八
八
年
、
五
一
頁
）
、
初
出
は
「
都
新
聞
L

（
一
九
三
四
年
九
月
）
。
こ
の
文
章
は
、
『
椎
の
木
』
『
麺
麹
』
『
詩
精
神
』
な
ど
の
既

成
雑
誌
に
加
え
て
、
新
た
に
『
詩
法
』
『
日
本
詩
』
の
二
誌
が
創
刊
さ
れ
た
誌
壇
の
状

況
に
対
す
る
時
評
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

*
1
3

『
新
韻
律
詩
論
』
に
い
た
る
佐
藤
一
英
の
詩
論
と
そ
の
同
時
代
的
動
向
に
つ
い
て

は
、
米
倉
巖
氏
の
「
佐
藤
一
英
の
新
韻
律
詩
論
」
（
『
日
本
大
学
芸
術
学
部
紀
要
』
、
一

九
九
五
年
）
が
あ
る
。

*
1
4

「
大
和
し
美
し
」
は
『
新
詩
論
』
第
二
冊
（
ア
ト
リ
エ
社
、
一
九
三
三
年
）
に
発

表
の
長
詩
、
前
掲
の
年
譜
に
よ
る
と
、
同
年
同
出
版
社
よ
り
刊
行
も
さ
れ
て
い
る
。

尚
、
後
年
の
児
童
向
け
の
佐
藤
の
著
作
『
日
本
武
尊
物
語
』
（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、

一
九
五
八
年
）
に
は
、
「
こ
の
本
を
読
む
少
年
少
女
へ
」
と
い
う
前
書
き
に
お
い
て
「
わ

た
し
は
い
ま
で
も
、
ど
う
か
す
る
と
、
「
大
和
し
美
し
」
の
詩
人
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
」
と
あ
る
。
こ
の
長
詩
は
ま
た
、
『
児
童
文
学
』
に
挿
絵
を
提
供
し
た
棟
方
志
功
が

こ
の
詩
に
共
感
し
、
後
に
版
画
で
佐
藤
の
詩
を
も
取
り
入
れ
て
完
成
し
た
同
名
作
に

よ
っ
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

*
1
5

前
掲
、
佐
藤
一
英
「
大
和
し
美
し
」
四
四
頁
、
尚
、
本
文
引
用
は
改
行
等
も
含
め
、

佐
藤
一
英
著
作
集
刊
行
会
『
佐
藤
一
英
詩
集
』
（
講
談
社
、
一
九
八
八
年
）
一

0
一
頁

に
依
っ
た
。
初
出
詩
と
は
、
読
点
が
空
欄
に
改
め
ら
れ
る
な
ど
若
干
の
異
同
が
あ
る
。

*
1
6

佐
藤
一
英
「
雪
降
れ
り
L

（
大
政
翼
賛
会
文
化
部
編
『
大
東
亜
戦
争
愛
国
詩
集

(
1
)
詩
歌
翼
賛
特
集
』
、
目
黒
書
店
、
一
九
四
二
年
）
‘
―
二
頁
。

*
1
7

大
政
翼
賛
会
文
化
部
「
跛
」
（
大
政
翼
賛
会
文
化
部
編
『
大
東
亜
戦
争
愛
国
詩
集

(
l
)
詩
歌
翼
賛
特
集
』
、
目
黒
書
店
、
一
九
四
二
年
）
、
五
一
＼
五
二
頁
。

*
1
8

前
掲
、
佐
藤
一
英
「
雪
降
れ
り
」
―
―
頁
。

*
1
9

佐
藤
一
英
「
現
代
日
本
詩
の
欠
陥
」
（
佐
藤
一
英
著
作
集
刊
行
会
編
『
佐
藤
一
英
詩

論
随
想
集
』
、
講
談
社
、
一
九
八
八
年
、
七
九
頁
）
、
初
出
は
「
羅
曼
」
（
一
九
三
五
年

三
月
）
。

（
な
か
ね
た
か
ゆ
き

筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科
文
学
）

*
2
0

前
掲
、
佐
藤
一
英
「
現
代
日
本
詩
の
欠
陥
」
七
八
頁
。

*
2
1

前
掲
、
佐
藤
一
英
「
現
代
日
本
詩
の
欠
陥
」
八

0
頁。

*
2
2

佐
藤
一
英
「
現
代
詩
の
諸
問
題
」
（
佐
藤
一
英
著
作
集
刊
行
会
編
『
佐
藤
一
英
詩
論

随
想
集
』
、
講
談
社
、
一
九
八
八
年
、
九
六
頁
）
、
初
出
は
「
羅
曼
」
（
一
九
三
五
年
五

月）。

*
2
3

前
掲
、
佐
藤
一
英
「
現
代
詩
の
諸
問
題
」
九
六
頁
。

*
2
4

こ
の
言
葉
は
、
前
掲
の
佐
藤
一
英
「
現
代
日
本
詩
の
欠
陥
」
よ
り
抜
粋
゜
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