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小
杉
天
外

『魔
風
恋
風
』
を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
的
ト
ポ
ス

は

じ

め

に

小
杉
天
外
の

『魔
風
恋
風
』
に
関
す
る
論
考
は
、
明
治
期
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
大
衆
小
説
し
て
の
間

題
と
作
中
人
物
で
あ
る

「女
学
生
」
の
問
題
と
い
う
、
概
ね
二
つ
の
側
面
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
前
者
は
、
作
品
の
分
析
と
共
に
、
な
ぜ
絶
大
な
人
気
を
獲
得
し
た
の
か
と
い
う
流
行

現
象
の
要
因
が
問
わ
れ
、
後
者
は
、
そ
こ
に
表
象
さ
れ
た
女
学
生
を
取
り
囲
む
社
会
と
は
何
で
あ

っ
た
の
か
が
間
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
作
品
を
自
律
し
た
テ
ク
ス
ト
と
み
な

し
、
創
作
者
と
し
て
の
作
者
の
存
在
を
措
定
し
た
上
で
、
作
品
論
的
、
内
容
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ

が
試
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
新
聞
小
説
を
ひ
と

つ
の

「文
学
」
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
取
り
上
げ
て
き

た
従
来
の
分
析
方
法
な
ら
び
に
枠
組
み
に
拘
泥
す
れ
ば
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
本
質
を
見
誤
る
危

険
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『魔
風
恋
風
』
が
新
聞
小
説

で
あ
る
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
性
格
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
新
聞
と
い
う
日
々
更
新

さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
新
聞
小
説
が
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
た
紙
面
に

は
様
々
な
記
事
が
取
り
囲
ん
で
お
り
、
ま
た
記
事
と
は

一
見
無
関
係
に
思
わ
れ
る

「広
告
」
と
い

う
情
報
が
、
そ
こ
で
は
併
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
し
た
が

つ
て
、
読
者
は
、
ま
ず
、　
一
覧
的
に
新

聞
を

「見
る
」
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
興
味
を
ひ
い
た
見
出
し
や
挿
絵
に
誘
わ
れ
て
、
新
聞
小
説

へ
と
分
け
入
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
モ
ザ
イ
ク
状
の
紙
面
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
の
が
、
『魔
風

恋
風
』
と
い
う
新
聞
小
説
の
生
成
の
ト
ポ
ス
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
新
聞
小
説
は
連
載
と
い
う
形
式
を
採
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
小
説
欄
と
い
う
あ
る
程
度

区
別
さ
れ
た
囲
い
の
中
に
は
、
題
名
、
章
題
、
回
数
、
作
者
名
、
そ
し
て
挿
絵
画
家
の
名
前
が
並

彦

び
記
さ
れ
て
い
る
。
小
説
本
文
は
、
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
で
概
ね
三
枚
弱
で
あ
り
、
そ
こ
に
挿

絵
が
添
え
ら
れ
て
、
二
段
組
み
あ
る
い
は

一
段
組
で
掲
載
さ
れ
る
。
刊
本
と
は
異
な

っ
た
、
こ
う

し
た
新
聞
小
説
の
形
式
上
の
特
長
は
、
読
者
の
受
容
態
度
に
も
影
響
を
与
え
、
「外
部
」
的
な
要

因
が
入
り
込
み
や
す
い
状
態
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。
読
者
が
新
聞
小
説
に
接
す
る
と
き
の
環
境

は
、
常
に
何
か
別
の
情
報
に
触
れ
な
が
ら

「読
む
」
と
い
う
こ
と
が
条
件
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
は
書

物

（刊
本
）
を
読
む
と
い
う
自
閉
し
た
行
為
と
は
別
の
読
書
行
為
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
新

聞
小
説
は
、
内
容
的
に
も
構
造
的
に
も
不
完
全
な
小
説
と
し
て
日
々
読
み
直
さ
れ
て
い
く
、
開
か

れ
た

「小
説
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
新
聞
小
説
を
め
ぐ
る
ト
ポ
ス
は
、
他
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
流
布
さ
れ
る
言
説
や
読

者
投
稿
欄
に
寄
せ
ら
れ
る
声
と
の
結
び
つ
き
を
容
易
に
す
る
。
読
者
は
、
読
者
自
身
が
見
聞
き
し

た
情
報
を
基
に
、
読
者
投
稿
欄
を
媒
介
に
し
て
積
極
的
に
小
説
内
部

へ
の
参
入
を
試
み
、
ま
た
読

者
同
士
が
新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ァ
を
媒
介
に
し
た
想
像
の
共
同
体
を
形
成
し
て
い
く
。

マ
ク
ル
ー

ハ
ン
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
モ
ザ
イ
ク
状
に
配
置
さ
れ
る
新
聞
の
形
態
上
の
特
長
は
、
「内
幕

話

（イ
ン
サ
イ
ド
ス
ト
ー
リ
ー
と

の
効
果
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

作
者
に
よ
っ
て
物
語
の
完
結
が
与
え
ら
れ
、
連
載
が
終
了
し
た
場
合
で
も
、
関
心
を
持
ち
続
け

る
能
動
的
な
読
者
の
参
与
に
よ
つ
て
、
新
た
な
言
説
空
間
、
い
わ
ば

″
ポ
ス
ト
魔
風
恋
風
″
の
補

助
線
が
い
く
つ
も
引
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
小
説
連
載
真

っ
直
中
の
明
治
三
十
四
年

三
十
六
年
五
月
十
五
日
よ
り
始
ま

っ
た
新

コ
ー
ナ
ー

「当
世
百
人
娘
」
（図
⑦
）
や
連
載
終
了
後

の
明
治
四
十
年
二
月
十
四
日
か
ら
開
始
さ
れ
た

「都
下
女
学
校
風
聞
記
」
な
ど
は
、
そ
う
し
た
能

動
的
な
読
者
の
参
与
を
示
す

一
例
で
あ
り
、
こ
れ
ら
も
ま
た

「内
幕
話
」
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
意
味
で
い
え
ば
、
明
治
四
十
年
に
発
表
さ
れ
た
田
山
花
袋

『蒲
団
』
、
そ
れ
に
続
く

『少
女

馬

場

イ申
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病
』
な
ど
の
小
説
も
、
読
者
と
作
者
の

「内
幕
話
」
を
共
有
し
た

″
ポ
ス
ト
魔
風
恋
風
″
と
捉
え

て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

本
稿
は
、
『魔
風
恋
風
』
を
自
律
し
た
作
品
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
明
治
末
期
に
お
け
る

メ
デ
ィ
ア
表
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
議
論
の
出
発
点
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
掲
載
媒
体
で
あ
る

『読
売
新
聞
』
を
取
り
囲
む
大
衆
消
費
社
会

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
に
、
テ
ク
ス
ト
を
再
布
置

し
、
そ
の

「内
部
」
と

「外
部
」
と
の
往
還
関
係
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

自
　
転
　
車

明
治
四
十

一
、
二
年
頃
に
大
流
行
し
た
流
行
歌

「
ハ
イ
カ
ラ
節

（自
転
車
節
と

に
は
、
当
時

の
女
学
生
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

ゴ
ー
ル
ド
眼
鏡
の
ハ
イ
カ
ラ
は

都
の
西
の
目
白
台

女
子
大
学
の
女
学
生

片
手
に
バ
イ
ロ
ン

・
ゲ
ー
テ
の
詩

口
に
は
唱
え
る
自
然
王ヽ
義

早
稲
田
の
稲
穂
が
サ
ー
ラ
サ
ラ

魔
風
恋
風
そ
よ
そ
よ
と

歌
詞
に
登
場
す
る

″
魔
風
恋
風
″
と
は
小
杉
天
外
の

『魔
風
恋
風
』
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
小

説
は
、
『読
売
新
聞
』
の
新
聞
小
説
を
初
出
と
し
、
連
載
期
間
は
明
治
三
十
六
年
二
月
十
五
日
～

九
月
十
六
日
で
あ

っ
た
。
掲
載
と
同
時
に
絶
大
な
人
気
を
獲
得
し
、
新
聞
読
者
と
い
う
限
定
を
越

え
て
、
そ
の
後
の
女
学
生
ブ
ー
ム
の

一
要
因
に
な

っ
た
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。

小
説
は
連
載
終
了
後
の
明
治
三
十
六
年
十

一
月
、
梶
田
半
古
に
よ
る
自
転
車
に
乗

っ
た
主
人
公

の
扉
絵
が
添
え
ら
れ
単
行
本
化
さ
れ
て
、
さ
ら
に
明
治
三
十
八
年
三
月
に
は
東
京
座
で
劇
化
さ

れ
、
そ
の
人
気
に
拍
車
を
か
け
た
。

こ
の

「
ハ
イ
カ
ラ
節
」
は
別
題
を

「自
転
車
節
」
と
い
い
、
「自
転
車
」
ブ
ー
ム
を
背
景
に
ヒ

ッ
ト
し
た
と

い
う
も
う
ひ
と

つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
抱
え
て
い
る
。
『魔
風
恋
風
』
の
連
載
当

時
、
自
転
車
は
実
用
的
な
交
通
手
段
と

い
う
よ
り
も
高
価
な
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
で
あ

っ
た
。

小
説
の
ヒ
ロ
イ
ン
初
野
を
自
転
車
に
の
ら
せ
る
と
い
う
造
型
は
、
明
治
三
十
三
年
に
日
本
最
初
の

オ
ペ
ラ
歌
手
で
あ
る
三
浦
環
が
上
野
の
音
楽
学
校
ま
で
自
転
車
に
乗

っ
て
通
学
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
だ
が
、
女
学
生
が
自
転
車
に
の
る
姿
は
ま
だ
ま
だ

一
般
的
で
は
な
か

っ
た

時
期
に
書
か
れ
た
こ
と
は
留
意
し
て
も
よ
い
。
す
わ
わ
ち
、
『魔
風
恋
風
』
は
、
時
代
の
流
行
を

先
取
り
す
る
ト
レ
ン
デ
ィ
小
説
と
し
て
話
題
を
呼
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
る

（図
③
）
。

海
老
茶
袴
の
女
学
生
の
自
転
車
姿
が
皆
無
で
あ

っ
た
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
く
、
た
と
え
ば

森
銑
二

『明
治
東
京
逸
聞
史
』
（東
洋
文
庫
）
の
明
治
三
十
四
年
の
記
述
に
は

「春
の
日
自
転
車

を
並
べ
て
行
く
の
を
見
た
」
と

い
う

『中
央
公
論
』
の
記
事
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

「卑
屈
を
優
美
と
心
得
る
よ
う
な
考
え
を
、
根
本
か
ら
ぶ
ッ
壊
し
た
い
」
と
、
女
子
が
自
転
車
に

乗
る
こ
と
が
活
発
な
機
運
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
女
子
と
自
転
車
と
い
う
組
み
合

わ
せ
が
意
外
な
の
で
あ
り
、
同
時
に
新
し
い
時
代
の
息
吹
を
象
徴
し
て
い
た
の
だ
。
「
ハ
イ
カ
ラ

節
」
は
、
そ
ん
な
社
会
現
象
と
で
も
い
う
べ
き
流
れ
を
受
け
て
流
行
歌
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

作
者
の
小
杉
天
外
に
は
、
既
に
、
『初
姿
』
（明
治
三
十
三
年
　
春
陽
堂
）
、
『は
や
り
唄
』
（明

治
三
十
五
年
　
同
）
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
自
然
主
義
の
作
品
が
あ
り
、
あ
る
程
度
は
知
ら
れ
た
作
家

で
あ

っ
た
。
し
か
し
人
気
作
家
の
仲
間
入
り
を
果
た
す
の
は
こ
の
作
品
以
降
で
あ
り
、
こ
の
作
品

を
契
機
と
し
て
尾
崎
紅
葉
に
継
ぐ
新
た
な

「通
俗
文
学
」
の
担
い
手
と
し
て
持
て
囃
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
そ
の
意
味
で
天
外
に
と

っ
て

『魔
風
恋
風
』
は
自
然
主
義
作
家
か
ら

「通
俗
小
説
」

へ
の
分
岐
点
と
な

っ
た
作
品
と
い
え
よ
う
。

女
学
生
を
主
人
公
に
し
、
そ
の
生
活
と
彼
女
ら
を
取
り
囲
む
社
会
環
境
を
描
こ
う
と
す
る
彼
の

創
意
は
、
高
等
女
学
校
が
急
増
し
た
社
会
背
景
に
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
作
家
の
創
作
意
欲
か

ら
生
ま
れ
た
小
説
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
衆
目
を
集
め
る
こ
と
を
狙

っ
た
、
戦
略
的
な
小
説
で

あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
単
行
本
の
序
に
お
い
て
天
外
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

作
中
の
主
人
公
と
二
三
の
主
な
る
人
物
と
は
、
曾
て
世
に
在

つ
た
人
、
そ
れ
か
ら
今
現
に

世
に
在
る
人
を
モ
デ
ル
に
し
た
の
だ
。
と
り
わ
け
主
人
公
と
は
五
六
回
も
面
を
会
は
し
た
こ

と
が
あ
る
、
全
く
美
人
で
、
学
才
も
秀
で
て
、
男
に
騒
が
れ
た
事
は
中
々
髪
に
描
い
た
や
う
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な
も
の
で
は
無
か
つ
た
。
（中
略
）
こ
の
作
は
、
世
の
所
謂
婦
人
問
題
、
女
学
生
問
題
に
意

を
用
い
る
人
に
も
多
少
の
利
益
を
典

（あ
た
）
ふ
る
も
の
と
信
ず
る
。

こ
こ
に
は
事
実
と
小
説
が
相
似
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の
境
界
を
融
解
さ
せ
よ
う
と
す

る
天
外
の
創
作
意
図
が
見
受
け
ら
れ
る
。
主
人
公
の
実
在
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
読
者
の

好
奇
心
を
虚
構
の
世
界

へ
接
続
さ
せ
よ
う
と
目
論
む
の
で
あ
る
。

天
外
は
こ
れ
を

「写
実
小
説
」
と
称
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
事
実
に
基
づ
い
た
、
い
わ
ば
ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ー
的
な
小
説
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
読
者
の
側
も
ま
た
、
実
在
す
る
モ
デ
ル
が
誰
で

あ
る
の
か
を
詮
索
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
現
実
と
虚
構
の
区
別
を
不
間
と
し
、
堕
落
や
淫
蕩
性
を

ス
キ
ヤ
ン
ダ
ラ
ス
に
報
じ
る
三
面
記
事
に
、
身
近
な
空
間
に
い
る
女
学
生
の
姿
に
主
人
公
の
イ
メ

ー
ジ
を
重
ね
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
主
人
公
の
女
学
生
は
虚
構
の
世
界
か
ら
呼
び
出
さ

れ
、
現
実
の
出
来
事
と
地
続
き
の
対
象

へ
と
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
ま
た
同
時

に
、
虚
構
の
世
界
の
女
学
生
に
対
す
る
欲
望
が
、
現
実
の
女
学
生
に
対
す
る
欲
望

へ
と
結
び
つ
く

回
路
が
で
き
あ
が
る
の
で
あ
る
。

一
一　

堕
落
女
学
生

前
述
の

「序
」
に
お
け
る

「女
学
生
問
題
に
意
を
用
い
る
人
に
も
多
少
の
利
益
を
興
ふ
る
」
と

い
う
部
分
に
注
目
し
て
み
た
い
。
天
外
が
い
う

「女
学
生
問
題
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ

ろ

つヽ
か
。

本
田
和
子
は
、
明
治
末
期
の
女
学
生
は
、
「紙
に
揺
れ
る
リ
ボ
ン
や
足
も
と
に
翻
る
海
老
茶
袴

に
よ
っ
て
、
ま
た
陽
光
に
き
ら
め
く
自
転
車
の
銀
輪
や
そ
の
軽
快
な
ベ
ル
の
音
に
お
い
て
、
近
代

都
市
を
代
表
す
る

「記
号
」
と
な
り
、
さ
ら
に
は
、
漸
く
に
近
代
国
家
と
し
て
安
定
期
を
迎
え

た
、
「明
治
」
と
い
う
時
代
の
象
徴
で
も
あ

っ
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
「彼
女
た
ち
は
、
和
洋
い

ず
れ
の
伝
統
に
も
依
拠
せ
ず
、
正
当
性
を
認
め
ら
れ
た
ま
と
も
な
女
性
文
化
を
無
化
す
る
こ
と

で
、
「異
化
す
る
も
の
」
と
し
て
そ
の
あ
り
よ
う
を
誇
示
し
て
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
新
し
い

時
代
の
表
徴
と
し
て
の
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
な
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
多
様
な

人
々
が
同
乗
す
る
電
車
の
中
に
お
い
て
さ
え
、
あ
る
い
は
博
覧
会

（『風
俗
画
報
』
第
三
百
六
十

五
号
増
刊

「東
京
勧
業
博
覧
会
　
第
四
編
」
明
治
四
十
年
六
月
二
十
五
日
）
な
ど
の
祝
祭
空
間
の

群
集
の
中
で
さ
え
、
「女
学
生
」
を
発
見
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
あ

っ
た

（図
①
）
。
な
ぜ
な

ら
、
「
ハ
イ
カ
ラ
ソ
ン
グ
」
の
歌
詞
を
み
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
、
「自
転
車
」
「ゴ
ー

ル
ド
眼
鏡
」
「
バ
イ
ロ
ン

・
ゲ
ー
テ
の
詩
」
「
バ
イ
オ
リ
ン
」
と
い
つ
た
女
学
生
的
な
る
記
号
に
よ

っ
て
、
「女
学
生
」
と
そ
う
で
な
い
者
を
区
別
す
る
こ
と
が
常
に
可
能
だ
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、

明
治
三
十
七
年

一
月

一
日

『風
俗
画
報
』
第
二
百
八
十

一
号
に
は
、
「女
百
姿
女
流

ハ
イ
カ
ラ
」

と
題
し
て
、
自
転
車
に
の
る
ゴ
ー
ル
ド
メ
ガ
ネ
を
掛
け
た
女
学
生
の
風
刺
画
が
描
か
れ
て
お
り
、

女
学
生
イ
メ
ー
ジ
が
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

（図
②
）
。

女
学
生
と
は
、
い
わ
ば
、
明
治
末
期
の
都
市
空
間
に
出
現
し
た
他
者
で
あ
り
、
明
治
的
価
値
観

を
揺
さ
ぶ
る
ノ
イ
ズ
で
あ

っ
た
。
女
学
生
の
際
立
っ
た
異
形
性
は
、
コ
星
寸
女
学
校
令
」
（明
治
三

十
二
年
二
月
）
の

「良
妻
賢
母
」
と
い
う
封
建
的
価
値
観
を
志
向
し
つ
つ
も
、
風
俗
レ
ベ
ル
に
お

い
て
は
西
欧
的
近
代
性
や
自
由
を
表
徴
す
る
時
代
の
ア
イ
コ
ン
で
あ

つ
た
。
巨
大
な
ス
カ
ー
ト
の

ご
と
き
女
袴
に
矢
絣
の
着
物
、
庇
髪
に
リ
ボ
ン
、
そ
し
て
足
下
は
編
み
上
げ
の
革
製
ブ
ー
ツ
で
固

め
る
と
い
っ
た

「和
洋
折
哀
」
の
女
学
生
ス
タ
イ
ル
は
、
精
神
に
お
け
る

「和
魂
洋
才
」
を
具
現

化
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
遠
く
か
ら
で
も
識
別
で
き
る
そ
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
翌
日
通
の

女
の
子
」
で
は
な
い
と
い
う
特
権
性
を
彼
女
ら
に
与
え
て
い
た
。

し
か
し
女
学
生
の
異
形
性
や
ノ
イ
ズ
性
を
強
調
し
た
の
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
だ
け
で
は
な
か

っ

た
。
女
学
生
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
中
に
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
な
言
説
と
と
も
に
誇
張
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の

存
在
性
を
特
化
さ
せ
て
い
く
。
つ
ま
り

「堕
落
女
学
生
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
流
通
に
よ
っ
て
女

学
生
は
男
性
の
性
的
対
象
と
い
う
新
た
な
意
味
を
加
え
ら
れ
、
普
通
の
女
子
か
ら
意
味
的
に
も
区

別
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

稲
垣
恭
子
に
よ
れ
ば
、
女
学
生
に
関
す
る
風
評
の
多
く
は
、
男
性
読
者
の
興
味
を
ひ
く
た
め
に

捏
造
さ
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
う＜
。
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
話
題
に
飢
え
た
読
者
を
満
足
さ

せ
る
た
め
の
捏
造
や
憶
測
が
、
メ
デ
イ
ア
を
介
し
て
跛
雇
す
る
状
況
は
、
昨
今
の
週
刊
誌
や
テ
レ

ビ
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

「女
子
高
生
」
ブ
ー
ム
な
ど
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
て
も

充
分
理
解
で
き
よ
う
。

女
学
生
の
堕
落
報
道
は
、
明
治
三
十
五
年
の
夏
頃
に
お
い
て
急
に
宣
伝
さ
れ
は
じ
め
た
現
象
で

あ
る
こ
と
を
岩
田
秀
行
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
き

っ
か
け
は
、
「
四
ツ
ロ
屋
事
件
」
に
あ

っ
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た
。
「
四
ツ
ロ
屋
事
件
」
と
は
、
明
治
三
十
五
年
四
月
に
高
等
女
学
校
の
国
語
読
本
の
中
の

『都

の
手
ぶ
り
』
に
四
ツ
ロ
屋
の
淫
薬
の
条
り
が
掲
載
さ
れ
て
問
題
と
な

っ
た
事
件
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
事
件
が
引
き
金
と
な
り
、
「女
学
生
の
堕
落
の
現
況

（女
子
教
育
家
の
注
意
を
促
す
」
亀
読

売
』
明
治
三
十
五
年
六
月
二
十
七
日
）
、
「汽
車
の
窓
よ
り
我
子
を
筑
摩
川
に
投
棄

つ

（女
学
生
堕

落
の
結
果
）
、
女
学
生
堕
落
の
呼
声
盛
ん
な
る
今
日
」
亀
読
売
』
同
年
八
月

一
日
）
「女
学
生
腐
敗

の
真
相
」
亀
二
六
新
報
』
同
年
八
月
二
十
三
日
か
ら
十

一
月
九
日

・
五
十
九
回
連
載
）
、
で
ビ
」
に

も

一
人
堕
落
女
学
生
の
標
本
」
亀
読
売
』
同
年
十
月
五
日
）
な
ど
、
女
学
生
バ
ッ
シ
ン
グ
報
道
が

過
熱
す
る
。

こ
う
し
た
報
道
の
大
部
分
は
、
実
際
と
は
ほ
ど
遠
い
読
者
の
好
奇
心
を
煽
る
た
め
の
ゴ
シ
ッ
プ

記
事
の
類
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
そ
の
後
、
新
聞
紙
面
に
お
い
て
用
意
さ
れ
る

『魔
風
恋
風
』
や
小

栗
風
葉
の

『青
春
』
（明
治
三
十
八
年
三
月
五
日
か
ら
七
月
十
五
日

［春
］
『読
売
新
聞
』
、
明
治

三
十
八
年
七
月
十
六
日
か
ら
明
治
三
十
九
年

一
月

一
日

［夏
］
同
、
明
治
三
十
九
年

一
月
十
日
か

ら
十

一
月
十
二
日

［秋
］
同
）
と
い
っ
た

″
女
学
生
も
の
″
の
創
意
や
人
物
造
型
に
関
す
る
イ
メ

ー
ジ
の
源
泉
と
な

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

『魔
風
恋
風
』
の
掲
載
を
予
告
す
る

『読
売
新
聞
』
明
治
三
十
六
年
二
月
十

一
日
に
は
、
買
天

外
）
曰
く
明
ら
か
に
写
実
主
義
の
本
領
を
発
揮
し
て
、
世
間
非
写
実
主
義
者
に
向
か

つ
て

一
大
鉄

槌
を
下
し
、
併
せ
て
其
反
省
を
求
む
る
所
あ
ら
ん
と
す
と
。」
と
、
こ
の
新
連
載
の
新
聞
小
説
が

真
実
に
基
づ
い
た

「写
実
小
説
」
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
三
面
記
事
と
の
連
続
性
と
モ
デ
ル

の
実
在
性
を
匂
わ
せ
て
い
る
。

新
聞
や
雑
誌
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
報
告
さ
れ
る
女
学
生
の
堕
落
は
、
女
学
教
育
に
お
い

て
推
進
さ
れ
て
き
た

「良
妻
賢
母
」
思
想
と
は
裏
腹
な
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
で
性
的
に
解
放
さ
れ

た
対
象
と
し
て
女
学
生
に
新
た
な
意
味
を
加
え
て
い
く
。
三
面
記
事
や
新
聞
小
説
で
反
復
流
布
さ

れ
る
女
学
生
の
風
俗
は
、
主
人
公
を
単
な
る
作
中
人
物
と
い
う
設
定
か
ら
、
女
学
生
の
鏡
像
と
し

て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

〓
一

新

聞

小

説

日
本
に
お
け
る
新
聞
小
説
の
発
生
を
遡
れ
ば
、
「殺
人
事
件
な
ど
の
判
決
公
判
を
、
そ
の
ま
ま

報
道
し
た
の
で
は
当
時
の
読
者
が
理
解
し
に
く
い
、
と
い
う
の
で
、
実
話
話
に
書
き
か
え
て
、
数

日
も
し
く
は
十
数
日
に
わ
た
つ
て
連
載
し
た
、
い
わ
ば
、
新
聞
報
道
の
ひ
と
つ
の
手
段
が
、
や
が

て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
ふ
く
ら
ん
で
小
説
風
の
も
の
と
な
り
、
通
俗
小
説
に
な

っ
て
い
っ
た
」
も
の

だ
と
、
高
木
健
夫
は

『新
聞
小
説
史
　
明
治
編
』
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
。
新
聞
小
説
の
書
き
手

に
し
て
も
、
小
説
家
が
登
用
さ
れ
る
以
前
は
新
聞
記
者
が
兼
ね
て
い
る
の
が
普
通
で
あ

っ
た
。
明

治
初
期
に
は
戯
作
者
が
記
者
と
な
り
、
雑
報
も
小
説
も
書
い
て
い
た
と
い
う
の
が
実
状
で
あ

っ
た

の
だ
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
モ
デ
ル
の
実
在
性
を
強
調
し
、
虚
実
の
混
同
を
誘

っ
た
天
外
の
目
論
見

は
、
新
聞
小
説
の
発
生
か
ら
す
れ
ば
し
ご
く
当
然
の
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
通
俗
的
な
雑

報
記
事
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
読
者
は
、
小
説
と
い
う
形
式
に
お
い
て
も
、
同
様
の
価
値
を
求
め

て
お
り
、
よ
り
刺
激
的
な
娯
楽
の
対
象
と
し
て
受
容
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
の
報
道
と
も
創
作
と
も
区
別
が
つ
か
な
い
続
き
物
を
整
理
し
て
、
創
意
の
あ
る

「小

説
」
の
掲
載
を
主
張
し
、
新
聞
に
雑
報
記
事
と
独
立
し
た

「小
説
欄
」
を
設
け
る
こ
と
を
提
言
し

た
の
は
坪
内
逍
遥
で
あ

っ
た
が
、
新
聞
小
説
の
性
格
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

第

一　

小
説
に
も
当
世
の
事
情
を
報
道
す
る
意
を
含
ま
せ
、
成
る
べ
く
当
世
を
本
尊
と
し
現

在
の
人
情
、
風
俗
又
傾
き
等
を
示
す
べ
し
。

第
二
　
誰
が
見
て
も
同
感
じ
得
る
べ
き
事
、
さ
な
く
と
も
多
数
の
人
に
解
る
事
、
即
ち
楽
屋

落
ち
に
な
ら
ぬ
や
う
に
す
べ
し
。

第
三
　
親
子
兄
弟
並
び
て
読
む
と
も
差
支

へ
な
き
や
う
に
。

第
四
　
過
去
の
事
又
未
来
の
事
を
種
と
せ
ば
成
る
べ
く
当
世
と
異
な
る
点
を
今
の
人
に
知
ら

し
む
る
や
う
に
。

第
五
　
所
詮
、
娯
し
ま
む
る
と
同
時
に
当
世
の
有
様
を
報
道
す
る
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
多
少
教

へ
導
く
心
あ
り
し
。

報
道
と
創
作
と
を
区
別
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
逍
遥
で
あ
る
が
、
「当
世
の
事
情
を
報
道
す
る

意
を
含
ま
せ
、
成
る
べ
く
当
世
を
本
尊
と
し
現
在
の
人
情
、
風
俗
又
傾
き
等
を
示
す
べ
し
」
と
い

う
と
こ
ろ
に
、
当
時
の
新
聞
小
説
を
め
ぐ
る
諸
関
係
、
す
な
わ
ち
社
会
、
作
者
、
メ
デ
ィ
ア
、
読
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者
と
い
う
多
層
的
な
受
容
関
係
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「当
世
を
本
尊
」
と
す
る
こ
と

は
、
つ
ま
り
雑
報
記
事
に
み
ら
れ
る
報
道
性
を
小
説
内
部
に
持
ち
込
む
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
は

必
然
的
に
モ
デ
ル
小
説
で
あ
る
こ
と
が
、
新
聞
小
説
の
規
範
と
な
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
逍
通
の
い
う
報
道
と
創
作
の
区
別
は
、
形
式
上
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
天
外
が
紅
葉
に
反
旗
を
翻
し
、
『金
色
夜
叉
』
を
凌
駕
す
る
意
志
を
も

っ
て
書

い
た

『魔
風
恋
風
』
と
は
、
ま
さ
し
く
三
面
記
事
に
向
け
ら
れ
た
読
者
の
好
奇
心
や
劣
情
を
、
新
聞
小

説
の
枠
組
み
の
中

へ
と
誘
い
込
み
、
同
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
往
還
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
小
説
と
読
者
と
の
相
補
的
な
関
係
は
、
小
説
内
部
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
記
号
と
し
て

の
モ
ノ
の
多
さ
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
都
市
化
に
よ
っ
て
産
声
を
あ
げ
た
明
治
末
期
の

消
費
社
会
の
中
で
、
田
中
康
夫

『な
ん
と
な
く
ク
リ
ス
タ
以
』
の
よ
う
に
モ
ノ
と
人
と
の
結
び

つ

き
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
物
語
に
信
憑
性
と
ア
ク
チ

ュ
ア
リ
テ
ィ
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
記
号
の
多

い
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
主
人
公
が
登
場
す
る
冒
頭
の
有
名
な
場
面
を
振
り
返

っ
て
み
よ
う
。

そ
の
日
は

「帝
国
女
子
学
院
」
の
創
立
十
周
年
の
祝
賀
会
に
は
皇
后
陛
下
の
行
啓
が
予
定
さ
れ

て
お
り
、
「東
洋
屈
指
の
大
学
校
」
の
正
面
門
の
周
り
に
は
無
数
の
群
衆
が
取
り
囲
ん
で
い
る
。

そ
こ
へ
主
人
公
の
女
学
生
が
自
転
車
に
の
っ
て
颯
爽
と
登
場
す
る

（図
④
）
。

鈴
の
音
高
く
、
見
は
れ
た
の
は
す
ら
り
と
し
た
肩
の
滑
り
、
デ
ー
ド
ン
色
の
自
転
車
に
海
老

茶
の
袴
、
髪
は
結
流
し
に
し
て
、
白
リ
ボ
ン
清
く
、
着
物
は
矢
絣
の
風
通
、
袖
長
け
れ
ば
風

に
靡
い
て
、
色
美
し
く
品
高
き
十
八
九
の
令
嬢
で
あ
る
。

両
側
に
列
ぶ
幾
万
の
目
は
、
只
だ
此
の
自
転
車
を
逐
う
て
輝
く
の
で
あ
る
が
、
令
嬢
は
学
校

に
急
ぐ
た
め
か
、
夫
れ
と
も
群
衆
の
前
を
羞
か
し
い
の
か
、
切
り
と
ペ
ダ
ル
を
強
く
踏
ん

で
、
坂
を
登
れ
ば

一
直
線
に
、
傍
目
も
触
ら
ず
正
門
を
指
し
て
駆
付
け
ん
と
す
る
と
、
今
も

腕
車
を
曳
込
ん
だ
雑
踏
の
間
か
ら
、
向
ふ
側
に
移
ら
ん
と
し
た
ら
し
く
、
二
人
の
書
生
が
不

意
に
躍
出
し
た
。

曲
角
の
出
合
頭
、
互
に
避
る
暇
も
な
い
。
後
な
る
書
生
に
自
転
車
が
衝
突

つ
た
と
思
ふ
間
も

無
く
、
令
嬢
は
横
様
に
八
九
尺
も
彼
方
に
投
げ
ら
れ
、
書
生
は
仰
向
き
に
其
処
に
倒
れ
た
の

で
あ
る
。

「
デ
ー
ド
ン
色
の
自
転
車

（流
行
ア
イ
テ
ム
と

「海
老
茶
の
袴

（フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と

「結
流
し

（
ヘ
ア
ー
ス
タ
イ
ル
と

「白
リ
ボ
ン

（
フ
ア
ツ
シ
ョ
ン
と

「矢
絣

（フ
ア
ッ
シ
ョ
ン
と
。
こ
う
し

た

「女
学
生
的
な
る
記
号
」
を
誇
示
し
な
が
ら
主
人
公
は
女
学
校
の
校
門
へ
と
ペ
ダ
ル
を
踏
ん
で

い
ど
ゝ

そ
の
様
子
は
、
『女
学
世
界
』
三
十
五
年
四
月
号
の
巻
頭
口
絵

（武
内
圭
舟
筆

「花
ふ
ぶ
き
し

を
再
現
し
、
反
復
す
る
か
の
よ
う
な
颯
爽
と
し
た
場
面
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
『魔
風
恋
風
』
の

主
人
公
は
、
次
の
瞬
間
、
見
物
人
の
書
生
と
の
接
触
に
よ

っ
て
転
倒
し
、
「彼
方
に
投
げ
」
だ
さ

れ
る
。
自
転
車
に
跨
る
女
学
生
と
い
う
構
図
は
性
的
隠
喩
で
も
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
自
転
車
か
ら

の
転
倒
は
、
主
人
公
の
堕
落
を
冒
頭
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
予
見
さ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
に
ち
が
い

な
い
。

四
　
挿

　

　

絵

連
載
と
い
う
形
式
は
、
新
聞
小
説
の
創
意
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
。
続
き
物
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
文
学
的
作
品
の
質
よ
り
も
、
話
の
臨
場
感
や
読
者
の
興
味
を
惹
き
つ
け
る
工

夫
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
は
新
聞
が
更
新
さ
れ
る
毎
に
、
読
者
の
心
理
を
掴
み
、
山
場
を

持
っ
て
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
つ
ま
り
、
次
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
期
待

を
持
た
せ
て
章
を
閉
じ
る
の
が
新
聞
小
説
の
常
套
手
段
な
の
で
あ
る
。
今
ま
さ
に
話
題
と
な
っ
て

い
る
事
件
や
事
物
を
物
語
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
読
者
の
テ
ク
ス
ト
ヘ
の
参
入
度
を
高
め
る
た

め
に
は
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
事
実
の
物
語
化
に
よ
っ
て
、
小
説
内
部
の
出
来
事
が
も
っ
と
も
ら

し
く
響
け
ば
響
く
ほ
ど
、
読
者
と
メ
デ
ィ
ア
と
の
間
に
共
感
覚
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
新
聞
と
い
う
媒
体
は
、
ニ
ュ
ー
ス
記
事
、
雑
報
、
広
告
な
ど
が
モ
ザ
イ
ク
状
に
錯
綜
そ

う
す
る
言
説
空
間
で
あ
る
た
め
、
新
聞
小
説
は

「外
部
」
の
影
響
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
モ
ザ
イ
ク
状
の
陳
述
形
式
を
採
用
す
る
新
聞
は
、
線
形
的
な
読
み
を
強
制
す
る
刊
本
の
世
界

と
は
根
本
的
に
異
な
る
受
容
態
度
を
読
者
に
求
め
て
い
る
。
小
説
の
内
部
に
現
れ
た
商
品

（記

口こ

は
、
新
聞
広
告
に
反
復
さ
れ
、
外
部
に
お
け
る
他
の
視
覚
表
象
と
共
鳴
し
合
い
、
再
び
新
聞
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小
説
の
内
部
に
環
流
し
て
い
く
。
つ
ま
り
新
聞
の
読
者
は
、
記
事
、
広
告
、
新
聞
小
説
を

一
覧
的

に
受
容
す
る
こ
と
に
な
る
。
『魔
風
恋
風
』
の
ト
ポ
ス
と
は
常
に
多
声
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。

菅
聡
子
は
新
聞
小
説
を
特
長
づ
け
る
要
素
と
し
て
挿
絵
に
着
目
し
、
読
者
の
能
動
的
な
参
与
も

た
ら
す
例
と
し
て
、
「入
院
料

一
」
の
章
に
お
け
る
主
人
公
の
着
替
え
の
場
面
の
挿
絵
を
挙
げ
て

い
る

（図
⑤
）
。
菅
は
語
り
手
の
視
点
や
作
中
人
物
の
視
点
が
、
挿
絵
の
構
図
に
よ

つ
て
読
者
の

視
点

へ
重
ね
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
「読
者
の
視
点
も
ま
た
、
初
野
の
裸
体
に
向
け
ら
れ
る

語
り
手
の
視
点
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
新
聞
の
連
載
分
で
は
、
乳
房
を
露
わ
に
し
た
初

野
の
立
ち
姿
の
挿
絵
は
、
は

っ
き
り
と
読
者
の
方
を
向

い
て
い
る
か
ら
だ
。
新
聞
の
三
段
ぬ
き
の

挿
絵
は
、
読
者
に
向
き
合
う
こ
と
に
よ

つ
て
逆
に
読
者
の
視
線
の
あ
り
ど
こ
ろ
を
規
定
す
る‐
」

菅
に
よ
れ
ば
、
新
聞
小
説
の
読
者
と
は

″窃
視
を
す
る
読
者
″
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
読
者

は
、
窃
視
を
許
さ
れ
た
者
で
あ
り
、
語
り
手
の
共
犯
者
で
あ
る
。
事
実
、
『魔
風
恋
風
』
の
物
語

に
お
い
て
、
作
中
人
物
の
殿
井
や
下
宿
屋
の
主
婦
と

一
緒
に
、
読
者
は
女
学
生
の
私
室
に
忍
び
込

み
、
押
入
の
中
を
覗
き
見
て
、
好
奇
心
の
赴
く
ま
ま
私
信
を
開
封
す
る
現
場
に
覗
き
見
的
に
立
ち

会
う
こ
と
に
な
る
。
Ｔ
一月
八
日
　
第
四
其
の
室

（
一
し

芝
居
の
舞
台
で
の
様
子
を
垣
間
見
る
観
客
の
よ
う
に
読
者
は
不
可
視
で
あ
る
が
、
登
場
人
が
ど

こ
に
も
描
か
れ
て
い
な
い
そ
の
視
覚
は
、
読
者
を
瞬
間
に
し
て
窃
視
の
主
体

へ
と
転
じ
さ
せ
る
。

加
え
て
、
「女
学
生
」
を
取
り
巻

い
て
い
る
社
会
的
言
説
が
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
で
あ
る
が
為
に
、

そ
こ
に
は
女
学
生

（主
人
公
）
の
こ
と
さ
ら
強
調
さ
れ
た

「聖
性
」
を
暴
こ
う
と
す
る
心
理
が
、

現
実
と
虚
構
の
区
別
を
問
題
と
せ
ず
に
重
ね
ら
れ
て
い
く
。

菅
は

「
日
々
断
片
的
な
情
報
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
女
学
生
の

〈
堕
落
〉
と
い
う
醜
聞
が

一

貫
し
た
物
語
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
新
聞
小
説
と
し
て
の

『魔
風
恋
風
』
の
成
功
は
こ
の
読
者
の

関
心
を
と
ら
え
た
時
点
で
す
で
に
約
束
さ
れ
て
い
た
」
と
結
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
程
度
の
裸
体
挿
絵
は
、
『女
学
世
界
』
の

「家
庭
生
活
」
の
中
の
挿
絵

（明
治

三
十
七
年

一
月
号
）
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
窃
視
の
共
犯
者
と
な
る
読
者
を
男
性
だ

け
に
限
定
し
て
し
ま
う
の
は
無
理
が
あ
る

（図
⑥
）
。
『読
売
新
聞
』
の
読
者
の
ど
の
程
度
の
割
合

が
女
性
で
あ

っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
読
者
投
稿
欄
で
あ
る

「
ハ
ガ
キ
集
」
に
は
、
女
性
と
思

わ
れ
る
投
稿
も
多
数
あ
り
、
裸
体
挿
絵
に
対
す
る
嫌
悪
感
や
性
的
興
味
と
い
っ
た
反
応
は
掲
載
さ

れ
て
い
な
い
。

読
売
新
聞
の
新
聞
小
説
に
挿
絵
が
添
え
ら
れ
た
の
は
、
明
治
二
十
八
年

一
月

一
日
か
ら
連
載
さ

れ
た
尾
崎
紅
葉
の

「不
言
不
語
」
が
最
初
で
あ

っ
た
と
い
う
。
こ
の
挿
絵
の
導
入
は
社
内
か
ら
反

発
が
あ
り

一
回
限
り
に
終
わ

っ
た
が
、
他
紙
が
挿
絵
の
人
気
で
発
行
部
数
を
伸
ば
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
同
年
五
月

一
日
か
ら
連
載
さ
れ
た
田
山
花
袋

「笛
吹
川
」
に
挿
絵
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。

新
聞
小
説

へ
の
挿
絵
の
導
入
は
、
毎
日
更
新
さ
れ
る
絵
巻
物
の
よ
う
な
も
の
へ
と
そ
の
性
格
を

変
え
て
い
く
。
映
画
の
な
い
時
代
で
あ

っ
た
か
ら
、
今
日
で
い
う
と
こ
ろ
の
昼
の
連
続
テ
レ
ビ
ド

ラ
マ
に
近
い
役
割
を
担
う
こ
と
に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
窃
視
的
欲
望
を
喚
起
さ

せ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
間
う
べ
き
は
、
読
者
が
読
む
よ
り
も
前
に
挿
絵
に
目
を
奪
わ
れ
と
い

う
受
容
の
あ
り
方
の
変
化
で
あ
る
。
読
者
は
読
む
よ
り
も
ま
ず
、
挿
絵
を
見
、
そ
の
場
面
の
前
後

を
想
像
し
な
が
ら
、
昨
日
の
話
と
今
日
の
話
を
結
び
つ
け
る
。
線
形
的
な
読
み
を
強
い
る
テ
ク
ス

ト
は
、
挿
絵
の
後
に
受
容
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

挿
絵
か
ら
テ
ク
ス
ト
と
い
う
受
容
の
順
番
は
、
読
み
進
め
な
け
れ
ば
何
も
分
か
ら
な
い
刊
本
化

さ
れ
た
小
説
と
は
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
新
聞
小
説
の
読
者
は
、
こ
の
回
の
物
語
の
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
場
面
を
あ
ら
か
じ
め
知

っ
て
い
る
者
と
な
り
、
そ
れ
が
ま
た
作
品
と
読
者
と
の
共

犯
関
係
を
強
め
て
い
く
要
因
に
も
な
る
。
つ
ま
り
作
中
人
物
た
ち
の
知
ら
な
い
事
態
を
、
予
め
知

っ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
語
り
手
と
読
者
が
同
位
相
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

何
に
も
増
し
て
挿
絵
は

「
テ
ク
ス
ト
に
忠
実
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
大
田
三
郎
は
述
べ
て

い
る
。
し
か
し

「単
に
逐
次
的
に
、
文
字
の
外
形
を
そ
の
ま
ま
す
つ
か
り
絵
画
の
外
形
に
移
す
と

云
つ
た
や
う
な
無
意
義
な
忠
実
さ
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
」
と
付
言
し
、
テ
ー
マ
の
把
握
に
努

め
作
者
の
意
図
を
理
解
し
、
批
判
し
、
絵
画
的
機
能
を
吟
味
し
て
、
「
テ
ク
ス
ト
の
効
果
を
よ
り

有
機
的
に
強
調
せ
し
め
る
」
こ
と
を
挿
絵
の
役
割
だ
と
す
る
。

テ
ク
ス
ト
に
よ

っ
て
強
調
さ
れ
た
主
人
公
の
聖
性
は
、
挿
絵
の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
と
の
相
乗
効

果
に
よ

っ
て
女
学
生
の
理
想
像
を

つ
く
り
出
す
。
し
か
し
、
三
面
記
事
で
伝
え
ら
れ
る
堕
落
女
学

生
と
の
落
差
に
よ

っ
て
、
そ
の
反
作
用
と
し
て
堕
落
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
聖
性
は
暴
露

さ
れ
、
悲
劇
に
終
わ
る
運
命
が
あ
ら
か
じ
め
宿
命
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

尾
崎
士
郎
の

『明
治
堕
落
女
学
生
』
に
は
、
『魔
風
恋
風
』
の
挿
絵
と
の
連
関
が
描
か
れ
て
い
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て
興
味
深
い
。
主
人
公
の
女
学
生
が
男
か
ら
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
繰
り
返
し
読
み
、
机
の
上
に
置
こ

う
と
し
た
と
き
、
折
り
た
た
ん
で
あ

っ
た
読
売
新
聞
の

一
面
に
掲
載
さ
れ
て
い
た

『魔
風
恋
風
』

の
挿
絵
が
ふ
と
目
に
入
る
。
「挿
絵
を
見

つ
め
て
い
る
う
ち
に
、
美
代
は
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る

二
人
の
男
女
が
、
次
第
に
自
分
と
松
井
の
や
う
に
思
は
れ
て
き
た
」
と
語
り
手
は
い
う
。
こ
こ
で

は

『魔
風
恋
風
』
の
挿
絵
に
よ
る
視
覚
イ
メ
ー
ジ
が
虚
構
を
現
実
に
結
び

つ
け
る
媒
介
と
し
て
機

能
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

『魔
風
恋
風
』
が
未
曾
有

の
大
流
行
を
み
せ
た
要
因
に
つ
い
て
、
真
鍋
正
宏
は
小
説
の

「劇

化
」
、
す
な
わ
ち
演
劇
と
の
相
互
作
用
を
挙
げ
て
い
る
。
（明
治
三
十
八
年
三
月
、
「東
京
座
」
に

お
い
て
新
歌
舞
伎
と
し
て
初
演
さ
れ
た
。
）
真
鍋
に
よ
れ
ば
、
小
説
内
に
お
い
て

「登
場
人
物
の

会
話
を
盗
み
聞
く
」
「立
ち
聞
き
を
す
る
」
と
い
う
場
面
で
は
、
演
劇
の
手
法
で
あ
る

「ド
ラ
マ

チ
ッ
ク

・
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
の
効
果
が
す
で
に
演
劇
に
先
行
し
て
試
み
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
で
」

の
時
、
読
者
は
彼
ら
登
場
人
物

の
会
話
を
盗
み
聞
く
。
す
な
わ
ち
立
ち
聞
き
を
す
る
。
そ
の
た

め
、
読
者
だ
け
が
こ
の
初
野
自
身
の
立
ち
聞
き
の
事
実
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
演
劇
に

多
用
さ
れ
る
、
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク

・
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
典
型
的
な
手
法
の
効
果
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く

る
。
そ
こ
で
は
、
観
客
の
方
が
劇
中
人
物
よ
り
多
く
の
情
報
を
も

つ
て
い
る
の
で
、
劇
中
人
物
の

台
詞
に
、
当
事
者
以
上
に
観
客
の
方
が
ハ
ラ
ハ
ラ
さ
せ
ら
れ
る
。」
真
鍋
に
よ
れ
ば
、
流
行
小
説

に
お
け
る
語
り
の
構
造
に
は
演
劇
的
手
法
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
手
法
は
、
挿
絵
画
家
が
描
く
場
面
設
定
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
毎
回
本
文
に
添
え
ら
れ
る
挿
絵
に
は
、
そ
の
章
に
お
け
る
あ
る
場
面
が
具
体
的
な
視
覚
表

象
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
面
の
選
択
は
、
ま
さ
し
く
出
来
事
が
生
起
す
る
契
機
で

あ

っ
た
り
、
次
の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
動
的
な
場
面
で
あ

っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

演
劇
的
効
果
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
新
聞
挿
絵
の
構
図
は
、
確
か
に
舞
台
で
展
開
す
る

一

場
面
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
な
く
も
な
い
。
だ
が
よ
く
見
れ
ば
、
む
し
ろ
半
古
が
描
く
挿
絵
は
、

物
語
の
瞬
間
を
切
り
取

っ
た
と
い
っ
た
方
が
ぴ

っ
た
り
と
く
る
。
そ
れ
は
舞
台
の
場
面
よ
う
な
静

的
な
構
図
で
は
な
く
、
前
後
の
時
間
の
流
れ
を
感
じ
さ
せ
る
途
中
経
過
の
ご
と
き
映
像
で
あ
り
、

写
真
経
験

へ
の
連
関
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
。

確
か
に
、
新
聞
小
説
の
読
者
の
読
み
は
、
先
行
す
る
演
劇
、
歌
舞
伎
や
新
派
劇
の
受
容
経
験
を

解
読
コ
ー
ド
と
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
遠
近
法
が
援
用
さ
れ
た
構
図
を

基
本
と
し
な
が
ら
も
、
建
物
や
人
物
が
半
身
に
切
り
取
ら
れ
た
り
、
空
間
の
ト
リ
ミ
ン
グ
が
強
調

さ
れ
た
り
す
る
半
古
の
挿
絵
に
は
、
カ
メ
ラ
ア
イ
的
な
効
果
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま

た
観
察
者
の

「視
る
欲
望
」
を
強
く
誘
発
す
る
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
演
劇
な
ど
の

「見
栄
」
を

真
似
た
構
図
が
多
用
さ
れ
た

『金
色
夜
叉
』
の
挿
絵
と

『魔
風
恋
風
』
の
挿
絵
は
、　
一
見
同
じ
よ

う
な
挿
絵
に
見
え
る
が
、
そ
こ
に
は
表
現
上
の
あ
る
種
の
断
絶
が
あ
る
の
で
な
な
い
だ
ろ
う
か
。

五

「
ハ
ガ
キ
集
」

と
広
告
欄

新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
特
徴
は
、
そ
の
形
式
の

「
一
覧
性
」
に
あ
る
。
新
聞
は

一
般
に
活
字

メ
デ
ィ
ア
の
ご
と
く
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
が
、
線
形
的
読
み
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
書
物
と

は
異
な
り
、
ひ
と
つ
の
単
元
に
お
い
て
線
形
的
で
あ

っ
て
も
、
紙
面
全
体
に
お
い
て
は
モ
ザ
イ
ク

状
を
成
し
、
ど
の
単
元
か
ら
読
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
構
造
を
と
る
。

そ
う
し
た
断
片
的
な
形
式
で
あ
る
新
聞
が
読
者
の
前
に
置
か
れ
た
場
合
、
読
者
の
眼
差
し
は
第

一
に
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
の
題
字
や
見
出
し
に
向
け
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
見

出
し
の
よ
う
な
大
き
な
活
字
は
、
読
む
と
い
う
よ
り
も
見
る
と
い
つ
た
方
が
よ
い
。
挿
絵
が
あ
る

場
合
は
、
ま
ず
も

つ
て
眼
差
し
は
挿
絵
に
向
け
ら
れ
て
い
く
。
無
論
、
挿
絵
は
見
る
も
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
強
調
さ
れ
た
大
き
な
文
字
や
挿
絵
を
混
在
さ
せ
る
新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
、
活
字

メ
デ
ィ
ア
と
呼
ぶ
よ
り
も
、
視
覚
メ
デ
ィ
ア
と
呼
ん
だ
方
が
よ
り
そ
の
メ
デ
ィ
ア
の
性
格
に
合
致

し
て
い
る
。

ま
た
新
聞
に
は
報
道
記
事
が
日
々
更
新
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
事
と
な

っ
た
出
来
事
は
、
日

常
世
界
で
直
接
的
に
経
験
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
に
よ
る
二
次
的
受
容
経
験
で
あ
る

点
も
見
逃
せ
な
い
。
つ
ま
り
、
同

一
紙
面
上
に
掲
載
さ
れ
る
連
載
小
説
は
、
い
わ
ば
日
常
世
界
と

同
位
相
に
埋
め
込
ま
れ
た

「も
う
ひ
と

つ
の
現
実
」
と

い
う
性
格
を
帯
び
や
す
く
な
る
の
で
あ

る
。
社
会
的
言
説
と
小
説
の
言
説
が
ト
ポ
ロ
ジ
カ
ル
な
意
味
で
混
濁
す
る
新
聞
紙
面
は
、
そ
の
内

容
の
類
縁
性
が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
日
常
世
界
の
出
来
事
と
物
語
世
界
で
起
き
る
出
来
事
と

の
差
異
は
、
文
体
の
違
い
で
し
か
な
く
な

っ
て
く
る
。

こ
う
し
た
経
験
位
相
の
混
濁
は
、
読
者
投
稿
欄
と
し
て
設
け
ら
れ
た

「
ハ
ガ
キ
集
」
に
よ

っ
て

さ
ら
に
そ
の
度
合
い
を
進
め
て
い
く
。
物
語
世
界
と
読
者
の
日
常
世
界
を
結
び
つ
く
た
め
に
は
、
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記
事
だ
け
で
な
く
、
読
者
が
能
動
的
に
紙
面
に
参
加
す
る
仕
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
読
者

投
稿
欄
で
あ
る

「
ハ
ガ
キ
集
」
の
役
割
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
開
か
れ
た
言
説
空
間
で
あ
る

「
ハ

ガ
キ
集
」
に
お
い
て
、
読
者
は
、
現
実
と
虚
構
を
意
図
的
に
絢
い
交
ぜ
に
し
、
テ
ク
ス
ト
の
享
一受

者
か
ら
テ
ク
ス
ト
の
生
産
者

へ
と
立
場
を
変
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の

「
ハ
ガ
キ
集
」
に
寄
せ
ら
れ
た
投
書
に
は
、
最
初
は
、
作
者
に
関
す
る
も
の
、
作
中
人
物

に
関
す
る
も
の
が
多
か

っ
た
が
、
次
第
に
、
実
在

の
女
学
生
に
関
す
る
も

の
、
「当
世
百
人
娘
」

に
関
す
る
も
の
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
誰
か
の
投
稿
に
対
す
る
反
論
や
共
感
な
ど
の

様
々
な
意
見
が
続
々
と
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
る

″
読
者
共
同
体
″
が
形
成
さ

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
無
論
、
編
集
者
に
よ

っ
て
選
択
さ
れ
た
投
稿
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
投

稿
を
読
者
が
書

い
た
も
の
と
判
断
す
る
の
は
難
し
い
し
、
ま
た
、
話
題
作
り
の
た
め
の
加
筆
も
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
意
図
的
で
あ
れ
、
意
図
的
で
な
い
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
虚
構
と
現
実
の

区
別
は
さ
ほ
ど
大
き
な
問
題
と
さ
れ
な
い
ト
ポ
ス
が
生
成
さ
れ
て
い
た
様
子
を
伺
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
作
品
な
ら
び
に
女
学
生
に
関
連
す
る
投
稿
は
、
連
載
期
間
中
、
ほ
ぼ
毎
日
に
わ
た
り
掲

載
さ
れ
て
お
り
、
紙
面
で
見
る
限
り
、
そ
の
読
者
共
同
体
は
大
き
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
以

下
に
そ
の
ご
く

一
部
を
抜
粋
し
て
み
た
。

二
月
二
六
日

▲
天
外
君
の
魔
風
恋
風
出
た
さ
す
が
第

一
回
に
於
て
自
転
車
上
の
美
人
を
現
出
し
た
の
は
も
う
明

日
が
待
た
れ
る
、
所
で
形
見
の
弊
は
柳
浪
君
お
得
意
の
い
よ
い
よ
立
消
え
で
す
ね

（な
に
が
し
）

二
月
二
八
日

▲
心
も
と
な
く
待

つ
て
居
た
天
外
さ
ん
の
魔
風
恋
風
第
二
回
ま
で
拝
読
し
ま
し
た
さ
す
が
に
先
生

だ
け
あ
つ
て
、
筆
お
こ
し
の
巧
妙
な
る
に
は
感
服
し
ま
し
た
兎
に
角
そ
の
な
り
行
き
を
楽
し
ん
で

居
ま
す

（小
説
好
生
）

三
月
八
日

▲
魔
風
恋
風
は
日
毎
日
毎
に
面
白
く
な
り
て
実
に
翌
日
が
待
遠
で
た
ま
り
ま
せ
ん
で
す
か
ら
記
者

病
気
本
日
休
載
な
ど
言
ふ
語
の
出
ぬ
様
に
願
ひ
ま
す
る
、
天
外
君
よ
若
し
そ
ん
な
事
が
あ
る
と
僕

は
実
に
が
つ
か
り
す
る
ば
か
り
で
無
く
僕
の
知
る
友
人
も
が
つ
か
り
す
る
よ
、
序
に
天
外
君
よ

『
二
人
み
な
し
ご
』
の
後
篇
は
ど
う
し
ま
し
た

（神
田
願
望
生
）

三
月

一
一
日

▲
天
外
君
―
魔
風
恋
風
は
面
白
く
拝
読
し
ま
す
し
か
し
毎
日
掲
載
の
分
量
が
少
な
い
の
で
何
だ
か

物
足
り
な
い
様
な
気
が
す
る
何
卒
今

一
卜
奮
発
し
て
紙
面
の
許
す
限
り
せ
め
て
も

一
段
も
多
く
し

て
貰
ひ
度
い
も
の
で
す
、
お
願
ひ
だ
！

三
月

一
三
日

▲
十
人
十
色
と
云
ふ
か
ら
新
聞
掲
載
の
小
説
に
就
て
読
者
か
ら
種
々
な
注
文
の
出
る
の
も
無
理
の

な
い
事
だ
が
小
生
は
天
外
君
の
小
説
の
出
た
為
め
再
び
読
売
新
聞
の
読
者
と
な
つ
た
の
だ
文
学
趣

味
の
低
い
者
は
此
も
彼
も
所
謂
恋
愛
文
学
と
謂
ふ
だ
ら
う
が
日
本

一
の
文
学
新
聞
な
る
読
売
の
読

者
諸
君
は
宜
敷
作
の
展
開
を
待

つ
べ
し
だ

（八
重
垣
生
）

三
月

一
六
日

▲
佳
人
初
野
が
負
傷
は
上
腕
骨
外
科
頸
の
骨
折
な
り
と
い
へ
ば
言
ふ
ま
で
も
な
く
其
手
は
肘
関
節

を
九
十
度
の
屈
位
に
於
て
措
布
も
て
首
よ
り
保
持
さ
れ
て
あ
る
べ
き
に
か
の
半
古
君
の
挿
画
の
如

く
直
下
せ
し
め
お
く
は
終
生
の
奇
形
と
な
る
べ
し
ア
ア

（
一
匙
庵
）

三
月
二
〇
日

▲
天
外
さ
ん
、
御
願
で
す
か
ら
萩
原
さ
ん
を
堕
落
さ
せ
な
い
で
頂
戴
な
、
私
だ
ん
だ
ん
嫌
気
が
さ

し
て
来
た
わ
、
ね
、
ち
よ
い
と
、
よ
く
つ
て
？
私
本
当
に
心
配
な
の
、
（女
子
学
院
同
級
生
）

三
月
二

一
日

▲
婦
人
服
改
良
論
が
盛
で
あ

つ
た
頃
女
学
生
間
に
筒
袖
が
大
変
流
行
し
て
同
時
に
男
書
生
に
長
袖

が
流
行
し
た

つ
け
が
此
頃
は
ま
た
女
学
生
の
袴
が
長
く
な
つ
て
男
書
生
の
袴
が
短
か
く
な
つ
た
併

し
三
田
の
某
塾
の
は
皆
コ
ス
メ
チ
ツ
ク
で
テ
カ
テ
カ
さ
し
て
居
る

（
一
往

一
来
）

三
月
二
七
日

▲
僕
の
下
宿
の
隣
に
某
女
学
校
の
校
長
の
邸
が
あ
る
、
多
く
の
女
学
生
を
邸
内
に
置
い
て
監
督
を

し
て
居
る
の
だ
さ
う
で
時
々
八
釜
し
く
騒
が
れ
て
随
分
困
る
の
だ
が
、
殊
に
先
夜
の
如
き
は
三
十

幾
人
の
女
学
生
に
男
の
声
も
し
て
十
二
時
過
ぐ
る
ま
で
笑
ふ
、
歌
ふ
、
踊
る
、
拍
手
す
る
、
そ
の

騒
ぎ
と
い
つ
た
ら
実
に
言
語
道
断
で
、
眠
り
も
な
ら
ず
、
勉
強
は
無
論
出
来
ず
、
此
頃
試
験
中
の

僕
等
は
非
常
に
困
ら
せ
ら
れ
た
、
主
人
は
例
の
事
件
で
拘
留
中
と
の
こ
と

（蓬
莱
山
人
）

▲
魔
風
恋
風
も
次
第
に
面
白
相
だ
が
あ
の
殿
井
と
云
ふ
奴
は
丁
度
僕
の
や
う
な
男
と
見
へ
る
僕
も

こ
の
秋
か
ら
は
東
京

へ
出
る
筈
だ
が
女
学
生
の
諸
君
は
随
分
御
用
心
な
さ
ら
ぬ
と
危
険
だ
よ

（地
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方
風
俗
生
）

三
月
二
八
日

▲
余
の
女
学
生
を
嫌
ふ
理
由
を
数
ふ
れ
ば
外
面
に
自
粉
を
飾
り
視
線
の
達
せ
ざ
る
部
分
は
垢
だ
ら

け
な
る
こ
と
其
の

一
。
非
常
に
間
食
を
好
む
こ
と
其
の
二
。
若
き
紳
士
を
視
る
時
い
や
な
目
附
を

す
る
こ
と
其
の
三
。
こ
れ
を
要
す
る
に
今
の
女
学
生
の
品
性
は
、
下
宿
屋
の
お
さ
ん
と
比
較
し
て

姉
た
り
が
た
く
妹
た
り
が
た
し
。
暗
―

（白
堂
）

四
月
二
日

▲
今
の
女
学
生
の
傍
若
無
人
の
振
舞
に
は
殆
ど
閉
回
す
る
よ
其
の

一
二
の
例
を
挙
ぐ
れ
ば

（
一
）

人
の
家
を
覗
込
む
こ
と

（二
）
触
れ
て
な
ら
ぬ
も
の
に
触
れ
る
こ
と

（三
）
案
内
の
任
な
ど
に
当

る
も
の
は
時
に
意
外
の
赤
面
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る

（法
也
生
）

四
月
八
日

▲
日
本
橋
の
何
店
と
か
申
す
所
を
通
り
ま
す
と
三
四
人
の
女
学
生
が
子
供
を
遊
ば
せ
各
々
袖
の
中

よ
り
菓
子
を
出
し
て
食
べ
な
が
ら
私
等
や
他
の
人
の
姿
を
見
て
は
互
に
耳
打
ち
し
て
大
き
な
声
を

出
し
指
差
し
て
種
々
の
悪
口
を
申
し
て
居
り
升
よ
実
に
今
の
女
学
生
程
阿
婆
擦
者
は
あ
り
ま
せ
ん

（日
々
通
勤
女
子
）

四
月

一
〇
日

▲
東
吾
さ
ん
と
芳
江
さ
ん
と
は

一
緒
に
さ
せ
て
下
さ
い
な
今
日
の
話
だ
と
な
ん
だ
か
東
吾
様
が
マ

レ
ー
デ
を
拒
む
だ
様
だ
わ
、
芳
江
さ
ん
も
不
幸
な
人
ね
え
序
に
伺
ひ
ま
す
が
萩
原
さ
ん
の
病
気
は

如
何
で
す
か
永
く
休
む
と
操
行
点
に
関
係
し
ま
す
よ

（友
人
桃
江
）

四
月

一
一
日

▲
生
は
世
の
中
に
嫌
ひ
な
者
が
沢
山
あ
る
が
女
学
生
程
嫌
ひ
な
者
は
な
い
、
何
故
な
れ
ば
第

一
生

意
気
で
人
の
中
で
出
来
も
し
な
い
英
語
を
ベ
ラ
ベ
ラ
饒
舌
り
、
人
を
見
下
げ
白
粉
を
塗
り
、
一肩
を

怒
ら
し
て
歩
き
座
る
事
は
し
な
い
で
寝
転
ぶ
、
如
彼
人
を
妻
に
持
つ
紳
士
は
余
程
要
人
し
な
い
と

い
け
ま
せ
ん
よ

（晩
学
生
）

四
月

一
二
日

▲
此
頃
は
上
野
や
向
島
に
は
花
盛
り
だ
、
東
吾
の
君
も
両
手
に
花
と
云
ふ
お
安
く
な
い
品
物
を
控

へ
て
居
ま
す
ぜ
、
ぼ
ん
や
り
し
て
ゐ
る
と
魔
風
と
云
ふ
恐
し
い
風
に
ぱ
ら
ば
ら
と
吹
き
飛
ば
さ
れ

る
よ
、
東
吾
君
し
つ
か
り
と
や
り
給

へ
若
し
君
が
此
の
花
を
己
が
も

の
と
せ
ん
で
は
だ
め
だ
よ

（春
駒
生
）

四
月

一
三
日

▲
や
い
や
い
殿
井
の
色
餓
鬼
野
郎
何
人
の
許
可
を
得
て
己
が
所
の
可
愛
初
野
を
引
張
込
だ
、
人
が

見
え
ぬ
風
を
し
て
居
る
と
思
つ
て
馬
鹿
に
す
る
な
い

（助
公
）

四
月

一
五
日

▲
晩
学
兄
に
は
今
の
女
学
生
を
憎
し
む
事
頻
な
り
さ
れ
ど
兄
の
云
ふ
如
く
天
下
の
女
学
生
活
々
皆

取
る
に
足
ら
ざ
る
怠
惰
者
な
り
や
生
意
気
者
な
り
や
乞
ふ
寸
の
暗
黒
面
を
見
て
尺
の
光
明
界
を
迄

否
認
す
る
事
勿
れ

（鎌
倉
生
）

▲
近
頃
女
学
生
に
対
し
て
非
常
に
悪
口
を
い
ふ
人
た
ち
が
出
て
来
た
が
あ
れ
は
女
生
が
あ
ま
り
潔

白
で
堕
落
せ
る
彼
等
の
口
車
に
乗
ら
ぬ
の
で
あ
ら
う

（天
声
）

▲

一
昨
日
小
石
川
橋
上
を
十
四
歳
位
の
愛
ら
し
き
少
女
が
垂
髪
に
夏
帽
を
被
り
改
良
服
に
海
老
茶

袴
と
云
ふ
扮
装
で
太
く
過
し
き
馬
に
打
乗
り
巧
み
に
馬
を
駅
し
な
が
ら
後
よ
り
来
る
阿
母
さ
ん
ら

し
き
洋
装
の
婦
人
是
も
騎
馬
に
て
さ
も
愉
快
さ
う
に
談
笑
し
つ
つ
通
行
す
る
の
を
見
た
が
自
転
車

乗
り
の
ハ
イ
カ
ラ
式
部
も
是
を
見
て
は
顔
色
な
し
だ

（み
や
こ
）

四
月

一
七
日

▲
自
転
車
に
乗
る
人
を
厭
ひ
女
学
生
を
忌
む
は

一
種
の
嫉
妬
心
に
過
ぎ
な
い
と
想
ふ
何
方
も
多
少

ハ
イ
カ
ラ
的
な
る
は
免
れ
な
い
が
決
し
て
文
明
的
で
な
い
事
は
な
い
、
両
者
よ
常
に
慎
重
の
態
度

を
取
ら
ん
に
は
彼
等
の
非
難
は
な
か
ら
ん

（同
情
生
）

四
月
二
〇
日

▲
晩
学
君
が
女
学
生
を
生
意
気
と
云
ふ
の
は
無
理
は
な
い
君
の
住
む
二
三
丁
先
に
或
る
家
が
あ
る

其
所
に
二
人
娘
が
あ
る
け
れ
ど
皆
女
学
生
だ
実
に
君
の
云
ふ
如
き
女
だ

（ヒ
ナ
生
）

▲
天
外
さ
ん
初
野
さ
ん
を
苦
し
め
る
の
は
大
概
に
し
て
頂
戴
よ
昔
か
ら
美
人
は
薄
命
の
も
の
と
は

云
ひ
な
が
ら
妾
し
初
野
さ
ん
の
境
涯
を
察
じ
る
と
耐
ら
な
く
な
る
は
今
日
も
波
ち
や
ん
に
会
ふ
処

の

一
節
を
読
ん
で
妾
し
母
と
二
人
で
泣
い
て
よ

（駒
込
す
み
れ
子
）

四
月
二
五
日

▲
初
野
と
吉
兵
衛
と
の
争
に
て
大
に
感
動
し
た
僕
は
隣
に
父
が
情
欲
を
制
す
る
能
は
ざ
る
為
め
に

丁
度
萩
原
家
の
如
き
家
庭
を
作
り
出
し
た
家
が
あ
り
ま
す
が
何
も
知
ら
ざ
る
子
供
の
真
情
は
実
に

悲
惨
の
も
の
で
あ
る
鳴
呼
不
健
全
な
る
家
庭
に
あ
る
少
女
程
可
憐
の
も
の
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
僕
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も
お
波
嬢
に
同
情
の
念
溢
る
る
斗
り
だ

（上
州
の
青
年
）

四
月
二
六
日

▲
女
学
生
は

一
方
に
於
て
堕
落
し
た
か
ど
う
か
知
ら
ん
が
又
他
方
に
於
て
は
中
々
進
化
し
た
所
が

見
え
る
、
第

一
そ
の
髪
飾
に
就
て
彼
等
は
大
苦
心
の
も
の
で
洗
ひ
晒
せ
る
髪
を
束
ぬ
る
に
も
経
営

惨
惰
殊
に
そ
の
替
リ
ボ
ン
等
に
於
て
認
む
る
ハ
イ
カ
ラ
的
な
る
は
実
に
二
十
世
紀
的
女
性
と
し
て

目
す
る
に
足
る
も
の
だ

（ヒ
ド
ク
崇
拝
生
）

▲
近
頃
の
葉
が
き
集
で
は
魔
風
恋
風
の
初
野
に
同
情
を
寄
せ
る
も
の
が
多

い
や
う
で
す
が
初
野
以

上
に
憐
れ
な
も
の
は
乱
り
が
ま
し
い
殆
ど
言
語
道
断
な
風
習
を
以
て
自
ら
足
れ
り
と
し
て
居
る
不

潔
な
女
生
徒
の
間
に
僅
に
認
め
ら
れ
る
泥
中
の
清
い
蓮
の
花
の
そ
れ
ら
破
廉
恥
の
人
等
の
為
に
打

消
さ
れ
て
仕
舞
ふ
事
で
す

（な
に
子
）

五
月

一
六
日

▲
葉
書
集
全
廃
す
べ
し
此
頃
は
ヤ
レ
初
野
嬢
だ
と
か
東
吾
の
君
だ
の
と
云

つ
て
大
事
な
欄
を
閉
げ

る
の
は
実
に
遺
憾
だ
公
徳
上
或
は
実
業
上
有
益
な
る
記
事
の
み
を
掲
載
せ
ざ
る
以
上
は
此
欄
を
全

廃
せ
よ

（志
練
生
）

五
月
二
〇
日

▲
ゐ
び
茶
の
袴
と
い
ふ
と
芸
者
よ
り
堕
落
し
た
も
の
の
や
う
に
云
つ
て
居
り
ま
す
。
さ
う
で
せ
う

随
分
往
来
を
歩
く
と
紅
粉
翠
黛
で
盛
ん
に
恋
を
談
じ
て
行
く
の
が
あ
る
の
ね

（洗
ひ
髪
）

▲
魔
風
恋
風
よ
り
も
新
ら
し
き
家
の
方
が
派
手
だ
、
然
る
に
読
者
も
貴
社
新
聞
も
之
を
冷
遇
す
る

も
の
の
如
し
前
者
の
賛
辞
は
そ
の
辺
に
止
め
て
今
度
は
こ
の
評
を
し
や
う
ぢ
や
な
い
か

（さ
る

人
）五

月
二

一
日

▲
葉
書
集
全
廃
す
可
し
と
叫
ん
だ
志
練
生
よ
足
下
は
こ
の
欄
の
如
何
に
趣
味
あ
る
か
を
解
せ
ぬ
野

人
だ
読
者
が
初
野
嬢
に
同
情
あ
る
言
を
寄
せ
る
の
が
気
に
入
ら
ぬ
な
ら
宜
し
く
講
読
を
止
め
よ

（浪
華
に
て
郷
月
）

五
月
二
二
日

▲
当
世
百
人
娘
は
明
治
の
令
嬢
に
反
し
て

一
層
多
方
面
に
な
つ
た
の
は
嬉
し
い
殊
に
江
戸
式
な
る

日
本
橋
的
女
性
を
紹
介
す
る
に
到
つ
て
は
な
ほ
更
に
愉
快
に
愛
読
す
る

（抜
衣
紋
子
）

▲
百
人
娘
！
不
完
全
な
日
本
の
本
版
画
の
肖
像
で
は
い
か
な
美
人
も
醜
婦
に
見
え
ま
す
る
、
否
あ

れ
で
み
ん
な
本
文
の
告
げ
る
や
う
に
美
人
で
す
か
疑
は
し
い

（逆
光
線
生
）

五
月
二
五
日

▲
百
人
娘
は
東
京
の
如
き
隣
人
も
知
ら
ぬ
処
に
て
は
最
も
便
利
で
若
き
男
女
を
持
て
る
親
共
は
如

何
に
時
期
を
捉

へ
る
な
ら
ん
僕
も
今
年
外
国
に
渡
航
し
て
商
業
を
試
み
ん
と
欲
す
る
希
望
を
持
て

る
も
の
だ
が
独
立
不
覇
沈
重
に
し
て
冒
険
の
精
神
に
富
め
る
婦
人
を
得
る
事
は
出
来
ぬ
か
知
ら
ん

珂
々

（望
富
生
）

▲
当
世
百
人
娘
誠
に
面
白
く
毎
朝
拝
見
仕
居
候
御
社
探
偵
眼
の
性
格
な
る
今
更
に
は
無
之
候
が
感

謝
罷
在
候
尚
ほ
此
上
欲
を
申
せ
ば
肖
像
の
画
法
は
モ
ー
少
し
超
凡
に
願
ひ
度
候

（き
よ
子
）

▲
女
学
生
が
堕
落
す
る
の
は
女
学
生
自
身
の
罪
と
い
ふ
よ
り
周
囲
の
境
遇
が
悪
い
か
ら
だ
方
今
殿

井
的
の
ハ
イ
カ
ラ
書
生
が
到
る
処
女
学
生
を
つ
け
ね
ら
ツ
て
ゐ
る
僕
は
コ
ノ
小
説
を
読
ん
で

一
大

教
訓
を
得
た
天
外
先
生
シ
ツ
カ
リ
た
の
む
ぜ

（遠
慮
無
用
生
）

五
月
二
八
日

▲
当
世
百
人
娘
は
綿
上
の
華
だ
が
何
だ
か
余
り
煮
え
切
ら
な
い
書
き
方
で
す
ね

「と
云
ふ
事
だ
」

「と
の
評
判
」
「近
所
の
噂
」
な
ぞ
は
有
難
く
な
い

（竹
露
庵
）

▲
百
人
娘
ま
す
ま
す
面
白
し
、
要
す
る
に
山
の
手
の
令
嬢
は
田
舎
者
な
り
向
後
弥
江
戸
的
な
る
美

人
を
紹
介
せ
ら
れ
や

（結
綿
生
）

▲
当
世
百
人
娘
も
い
い
が
あ
れ
で
は
困
り
ま
す
の
ね
下
町
の
お
嬢
さ
ん
方
は
丸
で
芸
者
見
た
や
う

で
ソ
レ
は
粋
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
高
等
な
所
は
少
し
も
見
え
や
し
な
い
わ
妾
は
矢
張

「明
治
の
令

嬢
」
の
筆
法
と
方
針
を
採
り
ま
す
の
よ

（ゑ
び
子
）

六
月

一
日

▲
百
人
娘
も
好
い
が
僕
等
に
は
些
も
趣
味
を
感
じ
な
い
ナ
矢
張
洗
ひ
髪
を
リ
ボ
ン
に
結
ん
で
袴
の

裾
を

一
寸
持

つ
て
ツ
カ
ツ
カ
大
股
に
歩
く
ヒ
ロ
イ
ン
の
方
が
頼
も
し
い

（書
生
）

六
月
二
日

▲
初
野
嬢
は
近
来
少
し
く
変
に
な

つ
て
馬
鹿
殿
井
を
好
む
様
に
な
つ
て
来
た
、
余
は
恐
る
此
の
小

説
は
天
外
氏
の
先
著
は
や
り
う
た
の
如
く
初
野
嬢
が
堕
落
せ
ざ
る
か
を
そ
し
て
若
し
初
野
嬢
が
堕

落
す
れ
ば
余
は
天
外
氏
を
人
類
の
仲
間
に
置
か
ず
又
同
時
に
読
売
新
聞
を
読
ま
ず
と
決
心
し
た

（心
配
生
）

六
月
二
三
日
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▲
上
野
の
図
書
館
に
殆
ん
ど
毎
日
自
転
車
で
通
ふ
女
学
生
が
あ
る
、
あ
の
下
髪
の
具
合
中
々
優
美

ぢ
や
、
僕
は
見
る
度
毎
に
初
野
嬢
の
こ
と
を
思
ひ
出
す
御
気
を
附
け
な
さ
い
人
込
の
所

へ
行
く
の

は
初
野
さ
ん
の
様
に
自
転
車
か
ら
お
ち
る
と
悪
い
か
ら

（心
痛
生
）

六
月
二
四
日

▲
き
の
ふ
初
野
さ
ん
で
は
し
た
た
か
泣
か
せ
ら
れ
ま
し
た
、
何
と
云
ふ
薄
命
な
方
で
せ
う
天
外
さ

ん
も
い
い
加
減
に
し
て
下
さ
い
な
私
昨
夜
余
り
心
配
し
て
そ
れ
は
そ
れ
は
恐
ろ
し
い
夢
を
み
ま
し

た
東
吾
様
も
ゆ
る
し
て
や
つ
て
下
さ
い
ま
し

（熱
心
女
）

▲
妾
は
口
惜
し
く
つ
て
よ
、
女
学
生
は
や
れ
ど
う
の
、
こ
う
の
つ
て
…
…
真
個
に

一
寸
し
た
こ
と

で
も
、
直
ぐ
か
れ
こ
れ
云
は
れ
る
ん
で
す
も
の
、　
一
人
が
さ
う
だ
か
ら
皆
が
さ
う
だ
と
云

へ
な
い

わ
、
男
の
方
だ
つ
て
、
や
れ
大
学
だ
の
何
ん
の
つ
て
大
き
な
事
ば
か
り
云
つ
て
居
る
人
が
家
で
は

ト
ラ
ン
プ
外
で
は
テ
ニ
ス
に
狂
つ
て
机
の
上
に
は
新
聞
紙
に
雑
誌
ば
か
り
教
科
書
な
ん
か
は
隅
の

方
に
小
さ
く
な
つ
て
居
る
ん
で
す
も
の
…
…
世
間
で
は
こ
ん
な
も
の
を
矯
正
し
な
い
で
妾
等
ば
か

り
を
…
…
そ
れ
は
偏
頗
と
云
ふ
も
ん
だ
わ

（あ
さ
ひ
子
）

七
月
二
日

▲
連
日
の
百
人
娘
、
何
れ
も
お
奇
一麗
な
方
計
り
だ
が
、
惜
い
事
に
は
、
誰
方
も
年
不
相
応
に
老
け

て
お
出
の
様
で
、
十
八
の
新
造
が
二
十
六
七
の
中
年
増
に
見
え
る
事
が
あ
る
、
ま
さ
か
老
け
て
見

え
る
お
方
計
り
を
選
た
訳
で
も
有
る
ま
い
大
方
肖
像
の
写
し
が
悪

い
の
で
せ
う
か
ら
諸
令
嬢
に
代

り
て
謹
で
も
少
し
若
々
し
く
、
切
め
て
年
相
応
に
は
見
え
る
様
に
写
し
て
貰
ひ
た
う
存
じ
ま
す

（青
葉
若
葉
）

七
月
三
日

▲
当
世
百
人
娘
よ
き
御
考
案
毎
日
楽
し
み
に
拝
見
致
ま
す
尚
ほ
望
む
ら
く
は
二
十
歳
以
上
の
娘
を

も
御
掲
載
被
下
ま
せ
ん
か
実
際
そ
れ
に
よ
り
て
得
る
利
益
は
寧
ろ
十
五
才
十
六
才
の
人
よ
り
多
か

る
べ
し
と
存
じ
ま
す
若
そ
れ
に
よ
り
て
家
庭
の
愛
花
を
得
る
こ
と
も
あ
ら
ば
実
に
幸
福
と
思
い
ま

す

（和
以
敬
生
）

▲
初
野
嬢
と
芳
江
嬢
の
今
後
の
運
命
は
如
何
に
な
り
行
く
に
や
と
考

へ
来
れ
ば
余
は
心
緒
九
回
す

る
ア
ア
愛
の
神
よ
恋
の
神
よ
希
く
は
作
家
先
生
の
枕
神
に
立
つ
て
此
の
後
両
嬢
を
苦
し
め
ぬ
様
に

な
さ
し
め
給

へ

（ト
ナ
リ
の
男
）

七
月
八
日

▲
ち
よ
い
と
読
売
の
記
者
さ
ん
今
御
披
露
中
の
百
人
娘
さ
ん
が
終

つ
た
ら
こ
ん
ど
は
殿
方
の
中
で

秀
才
の
方
々
を
掲
載
し
て
頂
戴
な
姫
方
の
も
中
々
興
が
深
い
け
ど
…
…
殿
方
の
方
も
…
…
あ
ら
美

男
子
な
ん
て
言
は
し
な
い
わ
、
い
や
な
人
だ
わ
ね
え
…
…

（女
学
生
）

最
後
に
、
『魔
風
恋
風
』
の
連
載
期
間
に
お
け
る

『読
売
新
聞
』
紙
上
の

「広
告
欄
」
に
つ
い

て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
連
載
期
間
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
広
告

を
拾
い
出
し
て
み
る
と
、
「自
転
車
」
「化
粧
品
」
「香
水
」
「
日
用
品
」
「婦
人
薬
」
「女
学
校
の
学

生
募
集
」
な
ど
が
散
見
で
き
る

（図
③
）
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
ご
く

一
般
的
な
新
聞
広
告
の
体

裁
を
と

っ
て
お
り
、
連
載
小
説
と
の
直
接
的
な
連
関
性
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
つ
ま
り
、
広

告
の
表
現
に
、
『魔
風
恋
風
』
の
内
容
と
リ
ン
ク
し
、
相
乗
効
果
を
狙

っ
た
意
図
が
見
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
「
ハ
ガ
キ
集
」
に
は
女
学
生
の
投
稿
と
思
わ
れ
る
投
稿

が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
社
会
に
急
増
し
た
女
学
生
が

『読
売
新
聞
』
の
読
者
層
の

一
角
を

担

っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
い
。
広
告
の
表
現
に

『魔
風
恋
風
』
の
影
響
が
見
ら
れ
な
い

の
は
、
お
そ
ら
く
、
存
在
と
し
て
は
目
立

っ
て
い
た
女
学
生
た
ち
で
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
消
費
者

と
し
て
は
未
成
熟
な
の
で
あ
り
、
広
告
の
直
接
的
な
訴
求
対
象
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
広
告
的
で
あ

っ
た
の
は
、
む
し
ろ
新
聞
広
告
欄
よ
り
も
、
テ
ク
ス

ト
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
『魔
風
恋
風
』
の
刊
本
化
の
折
に
は
、
女
学
生
雑
誌
の
代
表

で
あ
る
博
文
館
の

『女
学
世
界
』
（明
治
三
十
七
年

一
月

一
日
号
）
に
、
以
下
の
よ
う
な
コ
ピ
ー

と
共
に
出
版
広
告
が
出
稿
さ
れ
て
い
る

（図
⑨
）
。

▲
魔
風
恋
風
　
は
写
実
小
説
な
り
恋
愛
小
説
な
り
明
治
文
壇
未
曾
有
の
大
作
な
り

▲
魔
風
恋
風
　
は
女
学
生
界
の
写
生
画
な
り
活
き
た
る
明
治
の
風
俗
志
な
り

▲
魔
風
恋
風
　
の
文
章
は

一
句

一
辞
悉
く
良
金
美
玉
な
り
言
文

一
致
の
文
章
軌
範
な
り

▲
魔
風
恋
風
　
の
会
話
は
現
代
新
言
語
の
蓄
音
機
な
り
言
語
に
意
を
用
る
者
の
参
考
書
也

▲
魔
風
恋
風
　
は
無
限
の
詩
趣
に
富
ん
で
内
に
深
奥
の
理
想
を
寓
す
甚
だ
庭
の
読
書
家
に
適

す
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小
説
内
容
そ
の
も

の
が
、
「女
学
生
界

の
写
生
画
」
で
あ
り
、
ア
ム
話
は
現
代
新
言
語

の
蓄
音

機
」
、
「参
考
圭
星

で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
の
出
版
広
告
は
、
『魔
風
恋
風
』
が

い
か
に
ト
レ
ン
デ

ィ
で
あ
る
か
を
扇
動
的
に
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
三
十
年
代
に
お
い
て
最
も
オ
シ
ャ

レ
で
、
最
も
新
し
い
小
説
が

『魔
風
恋
風
』
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
悲
劇
の
主
人
公
は
、
読
者

自
身

の
分
身
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
「
開
か
れ
た
小
説
」
と
し
て

『魔
風
恋
風
』
を
再
読
す
れ
ば
、

消
費

の
記
号
に
あ
ふ
れ
た
テ
ク
ス
ト
自
体
が
、
作
者

の
意
図
を
越
え

て
、
ま
さ
し
く

「広
告
」
的

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と

い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

江ヽ‐１‐
　
マ
ー
シ
ャ
ル

・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン

『
メ
デ
ィ
ア
論
』
み
す
ず
董
房
　
一
九
八
七
年

閉
　
小
杉
天
外

『魔
風
恋
風
』

春
陽
堂
　
明
治
三
十
六
年

間
　
本
田
和
子

『女
学
生
の
系
譜
　
彩
色
さ
れ
る
明
治
』
青
土
社
　
一
九
九
〇
年
七
月

田
　
稲
垣
恭
子

「明
治
の

「堕
落
」
女
学
生
」
（柴
野
昌
山
編

『文
化
伝
達
の
社
会
学
』
世
界
思
想
社
　
一
一

〇
〇

一
年
五
月
　
所
収
）

岩
田
秀
行

「
「海
老
茶
式
部
」
孜
　
あ
る
い
は
川
柳
的
視
点
に
よ
る
明
治
三
十
年
代
女
学
生
論
」
国
文

学
　
一一一一呈
田と
文
芸
　
八
六
号
　
昭
和
五
十
三
年
六
月
　
大
塚
国
語
国
文
学
会
　
所
収
）

高
木
健
夫

『新
聞
小
説
史
　
明
治
編
』
国
書
刊
行
会
　
昭
和
四
十
九
年

坪
内
逍
遥

「新
聞
紙
の
小
説
」
『読
売
新
聞
』
明
治
二
十
三
年

一
月
十
七
、
十
八
日
所
載
　
逍
邊
選
集

別
冊
第
三

田
中
康
夫

『な
ん
と
な
く
ク
リ
ス
タ
ル
』
河
出
書
房
新
社
　
一
九
八

一
年

一
月

菅
聡
子

『
メ
デ
ィ
ア
の
時
代
　
明
治
文
学
を
め
ぐ
る
状
況
』
双
文
社
出
版
二
〇
〇

一
年
十

一
月

大
田
三
郎
他

『挿
絵
の
描
き
方
』
崇
文
堂
　
昭
和
九
年
五
月

尾
崎
士
郎

『明
治
堕
落
女
学
生
』
新
潮
社
　
昭
和
三
十
年
十
月

真
鍋
正
宏

『
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
ゆ
く
え
　
明
治
大
正
の
流
行
小
説
』
翰
林
書
房
　
一
一〇
〇
〇
年
二
月

高
等
女
学
校
の
学
生
数
は
明
治
二
十
年
代
に
は
公
立

・
私
立
学
校
が
ほ
ぼ
同
数
ず
つ
、
合
わ
せ
て
三

千
人
程
度
で
あ

っ
た
が
、
Ｔ
星
寸
女
学
校
令
」
が
公
布
さ
れ
る
明
治
三
十
二
年
に
は
総
数
九
千
人
弱
と
な

っ
た
。
そ
れ
が
明
治
三
十
四
年
に
は

一
万
七
千
人
、
三
十
六
年
に
は
二
万
五
千
人
、
四
十
年
に
は
四
万

人
、
明
治
末
年
に
は
七
万
五
千
人
と
い
う
数
に
達
し
て
い
る
。

『女
学
世
界
』
第
四
巻
　
博
文
館
　
明
治
三
十
七
年

　
一
月

一
日
号
　
広
告

(13)(12)(11)(10(9)(8) (7)(6)
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馬場 伸彦 :小杉天外『魔風恋風』をめぐるメデイア的 トポス

1,力tに 1贅農内tう ヤニ茅

▲図① :『風俗画報』(明 治四十年六月二十五日)に描かれた海老茶袴の女学生。

▲図② 三『風俗画報』 (明 治三十七年一月一日)

に描かれたハイカラ女学生。

▲図③ :絵 はがきにあらわれた自転車にのる女学
生。(ポ ーラ文化研究所編『幕末明治美人

帖』新人物往来社 平成十三年三月より)

▲図④ :『読売新聞』 (明 治三十六年二

月二十五日)、 『魔風恋風』挿
絵 (梶田半古)よ り。

▲図⑤ :『読売新聞』 (明 治三十六年
三月十四日)、

『魔風恋風』
挿絵 (梶田半古)よ り。

▲図⑥ :『女学世界』 (明 治三十七年一月

号)挿絵 (作者不詳)よ り。
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▲図⑦ :『読売新聞』「当世百人娘」(作者不詳)よ り。おそらく肖像写真からトレースしたものだろう。

▲図③ :連載期間における『読売新聞』の広告の一例。
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(93) 馬場 伸彦 三小杉天外『魔風恋風』をめぐるメデイア的トポス

▲図⑨ :『女学世界』第四巻 博文館 明治三十七年一月一日号より。

A novel and a reader,consideration of relations in the media

BABA Nobuhiko

Abstract: The research on“ Inakazekoikaze''in a study of Japanese literaturc has been substantially made from

two aspects.The one is to think about its contents as a best seller novel in the Metti era. The other is to con―

sider the social background of``a girl student"in the erao However,a conventional study method is fraught with

danger to nliss the essence of “makazekoikaze".

Ncedless to say,this novel was a serial story in a newspaper,and it was made updated every day in the me―

dia of a newspaper. There were various general news, articles and advertisements around the story. Therefore

the each text of a serial story in a newspaper is what is produced everyday newly.

This report does not assume“ Inakazekoikaze"to be an independent novel.My purpose is to exanline the me―

dia where a novel appeared and the influcnce with the context around the newspaper。


