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武
蔵
野
大
学
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
模
擬
授
業
（
文
学
部
日
本
文
学
文
化
学
科
） 

配
布
資
料 

〝
自
分
だ
け
の
本
棚
〟
を
つ
く
ろ
う 

山
路
敦
史
（
武
蔵
野
大
学
文
学
部
日
本
文
学
文
化
学
科
） 

  

Ⅰ 
 

リ
ン
ク
す
る
本
た
ち 

  

【１
】平
野
啓
一
郎
『本
の
読
み
方―

―

ス
ロ
ー
・リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
実
践
』（二
〇
〇
六
年
、
Ｐ
Ｈ

Ｐ
研
究
所
）、
引
用
は
Ｐ
Ｈ
Ｐ
文
庫
版
（二
〇
一
九
年
） 

 
 

私
が
読
書
に
の
め
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
一
四
歳
の
と
き
に
読
ん
だ
三
島
由
紀
夫

の
『
金
閣
寺
』
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
今
に
し
て
思
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
「
な
ん
だ
こ
り
ゃ
？
」
的
な
衝

撃
で
、
ど
こ
ま
で
内
容
が
理
解
で
き
た
か
も
怪
し
い
も
の
だ
っ
た
が
、
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
私

は
ひ
ど
く
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
の
だ
と
思
う
。［…

］ 

『
金
閣
寺
』
シ
ョ
ッ
ク
の
あ
と
、
私
は
し
ば
ら
く
、
三
島
の
本
ば
か
り
を
読
み
あ
さ
り
、
気
が
つ
け

ば
す
っ
か
り
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
に
、
今
度
は
、
彼
が
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
言

及
し
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
作
家
の
こ
と
が
気
に
な
り
始
め
た
。
た
と
え
ば
、
彼
が
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

が
好
き
だ
と
言
う
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
マ
ン
を
読
ん
で
み
よ
う
と
思
う
。
マ
ン
を
読
む
と
、
今
度
は
ゲ

ー
テ
の
話
が
出
て
く
る
。
そ
れ
で
、
次
は
ゲ
ー
テ
。
す
る
と
今
度
は
、
シ
ラ
ー
が
出
て
く
る
。
そ
れ

じ
ゃ
あ
シ
ラ
ー…

…

と
、
そ
の
連
鎖
は
続
い
て
い
く
。
ま
た
、
三
島
が
別
の
と
こ
ろ
で
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
に
つ
い
て
何
か
書
い
て
い
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
読
む
と
、
次
は
ゴ
ー
ゴ
リ…

…
等
々
。

三
島
は
そ
の
意
味
で
、
ま
さ
し
く
私
に
と
っ
て
読
書
の
道
順
を
示
し
て
く
れ
た
「
保
護
者
」
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
三
島
が
影
響
を
受
け
た
様
々
な
作
家
の
小
説
を
読
ん
だ
あ
と
、
も
う
一
度
、
『
金
閣
寺
』

を
は
じ
め
と
す
る
彼
の
作
品
を
読
み
返
す
と
、
最
初
に
読
ん
だ
と
き
よ
り
も
、
は
る
か
に
よ
く
、
そ

の
内
容
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
私
は
ひ
ど
く
う
れ
し
か
っ
た
。 

 
 

そ
の
う
ち
に
、
三
島
を
通
じ
て
出
会
っ
た
別
の
作
家
の
ほ
う
に
む
し
ろ
の
め
り
込
む
よ
う
に
な
っ

た
り
し
て
、
今
度
は
自
分
の
読
書
の
偏
り
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
矯
正
す
る
よ
う
な
本
選
び
を
心
が
け

る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 
 

そ
う
し
た
こ
と
を
通
じ
て
、
私
は
読
書
の
喜
び
を
知
り
、
自
分
の
好
き
嫌
い
を
知
っ
た
、
し
か
し
、

そ
れ
以
上
に
学
ん
だ
こ
と
は
、
あ
る
作
家
の
あ
る
一
つ
の
作
品
の
背
後
に
は
、
さ
ら
に
途
方
も
な
く

広
大
な
言
葉
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ど
の
一
つ
の
連
鎖
が
欠
落
し
て
い
て

も
、
そ
の
作
品
は
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
言
葉
と
い
う
も
の

は
、
地
球
規
模
の
非
常
に
大
き
な
知
の
球
体
で
あ
り
、
そ
の
ほ
ん
の
小
さ
な
一
点
に
光
を
当
て
た
も

の
が
一
冊
の
本
と
い
う
存
在
で
は
な
い
か
と
思
う
。
一
つ
の
作
品
を
支
え
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
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の
文
学
や
哲
学
、
宗
教
、
歴
史
な
ど
の
膨
大
な
言
葉
の
積
み
重
ね
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
き
、
私

た
ち
は
、
本
を
「
先
へ
」
と
早
足
で
読
み
進
め
て
い
く
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
奥
へ
」
と
よ
り
深

く
読
み
込
ん
で
い
く
と
い
う
ふ
う
に
発
想
を
転
換
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？ （

８３
～
８６
ペ
ー
ジ
） 

 

【２
】三
浦
し
を
ん
『
舟
を
編
む
』（二
〇
一
一
年
、
光
文
社
） 

「
辞
書
は
、
言
葉
の
海
を
渡
る
舟
だ
」 

 
 

魂
の
根
幹
を
吐
露
す
る
思
い
で
、
荒
木
は
告
げ
た
。
「
ひ
と
は
辞
書
と
い
う
舟
に
乗
り
、
暗
い
海

面
に
浮
か
び
あ
が
る
小
さ
な
光
を
集
め
る
。
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
で
、
正
確
に
、
思
い
を
誰

か
に
届
け
る
た
め
に
。
も
し
辞
書
が
な
か
っ
た
ら
、
俺
た
ち
は
茫
漠
と
し
た
大
海
原
を
ま
え
に
た
た

ず
む
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
」 

「
海
を
渡
る
に
ふ
さ
わ
し
い
舟
を
編
む
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
２７
ペ
ー
ジ
） 

  

【３
】森
見
登
美
彦
『夜
は
短
し
歩
け
よ
乙
女
』（二
〇
〇
六
年
、
角
川
書
店
） 

「
あ
ん
た
が
さ
っ
き
見
て
た
本
た
ち
だ
っ
て
、
そ
う
だ
な
。
つ
な
げ
て
み
よ
う
か
」 

「
や
っ
て
み
ろ
」 

「
最
初
に
あ
ん
た
は
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
全
集
を
見
つ
け
た
。
著
者
の
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
は

Ｓ
Ｆ
と
言
う
べ
き
『
失
わ
れ
た
世
界
』
を
書
い
た
が
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ

ル
ヌ
の
影
響
を
受
け
た
か
ら
だ
。
そ
の
ヴ
ェ
ル
ヌ
が
『
ア
ド
リ
ア
海
の
復
讐
』
を
書
い
た
の
は
、
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ
マ
を
尊
敬
し
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
デ
ュ
マ
の
『
モ
ン
テ
・
ク
リ
ス
ト
伯
』

を
日
本
で
翻
案
し
た
の
が
、
「
萬
朝
報
」
を
主
宰
し
た
黒
岩
涙
香
。
彼
は
「
明
治
バ
ベ
ル
の
塔
」
と

い
う
小
説
に
作
中
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
の
小
説
の
作
者
山
田
風
太
郎
が
『
戦
中
派
闇
市
日
記
』

の
中
で
、
た
だ
一
言
「
愚
作
」
と
述
べ
て
、
斬
っ
て
捨
て
た
小
説
が
「
鬼
火
」
と
い
う
小
説
で
、
そ

れ
を
書
い
た
の
が
横
溝
正
史
。
彼
は
若
き
日
「
新
青
年
」
と
い
う
雑
誌
の
編
集
長
だ
っ
た
が
、
彼
と

腕
を
組
ん
で
「
新
青
年
」
の
編
集
に
た
ず
さ
わ
っ
た
編
集
者
が
、
『
ア
ン
ド
ロ
ギ
ヌ
ス
』
の
渡
辺
温
。

彼
は
仕
事
で
訪
れ
た
神
戸
で
、
乗
っ
て
い
た
自
転
車
が
電
車
と
衝
突
し
て
死
を
遂
げ
る
。
そ
の
死
を

「
春
寒
」
と
い
う
文
章
を
書
い
て
追
悼
し
た
の
が
、
渡
辺
か
ら
原
稿
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
谷
崎
潤
一

郎
。
そ
の
谷
崎
を
雑
誌
上
で
批
判
し
て
、
文
学
上
の
論
争
を
展
開
し
た
の
が
芥
川
龍
之
介
だ
が
、
芥

川
は
論
争
の
数
カ
月
後
に
自
殺
を
遂
げ
る
。
そ
の
自
殺
前
後
の
様
子
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
の
が
、

内
田
百
閒
の
『
山
高
帽
子
』
で
、
そ
う
い
っ
た
百
閒
の
文
章
を
賞
賛
し
た
の
が
三
島
由
紀
夫
。
三
島

が
二
十
二
歳
の
時
に
会
っ
て
、
『
僕
は
あ
な
た
が
嫌
い
だ
』
と
面
と
向
か
っ
て
言
っ
て
の
け
た
相
手

が
太
宰
治
。
太
宰
は
自
殺
す
る
一
年
前
、
一
人
の
男
の
た
め
に
追
悼
文
を
書
き
、
『
君
は
、
よ
く
や

っ
た
』
と
述
べ
た
。
太
宰
に
そ
う
言
わ
れ
た
男
は
結
核
で
死
ん
だ
織
田
作
之
助
だ
。
そ
ら
、
彼
の
全

集
を
あ
そ
こ
で
読
ん
で
い
る
人
が
あ
る
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
１０５
～
１０６
ペ
ー
ジ
） 
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Ⅱ 
 

宮
崎
駿
は
『草
枕
』
を
ど
う
読
ん
だ
の
か
？ 

 

【４
】半
藤
一
利
・宮
崎
駿
『半
藤
一
利
と
宮
崎
駿
の
腰
ぬ
け
愛
国
談
義
』（二
〇
一
三
年
、
文
春

ジ
ブ
リ
文
庫
） 

宮
崎 

え
え
、
ほ
ん
と
に
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
ぼ
く
、
『
草
枕
』
が
大
好
き
で
、
飛
行
機
に
乗

ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
き
は
必
ず
あ
れ
を
持
っ
て
い
く
ん
で
す
。
ど
こ
か
ら
で
も
読
め
る
と
こ
ろ
も

好
き
な
ん
で
す
。
終
わ
り
ま
で
行
っ
た
ら
、
ま
た
適
当
な
と
こ
ろ
を
開
い
て
読
ん
で
り
ゃ
い
い
。
ぼ

く
は
ほ
ん
と
う
に
、『
草
枕
』
ば
か
り
読
ん
で
い
る
人
間
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
笑
） 

 

（
１６
ペ
ー
ジ
） 

  【５
】
夏
目
漱
石
「
草
枕
」
」
（
『
新
小
説
』
一
九
〇
六
年
九
月
）
、
引
用
は
新
潮
文
庫
版
（
二
〇
〇

二
年
改
版
） 

①
汽
車
程
二
十
世
紀
の
文
明
を
代
表
す
る
も
の
は
あ
る
ま
い
。
何
百
と
云
う
人
間
を
同
じ
箱
へ
詰
め
て

轟
と
通
る
。
情
け
容
赦
は
な
い
。
詰
め
込
ま
れ
た
人
間
は
皆
同
程
度
の
速
力
で
、
同
一
の
停
車
場
へ

と
ま
っ
て
そ
う
し
て
、
同
様
に
蒸
気
の
恩
沢
を
浴
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
は
汽
車
へ
乗
る
と
云
う
。
余

は
積
み
込
ま
れ
る
と
云
う
。
人
は
汽
車
で
行
く
と
云
う
。
余
は
運
搬
さ
れ
る
と
云
う
。
汽
車
程
個
性

を
軽
蔑
し
た
も
の
は
な
い
。
文
明
は
あ
ら
ゆ
る
限
り
の
手
段
を
つ
く
し
て
、
個
性
を
発
達
せ
し
め
た

る
後
、
あ
ら
ゆ
る
限
り
の
方
法
に
よ
っ
て
こ
の
個
性
を
踏
み
付
け
様
と
す
る
。 

（
１７４
ペ
ー
ジ
～
１７５
ペ
ー
ジ
） 

② 

個
人
の
嗜
好
は
ど
う
す
る
事
も
出
来
ん
。
然
し
日
本
の
山
水
を
描
く
の
が
主
意
で
あ
る
な
ら
ば
、

吾
々
も
亦
日
本
固
有
の
空
気
と
色
を
出
さ
ね
ば
な
ら
ん
。
い
く
ら
仏
蘭
西
の
絵
が
う
ま
い
と
云
っ
て
、

そ
の
色
を
そ
の
ま
ま
に
写
し
て
、
こ
れ
が
日
本
の
景
色
だ
と
は
云
わ
れ
な
い
。 

 
 

（
１５２
ペ
ー
ジ
） 

  

【６
】
夏
目
漱
石
「
余
が
『
草
枕
』
」（
『
文
章
世
界
』
一
九
〇
六
年
一
一
月
）、
引
用
は
『定
本
漱
石

全
集
』第
二
五
巻
（二
〇
一
八
年
、
岩
波
書
店
） 

① 

私
の
『
草
枕
』
は
、
こ
の
世
間
普
通
に
い
ふ
小
説
と
は
全
く
反
対
の
意
味
で
書
い
た
の
で
あ
る
。

唯
だ
一
種
の
感
じ―

―

美
く
し
い
感
じ
が
読
者
の
頭
に
残
り
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
以
外
に
何
も

特
別
な
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
プ
ロ
ッ
ト
も
無
け
れ
ば
、
事
件
の
発
展
も
な
い
。 

（
２３０
ペ
ー
ジ
） 

② 

だ
か
ら
、
事
件
の
発
展
の
み
を
小
説
と
思
う
者
に
は
、『
草
枕
』
は
分
ら
ん
か
も
知
れ
ぬ
。
面
白

く
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
構
つ
た
こ
と
で
は
な
い
。
私
は
唯
、
読
者
の
頭
に
、
美

く
し
い
感
じ
が
残
り
さ
へ
す
れ
ば
、
そ
れ
で
満
足
な
の
で
、
も
し
『
草
枕
』
が
、
こ
の
美
く
し
い
感

じ
を
全
く
読
者
に
与
え
得
な
い
と
す
れ
ば
、
即
ち
失
敗
の
作
、
多
少
な
り
と
も
与
へ
ら
れ
る
と
す
れ

ば
、
即
ち
多
少
の
成
功
を
し
た
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
２３０
～
２３１
ペ
ー
ジ
） 
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【７
】漱
石
「草
枕
」 

「
西
洋
の
本
で
す
か
、
難
し
い
事
が
書
い
て
あ
る
で
し
ょ
う
ね
」 

「
な
あ
に
」 

「
じ
ゃ
何
が
書
い
て
あ
る
ん
で
す
」 

「
そ
う
で
す
ね
。
実
は
わ
た
し
に
も
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
」 

「
ホ
ホ
ホ
ホ
。
そ
れ
で
御
勉
強
な
の
」 

「
勉
強
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
只
机
の
上
へ
、
こ
う
開
け
て
、
開
い
た
所
を
い
い
加
減
に
読
ん
で
る
ん

で
す
」 

「
そ
れ
で
面
白
い
ん
で
す
か
」 

「
そ
れ
が
面
白
い
ん
で
す
」 

「
何
故
？
」 

「
何
故
っ
て
、
小
説
な
ん
か
、
そ
う
し
て
読
む
方
が
面
白
い
で
す
」 

「
余
っ
程
変
っ
て
入
ら
っ
し
ゃ
る
の
ね
」 

「
え
え
、
些
と
変
っ
て
ま
す
」 

「
初
か
ら
読
ん
じ
ゃ
、
ど
う
し
て
悪
る
い
で
し
ょ
う
」 

「
初
か
ら
読
ま
な
け
り
ゃ
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
仕
舞
ま
で
読
ま
な
け
り
ゃ
な
ら
な
い
訳
に
な
り
ま

し
ょ
う
」 

「
妙
な
理
屈
だ
事
。
仕
舞
ま
で
読
ん
だ
っ
て
い
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」 

「
無
論
わ
る
く
は
、
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
筋
を
読
む
気
な
ら
、
わ
た
し
だ
っ
て
、
そ
う
し
ま
す
」 

「
筋
を
読
ま
な
け
り
ゃ
何
を
読
む
ん
で
す
。
筋
の
外
に
何
か
読
む
も
の
が
あ
り
ま
す
か
」 

（
１１２
～
１１３
ペ
ー
ジ
） 

 

【８
】跡
上
史
郎
「宮
崎
駿
と
夏
目
漱
石
（
下
）
」（
『
熊
本
大
学
教
育
学
部
紀
要
』第
六
九
号
、
二

〇
二
〇
年
一
二
月
） 

先
に
見
た
半
藤
一
利
と
の
対
談
で
宮
崎
駿
は
、
「
ど
こ
か
ら
で
も
読
め
る
と
こ
ろ
が
好
き
な
ん
で
す
」

と
言
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
「
草
枕
」
九
に
お
け
る
画
工
と
那
美
の
や
り
と
り
「
只
机
の
上
へ
、

か
う
開
け
て
開
い
た
と
こ
ろ
を
い
ゝ
加
減
に
読
ん
で
る
ん
で
す
」
を
踏
ま
え
た
、
実
に
「
草
枕
」
に

忠
実
な
読
み
方
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 
 

画
工
が
読
ん
で
い
る
の
は
、
筋
の
あ
る
西
洋
小
説
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
に
逆
ら
っ
て
筋
を
寸
断
す

る
よ
う
な
読
み
方
を
し
て
い
る
。
漱
石
自
身
に
よ
る
自
作
解
説
を
信
用
す
る
な
ら
ば
、
「
草
枕
」
は

そ
の
よ
う
な
意
志
的
努
力
を
し
な
く
て
も
、
最
初
か
ら
筋
が
な
い
小
説
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 
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Ⅲ 
 

散
歩
文
学
〟
と
し
て
の
草
枕 

 

【９
】
小
川
洋
子
「
散
歩
ば
か
り
し
て
い
る
」
（
『
と
に
か
く
散
歩
い
た
し
ま
し
ょ
う
』
二
〇
一
二

年
、
毎
日
新
聞
社
）、
引
用
は
文
春
文
庫
版
（二
〇
一
五
年
） 

 
 

夏
目
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』
が
話
題
に
上
っ
た
時
、
一
世
代
下
の
若
い
友
人
が
、
「
あ
あ
、
あ
の
散

歩
ば
か
り
し
て
い
る
小
説
ね
」
と
見
事
に
一
言
で
言
い
切
っ
た
。 

 
 

確
か
に
登
場
人
物
た
ち
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
街
を
歩
い
て
い
る
。
歩
き
な
が
ら
、
考
え
た
り
喋
っ
た

り
し
て
い
る
。
先
生
が
苦
悩
の
一
端
を
語
り
手
の
〝
私
〟
に
垣
間
見
せ
る
の
も
散
歩
の
途
中
で
あ
っ

た
し
、
一
人
の
女
性
を
巡
っ
て
先
生
と
親
友
Ｋ
の
関
係
が
抜
き
差
し
な
ら
な
い
状
態
に
陥
っ
て
い
く

の
も
ま
た
、
長
い
散
歩
の
最
中
だ
っ
た
。
『
こ
こ
ろ
』
の
中
で
、
大
事
な
こ
と
は
全
部
、
散
歩
を
通

し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。 

 
 

も
し
、
散
歩
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
な
ら
、
『
こ
こ
ろ
』
は
そ
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
べ

き
だ
ろ
う
。
ほ
か
に
、
梶
井
基
次
郎
の
『
檸
檬
』
、
ヘ
ッ
セ
の
『
車
輪
の
下
』
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の

『
は
つ
恋
』
な
ど
も
入
れ
た
い
。
武
田
泰
淳
に
は
ず
ば
り
、
名
著
『
目
ま
い
の
す
る
散
歩
』
が
あ
る
。

『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
で
主
人
公
と
直
子
さ
ん
が
体
を
寄
せ
合
っ
て
散
歩
す
る
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の

デ
ー
ト
を
繰
り
返
す
場
面
も
忘
れ
が
た
い
。 

 
 

こ
ん
な
ふ
う
に
並
べ
て
み
る
と
、
散
歩
文
学
に
は
あ
ま
り
威
勢
の
い
い
作
品
は
似
合
わ
な
い
よ
う

だ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
３０
～
３１
ペ
ー
ジ
） 

  

【
１０

】
萩
原
朔
太
郎
「
猫
町
」
（
『
セ
ル
パ
ン
』
第
五
四
号
、
一
九
三
五
年
八
月
）
、
引
用
は
『
萩
原

朔
太
郎
全
集
』第
五
巻
（補
訂
版
）
（一
九
八
七
年
、
筑
摩
書
房
） 

私
は
医
師
の
指
定
し
て
く
れ
た
注
意
に
よ
つ
て
、
毎
日
家
か
ら
四
、
五
十
町
（
三
十
分
か
ら
一
時
間

位
）
の
附
近
を
散
歩
し
て
ゐ
た
。
そ
の
日
も
や
は
り
何
時
も
通
り
に
、
ふ
だ
ん
の
散
歩
区
域
を
歩
い

て
居
た
。
私
の
通
る
道
筋
は
、
い
つ
も
同
じ
や
う
に
決
ま
つ
て
居
た
。
だ
が
、
そ
の
日
に
限
つ
て
、

ふ
と
知
ら
な
い
横
丁
を
通
り
抜
け
た
。
そ
し
て
す
つ
か
り
道
を
ま
ち
が
へ
、
方
角
を
解
ら
な
く
な
つ

て
し
ま
つ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
３５０
ペ
ー
ジ
） 

  

【
１１

】
国
木
田
独
歩
「
武
蔵
野
」
（
原
題
「
今
の
武
蔵
野
」
、
『
国
民
之
友
』
一
八
九
八
年
一
～
二

月
）
、
引
用
は
『
定
本
国
木
田
独
歩
全
集
』
増
訂
版
第
二
巻
（
一
九
七
八
年
、
学
習
研
究

社
） 

 

武
蔵
野
に
散
歩
す
る
人
は
、
道
に
迷
ふ
こ
と
を
苦
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
ど
の
路
で
も
足
の
向
く

方
へ
ゆ
け
ば
必
ず
其
処
に
見
る
べ
く
、
聞
く
べ
く
、
感
ず
べ
き
獲
物
が
あ
る
。 

 
 

 

（
75
ペ
ー
ジ
） 
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【
１２
】漱
石
「草
枕
」 

① 

路
は
幾
筋
も
あ
る
が
、
合
う
て
は
別
れ
、
別
れ
て
は
合
う
か
ら
、
ど
れ
が
本
筋
と
も
認
め
ら
れ
ぬ
。

ど
れ
も
路
で
あ
る
代
り
に
、
ど
れ
も
路
で
な
い
。
草
の
な
か
に
、
黒
赤
い
地
が
、
見
え
た
り
隠
れ
た

り
し
て
、
ど
の
筋
に
つ
な
が
る
か
見
分
の
つ
か
ぬ
所
に
変
化
が
あ
っ
て
面
白
い
。 

 

（
１５７
ペ
ー
ジ
） 

 

② 

男
は
岨
道
を
下
り
る
か
と
思
い
の
外
、
曲
り
角
か
ら
又
引
き
返
し
た
。
も
と
来
た
路
へ
姿
を
隠
す

か
と
思
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
。
又
あ
る
き
直
し
て
く
る
。
こ
の
草
原
を
、
散
歩
す
る
人
の
外
に
、

こ
ん
な
に
行
き
つ
戻
り
つ
す
る
も
の
は
な
い
筈
だ
。
然
し
あ
れ
が
散
歩
の
姿
で
あ
ろ
う
か
。
又
あ
ん

な
男
が
こ
の
近
辺
に
住
ん
で
い
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
男
は
時
々
立
ち
留
る
。
首
を
傾
け
る
。
又

は
四
方
を
見
廻
す
。
大
に
考
え
込
む
様
に
も
あ
る
。
人
を
待
ち
合
わ
せ
る
風
に
も
取
ら
れ
る
。
何
だ

か
わ
か
ら
な
い
。 

 
 

余
は
こ
の
物
騒
な
男
か
ら
、
つ
い
に
吾
眼
を
は
な
す
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
別
に
恐
ろ
し
い
で
も

な
い
、
又
画
に
し
よ
う
と
云
う
気
も
出
な
い
。
只
眼
を
は
な
す
事
が
出
来
な
か
っ
た
。 

（
１６０
～
１６１
ペ
ー
ジ
） 

 

【
１３
】佐
藤
友
哉
『10

0
0

の
小
説
と
バ
ッ
ク
ベ
ア
ー
ド
』（
二
〇
〇
七
年
、
新
潮
社
） 

 
 

僕
は
本
を
読
む
人
間
な
ら
誰
も
が
す
る
よ
う
に
、
本
棚
に
つ
め
こ
ま
れ
た
書
物
の
タ
イ
ト
ル
を
確

認
し
た
。 

『
虹
い
く
た
び
』
『
つ
め
た
い
よ
る
に
』
『
仰
臥
漫
録
』
『
第
四
間
氷
期
』
『
あ
る
微
笑
』
『
ム
ー
ミ
ン

谷
の
仲
間
た
ち
』
『
迷
路
の
な
か
で
』
『
ラ
ベ
ン
ダ
ー
・
ド
ラ
ゴ
ン
』
『
森
の
死
神
』
『
魚
雷
艇
学
生
』

『
絵
の
な
い
絵
本
』
『
樽
』
『
鳥
の
影
』
『
愛
の
生
活
』
『
花
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
』
『
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
マ

ル
ハ
ウ
ス
』
『
み
ず
う
み
』
『
猫
の
ゆ
り
か
ご
』
『
思
い
出
ト
ラ
ン
プ
』
『
宮
殿
泥
棒
』
『
野
火
』『
ブ
ラ

ウ
ン
神
父
の
童
心
』
『
夏
へ
の
扉
』
『
王
妃
の
離
婚
』
『
八
月
の
光
』
『
こ
こ
ろ
』
『
地
下
室
の
手
記
』

『
か
も
め
の
ジ
ョ
ナ
サ
ン
』
『
挟
み
撃
ち
』
『
腕
く
ら
べ
』
『
白
鯨
』
『
王
道
』『
ま
だ
人
間
じ
ゃ
な
い
』

『
偉
大
な
る
王
』
『
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
の
秘
密
』
『
死
刑
囚
最
後
の
日
』
『
し
ろ
ば
ん
ば
』
『
ペ
ス
ト
』

『
陛
下
』
『
女
王
蜂
』
『
松
ヶ
枝
町
サ
ー
ガ
』
『
む
ず
か
し
い
愛
』
『
核
パ
ニ
ッ
ク
の
五
日
間
』
『
さ
よ

な
ら
の
城
』
『
草
の
花
』
『
神
曲
崩
壊
』
『
野
獣
死
す
べ
し
』
『
女
の
勲
章
』
『
ク
ー
ジ
ョ
』
『
素
顔
』

『
あ
じ
さ
い
の
歌
』
『
復
活
』
『
迷
宮
の
神
』
『
二
万
時
間
の
男
』
『
イ
カ
ル
ス
失
墜
』
『
異
端
教
祖
株

式
会
社
』
『
哀
し
い
予
感
』
『
軽
井
沢
夫
人
』
『
パ
ッ
ト
お
嬢
さ
ん
』
『
ア
ク
ロ
イ
ド
殺
し
』
『
ア
キ
レ

ス
と
亀
』『
六
道
遊
行
』
『
黄
色
い
部
屋
の
謎
』
『
血
の
収
穫
』
『
金
色
夜
叉
』
『
五
分
後
の
世
界
』
『
ラ

イ
オ
ン
』『
色
ざ
ん
げ
』
『
高
い
城
の
男
』
『
瘋
癲
老
人
日
記
』
『
ブ
ン
と
フ
ン
』『
海
と
毒
薬
』『
女
王

の
復
活
』『
雨
を
売
る
男
』
『
戦
争
は
な
か
っ
た
』『
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
た
ち
の
朝
食
』『
神
と
野
獣
の
日
』

『
天
使
も
踏
む
を
恐
れ
る
と
こ
ろ
』
『
武
蔵
野
』
『
近
代
能
楽
集
』
『
不
死
の
人
』
『
抱
擁
家
族
』
『
オ

ー
ト
バ
イ
』
『
こ
れ
い
た
だ
く
わ
』
『
巨
門
星
』
『
私
は
い
つ
も
私
』
『
ゴ
ル
フ
ァ
ー
は
眠
れ
な
い
』

『
尋
問
』『
ワ
イ
ン
ズ
バ
ー
グ
・
オ
ハ
イ
オ
』
『
不
思
議
図
書
館
』
『
青
い
月
曜
日
』
『
さ
よ
な
ら
快
傑

黒
頭
巾
』
『
あ
ら
く
れ
』
『
三
十
九
階
段
』
『
戦
艦
武
蔵
』
『
石
つ
ぶ
て
』
『
悪
夢
狩
り
』
『
永
遠
の
都
』

『
エ
ー
ミ
ー
ル
と
探
偵
た
ち
』
『
ひ
そ
や
か
な
村
』
『
旅
券
の
な
い
犬
』
『
驚
異
物
語
』…

…

ざ
っ
と
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百
冊
ほ
ど
確
認
し
て
み
た
が
、
も
の
す
ご
く
ま
と
ま
り
が
悪
か
っ
た
。
ジ
ャ
ン
ル
は
ば
ら
ば
ら
で
、

文
庫
と
単
行
本
が
一
緒
く
た
に
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

そ
れ
は
虐
待
だ
。 

 
 

そ
れ
は
犯
罪
だ
。 

 
 

僕
は
『
ま
と
ま
り
の
悪
い
本
棚
を
見
る
と
直
し
た
く
な
る
病
』
な
の
だ
が
、
さ
す
が
に
面
接
先
だ

し
、
こ
の
量
の
本
を
一
人
で
直
す
の
は
不
可
能
な
の
で
、
結
び
慣
れ
て
い
な
い
ネ
ク
タ
イ
を
調
節
し

な
が
ら
待
っ
て
い
る
と
、
本
棚
の
一
つ
が
震
え
は
じ
め
た
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
９
～
１１
ペ
ー
ジ
） 

  

Ⅳ 

終
わ
り
に
～
価
値
を
知
り
、
価
値
を
創
造
し
よ
う
～ 

 

【
１４

】
角
田
光
代
「
旅
す
る
本
」
（
『
こ
の
本
が
、
世
界
に
存
在
す
る
こ
と
に
』
二
〇
〇
五
年
、
メ

デ
ィ
ア
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
）、
引
用
は
『さ
が
し
も
の
』（
二
〇
〇
八
年
、
新
潮
文
庫
） 

 

そ
し
て
私
を
じ
ろ
り
と
に
ら
み
、
「
あ
ん
た
こ
れ
売
っ
ち
ゃ
う
の
？
」
と
訊
い
た
。 

 
 

意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
今
は
亡
き
作
家
の
初
版
本
で
も
な
い
し
、
絶
版
に
な
っ
た
本
で

も
な
い
。
大
型
書
店
に
い
け
ば
手
に
は
い
る
よ
う
な
、
そ
れ
は
翻
訳
小
説
だ
っ
た
の
だ
。 

「
え…

…

価
値
が
あ
る
ん
で
す
か
」 

 
 

私
は
訊
い
た
。
そ
の
質
問
が
、
店
の
主
人
に
は
気
に
入
ら
な
か
っ
た
ら
し
く
、
彼
は
大
げ
さ
に
首

を
ふ
っ
て
私
を
見
据
え
、 

「
あ
ん
た
ね
、
価
値
が
あ
る
か
ど
う
か
な
ん
て
の
は
、
人
に
訊
く
こ
と
じ
ゃ
な
い
よ
。
自
分
で
決
め

る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
言
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
１１
～
１２
ペ
ー
ジ
） 

 


