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◆
１
．
は
じ
め
に
─
な
ぜ
〈
原
作
〉
は
必
要
だ
っ
た
か
─

　

宮
崎
駿
は
絵
コ
ン
テ
で
ス
ト
ー
リ
ー
を
組
み
立
て
る
た
め
脚
本
を
作
ら
な

い
。
原
型
が
あ
る
と
す
れ
ば
自
作
漫
画
で
、『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』（
映
画

一
九
八
四
年
、
宮
崎
自
身
に
よ
る
原
作
漫
画
一
九
八
二
～
九
四
年
）
は
漫
画

か
ら
作
ら
れ
た
。
他
に
も
多
く
が
未
発
表
な
い
し
既
発
表
自
作
漫
画
の
一
部

を
使
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
人
の
著
作
物
の
映
画
化
と
い
う
意

味
で
初
め
て
、『
魔
女
の
宅
急
便
』（
一
九
八
九
年
）
で
は
〈
原
作
〉
を
使
っ
た
。

な
ぜ
〈
原
作
〉
は
必
要
だ
っ
た
の
か
。

　

角
野
栄
子
の
原
作
『
魔
女
の
宅
急
便
』
は
雑
誌
『
母
の
友
』
に
一
九
八
二

年
四
月
か
ら
一
九
八
三
年
三
月
に
連
載
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
後
、

一
九
八
五
年
一
月
の
単
行
本
化
（
福
音
館
書
店
）
に
際
し
て
加
筆
修
正
さ
れ

て
い
る
。
伝
統
的
衣
装
だ
っ
た
雑
誌
掲
載
時
に
比
べ
、
単
行
本
で
は
キ
キ
の

魔
女
服
が
お
し
ゃ
れ
で
現
代
的
に
変
化
し
た*1

。
宮
崎
は
単
行
本
を
も
と
に
し

た
と
思
わ
れ
、
原
作
と
の
比
較
は
単
行
本
に
よ
っ
て
考
え
て
い
き
た
い
。
単

行
本
は
第
一
作
の
刊
行
以
後
シ
リ
ー
ズ
化
し
て
い
く
。
宮
崎
駿
監
督
で
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ
た
の
は
一
九
八
九
年
で
、
そ
の
後
も
、
原
作
は
続
巻
を

刊
行
し
て
い
る
。
単
行
本
の
林
明
子
の
洋
風
挿
絵
を
、
宮
崎
は
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
と
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
を
混
合
し
た
も
の
に
し*2

、
し
か
し
、
時
計
塔
の
あ

る
ロ
ン
ド
ン
や
日
本
な
ど
の
要
素
も
織
り
交
ぜ
た
無
国
籍
に
し
た
。
ポ
テ
ト

は
「IM

O

」、店
は
「gutiokipanja

」（
グ
ー
チ
ョ
キ
パ
ン
屋
）
と
表
記
さ
れ
、

外
国
人
風
の
「
オ
ソ
ノ
」
は
「
お
ソ
ノ
」
と
い
う
日
本
人
の
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム

に
変
更
さ
れ
て
い
る
（
原
作
も
映
画
化
以
後
「
お
ソ
ノ
」
に
表
記
を
改
変
）。

◆
２
．
手
塚
治
虫
か
ら
の
卒
業
─
遍
歴
か
ら
成
長
へ

　

人
間
と
魔
女
の
混
血
児
キ
キ
は
、
人
間
に
も
魔
女
に
も
な
れ
る
立
場
に

あ
っ
て
、
魔
女
に
な
る
こ
と
を
選
ぶ
。
魔
女
は
十
三
歳
で
一
年
の
修
業
に
出

る
掟
で
あ
り
、
キ
キ
も
修
業
の
旅
に
出
る
。

　

七
〇
年
代
の
テ
レ
ビ
で
毎
週
放
送
さ
れ
る
連
続
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、

主
人
公
は
悩
み
が
あ
っ
て
も
、
解
決
も
し
な
い
ま
ま
同
じ
こ
と
を
何
度
で
も

繰
り
返
す
こ
と
が
多
い
。
ど
の
場
面
で
も
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
顔
や
形
が
一
貫

し
て
変
化
が
な
く
、
行
動
パ
タ
ー
ン
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
、
コ
ス
ト
削
減

に
繋
が
る
か
ら
で
あ
る
。
手
塚
治
虫
が
リ
ミ
テ
ッ
ド
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に

持
ち
込
ん
だ
バ
ン
ク
・
シ
ス
テ
ム
（
身
体
を
細
分
化
し
て
記
号
化
し
、
部
品

宮
崎
駿
と
角
野
栄
子
、
二
つ
の
『
魔
女
の
宅
急
便
』

　
　
　

─ 

児
童
文
学
の
成
長
物
語
が
八
〇
年
代
ジ
ブ
リ
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
与
え
た
影
響 

─

川　

勝　

麻　

里
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ご
と
に
棚
別
に
分
類
し
て
必
要
な
と
き
に
再
利
用
す
る
）
に
よ
っ
て
、
場
面

に
応
じ
て
異
な
る
表
情
を
見
せ
て
い
た
動
物
・
人
間
の
身
体
は
、
パ
タ
ー
ン

化
（
記
号
化
）
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
な
っ
た*3

。
こ
の
バ
ン
ク
・
シ
ス
テ
ム

を
継
続
し
て
き
た
日
本
で
は
、
パ
タ
ー
ン
化
し
た
身
体
を
持
つ
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
は
、
多
く
の
場
合
、
行
動
原
理
も
必
然
的
に
パ
タ
ー
ン
化
す
る
。
そ
の

た
め
、
悩
み
は
解
決
し
な
い
ま
ま
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
主
人

公
は
〈
遍
歴
〉
し
て
い
く
の
だ
と
言
え
る
。

　

七
〇
年
代
に
宮
崎
が
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
設
立
前
に
参
加
し
て
い
た
世
界
名

作
劇
場
の
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
、『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』（
一
九
七
五

年
、
原
画
15
話
、
以
下
カ
ッ
コ
内
は
宮
崎
の
担
当
役
割
）
の
ネ
ロ
や
『
母
を

た
ず
ね
て
三
千
里
』（
一
九
七
六
年
、
場
面
設
定
・
レ
イ
ア
ウ
ト
）
の
マ
ル

コ
な
ど
、
父
母
の
い
な
い
み
な
し
子
が
世
界
を
切
り
拓
い
て
い
く
物
語
構
造

を
持
つ
が
、
主
人
公
は
〈
成
長
〉
す
る
と
い
う
よ
り
、
苦
労
し
解
決
す
る
パ

タ
ー
ン
を
繰
り
返
し
て
〈
遍
歴
〉
し
て
い
く
。
ル
パ
ン
が
宝
を
盗
み
銭
形
に

追
い
か
け
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
を
繰
り
返
す
テ
レ
ビ
版
『
ル
パ
ン
三
世
』

（
一
九
七
一
～
七
二
年
、
共
同
演
出
）
も
〈
遍
歴
物
語
〉
で
あ
る
。
テ
レ
ビ

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
『
ア
ル
プ
ス
の
少
女
ハ
イ
ジ
』（
一
九
七
四
年
、
場
面

設
定
・
画
面
構
成
）、『
未
来
少
年
コ
ナ
ン
』（
一
九
七
八
年
、
演
出
・
デ
ザ
イ

ン
・
場
面
設
定
・
絵
コ
ン
テ
）
で
も
主
人
公
は
〈
成
長
〉
し
て
い
か
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
八
〇
年
代
、
宮
崎
は
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
を
設
立
し
映
画
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
の
監
督
に
な
っ
て
か
ら
〈
成
長
物
語
〉
を
描
く
よ
う
に
な
る
。

八
〇
年
代
に
は
、
手
塚
が
生
み
出
し
た
と
も
言
え
る
パ
タ
ー
ン
化
し
た
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
に
対
し
て
、
少
し
ず
つ
反
省
が
始
ま
る
。『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』

に
も
主
人
公
の
〈
成
長
〉
の
萌
芽
が
あ
る
が
、
主
人
公
の
〈
成
長
〉
を
初
め

て
描
く
の
は
ジ
ブ
リ
設
立
後
の
初
監
督
作
『
天
空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
』

（
一
九
八
六
年
）
で
あ
る
。
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
史
か
ら
見
る
と
、
八
〇
年
代

の
宮
崎
の
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
や
『
天
空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
』、
大
友
克

洋
の
『
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｒ
Ａ
』（
映
画
版
一
九
八
八
年
）
に
は
、手
塚
治
虫
の
逝
去
後
、

手
塚
と
い
う
巨
匠
の
生
み
出
し
た
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
〈
成
長
〉
し
な
い
物

語
観
か
ら
離
れ
て
い
こ
う
と
す
る
意
図
が
認
め
ら
れ
る
と
筆
者
は
考
え
て
き

た*4

。
作
中
人
物
を
、
ど
の
場
面
に
お
い
て
も
パ
ー
ツ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ

て
成
り
立
つ
記
号
化
さ
れ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
は
な
く
、
リ
ア
ル
な
人
間
を

思
わ
せ
る
も
の
と
し
て
描
く
た
め
に
、〈
成
長
物
語
〉
が
必
要
と
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宮
崎
が
惹
か
れ
て
止
ま
な
か
っ
た
ゆ
え
に
惹
か

れ
る
ま
い
と
し
て
過
剰
攻
撃
し
て
き
た
、
手
塚
か
ら
の
卒
業
を
意
味
す
る
。

　

映
画
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
『
魔
女
の
宅
急
便
』
も
〈
成
長
物
語
〉
で
あ
る
。

原
作
に
は
、
キ
キ
が
大
き
な
時
計
台
を
修
理
す
る
話
と
、
魔
法
研
究
の
た
め

キ
キ
の
箒
を
盗
ん
で
自
力
で
飛
ぼ
う
と
し
た
ト
ン
ボ
が
高
所
か
ら
落
ち
て
箒

を
折
っ
て
し
ま
う
話
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
話
を
改
変
し
て
宮
崎
は
、
魔
法

が
使
え
な
く
な
り
箒
も
折
れ
て
し
ま
っ
て
〈
挫
折
〉
し
て
い
た
キ
キ
が
、デ
ッ

キ
ブ
ラ
シ
を
借
り
て
空
を
飛
び
、
時
計
台
に
衝
突
し
た
飛
行
船
か
ら
落
ち
か

か
っ
て
い
た
ト
ン
ボ
を
助
け
る
と
い
う
、〈
挫
折
〉
を
乗
り
越
え
る
〈
成
長
物

語
〉
を
作
っ
た
。
原
作
で
は
キ
キ
は
箒
を
ト
ン
ボ
に
折
ら
れ
た
せ
い
で
新
し

い
箒
に
慣
れ
る
ま
で
上
手
に
飛
べ
な
く
な
る
だ
け
だ
が
、
宮
崎
は
そ
れ
を
魔

法
自
体
が
使
え
な
く
な
る
と
い
う
よ
う
に
変
更
し
、
キ
キ
を
〈
挫
折
〉
さ
せ
、

そ
の
上
で
も
う
一
度
飛
べ
る
よ
う
に
な
る
姿
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
原
作
に

も
、
雑
誌
掲
載
時
に
は
な
か
っ
た
設
定
と
し
て
、
十
三
歳
の
満
月
の
夜
に
一

人
立
ち
す
る
通
過
儀
礼
を
強
調
し
、
成
長
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
部

分
が
あ
り*5

、
宅
急
便
屋
の
困
難
な
依
頼
を
、
失
敗
を
経
て
解
決
し
て
い
く
と

い
う
一
話
完
結
の
小
さ
な
成
功
物
語
を
繰
り
返
し
て
、
全
体
と
し
て
も
大
き
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く
成
長
す
る
流
れ
を
作
っ
て
い
る
が
、そ
こ
に
は
小
さ
な
失
敗
は
あ
る
が〈
挫

折
〉
は
な
い
。
し
か
し
、宮
崎
は
〈
挫
折
〉
か
ら
成
功
へ
大
き
な
流
れ
を
作
っ

た
。

　

成
長
物
語
の
構
造
は
、
第
７
節
で
後
述
す
る
同
時
代
の
魔
法
少
女
の
テ
レ

ビ
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
は
な
か
っ
た
設
定
で
あ
る
。
魔
法
少
女
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
成
長
の
要
素
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
が
、
本
作
の

新
し
さ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
角
野
の
〈
原
作
〉
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

◆
３
．『
ゲ
ド
戦
記
』
の
読
書
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
成
長
物
語

　

宮
崎
は
、ア
ー
シ
ュ
ラ
・
Ｋ
・
ル
＝
グ
ウ
ィ
ン
の
『
ゲ
ド
戦
記
』（
一
九
六
八

～
二
〇
〇
一
年
）
に
よ
っ
て
、
数
々
の
成
長
す
る
主
人
公
を
生
み
出
し
て
き

た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宮
崎
は
『
ゲ
ド
戦
記
』
は
『
風
の
谷

の
ナ
ウ
シ
カ
』
以
後
、
す
べ
て
の
作
品
に
そ
の
影
響
を
与
え
た
と
述
べ
て
お

り*6

、
ナ
ウ
シ
カ
が
風
使
い
だ
と
い
う
設
定
も
、『
ゲ
ド
戦
記
』
に
由
来
す
る*7

。

漫
画
版
で
、
ナ
ウ
シ
カ
が
土ド
ル
ク鬼

の
皇
弟
の
超
能
力
に
よ
っ
て
襲
わ
れ
た
り
、

虚
無
に
襲
わ
れ
た
り
す
る
の
も
、『
ゲ
ド
戦
記
』
の
ゲ
ド
が
、
自
分
が
偉
大
な

魔
法
使
い
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
し
よ
う
と
し
て
自
ら
の
影
を
野
放
し
に
し
て

し
ま
い
、
闇
の
世
界
の
力
に
引
き
ず
ら
れ
た
影
に
脅
え
な
が
ら
虚
無
に
憑
り

つ
か
れ
そ
う
に
な
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
影
響
だ
ろ
う
。
ナ
ウ
シ
カ
も
ゲ
ド

も
、
共
に
行
動
す
る
小
動
物
の
ぬ
く
も
り
で
、
こ
の
世
に
意
識
を
戻
し
、
再

び
生
き
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。
小
動
物
を
道
連
れ
に
す
る
こ
と
で

魔
法
使
い
が
保
身
を
は
か
る
設
定
も
共
通
す
る
（
ナ
ウ
シ
カ
は
、
風
を
操
る
、

テ
レ
パ
シ
ー
能
力
を
持
つ
な
ど
魔
法
少
女
の
系
譜
を
引
く
）。
ま
た
『
ゲ
ド

戦
記
』
で
は
名
前
を
知
ら
れ
る
こ
と
は
相
手
か
ら
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
意
味

す
る
が
、『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
の
漫
画
や
『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』

（
二
〇
〇
一
年
）
で
も
そ
れ
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
『
ゲ
ド
戦
記
』

が
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
に
与
え
た
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
お
り*8

、『
天
空
の

城
ラ
ピ
ュ
タ
』
に
与
え
た
影
響
も
確
認
で
き
る*9

。

　
『
ゲ
ド
戦
記
』
の
影
響
を
受
け
て
作
っ
た
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
を
自

作
解
説
し
て
宮
崎
は
、
ナ
ウ
シ
カ
の
特
徴
は
、「
何
よ
り
も
責
任
を
背
負
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
」
に
あ
り
、「
自
分
の
思
い
と
か
、
や
り
た
い
こ
と
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
と
に
か
く
ま
ず
そ
の
前
に
、
た
と
え
小
さ
な
部
族
と
は
い
え
、

部
族
全
体
の
利
害
や
運
命
を
い
つ
も
念
頭
に
置
い
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い*10

」
と
述
べ
て
い
る
。
ナ
ウ
シ
カ
が
悩
む
の
は
部
族
や
運
命
に
「
責
任
」

を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
映
画
版
に
お
い
て
、
ナ
ウ
シ
カ
は
さ
ほ
ど
思

索
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
映
画
が
公
開
さ
れ
た
後
も
書
き
続
け
ら
れ
、
映

画
以
上
の
複
雑
な
内
容
を
持
つ
漫
画
版
で
は
、
ナ
ウ
シ
カ
の
悩
み
や
思
索
は

深
い
。
そ
れ
は
、
漫
画
版
ナ
ウ
シ
カ
は
、
映
画
版
以
上
に
多
く
の
部
族
と
関

わ
り
を
持
ち
、
そ
の
複
雑
な
関
係
性
を
取
り
持
ち
な
が
ら
、
風
の
谷
の
み
な

ら
ず
、
地
球
自
体
を
救
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
責
任
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　

宮
崎
は
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
に
つ
い
て
、

　
　

当
時
と
い
え
ば
、〈
剣
と
魔
法
も
の
〉
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
頃
で
す
。

女
戦
士
が
チ
ャ
ン
バ
ラ
す
る
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
し
た
が
、
い
わ
ゆ

る
〈
剣
と
魔
法
も
の
〉
と
い
う
の
は
何
の
責
任
も
も
た
な
い
人
間
た
ち

だ
け
が
出
て
く
る
極
め
て
無
責
任
な
も
の
で
す
か
ら
、
だ
か
ら
そ
れ
と

は
全
然
違
う
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
わ
け
で
す*11

。
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と
述
べ
て
い
る
。『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
が
戦
闘
も
の
と
魔
法
も
の
を
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
コ
メ
ン
ト
だ
が
、

〈
剣
〉
と
〈
魔
法
〉
は
い
ず
れ
も
反
転
さ
せ
ら
れ
る
か
、
改
変
さ
れ
て
い
る
。

戦
う
こ
と
そ
の
も
の
、殺
し
合
う
こ
と
そ
の
も
の
を
目
的
と
す
る
〈
剣
〉（
戦

闘
も
の
）
で
は
な
く
、
ま
た
、
主
人
公
が
超
人
的
な
能
力
を
持
っ
て
人
間
離

れ
し
た
〈
魔
法
も
の
〉
で
も
な
い
。
ナ
ウ
シ
カ
は
、
父
親
を
殺
さ
れ
た
怒
り

で
我
を
忘
れ
て
敵
兵
を
殺
し
、〈
剣
〉
の
使
用
に
ト
ラ
ウ
マ
を
覚
え
る
（
そ
し

て
、
や
が
て
は
〈
剣
〉
を
使
っ
た
り
人
を
殺
し
た
り
し
な
く
な
る
）。
ナ
ウ

シ
カ
は
、
テ
レ
パ
シ
ー
を
使
う
『
未
来
少
年
コ
ナ
ン
』
の
ラ
ナ
に
続
く
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
設
定
と
も
言
う
べ
き
、
虫
の
気
配
を
感
じ
る
テ
レ
パ
シ
ー
能
力
を

持
ち
、
魔
法
少
女
の
系
譜
を
引
く
が
、〈
魔
法
〉
を
使
う
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、

ナ
ウ
シ
カ
が
先
述
の
よ
う
に
「
責
任
」
を
負
っ
て
い
る
点
も
、「
無
責
任
」
な

〈
剣
と
魔
法
も
の
〉
と
は
正
反
対
な
の
で
あ
る
。

　

ナ
ウ
シ
カ
は
『
堤
中
納
言
物
語
』
の
「
虫
愛
づ
る
姫
君
」
と
『
オ
デ
ュ
ッ

セ
イ
ア
』
の
ナ
ウ
シ
カ
姫
を
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
が*12

、
虫
愛
づ
る
姫
君
に
も

ナ
ウ
シ
カ
姫
に
も
世
界
に
対
す
る
責
任
感
は
な
い
。こ
う
し
た
責
任
感
は『
ゲ

ド
戦
記
』
に
由
来
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
ゲ
ド
は
、
自
分
が
偉
大
な
魔
法
使
い

で
あ
る
こ
と
を
誇
示
し
よ
う
と
し
て
、
自
分
の
影
を
野
に
放
っ
て
し
ま
う
。

影
は
、
闇
の
世
界
の
力
に
引
き
ず
ら
れ
て
光
の
世
界
に
襲
い
か
か
り
、
世
界

の
均
衡
が
崩
さ
れ
始
め
る
。
ゲ
ド
は
影
が
ゲ
ド
自
身
の
心
の
怯
え
で
あ
る
こ

と
を
知
っ
て
、
自
分
自
身
と
対
決
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
学
び
、
精

神
的
に
成
長
し
て
い
く
。
ゲ
ド
が
背
負
っ
て
い
る
の
は
世
界
全
体
に
対
す
る

責
任
で
あ
る
。
こ
う
し
た
責
任
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
成
長
物
語
と
し
て
成
り

立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宮
崎
は
こ
う
し
た
責
任
を
持
つ
ゲ
ド
の
よ
う
に
ナ

ウ
シ
カ
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
『
ゲ
ド
戦
記
』
に

出
会
っ
て
以
後
、
成
長
物
語
を
作
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
そ
し
て
、『
魔
女
の
宅
急
便
』
で
は
成
長
を
描
く
『
ゲ
ド
戦
記
』
に
代
わ

る
も
の
と
し
て
、
角
野
の
原
作
を
使
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

◆
４
．
職
業
を
持
つ
と
い
う
責
任

　

宮
崎
に
と
っ
て
、『
魔
女
の
宅
急
便
』
は
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
に
次
ぐ

〈
魔
法
も
の
〉
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
二
作
を
「
責
任
」
と
い
う
観
点
か
ら

読
み
比
べ
て
み
た
い
。

　
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
の
漫
画
を
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
す
る
話
が
持
ち

上
が
っ
た
と
き
、
七
十
分
の
ビ
デ
オ
作
品
の
販
売
が
企
画
さ
れ
、
前
日
譚
と

し
て
「
風
使
い
」
と
し
て
訓
練
を
始
め
た
幼
い
ナ
ウ
シ
カ
を
描
く
構
想
が
付

け
加
え
ら
れ
た*13

。
し
か
し
、
こ
の
企
画
は
中
止
と
な
っ
て
、
代
わ
り
に
現
行

版
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
が
映
画
化
さ
れ
る
の
だ
が
、「
風
使
い
」
と
い
う

言
葉
は
、
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
『
ゲ
ド
戦
記
』（
岩
波
書
店
）
に
出
て
く

る
「
風
の
司
」
と
い
う
翻
訳
語
が
優
れ
て
い
る
と
感
じ
、「
風
の
司
」
と
し
た

が
、
最
後
は
「
風
使
い
」
に
落
ち
着
い
た
も
の
だ
と
い
う*14

。
こ
こ
で
ナ
ウ
シ

カ
は
「
風
使
い
」
と
い
う
魔
法
界
に
お
け
る
役
職
を
持
っ
て
い
る
。
現
行
版

で
も
ナ
ウ
シ
カ
は
「
風
使
い
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ナ
ウ
シ
カ
は

職
で
金
銭
を
得
る
こ
と
は
な
く
、
職
業
は
生
計
と
は
関
係
が
な
い
。

　

一
方
、
キ
キ
は
ど
う
か
。
職
を
生
か
し
て
他
人
を
助
け
る
こ
と
は
同
じ
で

も
、
生
き
る
た
め
に
仕
事
し
、
職
業
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
る
と
い
う
経
済

的
部
分
が
キ
キ
に
は
付
け
加
え
ら
れ
て
お
り
、
ナ
ウ
シ
カ
に
な
か
っ
た
〈
一

人
で
生
き
る
た
め
の
〉
手
段
と
し
て
仕
事
す
る
と
い
う
要
素
が
強
め
ら
れ
て

い
る
。

　

原
作
（
第
２
話
）
で
は
、
キ
キ
が
魔
女
に
な
る
の
は
「
自
分
で
決
め
た
こ
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と
」
で
あ
り
、「
血
す
じ
」
を
受
け
継
い
で
い
て
そ
の
血
が
騒
ぐ
か
ら
で
も
な

く
、「
あ
と
つ
ぎ
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
も
な
く
、「
自
分
の
す
き

な
も
の
」
を
仕
事
と
し
た
い
か
ら
そ
う
す
る
と
キ
キ
は
言
っ
て
お
り
、
自
立

を
目
指
し
て
職
業
を
選
ん
だ
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
母
親
の
コ

キ
リ
が
「
古
い
血
す
じ
の
魔
女
だ
も
の
」
と
い
う
口
癖
と
共
に
昔
か
ら
の
伝

統
を
大
切
に
し
、
魔
女
で
い
ら
れ
る
の
は
「
血
す
じ
」
の
お
か
げ
だ
と
す
る

の
に
反
抗
し
て
、「
あ
た
し
は
あ
た
し
。
新
し
い
魔
女
な
ん
だ
か
ら
」
と
し
て
、

箒
や
服
装
を
新
品
に
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
が
駄
目
と
分
か
る
と
、
今
度
は
お

し
ゃ
れ
を
し
よ
う
と
す
る
が
そ
れ
も
叶
わ
ず
、
最
後
の
抵
抗
と
し
て
現
代
風

の
赤
い
ラ
ジ
オ
を
携
え
て
い
く
。
後
に
キ
キ
が
選
ぶ
宅
急
便
の
仕
事
も
、
当

時
、
普
及
さ
れ
始
め
た
ば
か
り
の
新
し
い
業
種
で
あ
る*15

。
い
わ
ば
キ
キ
は
伝

統
を
破
り
自
立
し
て
輝
こ
う
と
す
る
少
女
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
映
画
版
で
は
、
キ
キ
は
確
か
に
積
極
的
に
修
業
に
出
掛
け

た
が
っ
て
い
る
が
、
好
き
だ
か
ら
魔
女
に
な
っ
た
と
か
、
魔
女
に
な
る
こ
と

を
自
分
で
決
め
る
と
い
う
主
体
的
な
部
分
の
説
明
が
切
り
落
と
さ
れ
て
い
る

た
め
、
魔
女
に
な
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
て
、
伝
統
に
従
っ
て

一
人
立
ち
の
修
業
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
人
で
生
き
る
力
を
身
に

着
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
原
作
で
は
、
キ
キ
は
魔
女
が
今
で
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
人
間

に
知
っ
て
も
ら
い
、
数
が
減
っ
て
い
る
魔
女
を
人
間
と
共
存
的
に
存
続
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
種
族
を
守
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
少
な
く
な
っ
た

魔
女
の
血
を
途
絶
え
さ
せ
て
は
い
け
な
い
し
、
家
そ
れ
ぞ
れ
に
伝
わ
る
魔
法

も
習
得
し
て
伝
え
な
い
と
い
け
な
い
。
し
か
し
、
映
画
で
は
種
族
を
守
る
責

任
は
強
調
さ
れ
ず
、
キ
キ
は
一
人
で
生
き
て
い
く
力
を
身
に
着
け
る
た
め
に
、

種
族
で
は
な
く
、
職
業
に
対
す
る
責
任
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
ど
こ
に
責
任

を
感
じ
る
か
が
、
原
作
と
映
画
で
は
違
う
の
で
あ
る
。

　

魔
法
を
使
う
こ
と
が
社
会
の
中
で
認
め
ら
れ
る
に
は
、
働
く
こ
と
を
通
じ

て
社
会
と
関
わ
り
、
そ
の
仕
事
の
存
在
意
義
を
認
め
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

空
飛
ぶ
宅
急
便
の
仕
事
が
不
要
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
と
き
に
は
、
店
の
電
話

は
鳴
ら
な
か
っ
た
が
、
必
要
と
す
る
人
が
い
て
仕
事
の
存
在
意
義
が
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
魔
法
を
使
う
こ
と
そ
の
も
の
も
、
社
会
に
受
け
入
れ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

原
作
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
女
性
の
社
会
進
出
に
伴
っ
て
、
請
負
い
業

者
の
す
み
れ
さ
ん
、
お
針
子
、
絵
描
き
、
お
ソ
ノ
さ
ん
、
腹
巻
き
作
り
の
お

ば
あ
さ
ん
な
ど
、「
自
分
の
手
で
何
か
を
作
り
出
す
能
力
に
長
け
た
」
女
性
が
、

キ
キ
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
る
と
さ
れ
る*16

。
し
か
し
、
映
画
で
は
働
く
周
囲

の
大
人
の
多
く
を
削
除
し
て
、
周
囲
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
働
き
、
自
力
で
状

況
を
切
り
拓
く
キ
キ
を
描
い
て
い
る
。

　

ま
た
原
作
で
は
魔
女
と
人
間
は
「
も
ち
つ
も
た
れ
つ
」
と
さ
れ
、
宅
急
便

の
対
価
は
そ
の
人
な
り
の
「
お
す
そ
わ
け
」
を
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
宮
崎
は
こ
の
設
定
も
取
り
払
っ
て
労
働
対
価
を
金
銭
で
受
け
取
る
と
い

う
形
に
改
変
し
た
。
宅
急
便
屋
を
職
業
と
し
て
描
き
、
キ
キ
に
職
業
を
持
つ

こ
と
の
責
任
を
与
え
た
。
そ
れ
も
、
現
実
の
ク
ロ
ネ
コ
ヤ
マ
ト
な
ど
と
同
じ

よ
う
に
物
品
を
運
ぶ
と
い
う
業
務
内
容
に
限
定
し
、
観
客
が
よ
り
リ
ア
ル
に

受
け
止
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
原
作
で
は
キ
キ
が
運
ぶ
の

は
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
通
し
た
気
持
ち
だ
っ
た
り
、
音
楽
だ
っ
た
り
、
町
の
人
に

と
っ
て
の
「
お
正
月
」
だ
っ
た
り
と
、
抽
象
的
な
サ
ー
ビ
ス
業
に
な
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
を
改
変
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
結
果
、
原
作
と
違
っ
て
、
職
業
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
独
力
で
生

計
を
立
て
る
と
い
う
要
素
が
強
め
ら
れ
、
映
画
は
、
キ
キ
と
同
世
代
（
就
業
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で
き
な
い
年
齢
）
の
子
供
に
向
け
た
内
容
と
は
無
関
係
に
、
働
く
成
人
女
性

の
自
立
と
い
う
テ
ー
マ
で
宣
伝
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
も
な
っ
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
荒
井
由
実
の
主
題
歌
「
ル
ー
ジ
ュ
の
伝
言
」
も
、ル
ー
ジ
ュ
（
口
紅
）

を
使
い
同
棲
中
で
あ
る
と
い
う
、
大
人
向
け
の
歌
詞
に
な
っ
て
い
る
。
働
く

女
性
が
増
え
始
め
た
当
時
、
仕
事
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
輝
く
自
分
を
見
つ
け

る
Ｏ
Ｌ
な
ど
に
向
け
て
映
画
は
宣
伝
さ
れ
、
宮
崎
自
身
も
「
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー

マ
ン
に
な
り
か
か
っ
て
い
る
人
も
ふ
く
め
て
、
共
感
を
も
っ
て
く
れ
る
映
画

に
な
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
」
と
語
っ
て
い
る*17

。
働
く
成
人
女
性
の
代
表
と
し

て
ジ
ブ
リ
の
女
性
ス
タ
ッ
フ
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
掲
載
し
つ
つ
、「
あ
な
た

の
魔
法
の
ほ
う
き
は
、
な
ん
で
す
か
？
」
と
い
う
題
で
、
将
来
の
希
望
や
取

り
柄
や
才
能
に
つ
い
て
語
る
作
文
募
集
企
画
も
登
場
し
た*18

。

◆
５
．
魔
法
少
女
か
ら
等
身
大
の
少
女
へ
─
原
作
を
反
転
さ
せ
た
映

画
版
─

　

さ
て
、
ナ
ウ
シ
カ
と
キ
キ
に
は
、
呪
文
を
使
わ
ず
潜
在
能
力
で
空
を
飛
ぶ

と
い
う
共
通
点
も
あ
る
。
原
作
版
キ
キ
の
飛
ぶ
力
は
、魔
女
が
引
き
継
ぐ「
血

す
じ
」
に
よ
る
「
伝
統
」
の
能
力
だ
が
、映
画
で
は
、「
血
す
じ
」
は
「
伝
統
」

で
は
な
く
潜
在
能
力
で
あ
る
。
そ
の
た
め
原
作
で
た
び
た
び
使
わ
れ
る
魔
法

の
呪
文
は
登
場
さ
せ
て
い
な
い
。
ウ
ル
ス
ラ
も
わ
ざ
わ
ざ
「
魔
法
っ
て
呪
文

を
唱
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
ね
」
と
キ
キ
に
言
う
。
外
在
的
な
力
（
呪
文
）

で
は
な
く
、
本
人
の
内
在
的
な
能
力
で
魔
法
は
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ナ
ウ
シ
カ
も
潜
在
的
才
能
で
空
を
飛
び
、
虫
の
心
を
読
む
潜
在
能
力
に

よ
っ
て
王
蟲
に
テ
レ
パ
シ
ー
を
使
う
。
し
か
し
、
ナ
ウ
シ
カ
と
キ
キ
は
神
格

性
に
差
が
あ
る
。
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
に
描
か
れ
た
土
俗
信
仰
の
「
青
き
衣
」
の

天
使
が
、
実
は
メ
ー
ヴ
ェ
に
乗
っ
て
飛
び
回
る
ナ
ウ
シ
カ
自
身
の
こ
と
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
か
ら
見
て
も
、
ナ
ウ
シ
カ
は
神
格
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
、
キ
キ
は
等
身
大
の
欠
点
の
あ
る
少
女
と
し
て
描
か
れ
た
。
等
身
大
の

主
人
公
が
な
ぜ
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

宮
崎
は
企
画
書*19

で
も
、「
こ
の
映
画
で
の
魔
法
と
は
等
身
大
の
少
女
た
ち
の

だ
れ
も
が
も
っ
て
い
る
な
ん
ら
か
の
才
能
を
意
味
す
る
限
定
さ
れ
た
力
な
の

で
す
」
と
述
べ
、
魔
法
を
絵
空
事
や
超
人
的
能
力
で
は
な
く
、
普
通
の
少
女

で
も
そ
れ
を
発
揮
す
る
こ
と
で
「
輝
く
」
こ
と
が
出
来
る
、
誰
で
も
が
持
つ

潜
在
的
な
「
才
能
」
の
象
徴
と
捉
え
、
普
遍
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
キ
キ
を

魔
法
使
い
と
い
う
よ
り
も
、
映
画
の
観
客
と
等
身
大
の
人
間
と
し
て
描
き
出

す
方
法
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

原
作
で
は
冒
頭
で
、
キ
キ
は
「
ふ
つ
う
」
で
は
な
い
こ
と
が
繰
り
返
し
語

ら
れ
て
い
る
。
木
の
上
の
鈴
に
足
を
引
っ
掛
け
な
が
ら
キ
キ
が
下
手
に
飛
ぶ

光
景
は
「
ふ
つ
う
の
町
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
」
と
書
か
れ
て
い
る
し
、

キ
キ
が
住
む
家
に
は
、
絵
や
写
真
の
代
わ
り
に
、
壁
に
ほ
う
き
が
か
ざ
っ
て

あ
る
の
が
「
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
い
る
」。
魔
女
研
究
者
で
あ
る
父
の
オ
キ

リ
さ
ん
が
「
ふ
つ
う
の
人
間
」
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
魔
女
（
キ
キ
や

そ
の
母
親
）
は
「
ふ
つ
う
」
で
は
な
い
特
殊
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。「
ふ

つ
う
」
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
魔
女
が
人
間
か
ら
見
た
と
き
「
魔
法
の
力

も
弱
く
な
り
、
数
も
め
っ
き
り
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

（
少
数
派
）
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
原
作
で
は
、
こ
の
よ
う
に

魔
法
が
使
え
な
い
理
由
は
、
魔
法
が
弱
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
、
キ
キ
の
力
量

不
足
の
両
方
に
わ
た
っ
て
い
て
、
は
っ
き
り
と
し
な
い
。

　

し
か
し
、
宮
崎
は
、「
キ
キ
は
特
殊
な
女
の
子
で
は
な
く
」、「
き
わ
め
て
等

身
大
の
女
の
子*20

」
だ
と
述
べ
て
、
映
画
で
は
キ
キ
を
ご
く
普
通
の
ど
こ
に
で
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も
い
る
少
女
と
し
て
描
い
た
。
原
作
の
設
定
を
ま
る
き
り
反
転
さ
せ
て
い
る

と
言
え
る
。
宮
崎
は
、「
キ
キ
は
特
殊
な
女
の
子
で
は
な
く
て
、
自
分
た
ち
の

周
囲
に
い
る
、
た
と
え
ば
、
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
と
か
少
女
マ
ン
ガ
家
に
な
ろ
う

と
、田
舎
か
ら
出
て
き
た
少
女
た
ち
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、と
思
い
ま
す
。（
略
）

キ
キ
を
描
く
う
え
で
い
ち
ば
ん
大
事
な
こ
と
は
き
わ
め
て
等
身
大
の
女
の
子

を
描
く
と
い
う
こ
と
。
自
分
の
周
囲
に
い
る
女
の
子
た
ち
が
、
こ
の
大
き
な

街
に
住
ん
で
て
、
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
な
ん
と
か
切
り
抜
け
て
や
っ
て
い

け
そ
う
に
な
る
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
映
画
の
大
事
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
る

と
思
う*21

。」
と
位
置
づ
け
る
。
飛
ぶ
こ
と
に
失
敗
す
る
の
も
、
誰
に
で
も
あ

る
挫
折
と
見
な
さ
れ
、
絵
描
き
の
ウ
ル
ス
ラ
に
も
挫
折
は
誰
に
で
も
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。

　
「
魔
法
」
を
誰
に
で
も
あ
る
「
才
能
」
だ
と
位
置
づ
け
て
等
身
大
の
少
女

を
描
い
て
い
く
の
は
、
観
客
一
人
ひ
と
り
に
物
語
再
生
産
を
促
す
構
造
で
あ

る
。エ
ン
ド
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
は
、キ
キ
と
そ
っ
く
り
の
服
装
と
リ
ボ
ン
に
デ
ッ

キ
ブ
ラ
シ
と
い
う
い
で
立
ち
の
幼
い
少
女
が
登
場
す
る
。
原
作
で
ト
ン
ボ
が

キ
キ
の
服
装
と
箒
を
真
似
て
飛
ぼ
う
と
し
て
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
ヒ
ン
ト
を

得
て
作
ら
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
設
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
キ
キ
が
町
に
受
け
入

れ
ら
れ
た
証
拠
で
あ
り
、
魔
女
に
興
味
の
な
か
っ
た
人
々
が
魔
女
に
興
味
を

持
つ
よ
う
に
な
り
、
次
々
と
キ
キ
を
真
似
て
キ
キ
の
よ
う
な
物
語
を
生
き
よ

う
と
す
る
少
女
が
登
場
し
、
物
語
が
再
生
産
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
物
語
再
生
産
を
観
客
も
ま
た
お
こ
な
っ
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

高
畑
勲
は
、『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』（
一
九
八
八
年
）
を
絶
賛
し
て
、
宮
崎

は
「
所
沢
だ
け
で
な
く
、
日
本
全
国
の
身
近
な
森
や
林
に
く
ま
な
く
ト
ト
ロ

を
住
ま
わ
せ
た
の
だ
。
ト
ト
ロ
は
全
国
の
こ
ど
も
た
ち
の
心
に
住
み
つ
き
、

こ
ど
も
た
ち
は
木
々
を
見
れ
ば
ト
ト
ロ
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
を
感
ず
る
。

こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い*22

」
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
観

客
個
人
が
物
語
を
消
費
し
、
再
生
産
し
て
い
く
過
程
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ

る
。
子
供
た
ち
の
心
に
ト
ト
ロ
が
住
み
つ
く
と
い
う
こ
と
は
、
ト
ト
ロ
の
よ

う
な
妖
怪
は
本
当
に
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
に
等
し
い
。
ト
ト
ロ
は
自
然

の
中
に
い
る
神
々
や
妖
怪
に
対
す
る
信
仰
を
取
り
戻
す
助
け
と
な
り
、
自
然

を
大
切
に
す
る
物
語
を
再
生
産
す
る
。そ
の
結
果
、ト
ト
ロ
の
世
界
を
イ
メ
ー

ジ
さ
せ
る
物
語
化
さ
れ
た
自
然
を
保
護
す
る
、「
ト
ト
ロ
の
森
運
動
」
が
推
進

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

超
人
的
な
い
し
神
格
化
さ
れ
た
主
人
公
が
出
て
く
る
ゲ
ー
ム
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
的
神
話
で
は
な
く
、
観
客
一
人
一
人
が
自
分
に
引
き
つ
け
て
映
画
の
内

容
を
生
き
直
し
た
り
、
考
え
実
践
し
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
、
現

実
的
行
為
を
喚
起
す
る
等
身
大
の
主
人
公
の
物
語
を
寓
話
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、

『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』
は
寓
話
で
あ
る
。『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』
の
次
回
作
で

あ
る
『
魔
女
の
宅
急
便
』
も
、
そ
う
し
た
寓
話
で
あ
る
こ
と
が
、
物
語
の
再

生
産
に
注
目
し
て
観
客
に
物
語
性
を
売
る
た
め
に
、
必
要
と
さ
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
物
語
は
純
粋
に
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
商
業
的
要

素
に
よ
っ
て
も
成
り
立
っ
て
い
る
。
ジ
ブ
リ
で
初
め
て
興
行
黒
字
に
な
っ
た

の
が
『
魔
女
の
宅
急
便
』
で
も
あ
っ
た
。
宮
崎
は
、『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』

か
ら
『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』
ま
で
「
興
行
成
績
だ
け
で
は
制
作
費
を
ペ
イ
で

き
」
ず
、「
二
次
使
用
で
利
潤
を
よ
う
や
く
出
す
形
」
だ
っ
た
が
、『
魔
女
の
宅

急
便
』
か
ら
は
「
そ
れ
が
逆
転
し
た
」
と
言
っ
て
い
る*23

。

◆
６
．
宮
崎
駿
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
批
判
─
も
っ
と
人
間
ら
し
く
─

　

宮
崎
の
盟
友
で
、
と
き
に
共
同
製
作
者
で
も
あ
っ
た
高
畑
勲
は
、
自
分
た
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ち
は
デ
ィ
ズ
ニ
ー
と
違
っ
て
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
自
己
完
結
す
る
の

で
は
な
く
、
現
実
世
界
と
同
じ
自
然
な
人
間
や
風
景
を
描
い
て
き
た
と
述
べ

て
い
る*24

。
宮
崎
自
身
も
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
『
白
雪
姫
』
の
白
雪
姫
に
は
生
身

の
人
間
ら
し
さ
が
な
い
と
批
判
し
て
お
り*25

、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
批
判
の
中
か
ら
自

然
な
人
間
を
描
こ
う
と
し
て
き
た
。
す
で
に
別
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
宮
崎

は
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
を
日
本
に
伝
え
、
自
ら
も
デ
ィ
ズ
ニ
ー
風
漫
画
を
描
い
て

き
た
手
塚
か
ら
の
卒
業
を
通
し
て
、
間
接
的
に
デ
ィ
ズ
ニ
ー
か
ら
の
卒
業
を

も
目
指
し
て
い
た*26

。
だ
か
ら
神
格
化
さ
れ
て
い
な
い
等
身
大
の
人
間
を
描
こ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

ナ
ウ
シ
カ
の
特
殊
能
力
は
現
実
世
界
の
人
々
の
等
身
大
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
。
ナ
ウ
シ
カ
か
ら『
天
空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
』の
シ
ー

タ
へ
と
主
人
公
の
魔
法
能
力
は
削
減
さ
れ
、
飛
行
石
の
力
は
あ
っ
て
も
シ
ー

タ
自
身
は
何
の
能
力
も
持
っ
て
い
な
い
。
続
く
『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』
の
サ

ツ
キ
と
メ
イ
に
も
等
身
大
の
要
素
が
あ
る
。
パ
ン
ダ
と
会
話
す
る
能
力
を

持
っ
た
主
人
公
が
出
て
く
る
『
パ
ン
ダ
コ
パ
ン
ダ
』
を
発
展
さ
せ
た
『
と
な

り
の
ト
ト
ロ
』
に
お
い
て
、
ト
ト
ロ
と
主
人
公
た
ち
は
、
言
葉
を
交
わ
す
こ

と
は
な
い
。
ト
ト
ロ
の
あ
く
び
の
音
を
メ
イ
が
「
ト
ト
ロ
」
と
い
う
発
話
だ

と
誤
解
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
言
葉
は
通
じ
合
わ
な
い
。
主
人
公
の
特
殊

能
力
は
消
さ
れ
て
い
る
。
等
身
大
の
主
人
公
を
描
く
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
思
わ
る
無
国
籍
な
舞
台
で
は
な
く
、
日
本
と
い
う
舞
台
が
必
要
と
さ
れ
る

よ
う
に
も
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
宮
崎
は
八
〇
年
代
か
ら
等
身
大
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
作
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
等
身
大
と
い
う
の
は
映
像
史
の
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し

て
も
流
行
し
て
い
た
要
素
で
あ
る
。
鈴
木
み
ど
り*27

は
、「
頼
も
し
い
母
親
」
の

ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
と
、「
耐
え
る
女
」
の
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
ド
ラ
マ
に
代
わ
っ
て
、

嫁
姑
の
対
立
を
描
い
た
橋
田
壽
賀
子
の
『
と
な
り
の
芝
生
』（
一
九
七
六
年
）

を
元
祖
と
す
る
辛
口
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
（
一
家
団
欒
を
促
進
せ
ず
、
作
中
人
物

が
皆
、善
人
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
な
ド
ラ
マ
）
や
、「
等
身
大
ド
ラ
マ
」

の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
平
凡
な
家
庭
の
崩
壊
を
描
く『
岸
辺
の
ア
ル
バ
ム
』

（
一
九
七
七
年
）
が
登
場
し
た
、
と
概
観
す
る
。

　

ま
た
、
八
〇
年
代
に
は
ア
イ
ド
ル
も
変
化
し
、
作
ら
れ
た
高
嶺
の
花
と
し

て
の
偶
像
で
は
な
く
、
親
近
感
が
持
て
て
共
感
で
き
る
「
等
身
大
」
で
あ
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
ア
イ
ド
ル
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
も
登
場
し
、
ヒ
ロ
イ

ン
の
リ
ン
・
ミ
ン
メ
イ
が
ア
イ
ド
ル
歌
手
の
『
超
時
空
要
塞
マ
ク
ロ
ス
』

（
一
九
八
二
年
）、『
魔
法
の
天
使　

ク
リ
ィ
ミ
ー
マ
ミ
』（
一
九
八
三
～
八
四

年
）
な
ど
が
作
ら
れ
た
。『
魔
法
の
天
使　

ク
リ
ィ
ミ
ー
マ
ミ
』
に
お
い
て
は
、

視
聴
者
の
少
女
が
等
身
大
の
主
人
公
を
真
似
し
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
を

身
に
つ
け
た
り
、
変
身
ご
っ
こ
を
し
て
遊
ぶ
と
い
っ
た
、
追
体
験
的
な
感
情

移
入
も
可
能
に
な
り
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
が
驚
異
的
な
売
り
上
げ
を
伸

ば
し
た*28

。
ク
リ
ィ
ミ
ー
マ
ミ
は
、
当
時
の
芸
能
界
の
流
行
を
踏
ま
え
て
作
ら

れ
た
、
親
近
感
を
持
ち
共
感
で
き
る
等
身
大
ア
イ
ド
ル
で
あ
る
。
高
嶺
の
花

で
理
想
的
偶
像
で
あ
る
は
ず
の
ア
イ
ド
ル
も
ま
た
、
等
身
大
の
日
常
生
活
を

送
り
、
と
き
に
悩
み
も
持
つ
親
近
感
の
湧
く
存
在
だ
と
い
う
秘
密
が
明
か
さ

れ
る
こ
と
で
、
視
聴
者
の
感
情
移
入
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
声
優
は
『
ス

タ
ー
誕
生
！
』
で
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
・
デ
ビ
ュ
ー
し
た
実
在
の
新
人
ア
イ
ド

ル
歌
手
・
太
田
貴
子
が
担
当
し
て
い
る
。

◆
７
．『
魔
法
の
天
使　

ク
リ
ィ
ミ
ー
マ
ミ
』
と
『
魔
女
の
宅
急
便
』

　

宮
崎
は
そ
う
し
た
八
〇
年
代
に
流
行
し
た
等
身
大
ア
イ
ド
ル
歌
手
の
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
も
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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と
い
う
の
も
、
宮
崎
は
、
キ
キ
の
恋
愛
の
「
輝
き
」
を
、
十
万
人
を
集
客

す
る
ア
イ
ド
ル
的
な
コ
ン
サ
ー
ト
歌
手
の
「
輝
き
」
と
比
べ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
宮
崎
は
、「
女
の
子
は
、
だ
れ
で
も
〝
輝
き
た
い
の
〟
と
い
う
気
持
ち

を
根
本
に
も
っ
て
」
お
り
、「
10
万
人
集
め
た
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
の
舞
台
で
歌

う
と
い
う
〝
輝
き
〟
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
、
そ
れ
は
ひ
と
り
の

男
性
に
対
し
て
〝
輝
く
〟
の
で
も
い
い
」
と
し
、「
そ
れ
は
世
界
と
自
分
と
の

つ
な
が
り
を
実
感
し
た
と
き
に
生
ま
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る*29

。

企
画
書*30

で
も
、
一
般
的
な
魔
法
少
女
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
主
人
公
は
「
何
の

苦
も
な
く
ア
イ
ド
ル
に
な
っ
て
」
い
る
と
し
て
ア
イ
ド
ル
魔
法
も
の
に
触
れ

て
い
る
。
も
っ
と
も
、
自
作
で
の
魔
法
は
「
そ
ん
な
に
便
利
な
力
で
は
」
な

い
と
す
る
の
だ
が
、
ア
イ
ド
ル
歌
手
に
こ
こ
で
触
れ
て
い
る
の
は
、
少
女
に

大
流
行
し
た
『
魔
法
の
天
使　

ク
リ
ィ
ミ
ー
マ
ミ
』
を
意
識
し
て
の
発
言
と

見
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

　
『
超
時
空
要
塞
マ
ク
ロ
ス
』
の
リ
ン
・
ミ
ン
メ
イ
に
も
歌
う
ア
イ
ド
ル
歌

手
の
要
素
が
あ
る
が
、
芸
能
界
の
ア
イ
ド
ル
歌
手
に
変
身
す
る
と
い
う
初
め

て
の
設
定
を
魔
法
少
女
も
の
に
も
た
ら
し
た
の
は
、『
魔
女
の
宅
急
便
』
公
開

の
五
年
前
ま
で
テ
レ
ビ
放
送
さ
れ
て
い
た
『
魔
法
の
天
使　

ク
リ
ィ
ミ
ー
マ

ミ
』
で
あ
る
と
さ
れ
る*31

。『
魔
法
の
天
使　

ク
リ
ィ
ミ
ー
マ
ミ
』
に
お
い
て

小
学
生
の
優
は
魔
法
の
コ
ン
パ
ク
ト
を
使
っ
て
変
身
す
る
と
、
少
し
大
人
び

た
中
学
生
く
ら
い
の
ク
リ
ィ
ミ
ー
マ
ミ
に
な
る
。
キ
キ
は
十
三
歳
だ
か
ら

ち
ょ
う
ど
マ
ミ
く
ら
い
で
あ
る
。
魔
法
の
コ
ン
パ
ク
ト
で
憧
れ
の
職
業
に
変

身
す
る
設
定
な
ら
、宮
崎
が
原
画
に
参
加
し
た
『
ひ
み
つ
の
ア
ッ
コ
ち
ゃ
ん
』

（
一
九
六
九
～
七
〇
年
、
第
二
期
八
八
～
八
九
年
。
宮
崎
担
当
は
44
話
）
に

も
あ
る
が
、
ア
ッ
コ
ち
ゃ
ん
が
変
身
す
る
の
は
ア
イ
ド
ル
歌
手
に
限
ら
な
い
。

　

ま
た
、
優
の
悩
み
は
、
小
学
生
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
つ
つ
仕
事
に
穴
を
開

け
な
い
よ
う
に
す
る
、
魔
法
が
使
え
る
と
い
う
秘
密
を
守
る
と
い
っ
た
、
責

任
を
抱
え
て
い
る
こ
と
に
も
あ
る
。
優
が
職
業
を
持
つ
責
任
や
悩
み
を
抱
え

て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
も
、
原
作
と
違
っ
て
職
業
を
持
つ
責
任
や
挫
折
の
要

素
を
強
め
た
映
画
版
キ
キ
と
共
通
性
が
あ
る
。
斎
藤
美
奈
子*32

は
、
八
〇
年
代

の
魔
法
少
女
も
の
と
し
て
、『
超
時
空
要
塞
マ
ク
ロ
ス
』、『
魔
法
の
天
使　

ク

リ
ィ
ミ
ー
マ
ミ
』、『
魔
法
の
妖
精
ペ
ル
シ
ャ
』（
一
九
八
四
～
八
五
年
）、『
魔

法
の
ス
タ
ー　

マ
ジ
カ
ル
エ
ミ
』（
一
九
八
五
年
）
な
ど
を
挙
げ
、
主
人
公

が
悩
む
よ
う
に
な
っ
た
先
駆
は
『
魔
法
の
天
使　

ク
リ
ィ
ミ
ー
マ
ミ
』
だ
と

し
て
、「
ヒ
ロ
イ
ン
の
優
が
、
た
だ
の
少
女
と
し
て
の
自
分
と
、
魔
法
の
力
で

ア
イ
ド
ル
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
自
分
（
ク
リ
ィ
ミ
ー
マ
ミ
）
と
の
狭
間
で

悩
む
」
の
は
、「
憎
か
ら
ず
思
っ
て
い
る
男
の
子
は
、
ア
イ
ド
ル
で
あ
る
自
分

の
フ
ァ
ン
な
の
に
、
普
段
の
彼
女
に
は
無
関
心
」
だ
か
ら
だ
と
述
べ
る
。
優

が
、
ア
イ
ド
ル
（
ク
リ
ィ
ミ
ー
マ
ミ
）
／
普
通
の
女
の
子
（
優
）
と
い
う
二

面
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
普
通
の
女
の
子
と
し
て
幼
馴
染
の
俊
夫
か
ら
好
か

れ
た
い
と
願
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
キ
キ
も
、
魔
女
／
普
通
の
女
の
子
と
い

う
二
面
性
を
持
ち
、
魔
女
で
は
な
く
普
通
の
女
の
子
と
し
て
扱
わ
れ
た
い
と

い
う
願
望
を
持
っ
て
い
る
。

　

キ
キ
は
一
年
間
、
魔
法
使
い
の
修
行
を
し
た
後
、
里
帰
り
す
る
。
魔
法
に

期
限
が
あ
る
と
い
う
の
は
、魔
法
少
女
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
切
り
拓
い
た『
魔

法
使
い
サ
リ
ー
』（
一
九
六
六
～
六
八
年
、
第
二
期
八
九
～
九
一
年
）
か
ら

続
い
て
き
た
魔
法
少
女
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
定
型
で
も
あ
る
（
サ
リ
ー
の
場

合
は
魔
界
へ
帰
る
）。
宮
崎
自
身
も
『
魔
法
使
い
サ
リ
ー
』
の
原
画
担
当
に

参
加
し
て
い
る
（
77
話
原
画
）。

　
『
魔
法
使
い
サ
リ
ー
』
13
話
「
い
じ
わ
る
テ
ス
ト
」
で
、
交
通
事
故
で
瀕

死
の
よ
っ
ち
ゃ
ん
に
輸
血
し
て
魔
法
を
失
っ
た
は
ず
の
サ
リ
ー
は
、
祖
母
の
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魔
法
で
、
も
う
一
度
、
魔
法
使
い
と
し
て
蘇
っ
て
い
る
。
魔
法
が
万
能
だ
か

ら
で
あ
る
。
人
間
界
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
魔
法
を
封
印
す
る
場
面
も
な
い
で

は
な
い
が
、
主
題
歌
の
中
で
も
「
や
り
た
い
こ
と
は
し
放
題
、
怖
い
こ
と
な

ど
何
に
も
な
い
よ
」と
魔
法
の
万
能
さ
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、サ
リ
ー

と
違
っ
て
キ
キ
の
魔
法
は
万
能
で
は
な
い
。
叶
精
二*33

は『
魔
法
使
い
サ
リ
ー
』

に
よ
っ
て
始
ま
る
魔
法
少
女
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
は
「
疑
問
の
余
地
の
な
い

万
能
の
力
」と
し
て
魔
法
が
使
わ
れ
た
が
、『
魔
女
の
宅
急
便
』本
作
で
は
、「
魔

法
は
一
種
の
潜
在
能
力
か
職
能
的
個
性
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
万
能
の
力
で
は

な
い
」と
述
べ
て
い
る
。魔
法
が
職
能
的
個
性
と
は
言
え
な
い
と
思
う
が
、「
万

能
」
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
宮
崎
自
身
も
魔
法
は
「
そ
ん
な
に
便
利
な
力

で
は
」
な
い
（
前
述
）
と
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　

キ
キ
の
魔
法
は
飛
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
だ
け
限
定
的
に
使
わ
れ
る
。
こ
れ
は

ク
リ
ィ
ミ
ー
マ
ミ
が
魔
法
の
コ
ン
パ
ク
ト
を
持
ち
な
が
ら
も
、
コ
ン
パ
ク
ト

に
書
い
て
あ
る
魔
法
文
字
が
読
め
な
い
た
め
に
、
す
べ
て
の
魔
法
を
使
う
こ

と
が
出
来
ず
、
変
身
し
た
り
物
を
動
か
し
た
り
す
る
魔
法
を
限
定
的
に
使
う

こ
と
に
も
似
て
い
る
。
キ
キ
は
完
全
な
魔
女
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
親
近
感

を
持
た
れ
る
存
在
で
あ
る
。
職
業
を
持
つ
責
任
、
十
三
歳
頃
の
年
齢
、
二
面

性
の
中
で
普
通
の
女
の
子
と
し
て
恋
愛
し
た
い
と
思
う
願
望
、
悩
み
を
持
つ

こ
と
、
万
能
で
な
い
こ
と
な
ど
、
多
く
の
共
通
点
か
ら
、
八
〇
年
代
の
魔
法

少
女
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、そ
れ
も
特
に
『
魔
法
の
天
使　

ク
リ
ィ
ミ
ー
マ
ミ
』

を
参
考
に
し
て
い
た
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

魔
法
を
使
う
ア
イ
ド
ル
や
魔
女
と
し
て
で
は
な
く
、
普
通
の
女
の
子
と
し

て
恋
愛
す
る
姿
を
浮
き
彫
り
に
す
べ
く
、
映
画
版
キ
キ
に
は
、
原
作
に
な
い

恋
愛
へ
の
憧
れ
が
あ
る
。
原
作
に
も
、
ト
ン
ボ
（「
と
ん
ぼ
さ
ん
」
と
表
記

さ
れ
る
が
「
ト
ン
ボ
」
で
統
一
）
が
キ
キ
の
「
目
」
は
絵
よ
り
も
「
か
わ
い

い
」
と
発
言
す
る
、
キ
キ
が
ト
ン
ボ
に
言
わ
れ
た
「
女
の
子
っ
て
い
う
気
が

し
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
気
に
す
る
な
ど
の
場
面
が
描
か
れ
る
が
、
恋
愛
は

こ
の
二
ヶ
所
で
ほ
の
め
か
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
（
映
画
版
の
後
に
刊
行
さ
れ

た
続
刊
の
中
で
は
恋
愛
は
ゆ
っ
く
り
展
開
す
る
）。
映
画
版
で
は
、
修
行
に

旅
立
つ
日
に
も
、
も
し
旅
立
ち
を
一
ヶ
月
延
ば
し
て
素
敵
な
ボ
ー
イ
フ
レ
ン

ド
が
出
来
て
し
ま
っ
た
ら
、彼
と
一
緒
に
い
た
く
て
「
出
発
で
き
や
し
な
い
」

と
言
う
な
ど
、
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
を
持
つ
こ
と
が
キ
キ
の
夢
で
あ
る
。
コ
リ

コ
の
町
に
到
着
し
て
同
年
代
の
少
女
た
ち
を
見
か
け
、
自
分
の
黒
い
魔
女
の

服
を
眺
め
、「
ス
テ
キ
な
服
な
ら
よ
か
っ
た
」
と
言
っ
た
り
、
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン

ド
ー
の
赤
い
靴
を
見
て
「
ス
テ
キ
ね
え
」
と
言
っ
た
り
す
る
の
も
、
そ
う
し

た
気
持
ち
と
繋
が
っ
て
い
る
。
原
作
が
「
伝
統
」
へ
の
反
抗
と
い
う
意
味
合

い
で
キ
キ
の
現
代
的
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
へ
の
憧
れ
を
描
く
の
に
対
し
て*34

、
映
画

で
は
、
異
性
か
ら
魅
力
的
に
見
え
る
よ
う
に
、
お
し
ゃ
れ
好
き
に
描
か
れ
、

恋
愛
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

原
作
と
違
い
、映
画
版
キ
キ
は
、ト
ン
ボ
と
出
会
っ
た
と
き
、彼
女
を
「
魔

女
」
扱
い
し
、
挨
拶
よ
り
先
に
箒
が
見
た
い
と
せ
が
む
ト
ン
ボ
に
、「
き
ち
ん

と
紹
介
も
さ
れ
て
な
い
の
に
女
性
に
声
を
か
け
る
な
ん
て
失
礼
」
だ
と
怒
る
。

こ
れ
は
挨
拶
が
な
く
軽
々
し
く
扱
わ
れ
た
怒
り
で
あ
る
と
同
時
に
、「
魔
女
」

に
対
す
る
興
味
が
先
立
ち
、
キ
キ
を
女
性
と
し
て
見
て
い
な
い
こ
と
に
対
す

る
怒
り
で
も
あ
る
。
ト
ン
ボ
が
キ
キ
を
「
魔
女
」
に
対
す
る
好
奇
心
が
先
立

つ
「
マ
ジ
ョ
子
さ
ん
」
と
い
う
呼
び
方
で
呼
ぶ
と
怒
る
の
も
、
普
通
の
女
の

子
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
思
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

◆
８
．
失
敗
す
る
主
人
公

　

魔
法
が
弱
く
な
っ
た
り
消
え
て
し
ま
う（
親
か
ら
魔
法
を
習
得
で
き
な
い
）

─ 217 ─
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の
は
、
原
作
（
第
３
話
）
で
は
、「
ほ
ん
と
う
に
ま
っ
く
ら
な
夜
と
ま
っ
た
く

音
の
な
い
し
ず
け
さ
が
な
く
な
っ
た
せ
い
」
で
、
集
中
力
が
妨
げ
ら
れ
る
か

ら
だ
と
さ
れ
る
。
魔
法
と
は
、「
血
す
じ
」
の
「
伝
統
」
と
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
環
境
を
有
す
る
「
時
代
」
の
力
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、魔
女
を
「
悪

い
こ
と
」
と
結
び
つ
け
、「
不
吉
な
も
の
を
運
ん
で
く
る
」
と
考
え
る
人
間
が

増
え
、「
時
代
の
せ
い
」
で
魔
法
が
消
え
た
の
だ
と
キ
キ
自
身
は
考
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
映
画
で
も
、
キ
キ
が
飛
ぶ
魔
法
し
か
使
え
ず
、
薬
を
作

る
力
を
母
親
か
ら
習
得
で
き
な
か
っ
た
の
は
「
時
代
の
せ
い
」
だ
と
は
さ
れ

る
が
、
こ
こ
で
言
う
「
時
代
の
せ
い
」
と
は
、
近
代
化
に
伴
っ
て
魔
法
で
作

る
薬
が
必
要
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
原
作
と
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
違
う
。
ま
た
、
魔
法
が
弱
く
な
っ
て
い
る
の
は
「
時
代
の
せ
い
」
と
い
う

よ
り
は
、
個
々
の
魔
女
の
能
力
や
威
厳
の
低
下
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
大
昔

の
魔
女
は
カ
ラ
ス
を
召
使
い
に
し
て
い
た
の
に
、
と
、
キ
キ
が
カ
ラ
ス
に
襲

わ
れ
る
の
を
ジ
ジ
が
嘆
く
シ
ー
ン
〔
38
分
８
秒
〕
も
あ
る
。
そ
し
て
、
キ
キ

の
魔
法
は
「
相
変
わ
ら
ず
ヘ
タ
」
と
母
親
に
言
わ
れ
る
だ
け
で
、
未
熟
な
の

か
ド
ジ
な
の
か
、
キ
キ
自
身
の
せ
い
で
「
ヘ
タ
」
な
の
で
あ
る
。
環
境
悪
化

と
魔
女
を
不
吉
と
見
る
価
値
観
の
せ
い
で
魔
法
が
弱
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う

原
作
の
設
定
を
、
キ
キ
自
身
の
魔
法
が
下
手
な
せ
い
だ
と
い
う
よ
う
に
改
案

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
映
画
版
で
は
、
魔
法
と
は
「
血
す
じ
」
の
「
伝

統
」
と
い
う
よ
り
個
人
の
能
力
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
失
敗
が
多
く
親
近

感
の
湧
く
と
こ
ろ
が
キ
キ
の
等
身
大
ら
し
さ
で
も
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
原
作
で
も
、
折
れ
た
箒
の
代
わ
り
に
新
し
い
箒
を
使
お
う
と

し
、
上
手
く
飛
べ
な
い
で
い
る
と
、
か
え
っ
て
町
の
人
に
好
か
れ
て
「
へ
た

に
な
っ
た
ら
す
か
れ
る
な
ん
て
、お
か
し
な
こ
と
」
と
キ
キ
が
思
う
場
面
（
第

６
話
）
が
出
て
く
る
。
そ
う
し
た
「
へ
た
」
だ
と
い
う
失
敗
の
要
素
を
拡
大

し
た
の
が
宮
崎
の
映
画
で
あ
る
。
映
画
で
は
、
新
し
い
箒
の
代
わ
り
に
デ
ッ

キ
ブ
ラ
シ
が
登
場
す
る
が
、
ト
ン
ボ
を
救
う
た
め
デ
ッ
キ
ブ
ラ
シ
で
下
手
な

飛
び
方
を
す
る
と
き
、
キ
キ
は
町
中
に
「
が
ん
ば
れ
」
と
応
援
さ
れ
る
。
下

手
で
あ
れ
ば
こ
そ
応
援
し
た
く
な
る
の
が
キ
キ
で
あ
り
、
そ
の
失
敗
の
多
さ

に
親
近
感
が
持
て
る
の
で
あ
る
。
失
敗
す
る
主
人
公
と
い
う
要
素
は
、
超
人

的
だ
っ
た
り
神
格
化
さ
れ
た
主
人
公
ば
か
り
描
い
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
宮
崎

監
督
作
に
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

キ
キ
は
「
手
紙
」
を
色
々
な
と
こ
ろ
に
出
し
、
宅
急
便
屋
の
宣
伝
を
す
る
。

魔
女
は
悪
い
こ
と
を
す
る
と
思
う
の
は
「
知
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
り
、「
宣
伝
」

が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
映
画
版
で
は
手
紙
を
書
く
部
分
は
な

く
、
キ
キ
は
飛
ぶ
能
力
を
生
か
し
て
オ
ソ
ノ
さ
ん
を
助
け
、
助
け
た
こ
と
そ

の
も
の
が
ひ
い
て
は
宅
急
便
屋
の
宣
伝
に
な
る
。
原
作
と
違
っ
て
、
魔
女
を

悪
い
と
考
え
る
人
間
の
せ
い
で
魔
法
が
弱
く
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
魔
法
の

力
は
個
人
の
能
力
次
第
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
潜
在
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
し
か
、
魔
法
は
育
た
な
い
と
い
う
設
定
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
映
画
で
も
「
血
す
じ
」
の
魔
力
は
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
魔
女
の
「
血
す
じ
」
は
、
先
祖
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
伝

統
」
で
は
な
く
、
先
祖
代
々
受
け
継
が
れ
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
遺
伝
に
も
と

づ
く
個
人
の
潜
在
的
才
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ギ
フ
ト
（
贈
り
物
）
と
し

て
の
潜
在
能
力
は
、
最
後
に
流
れ
る
荒
井
由
実
の
も
う
一
つ
の
主
題
歌
「
や

さ
し
さ
に
包
ま
れ
た
な
ら
」
を
聴
く
こ
と
で
も
理
解
で
き
る
。
こ
の
曲
は
こ

の
映
画
に
ふ
さ
わ
し
い
と
、
既
発
表
曲
を
主
題
歌
に
採
用
し
た
も
の
で
、
映

画
内
容
に
合
致
し
て
い
る
。
一
番
の
歌
詞
に
は
「
小
さ
い
頃
は
神
さ
ま
が
い

て
／
不
思
議
に
夢
を
か
な
え
て
く
れ
た
／
や
さ
し
い
気
持
で
目
覚
め
た
朝
は

／
お
と
な
に
な
っ
て
も
／
奇
蹟
は
お
こ
る
よ
」
と
あ
る
。「
神
さ
ま
」
が
「
夢
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を
か
な
え
」
る
と
い
う
の
は
、そ
う
と
は
知
ら
ず
、い
つ
の
間
に
か
魔
法
（
潜

在
的
な
能
力
）
を
使
え
て
い
た
、
と
い
う
意
味
に
解
釈
で
き
る
が
、
魔
法
と

は
「
神
さ
ま
」
か
ら
の
ギ
フ
ト
で
あ
り
、「
神
さ
ま
」
は
先
祖
の
寓
意
と
捉
え

る
こ
と
も
出
来
る
。
続
く
、「
カ
ー
テ
ン
を
開
い
て
／
静
か
な
木
洩
れ
陽
の
／

や
さ
し
さ
に
包
ま
れ
た
な
ら
／
き
っ
と
／
目
に
う
つ
る
全
て
の
こ
と
は
／

メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
い
う
サ
ビ
の
部
分
で
は
、
カ
ー
テ
ン
の
向
こ
う
側
、「
静
か

な
木
洩
れ
陽
」
の
庭
の
、「
目
に
う
つ
る
全
て
」
の
風
景
に
祝
福
さ
れ
た
「
奇

蹟
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、

宮
崎
が
「
輝
き
」
は
恋
愛
な
ど
を
通
し
て
「
世
界
と
自
分
と
の
つ
な
が
り
」

を
実
感
し
た
と
き
に
生
ま
れ
る
と
し
て
い
た
、
そ
の
「
輝
き
」
が
生
ま
れ
る

瞬
間
で
あ
る
。
い
わ
ば
窓
の
外
が
「
世
界
」、
窓
の
内
が
「
自
分
」
で
あ
り
、

そ
れ
を
仕
切
っ
て
い
る
カ
ー
テ
ン
を
開
く
こ
と
は
、「
世
界
」
と
「
自
分
」
の

関
係
を
実
感
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
二
番
に
は
「
心
の
奥
に
し
ま
い
忘
れ
た
／

大
切
な
箱
／
ひ
ら
く
と
き
は
今
」
と
い
う
歌
詞
が
あ
り
、こ
の
「
箱
」
は
、「
小

さ
い
頃
」
に
知
ら
ず
に
使
え
た
魔
法
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が

出
来
る
。「
心
の
奥
」
に
あ
る
の
だ
か
ら
潜
在
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
潜
在
能
力
の
魔
法
は
、
恋
愛
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る
。
キ
キ

は
、
他
の
女
の
子
と
ト
ン
ボ
が
仲
良
く
し
て
い
る
の
を
見
て
嫉
妬
し
、「
魔
法

が
弱
く
な
っ
」
て
し
ま
う
。
キ
キ
は
、
ジ
ジ
の
声
が
聞
き
取
れ
ず
、
飛
べ
な

く
な
り
、
飛
ぶ
練
習
を
し
て
い
る
う
ち
に
箒
も
折
れ
て
し
ま
う
。
ト
ン
ボ
の

こ
と
さ
え
「
憎
ら
し
く
」
な
っ
た
自
分
は
、
以
前
の
「
素
直
な
」
自
分
と
は

違
っ
て
お
り
、
自
分
が
分
か
ら
な
く
な
る
。
自
分
を
分
か
ら
な
く
な
っ
た
こ

と
で
、
魔
法
の
力
も
発
揮
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
飛
行
船
か
ら
落
ち
か
か
っ
て
い
る
ト
ン
ボ
の
姿
を
テ
レ
ビ
の
画

面
の
中
に
見
つ
け
た
と
き
、
や
っ
と
キ
キ
は
飛
べ
る
よ
う
に
な
る
。
キ
キ
が

一
番
、
輝
い
た
瞬
間
で
あ
る
。
キ
キ
は
ト
ン
ボ
に
対
し
て
「
輝
く
」
自
分
を

見
せ
ら
れ
る
の
と
同
時
に
、
町
中
か
ら
「
が
ん
ば
れ
」
と
い
う
応
援
と
喝
采

を
浴
び
る
。
町
中
の
人
か
ら
キ
キ
が
脚
光
を
浴
び
る
瞬
間
と
、
キ
キ
自
身
の

心
が
最
も
「
輝
く
」
瞬
間
と
が
、
同
時
で
あ
る
。
飛
ぶ
こ
と
で
輝
い
て
い
る

と
い
う
実
感
と
、「
輝
く
」
自
分
が
世
間
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
実
感
が
、

ひ
と
つ
に
重
な
り
合
う
ト
ン
ボ
救
出
場
面
は
、
ま
さ
に
「
世
界
と
自
分
と
の

つ
な
が
り
を
実
感
」（
前
述
）
す
る
瞬
間
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
魔
法
の

力
は
戻
り
、
宅
急
便
屋
の
知
名
度
も
上
が
り
、
キ
キ
は
魔
女
を
人
間
に
知
っ

て
も
ら
い
、
仕
事
を
通
じ
て
人
間
と
共
存
す
る
と
い
う
責
任
を
も
果
た
す
こ

と
が
出
来
た
。

◆
９
．
お
わ
り
に

　

誰
で
も
が
持
つ
潜
在
能
力
で
自
分
を
輝
か
せ
る
こ
と
こ
そ
、「
生
き
る
力
」

だ
と
す
る
な
ら
、「
生
き
る
力
」
と
し
て
『
魔
女
の
宅
急
便
』
の
魔
法
は
あ
る
。

宮
崎
は
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
の
漫
画
に
あ
っ
た
「
生
き
る
」
と
い
う
テ
ー

マ
を
、『
も
の
の
け
姫
』の「
生
き
ろ
」（
映
画
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
）を
経
て
、『
風

立
ち
ぬ
』（
二
〇
一
三
年
）
の
「
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
」
へ
と
昇
華
さ
せ
て

き
た
と
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
鈴
木
敏
夫
は
評
す
る
が*35

、『
魔
女
の
宅
急
便
』
で

も
、自
分
を
輝
か
せ
る
こ
と
で
生
き
る
キ
キ
を
描
き
、『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』

で
も
、
千
尋
の
「
生
き
る
力*36

」
を
描
い
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
「
生
き
る
力
」
を
描
く
た
め
に
、
成
長
物
語
が
必
要
と
さ
れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
成
長
物
語
は
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、

ま
だ
物
語
構
造
の
タ
イ
プ
と
し
て
あ
ま
り
作
ら
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
成
長
物
語
を
作
る
た
め
に
、
日
本
で
は
児
童
文
学
扱
い

に
な
っ
て
い
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
『
ゲ
ド
戦
記
』
の
成
長
物
語
や
、『
魔
女
の
宅
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急
便
』
と
い
う
児
童
文
学
の
〈
原
作
〉
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
宮
川
健
郎*37

は
、
一
九
六
〇
年
前
後
に
出
発
し
た
児
童
文
学
を
「
遍
歴

物
語
」
と
「
成
長
物
語
」
に
分
け
る
と
「
成
長
物
語
」
が
多
い
と
す
る
石
井

直
人*38

の
論
を
引
き
な
が
ら
、「
成
長
物
語
」
の
児
童
文
学
を
論
じ
て
い
る
。
そ

う
し
た
児
童
文
学
が
持
つ
成
長
物
語
の
枠
組
み
を
借
り
る
こ
と
で
、
宮
崎
は

成
長
物
語
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
作
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
テ
レ
ビ
の
連
続
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
一
話
完
結
で
作
ら
れ

て
い
た
角
野
栄
子
の
原
作
を
、〈
挫
折
〉
を
乗
り
越
え
る
成
長
物
語
に
組
み
替

え
た
の
も
、
い
つ
ま
で
も
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
変
化
し
な
い
手
塚
風
の
リ
ミ

テ
ッ
ド
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
か
ら
、
現
実
の
人
間
と
同
じ
よ
う
に
成

長
し
て
い
く
リ
ア
ル
な
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
作
り
た
い
と
い
う
目
論
見
の
も

と
に
、
な
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
生
き
る
力
」
と
い
う
の
は
、
子
供
に
夢
を
与
え
る
道
徳
的
な
観
点
か
ら

だ
け
で
な
く
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
描
き
方
と
い
う
観
点
か
ら
も
注
目
す
べ
き

だ
ろ
う
。
内
側
か
ら
湧
き
出
す
力
に
よ
っ
て
自
律
的
に
行
動
す
る
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
描
く
こ
と
が
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
現
実
の
人
間
に
似
せ
た
命
を
吹
き

込
む
と
い
う
こ
と
に
繋
が
る
。
作
り
物
の
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
、
人

間
の
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
へ
。
宮
崎
が
目
指
し
て
き
た
の
は
、
そ
の
よ
う

な
リ
ア
ル
を
感
じ
さ
せ
る
人
物
造
型
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

【
付
記
】
映
画
引
用
文
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
魔
女
の
宅
急
便
』（
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
、

一
九
八
九
年
）
字
幕
を
参
考
に
作
中
の
喋
り
を
文
字
起
こ
し
し
た
。

注*1　

松
塚
弥
子
「
角
野
栄
子
『
魔
女
の
宅
急
便
』
成
立
過
程
の
研
究
」
二
〇
〇
八
年
六
月
。

*2　

馬
場
治
抄
録
「
人
間
科
学
会
発
足
記
念
講
演
会　

角
野
栄
子
先
生
「
魔
法
は
ひ
と

つ
」」『
金
沢
星
稜
大
学
人
間
科
学
研
究
』
平
成
二
十
年
三
月
。

*3　

記
号
化
に
つ
い
て
は
手
塚
治
虫『
マ
ン
ガ
の
描
き
方　

似
顔
絵
か
ら
長
編
ま
で
』（
初

版
は
カ
ッ
パ
・
ホ
ー
ム
ス
、一
九
七
七
年
。
光
文
社
の
知
恵
の
森
文
庫
、一
九
九
六
年
）

や
大
塚
英
志
・
サ
サ
キ
バ
ラ
・
ゴ
ウ
『
教
養
と
し
て
の
〈
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
〉』
講
談

社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
一
年
な
ど
参
照
。

*4　

拙
稿
「『
天
空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
』
の
漫
画
技
法
─
宮
崎
駿
の
手
塚
治
虫
批
判
と
ジ
ャ

パ
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
」『
映
画
研
究
』
二
〇
一
〇
年
十
二
月
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
公
開
中

http://jscs.h.kyoto-u.ac.jp/Cinem
aStudies2010.pdf

）、
拙
稿
「
宮
崎
駿
と
手
塚

治
虫
─
〈
漫
画
の
神
様
〉
を
超
え
た
漫
画
映
画
」
杉
野
健
太
郎
編
『
交
錯
す
る
映
画

─
ア
ニ
メ
、
映
画
、
文
学
』（
映
画
学
叢
書
）
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
三
年
二
月
、

第
二
章
。

*5　

松
塚
「
角
野
栄
子
『
魔
女
の
宅
急
便
』
成
立
過
程
の
研
究
」

*6　
「
鈴
木
敏
夫
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に
聞
く
」『Y

O
M

IU
RI O

N
LIN

E

』
二
〇
〇
五
年

十
二
月
二
十
六
日
、
叶
精
二
『
宮
崎
駿
全
書
』
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
二
〇
〇
六
年
、

三
十
九
、三
二
九
頁
。

*7　

宮
崎
駿
「『
ナ
ウ
シ
カ
』
誕
生
ま
で
の
試
行
錯
誤
」『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ　

宮
崎

駿　

水
彩
画
集
』
徳
間
書
店
、
一
九
九
六
年
。

*8　

村
山
満
明
「
宮
崎
駿
と
『
ゲ
ド
戦
記
』」『
人
間
科
学
研
究
』
二
〇
〇
九
年
三
月
。

*9　

拙
稿
「
宮
崎
駿
『
天
空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
』
の
名
画
レ
イ
ア
ウ
ト
術
─
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ

ル
リ
、
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
、
グ
レ
コ
、
ミ
レ
ー
、
ゴ
ヤ
─
」『
埼
玉
学
園
大
学
紀
要　

人

間
学
部
篇
』
二
〇
一
二
年
十
二
月
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
公
開
中http://w

w
w

.m
edia.

saigaku.ac.jp/bulletin/pdf/vol12/hum
an/21_kaw

akatsu.pdf

）。

*10　

宮
崎
「『
ナ
ウ
シ
カ
』
誕
生
ま
で
の
試
行
錯
誤
」

*11　

宮
崎
「『
ナ
ウ
シ
カ
』
誕
生
ま
で
の
試
行
錯
誤
」

*12　
「M

aking of  an anim
ation

」『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
七

─ 214 ─



埼玉学園大学紀要（人間学部篇）　第14号

（
五
八
）

年
四
月
二
十
日
（
宮
崎
駿
『
出
発
点
１
９
７
９
～
１
９
９
６
』
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
、

一
九
九
六
年
、
二
六
二
～
三
頁
）

*13　

執
筆
者
未
詳
「
ナ
ウ
シ
カ
誕
生
物
語
」『
ジ
ブ
リ
の
教
科
書
１　

風
の
谷
の
ナ
ウ
シ

カ
』
文
春
ジ
ブ
リ
文
庫
、
二
〇
一
三
年
、
三
十
四
頁
。

*14　

宮
崎
「『
ナ
ウ
シ
カ
』
誕
生
ま
で
の
試
行
錯
誤
」

*15　

馬
場
「
人
間
科
学
会
発
足
記
念
講
演
会　

角
野
栄
子
先
生
「
魔
法
は
ひ
と
つ
」」

*16　

松
塚
「
角
野
栄
子
『
魔
女
の
宅
急
便
』
成
立
過
程
の
研
究
」

*17　

宮
崎
駿
「
女
の
子
の
根
本
に
は
〝
輝
き
た
い
の
〟
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
。
そ
れ
を
、

感
じ
て
い
た
い
ん
だ
─
─
と
思
う
。」『
ア
ニ
メ
ー
ジ
ュ
』
一
九
八
九
年
八
月
号
。

*18　
「
あ
な
た
も
魔
法
の
ほ
う
き
を
も
っ
て
い
ま
す
か
？
」『
ア
ニ
メ
ー
ジ
ュ
』

一
九
八
九
年
二
月
号
。

*19　

宮
崎
『
出
発
点
』
四
〇
八
～
四
〇
九
頁
。

*20　

宮
崎
「
女
の
子
の
根
本
に
は
〝
輝
き
た
い
の
〟
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
。」

*21　

宮
崎
「
女
の
子
の
根
本
に
は
〝
輝
き
た
い
の
〟
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
。」

*22　

高
畑
勲
「
エ
ロ
ス
の
火
花
」（
宮
崎
『
出
発
点
』
所
収
）。

*23　

ロ
ジ
ャ
ー
・
イ
ー
バ
ー
ト
の
宮
崎
駿
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「『
も
の
の
け
姫
』
に
や
ど
る

日
本
の
伝
統
的
な
美
意
識
」（
宮
崎
駿
『
折
り
返
し
点
１
９
９
７
～
２
０
０
８
』
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
二
二
五
頁
）。

*24　

Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
ジ
ブ
リ
の
絵
職
人　

男
鹿
和
雄
展　

ト
ト
ロ
の
森
を
描
い
た
人
。』
ス
タ

ジ
オ
ジ
ブ
リ
、
二
〇
〇
七
年
収
録
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
の
高
畑
勲
発
言
。

*25　

宮
崎
駿
『
風
の
帰
る
場
所
』
ロ
ッ
キ
ン
グ
・
オ
ン
、
二
〇
〇
二
年
、
七
十
九
～

八
十
頁
。

*26　

拙
稿
「
宮
崎
駿
『
天
空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
』
の
名
画
レ
イ
ア
ウ
ト
術
」
で
は
、
従
来

言
わ
れ
て
き
た
舞
台
が
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
よ
り
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
政
治
を
寓

意
し
て
お
り
、デ
ィ
ズ
ニ
ー
が
達
成
で
き
な
か
っ
た
〈
絵
画
と
し
て
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
〉を
作
っ
て
い
る
と
考
察
。
拙
稿「
宮
崎
駿
、デ
ィ
ズ
ニ
ー
か
ら
の
卒
業
宣
言
」（『
立

教
大
学
日
本
学
研
究
所
年
報
』
二
〇
一
三
年
七
月
）
は
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
称
賛
か
ら
批

判
へ
転
じ
る
軌
跡
を
考
察
し
た
。

*27　

鈴
木
み
ど
り
「
ド
ラ
マ
の
中
の
女
性
」
東
京
都
生
活
文
化
局
婦
人
青
年
部
婦
人
計

画
課
編
『
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
文
化
と
女
性
に
関
す
る
調
査
研
究
』
東
京
都
生
活
文
化
局
、

一
九
八
六
年
十
一
月
。

*28　

オ
ト
ナ
ア
ニ
メ
編
集
部
編
『
い
ま
だ
か
ら
語
れ
る
80
年
代
ア
ニ
メ
秘
話
』
洋
泉
社
、

二
〇
一
二
年
。

*29　

宮
崎
「
女
の
子
の
根
本
に
は
〝
輝
き
た
い
の
〟
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
。」

*30　

宮
崎
『
出
発
点
』
四
〇
八
～
四
〇
九
頁
。

*31　

斎
藤
美
奈
子
『
紅
一
点
論
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
一
五
二
～
一
五
三
頁
。

*32　

斎
藤
『
紅
一
点
論
』
一
五
二
～
一
五
三
頁
。

*33　

叶
『
宮
崎
駿
全
書
』
一
三
七
頁
。

*34　

松
塚
「
角
野
栄
子
『
魔
女
の
宅
急
便
』
成
立
過
程
の
研
究
」

*35　

メ
デ
ィ
ア
登
場
の
た
び
に
鈴
木
は
同
じ
発
言
を
繰
り
返
し
、「
風
立
ち
ぬ
」
公
開
記

念
特
別
番
組
「
宮
崎
駿
が
今
伝
え
る
こ
と
」（
日
本
テ
レ
ビ
、
二
〇
一
三
年
七
月
十
三

日
）
や
ジ
ブ
リ
公
式
の
映
画
サ
イ
ト
類
に
も
こ
の
見
解
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

*36　

Ｄ
Ｖ
Ｄ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
も
「
眠
っ
て
い
た
千
尋
の
〝
生
き
る
力
〟
が
し
だ
い
に
呼

び
醒
ま
さ
れ
て
ゆ
く
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

*37　

宮
川
健
郎「
高
度
経
済
成
長
期
の
児
童
文
学
・
覚
書
─「
成
長
物
語
」と
そ
の
挫
折
」

『
敍
説
』
二
〇
一
三
年
三
月
。

*38　

石
井
直
人
「
児
童
文
学
に
お
け
る
〈
成
長
物
語
〉
と
〈
遍
歴
物
語
〉
の
二
つ
の
タ

イ
プ
に
つ
い
て
」『
日
本
児
童
文
学
学
会
会
報
』
一
九
八
五
年
三
月
。
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宮崎駿と角野栄子、二つの『魔女の宅急便』

（
五
九
）
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Two Versions of Kiki’s Delivery Services by Eiko Kadono and Hayao Miyazaki

KAWAKATSU, Mari

　キャラクターによるリミテッド・アニメーションから、日常に生きる人間らしい成長
アニメーションへ。影響を受け続けた手塚治虫から宮崎駿はどのように卒業していくの
か。七〇年代の手塚治虫的な、パターン化されたキャラクターが動くリミテッド・アニメー
ションの遍歴物語から、八〇年代の、等身大の少女が日常生活の中でリアルに動く成長
物語へと、宮崎駿が脱皮していく過程を追いかけた。原作をどのように改変して成長物
語が作られたかを分析。『ゲド戦記』の影響や、同時代の魔法少女アニメーションとの違
いにも言及しながら、等身大の少女の〈成長〉を描いたところが、『魔女の宅急便』の面
白さであると論じた。
　また、本作は『風の谷のナウシカ』に次ぐ〈魔法もの〉だが、ナウシカと比べて、職
業によって生計を立てるという経済的部分がキキには付け加えられており、ナウシカに
なかった〈一人で生きるための〉手段として仕事する責任感が強められている。そうし
た「生きる力」は、宮崎がスタジオジブリの監督を通じて描き続けたテーマである。神
格化されていない等身大の人間が悩む姿は、当時大流行した『魔法の天使　クリィミー
マミ』の悩む姿も参考に作られていると考えられる。

キーワード ： 手塚治虫、『魔法の天使　クリィミーマミ』、生きる力、魔法少女
Key words ： Osamu Tezuka, “Magical Angel Creamy Mami”, power for living, magical girl


