
【
研
究
ノ
ー
ト
】

現
代
沖
縄
文
学
ノ
ー
ト

─
─
二
つ
の
芥
川
賞
作
品
に
つ
い
て
─
─

�

松　

島　
　
　

淨

一
　『
首
里
の
馬
』（
高
山
羽
根
子
）

　

二
〇
二
〇
年
と
二
〇
二
一
年
の
芥
川
賞
受
賞
作
品
に
広
い
意
味
で
の
沖
縄
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
感
慨
深
い
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
は
一
九
九
六
年
に
又
吉
栄
喜
が
一
九
九
七
年
に
目
取
真
俊
が
芥
川
賞
を
連
続
受
賞
し
た
時
と
同
様
の
衝
撃
を
も
た
ら
し

た
。
又
吉
も
目
取
真
も
沖
縄
生
ま
れ
で
琉
球
大
学
卒
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
衝
撃
の
意
味
は
か
な
り
違
う
。
今
回
の
受
賞
者
は
二
人

と
も
女
性
で
あ
り
、
二
〇
二
〇
年
受
賞
の
高
山
羽
根
子
は
一
九
七
五
年
富
山
県
生
ま
れ
で
、
多
摩
美
術
大
学
卒
で
あ
る
。
そ
し
て
二

〇
二
一
年
受
賞
の
李
琴
峰
は
一
九
八
九
年
台
湾
生
ま
れ
で
二
〇
一
三
年
に
台
湾
大
学
卒
業
後
来
日
し
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
女
性
の

経
歴
を
見
て
も
現
代
の
文
学
の
社
会
的
背
景
が
い
か
に
多
様
化
し
て
い
る
か
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
二
人
の
女
性
の

経
歴
は
そ
の
文
学
作
品
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

そ
れ
で
は
二
〇
二
〇
年
の
芥
川
賞
受
賞
作
『
首
里
の
馬
』
と
は
ど
ん
な
小
説
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
な
か
な
か
の
曲
者
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で
、
難
し
い
こ
と
は
何
も
書
い
て
な
い
の
だ
が
、
作
者
が
一
体
何
を
言
い
た
い
の
か
と
考
え
る
と
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
く
ら
い

読
み
に
く
い
小
説
な
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
こ
の
本
の
帯
に
あ
る
、「
こ
の
島
の
で
き
る
限
り
す
べ
て
の
情
報
を
ま
も
り
た
い
ー
」
と
書
か
れ
て
い
る
「
沖
縄
及
島
嶼

資
料
館
」
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
や
は
り
帯
に
「
沖
縄
の
古
び
た
郷
土
資
料
館
」
と
か
「
中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
資
料
の

整
理
を
手
伝
っ
て
い
る
未
名
子
」
と
い
う
言
葉
も
出
て
く
る
。
し
か
し
こ
の
冒
頭
か
ら
十
七
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
「
資
料
館
」
の
記
述
に

お
い
て
も
、
作
者
は
沖
縄
の
特
定
の
文
化
の
内
容
に
つ
い
て
は
一
切
語
ろ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
こ
の
資
料
館
の
現
在
の

所
有
者
で
あ
る
「
順
さ
ん
」
と
い
う
女
性
に
つ
い
て
も
長
い
間
、
民
俗
学
を
研
究
し
て
き
た
女
性
の
学
者
で
、
こ
れ
ま
で
全
国
各
地

の
民
族
風
習
や
風
俗
を
調
べ
て
い
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
沖
縄
の
資
料
を
収
集
す
る
こ
と
に
集
中
し
た
い
と
決
め
て
、
人
生
の
最
終
的

な
場
所
と
し
て
沖
縄
に
住
居
を
か
ま
え
た
と
い
う
。
し
か
し
我
々
読
者
は
そ
の
順
さ
ん
が
何
に
興
味
を
持
っ
て
沖
縄
で
研
究
を
し
よ

う
と
し
て
い
る
か
を
知
ら
さ
れ
て
な
い
し
、
彼
女
の
下
で
資
料
の
整
理
を
手
伝
っ
て
い
る
未
名
子
も
何
が
面
白
く
て
こ
こ
に
や
っ
て

き
て
い
る
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
常
に
「
情
報
」
で
あ
り
「
資
料
」
で
あ
っ
て
具
体
的
な
沖
縄
人
の
生
活

や
文
化
の
中
身
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
私
は
気
に
な
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
こ
の
小
説
で
一
体
何
を
書
き
た
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
資
料
館
に
は
沖
縄
の
人
々
か
ら
集
め
た
情
報
の
、
今
現
在
の
感
覚
で
考
え
れ
ば
真
偽
が
確
実
で
な
い
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
保
存
さ

れ
て
い
た
。
収
集
し
た
の
は
順
さ
ん
だ
け
れ
ど
も
、
記
憶
の
聞
き
書
き
や
人
の
主
張
は
、
収
集
す
る
時
代
に
よ
っ
て
も
要
素
が
変
わ

り
続
け
る
。
時
間
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
く
う
え
、
そ
の
記
憶
の
信
頼
度
は
絶
え
ず
ゆ
ら
ぎ
つ
づ
け
る
と
て
も
不
安
定
な
も
の
だ
っ

た
。
た
だ
そ
れ
ら
の
資
料
が
真
実
の
記
録
な
の
か
、
ど
こ
か
で
形
を
変
え
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
初
め
か
ら
す
っ
か
り
偽
物
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な
の
か
、
頭
を
抱
え
て
考
え
る
の
は
そ
の
時
代
ご
と
の
研
究
者
が
す
る
こ
と
で
、
収
集
す
る
側
は
で
き
る
か
ぎ
り
資
料
を
集
め
る
だ

け
だ
と
順
さ
ん
も
未
名
子
も
考
え
て
い
る
。」（
中
略
）「
未
名
子
は
専
門
の
研
究
者
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
自
分
の
勝
手
な
判
断

で
デ
ー
タ
に
自
分
の
見
解
を
書
き
加
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
け
れ
ど
、
文
化
だ
け
で
は
な
く
、
河
も
山
も
海
岸
線
も
、
い
ろ
ん

な
も
の
は
絶
え
ず
変
化
し
て
い
く
。
未
名
子
は
自
分
の
意
見
を
書
き
加
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
新
し
く
変
わ
っ
て
い
く
要
素
に
つ
い
て

は
、
今
ま
で
の
記
録
と
は
別
に
し
て
追
加
し
て
い
っ
た
。
ど
れ
だ
け
情
報
が
増
え
て
も
構
わ
な
い
。
そ
れ
を
必
要
か
不
要
か
考
え
取

捨
選
択
す
る
の
も
あ
ら
ゆ
る
研
究
者
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
絶
対
に
順
さ
ん
で
も
未
名
子
で
も
な
い
。」（『
首
里
の
馬
』
五
十
三
頁
）

　

再
度
言
い
た
い
。
作
者
は
こ
こ
で
何
が
書
き
た
か
っ
た
の
か
。
お
年
寄
り
と
は
い
え
順
さ
ん
も
民
俗
学
者
だ
っ
た
の
で
は
な
い
の

か
。
そ
の
研
究
者
の
順
さ
ん
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
。
ア
ル
バ
イ
ト
の
未
名
子
の
こ
と
よ
り
も
私
は
順
さ
ん
の
こ
と
を
も
っ
と
書
い

て
ほ
し
か
っ
た
。
作
者
の
記
述
に
矛
盾
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
作
者
は
沖
縄
人
の
生
活
実
態
に
迫
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。

　

次
は
帯
に
あ
る
「
世
界
の
果
て
の
遠
く
隔
た
っ
た
場
所
に
い
る
ひ
と
た
ち
に
オ
ン
ラ
イ
ン
通
話
で
ク
イ
ズ
を
出
題
す
る
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
の
」
未
名
子
の
仕
事
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
「
遠
く
に
い
る
知
ら
な
い
人
達
に
向
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
対
一
の
ク
イ
ズ
を
出
題
す
る
。
仕
事
の
正
式
な
名
称
は
『
孤
独
な
業

務
従
事
者
へ
の
定
期
的
な
通
信
に
よ
る
精
神
的
ケ
ア
と
知
性
の
共
有
』
略
称
は
問
読
者
（
ト
イ
ヨ
ミ
）
と
い
う
ら
し
い
。
依
頼
人
は

個
人
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
所
属
す
る
集
団
で
、
ク
イ
ズ
の
正
解
数
や
内
容
よ
り
、
通
信
相
手
の
精
神
や
知
性
の
安
定
を
確
認
す
る

目
的
で
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
の
だ
と
い
う
。」（『
首
里
の
馬
』
四
十
二
頁
）
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カ
ン
ベ
主
任
は
「
よ
う
は
遊
び
で
す
か
ら
ね
、
な
ぞ
な
ぞ
遊
び
」
と
言
い
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。「
ひ
と
り
の

解
答
者
が
選
び
と
る
解
答
は
、
そ
の
人
自
身
の
、
人
生
の
反
映
な
ん
で
す
。
た
だ
の
自
問
自
答
と
も
ち
が
い
ま
す
。
別
の
人
生
を
過

ご
し
て
い
る
人
間
か
ら
の
思
い
も
よ
ら
な
い
問
い
か
け
に
よ
っ
て
、
解
答
者
は
軽
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
混
乱
し
、
同
時
に
自
分
の
経
験

の
思
い
も
よ
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
解
答
が
引
き
出
さ
れ
ま
す
。
そ
の
人
生
に
一
見
も
う
必
要
が
な
い
と
打
ち
捨
て
ら
れ
て
い
た
、
な

ん
な
ら
も
う
二
度
と
思
い
出
し
た
く
も
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
な
、脳
の
端
に
あ
っ
た
経
験
が
意
味
を
持
ち
ま
す
。」（『
首
里
の
馬
』

四
十
四
頁
）

　

そ
し
て
具
体
的
に
そ
の
ク
イ
ズ
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

　
「
問
題
」

　
「
鴨
川
、
波
、
造
形
の
影
響
は
、
何
者
へ
？
」

　
「
…
…
北
斎
？
」

　
「
正
解
！
」

　

こ
ん
な
調
子
で
あ
る
が
、
私
は
こ
の
ク
イ
ズ
の
説
明
は
と
て
も
重
要
な
部
分
だ
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
作
者
が
ほ
と
ん
ど
初

め
て
と
い
っ
て
い
い
く
ら
い
に
「
具
体
的
な
内
容
」
を
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
作
者
は
自
分
が
多
摩
美
術
大
学
の
卒
業

生
で
あ
る
こ
と
を
図
ら
ず
も
表
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
作
者
の
肉
声
を
聞
く
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。
作
者
が
こ

の
小
説
で
何
を
書
か
ん
と
し
て
い
る
か
も
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
我
々
読
者
も
安
心
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
作

者
が
こ
の
作
品
で
一
六
三
回
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
時
の
「
受
賞
の
こ
と
ば
」
を
思
い
出
す
。

　
「
こ
の
困
難
な
社
会
情
勢
の
中
で
、
じ
ぶ
ん
ご
と
き
が
な
に
を
、
と
い
う
思
い
は
強
く
あ
り
ま
す
。
で
き
る
こ
と
は
、
今
ま
で
も
、
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こ
れ
か
ら
も
変
わ
ら
ず
と
て
も
小
さ
な
こ
と
で
す
。
自
分
の
小
説
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
人
は
い
つ
も
、
お
お
き
な
こ
と
を
し
で
か

し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
、
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
こ
と
を
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
。

　

で
も
、
こ
の
大
変
な
、
た
い
て
い
の
場
合
に
お
い
て
ひ
ど
く
厳
し
い
世
界
は
、
そ
れ
で
も
、
生
き
続
け
る
に
値
す
る
程
度
に
は
、

さ
さ
や
か
な
驚
異
に
溢
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
と
き
に
は
び
っ
く
り
す
る
く
ら
い
美
し
か
っ
た
り
、
胸
が
締
め
付
け
ら
れ
る
く

ら
い
愛
お
し
か
っ
た
り
、
思
い
出
し
て
い
つ
ま
で
も
笑
っ
て
し
ま
う
く
ら
い
こ
っ
け
い
だ
っ
た
り
し
ま
す
。
こ
の
、
ど
れ
だ
け
書
い

て
も
書
き
足
り
な
い
く
ら
い
の
、
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
を
、
私
は
ず
っ
と
書
き
続
け
て
い
き
た
い
で
す
。」（『
文
芸
春
秋
』
二

〇
二
〇
年
九
月
号
、
三
一
七
頁
）

　

作
者
が
そ
の
作
品
の
最
大
の
解
説
者
で
あ
り
批
評
家
で
あ
る
、
と
こ
の
受
賞
の
こ
と
ば
を
読
ん
で
つ
く
づ
く
思
い
知
ら
さ
れ
た
気

が
す
る
。
私
も
こ
ん
な
文
学
観
の
持
ち
主
に
沖
縄
の
文
学
を
書
い
て
ほ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
期
待
が
大
き
い
だ
け
に
注
文
も
多
く

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ク
イ
ズ
と
い
う
小
さ
な
言
葉
の
楽
し
み
を
持
っ
て
世
界
の
人
々
と
つ
な
が
る
こ
と
の
意
味
を
表
現
し
た
い
の
で
あ
ろ
う
が
そ
の
拠

点
が
な
ぜ
沖
縄
な
の
か
と
説
明
が
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
と
い
う
疑
問
は
あ
る
。
わ
が
国
に
は
昔
か
ら
短
歌
や
俳
句
な
ど
の
短
詩
型

文
学
の
歴
史
が
あ
る
だ
け
に
こ
の
小
説
に
詩
的
な
想
像
力
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

次
は
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
た
『
首
里
の
馬
』
に
つ
い
て
で
あ
る
。
主
人
公
の
未
名
子
の
活
動
範
囲
は
沖
縄
県
那
覇
市
の
港
川
と
か

旭
橋
な
ど
で
あ
る
。
特
に
首
里
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
の
タ
イ
ト
ル
が
『
首
里
の
馬
』
で
あ
る
の
が
な
ぜ

な
の
か
不
思
議
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
本
の
中
で
「
首
里
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
最
後
の
沖
縄
戦
の
悲
惨
な
状
況
の
記
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述
の
部
分
の
と
こ
ろ
だ
け
で
あ
る
。

　
「
終
戦
間
際
の
首
里
周
辺
、
お
き
な
わ
で
展
開
さ
れ
た
最
大
の
爆
撃
戦
は
ベ
ロ
ー
テ
兄
弟
の
本
の
タ
イ
ト
ル
に
も
冠
さ
れ
て
い
た

『
タ
イ
フ
ー
ン
・
オ
ブ
・
ス
チ
ー
ル
』
と
い
う
言
葉
、
つ
ま
り
鉄
の
暴
風
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
人
々
に
深
い
印
象
を
与
え
た
。
首

里
は
レ
イ
テ
、硫
黄
島
に
並
ぶ
太
平
洋
戦
争
中
で
最
も
激
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
地
だ
っ
た
。」（『
首
里
の
馬
』
一
五
五
頁
）

　

首
里
は
こ
の
文
章
の
中
で
も
二
箇
所
に
出
て
く
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
登
場
す
る
「
宮
古
馬
」（
ナ
ー
ク
ー
）
が
「
首

里
の
馬
」
と
呼
ば
れ
る
理
由
は
な
い
の
で
あ
る
。
私
の
想
像
で
は
こ
の
小
説
が
書
か
れ
る
数
年
前
に
「
首
里
城
の
炎
上
」
と
い
う
大

事
件
が
あ
っ
て
、
作
者
の
中
に
そ
の
衝
撃
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
こ
の
小
説
の
執
筆
の
動
機
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ

れ
る
。

　

つ
い
で
に
こ
の
沖
縄
戦
の
記
述
の
中
に
の
ち
の
単
行
本
の
出
版
の
際
に
修
正
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は

　
「
財
産
も
家
も
森
も
、
塀
も
坂
道
も
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
も
す
べ
て
吹
き
飛
ん
で
し
ま
っ
た
場
所
で
、
お
お
よ
そ
人
が
こ
の
あ
と

生
き
て
い
く
よ
う
な
こ
と
が
ま
っ
た
く
で
き
な
さ
そ
う
な
風
景
の
中
で
、
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
絶
望
さ
え
吹
き
飛

ん
で
、
唯
一
の
武
器
と
し
て
持
っ
て
い
る
手
榴
弾
を
口
に
く
わ
え
な
い
も
の
が
ど
こ
に
い
る
ん
だ
ろ
う
。」（『
新
潮
』
二
〇
二
〇
年

三
月
号
、
一
三
一
頁
）

　

と
い
う
箇
所
の
最
後
の
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
が
単
行
本
で
は

　
「
財
産
も
家
も
森
も
、
塀
も
坂
道
も
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
も
す
べ
て
吹
き
飛
ん
で
し
ま
っ
た
場
所
で
、
お
お
よ
そ
人
が
こ
の
あ
と

生
き
て
い
く
こ
と
が
ま
っ
た
く
で
き
な
さ
そ
う
な
風
景
の
中
で
、
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
絶
望
さ
え
吹
き
飛
ん
で
、

唯
一
の
自
分
を
守
る
た
め
と
し
て
持
た
さ
れ
て
い
た
武
器
を
自
ら
に
向
け
な
い
ほ
ど
強
い
も
の
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
の
は
当
然
だ
。」
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（『
首
里
の
馬
』
一
五
六
頁
）

　

こ
の
修
正
は
雑
誌
掲
載
時
に
沖
縄
の
読
者
か
ら
指
摘
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
一
九
七
五
年
生
ま
れ
の
戦
争
体
験
の
な

い
作
者
の
こ
と
を
考
え
る
と
こ
の
よ
う
な
間
違
い
が
あ
っ
て
も
仕
方
が
な
か
っ
た
と
思
う
。

　

さ
て
こ
の
「
首
里
の
馬
」
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
こ
れ
を
作
者
の
好
き
な
ク
イ
ズ
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
問
題
」

　
「
沖
縄
資
料
館
、
ク
イ
ズ
、
馬
」

　
「
高
山
羽
根
子
の
芥
川
賞
受
賞
作
『
首
里
の
馬
』」

　
「
正
解
」

　

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
正
確
に
は
「
那
覇
に
現
れ
た
宮
古
馬
」
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
未
名
子
が
得
意
と
す
る
「
み
っ
つ
の
言
葉
」
を
並
列
さ
せ
る
ク
イ
ズ
形
式
に
つ
い
て
作
者
が
最
後
の
と
こ
ろ
で
解
説
を
し
て

い
る
。

　
「
未
名
子
は
、
こ
の
世
界
の
、
あ
る
ひ
と
つ
の
場
所
を
み
っ
つ
の
単
語
で
紐
づ
け
て
示
す
や
り
方
が
あ
る
こ
と
を
、
し
ば
ら
く
前

に
知
っ
た
。
地
球
上
の
場
所
を
数
平
米
ず
つ
に
区
切
っ
て
、
文
字
で
構
成
さ
れ
た
意
味
の
あ
る
単
語
を
、
一
見
意
味
の
な
い
羅
列
と

し
て
割
り
当
て
る
や
り
方
は
暗
号
に
も
使
う
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
。
割
り
振
り
を
こ
ち
ら
で
指
定
さ
え
す
れ
ば
無
限
に
複
雑
化
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
を
知
る
数
人
だ
け
で
共
有
し
た
地
図
を
作
る
こ
と
も
で
き
る
。
他
の
ひ
と
か
ら
見
れ
ば
た
だ
の
文
字
や
言
葉

だ
か
ら
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
も
隠
す
こ
と
が
で
き
る
。
物
語
に
混
ぜ
る
こ
と
で
も
、
あ
る
い
は
な
に
か
の
問
題
に
姿
を
変
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
で
も
。
未
名
子
は
ク
イ
ズ
の
問
題
と
称
し
て
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
の
情
報
を
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る
。」（『
首
里
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の
馬
』
一
五
二
頁
）

　

こ
こ
で
作
者
は
重
要
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

「
み
っ
つ
の
単
語
」
が
ク
イ
ズ
の
問
題
を
超
越
し
て
「
物
語
に

混
ぜ
る
こ
と
」
も
で
き
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

先
ほ
ど
私
が
作
っ
た
こ
の
本
の
三
つ
の
単
語
の
並
列
だ
っ
た

わ
け
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
思
い
出
し
た
の
は
八
十
年
前
に
書
か
れ
た
あ
る
女

性
作
家
の
短
編
小
説
で
あ
る
。
そ
の
中
に
こ
ん
な
一
節
が
あ
っ

た
。

　
「
金
魚
，
縞
馬
、
花
、
稲
妻
―
―
ま
る
で
幻
想
詩
派
（
サ
ン

ボ
リ
ス
ト
）
た
ち
の
悦
び
そ
う
な
シ
ー
ン
だ
ね
。」

　

こ
れ
は
岡
本
か
の
子
の
「
花
は
勁
し
」
の
一
節
で
あ
る
。
そ

う
い
え
ば
単
行
本
の
『
首
里
の
馬
』
の
カ
バ
ー
の
絵
に
は
暗
い

星
空
を
バ
ッ
ク
に
し
て
馬
や
花
や
時
計
や
本
箱
な
ど
が
浮
遊

し
て
い
た
。
作
者
が
岡
本
か
の
子
の
短
編
小
説
『
花
は
勁
し
』

を
読
ん
で
い
た
と
は
思
え
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
象
徴
詩
派
の

例
え
ば
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ラ
ン
ボ
ー
や
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
な
ど

高山羽根子『首里の馬』新潮社　カバー
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の
詩
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
つ
ま
り
こ
の
本
で
作
者
が
採
用
し
た
文
体
は
自
然
主
義
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
文
体
で
は
な

く
、
象
徴
的
な
詩
的
な
文
体
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
こ
の
小
説
の
説
明
不
足
を
も
た
ら
す
要
因
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

二
　『
彼
岸
花
が
咲
く
島
』（
李
琴
峰
）

　

二
〇
二
一
年
の
李
琴
峰
さ
ん
と
い
い
二
〇
二
〇
年
の
高
山
羽
根
子
さ
ん
と
い
い
、
近
年
の
芥
川
賞
作
家
が
女
性
で
あ
り
し
か
も
沖

縄
県
外
の
出
身
者
で
あ
る
こ
と
は
沖
縄
文
学
に
長
年
注
目
し
て
き
た
私
に
と
っ
て
も
印
象
深
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
〇
二
〇
年
受
賞

し
た
高
山
羽
根
子
さ
ん
が
一
九
七
五
年
生
ま
れ
で
、
多
摩
美
術
大
学
で
日
本
画
を
描
い
て
い
た
の
に
対
し
二
〇
二
一
年
の
受
賞
者
で

あ
る
李
琴
峰
さ
ん
は
一
九
八
九
年
生
ま
れ
で
、
台
湾
大
学
を
卒
業
し
中
国
語
、
英
語
、
日
本
語
が
わ
か
る
多
言
語
人
間
で
あ
る
。

　

九
十
年
代
の
又
吉
栄
喜
と
目
取
真
俊
が
い
ず
れ
も
沖
縄
県
出
身
者
で
地
域
の
郷
土
性
に
根
差
し
た
文
学
を
志
向
し
た
の
と
対
照
的

で
あ
っ
た
。
前
者
の
高
山
羽
根
子
は
美
術
と
文
学
に
造
詣
が
深
く
、
後
者
の
李
琴
峰
は
多
文
化
的
視
野
の
持
ち
主
と
い
う
こ
と
で
、

私
は
こ
の
二
人
の
今
後
の
活
躍
に
大
い
に
期
待
し
て
い
る
。
そ
こ
で
李
琴
峰
の
『
彼
岸
花
が
咲
く
島
』
で
あ
る
が
ま
ず
そ
の
冒
頭
の

部
分
を
引
用
し
て
み
た
い
。
大
変
興
味
深
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
。

　
「
砂
浜
に
倒
れ
て
い
る
少
女
は
、
炙
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
、
炎
の
触
手
に
囲
わ
れ
て
大
事
に
守
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
っ

た
。

　

少
女
は
真
っ
白
な
ワ
ン
ピ
ー
ス
を
身
に
纏
い
、
長
い
黒
髪
が
砂
浜
で
扇
状
に
広
が
っ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
ワ
ン
ピ
ー
ス
も
髪
も
ず
ぶ
濡
れ
で
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黄
色
い
砂
が
べ
っ
た
り
と
吸
い
つ
き
、
ま
ぶ
し
い
陽
射
し
を
照
り
返
し
て
輝
き
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
青
緑
の
海
藻
が
絡
み
つ
い
て
い
る
。

ワ
ン
ピ
ー
ス
以
外
に
衣
類
は
な
く
、
持
ち
物
も
特
に
な
い
よ
う
で
あ
る
。
少
女
の
白
い
裸
足
に
、
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
裾
が
め
く
れ
て
露

わ
に
な
っ
て
い
る
太
腿
に
、
折
れ
そ
う
な
ほ
ど
細
い
首
筋
に
、
ど
こ
か
寂
し
げ
な
色
を
浮
か
べ
る
顔
に
、
あ
ち
こ
ち
傷
跡
が
つ
い
て

い
る
。
鋭
い
も
の
で
き
ら
れ
た
よ
う
な
傷
口
も
あ
れ
ば
、
鈍
器
で
殴
ら
れ
た
よ
う
な
暗
い
紫
色
の
痣
も
あ
る
。

　

少
女
を
包
み
込
ん
で
い
る
の
は
赤
一
面
に
咲
き
乱
れ
る
彼
岸
花
で
あ
る
。
砂
浜
を
埋
め
尽
く
す
ほ
ど
花
盛
り
の
彼
岸
花
は
、
蜘
蛛

の
足
の
よ
う
な
毒
々
し
く
長
い
蕊
を
伸
ば
し
、
北
向
き
の
強
い
潮
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
揺
れ
て
い
る
。
薄
藍
の
空
に
は
雲
が
ほ
と
ん

ど
な
く
、
太
陽
は
ち
ょ
う
ど
中
天
に
差
し
掛
か
る
頃
で
、
そ
の
下
に
際
限
な
く
広
が
る
海
水
は
浜
辺
か
ら
翡
翠
色
、
群
青
色
、
濃
紺

へ
と
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
く
。
白
い
波
は
彼
岸
花
の
群
れ
に
押
し
寄
せ
て
は
、
岸
を
打
つ
と
音
を
立
て
て
砕
け
る
。
こ
の
光
景

を
み
る
と
、少
女
は
波
で
海
岸
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
誰
も
疑
問
に
思
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。」（
傍
点
、松
島
）（『
彼

岸
花
が
咲
く
島
』
五
頁
））

　

こ
の
冒
頭
部
分
を
読
ん
で
私
が
注
目
し
た
の
は
「
長
い
黒
髪
が
砂
浜
で
扇
状
に
広
が
っ
て
い
る
。」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
そ
れ

は
『
ガ
リ
バ
ー
旅
行
記
』
で
主
人
公
の
船
が
嵐
で
遭
難
し
見
知
ら
ぬ
島
に
た
ど
り
つ
き
眠
り
か
ら
覚
め
た
シ
ー
ン
で
あ
る
。

　
「
わ
た
し
は
も
う
極
限
ま
で
疲
れ
は
て
て
い
た
う
え
に
、
気
候
の
暖
か
さ
、
船
を
下
り
る
前
に
飲
ん
だ
半
パ
イ
ン
ト
の
ブ
ラ
ン
デ
ー

の
せ
い
も
あ
っ
て
、
と
に
か
く
眠
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
ご
く
短
く
柔
ら
か
い
草
の
生
い
茂
る
地
面
に
横
た
わ
る
と
、
こ
れ
ま
で

の
人
生
で
も
憶
え
が
な
い
く
ら
い
、
た
だ
た
だ
ぐ
っ
す
り
と
眠
り
こ
む
。
た
っ
ぷ
り
九
時
間
以
上
は
寝
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
目

が
さ
め
て
み
る
と
、
あ
た
り
は
す
っ
か
り
明
る
く
な
っ
て
い
た
。
起
き
上
が
ろ
う
と
し
て
み
た
が
、
身
体
が
ま
っ
た
く
動
か
な
い
。

仰
向
け
に
な
っ
て
寝
て
い
た
の
だ
が
、
ふ
と
気
が
つ
く
と
、
わ
た
し
の
手
足
は
両
側
か
ら
し
っ
か
り
と
地
面
に
く
く
り
つ
け
ら
れ
て
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い
る
で
は
な
い
か
。
す
っ
か
り
ふ
さ
ふ
さ
と
長
く
伸
び
て
い
た
髪
も
、同
じ
よ
う
に
地
面
に
く
く
り
つ
け
て
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

脇
の
下
か
ら
太
腿
に
か
け
て
、
身
体
に
も
細
い
紐
が
が
何
本
か
左
右
に
渡
さ
れ
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
た
。
太
陽
は
い
よ
い
よ
ま
ば

ゆ
く
照
り
つ
け
は
じ
め
、
目
が
痛
く
て
た
ま
ら
な
い
。
周
囲
か
ら
何
や
ら
ざ
わ
め
く
よ
う
な
音
が
聞
こ
え
て
く
る
も
の
の
、
仰
向
け

の
ま
ま
動
け
な
い
わ
た
し
は
、
空
を
見
上
げ
て
い
る
し
か
な
か
っ
た
。」（
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
『
ガ
リ
バ
ー
旅
行
記
』
角
川

文
庫
、
二
一
頁
）

　

私
が
注
目
し
た
の
は
「
す
っ
か
り
ふ
さ
ふ
さ
と
長
く
伸
び
て
い
た
髪
も
、
同
じ
よ
う
に
地
面
に
く
く
り
つ
け
て
あ
る
。」
と
い
う

部
分
で
あ
る
。
陸
地
に
漂
着
し
た
二
人
の
主
人
公
が
と
も
に
、
一
人
は
長
い
黒
髪
を
砂
浜
に
扇
状
に
広
げ
て
倒
れ
て
い
る
。
そ
し
て

も
う
一
人
の
主
人
公
も
長
く
伸
び
た
髪
を
地
面
に
く
く
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
私
は
李
琴
峰
が
『
ガ
リ
バ
ー
旅
行
記
』
を
読
み
な
が

ら
こ
の
小
説
を
書
い
た
と
は
思
わ
な
い
が
、
こ
の
二
つ
の
シ
ー
ン
は
あ
ま
り
に
も
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

偶
然
の
一
致
と
は
い
え
一
人
は
中
国
大
陸
の
南
の
離
島
で
あ
る
台
湾
の
出
身
者
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
離
島
で

あ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
出
身
者
で
あ
る
。
こ
れ
は
奇
縁
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
と
い
う
の
も
二
つ
の
小
説
に
奇
妙
に
一
致
す
る
箇
所
が
さ
ら
に
あ
る
か
ら
ふ
し
ぎ
で
あ
る
。

　
「
わ
た
し
は
な
ん
で
こ
こ
に
い
る
の
？
わ
た
し
は
だ
れ
？
」「
リ
ー
、
海
の
向
こ
う
よ
り
来
し
た
ダ
ー
」「
少
し
会
話
す
る
と
、
二

人
が
使
っ
て
い
る
言
葉
は
似
て
い
る
が
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、
ヨ
ナ
も
少
女
も
気
付
い
た
。」「
な
に
言
っ
て
い
る

か
わ
か
ら
な
い
よ
」
少
女
は
混
乱
し
て
い
る
よ
う
で
、
両
手
で
頭
を
抱
え
た
。「
見
ろ
」
ヨ
ナ
は
右
手
を
上
げ
、
眼
前
に
広
が
る
果

て
し
な
い
海
を
指
差
し
た
。「
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
・
ア
ー
」「
や
め
て
、
わ
か
ら
な
い
」
少
女
は
ま
す
ま
す
混
乱
し
た
よ
う
で
、
激
し
く

頭
を
振
り
始
め
た
。「
い
た
い
、
い
た
い
よ
」「
痛
い
？
」
ヨ
ナ
が
訊
い
た
。「
ど
こ
痛
い
？
」「
か
ら
だ
の
す
べ
て
が
い
た
い
」
少
女
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は
頭
を
振
る
の
を
や
め
た
か
と
思
う
と
、
急
に
自
分
の
両
腕
を
抱
え
込
む
体
勢
に
な
り
、
背
中
が
小
さ
く
丸
ま
っ
た
。「
さ
む
い
よ
」

（
李
琴
峰
『
彼
岸
花
が
咲
く
島
』
文
芸
春
秋
八
頁
）

　

他
方
の
『
ガ
リ
バ
ー
旅
行
記
』
に
も
こ
ん
な
箇
所
が
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
、
ま
も
な
く
一
同
は
ま
た
戻
っ
て
き
て
、
中
の
ひ
と
り
は
勇
敢
に
も
わ
た
し
の
顔
全
体
が
見
え
る
位
置
ま
で
近
づ
い
て

く
る
と
、
い
か
に
も
敬
服
し
た
と
い
う
よ
う
に
両
手
を
上
げ
、
天
を
仰
ぐ
と
、
甲
高
い
、
し
か
し
は
っ
き
り
し
た
声
で
叫
ん
だ
。「
ヘ

キ
ナ
ー
・
デ
イ
ー
ガ
ル
」
ほ
か
の
も
の
た
ち
も
同
じ
言
葉
を
何
回
か
く
り
か
え
し
た
が
、
当
然
な
が
ら
、
そ
の
時
の
わ
た
し
に
は
意

味
が
わ
か
る
は
ず
も
な
い
。読
者
の
想
像
ど
お
り
、不
安
に
お
の
の
き
な
が
ら
そ
の
場
に
横
た
わ
っ
て
い
た
だ
け
だ
。（
中
略
）や
が
て
、

何
や
ら
ひ
ど
く
甲
高
い
叫
び
声
が
あ
が
り
、そ
れ
が
と
ぎ
れ
た
か
と
思
う
と
、今
度
は
一
人
が
大
声
で
叫
ん
だ
。「
ト
ル
ゴ
・
フ
ォ
ナ
ッ

ク
」
次
の
瞬
間
、
何
百
本
も
の
矢
が
私
の
左
手
に
射
か
け
ら
れ
、
針
の
よ
う
に
チ
ク
チ
ク
と
刺
さ
る
の
が
わ
か
っ
た
。」（
ジ
ョ
ナ
サ

ン
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
『
ガ
リ
バ
ー
旅
行
記
』
角
川
文
庫
二
二
頁
）

　

二
人
と
も
漂
着
し
た
場
所
の
住
民
の
言
葉
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
共
通
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
両
者
の
生
ま
れ

育
っ
た
場
所
の
辺
境
性
が
象
徴
的
に
表
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
が
小
説
の
冒
頭
部
分
に
書
か
れ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
の
言
語
的
差
異
と
い
う
異
文
化
体
験
の
衝
撃
か
ら
そ
の
物
語
が
始
ま
る
と
こ
ろ
は
奇
遇
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

　

ま
た
小
説
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の
島
の
地
図
が
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
下
地
図
の
コ
ピ
ー
を
掲
載
す
る
。

　

こ
の
小
説
は
島
に
流
れ
着
い
た
少
女
（
ウ
ミ
）
と
彼
女
を
助
け
て
同
居
す
る
島
の
娘
（
ヨ
ナ
）
と
男
子
の
タ
ツ
の
三
人
の
若
者
が

島
を
統
治
す
る
ノ
ロ
に
な
る
た
め
、
修
行
を
す
る
物
語
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
最
高
位
の
大
ノ
ロ
が
島
の
歴
史
を
語
り
伝
え
場
面
が
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興
味
深
い
。
そ
れ
は
こ
ん
な
物
語
で
あ
っ
た
。

　
「（
中
略
）〈
チ
ュ
ウ
ゴ
ク
〉
は
〈
タ
イ
ワ
ン
〉
を
自
分
の
も

の
に
し
よ
う
と
攻
め
込
ん
だ
ん
だ
。〈
タ
イ
ワ
ン
〉
は
〈
チ
ュ

ウ
ゴ
ク
〉
に
負
け
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
逃
げ
出
し
た
。
舟

に
乗
っ
て
、
こ
の
〈
島
〉
へ
逃
げ
て
き
た
人
も
い
た
。
彼
ら

も
ま
た
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
先
祖
だ
ね
。
し
か
し
先
に
〈
ニ

ホ
ン
〉
か
ら
逃
げ
て
き
た
先
祖
は
、〈
タ
イ
ワ
ン
〉
か
ら
逃
げ

て
き
た
先
祖
を
追
い
出
そ
う
と
し
て
、
ま
た
戦
が
始
ま
っ
て
し

ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
男
た
ち
主
導
で
ね
。

　

ど
れ
く
ら
い
人
が
死
ん
だ
ん
だ
か
、
彼
岸
花
の
よ
う
な
、
赤

い
血
で
〈
島
〉
の
あ
ち
こ
ち
が
染
ま
っ
て
い
た
。
そ
ん
で
、や
っ

と
戦
い
に
疲
れ
た
男
た
ち
は
あ
る
日
、
今
更
の
よ
う
に
自
分
自

身
の
愚
か
し
さ
に
気
付
い
た
さ
。
こ
れ
じ
ゃ
、
自
分
た
ち
を

追
い
出
し
た
〈
ニ
ホ
ン
〉
の
偉
い
人
た
ち
や
、
侵
略
し
て
き
た

〈
チ
ュ
ウ
ゴ
ク
〉
の
ひ
と
た
ち
と
、
全
く
変
わ
ら
な
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
。
彼
ら
は
こ
の
赤
く
染
ま
っ
た
島
を
ぐ
る
り
と
見
回

し
、
自
分
た
ち
が
作
っ
て
き
た
歴
史
の
お
ぞ
ま
し
さ
に
ハ
ッ
と

李琴峰『彼岸花が咲く島』文藝春秋　二頁
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J.スウィフト『ガリヴァー旅行記（下）』福音館書店　四七頁
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し
て
、
急
に
怖
く
な
っ
た
ね
。
そ
ん
で
、
歴
史
を
女
た
ち
に
手
渡
し
、
自
分
た
ち
は
歴
史
か
ら
退
場
す
る
こ
と
に
し
た
さ
。
長
い
長

い
人
間
の
歴
史
で
だ
れ
も
や
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
に
、
私
た
ち
の
先
祖
は
よ
う
や
く
踏
み
切
っ
た
っ
ち
ゅ
う
わ
け
だ
。」（
同

右
一
五
〇
頁
）

　

作
者
は
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
寓
話
小
説
の
舞
台
と
な
る
島
を
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

　
「
歴
史
を
手
渡
さ
れ
た
女
た
ち
は
、ま
ず
戦
を
や
め
た
。〈
ニ
ホ
ン
〉
か
ら
逃
げ
て
き
た
人
が
〈
島
〉
の
東
の
集
落
に
、〈
タ
イ
ワ
ン
〉

か
ら
逃
げ
て
き
た
人
が
西
と
南
の
集
落
に
住
む
よ
う
に
、
采
配
を
振
る
っ
た
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
行
き
来
は
自
由
な
ん
で
ね
、
そ
の
う

ち
区
別
が
な
く
な
っ
て
、
習
慣
も
言
葉
も
信
仰
も
文
化
も
入
り
混
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
入
り
混
じ
っ
た
言
葉
が
、
今
〈
島
〉

で
使
わ
れ
て
い
る
〈
ニ
ホ
ン
語
〉
さ
。
そ
れ
と
は
別
に
、〈
ニ
ホ
ン
〉
か
ら
逃
げ
て
き
た
当
時
に
使
っ
て
い
た
言
葉
を
、
女
し
か
習

う
こ
と
が
で
き
な
い
、
歴
史
を
語
り
継
ぐ
た
め
の
〈
女
語
〉
と
し
て
確
立
さ
せ
た
。
つ
ま
り
〈
女
語
〉
は
古
い
に
し
えの
言
語
さ
、
普
段
使
わ

な
い
か
ら
、
当
初
か
ら
ず
っ
と
こ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
き
て
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
ん
だ
。」（
同
右
一
五
二
頁
）

　

こ
の
沖
縄
の
離
島
（
与
邦
国
島
）
を
想
定
さ
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
島
は
す
で
に
男
性
の
政
治
的
社
会
的
な
支
配
は
克
服
さ
れ
て
い

て
、
そ
の
島
は
日
本
か
ら
逃
げ
て
き
た
人
々
と
台
湾
か
ら
逃
げ
て
き
た
人
々
が
沖
縄
の
人
々
と
共
存
し
て
い
る
島
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
。
し
か
も
そ
の
島
は
す
で
に
女
性
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
そ
の
離
島
の
理
想
郷
を

実
現
す
る
た
め
に
活
躍
す
る
二
人
の
女
性
と
一
人
の
男
性
の
活
動
が
中
心
で
あ
る
。と
く
べ
つ
に
事
件
が
起
こ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

作
者
ら
し
い
歴
史
観
と
文
化
的
な
重
層
性
の
認
識
が
特
徴
的
な
小
説
で
あ
る
。

　

今
回
紹
介
し
た
二
つ
の
小
説
は
、
こ
れ
ま
で
の
沖
縄
の
歴
史
的
現
実
（
沖
縄
戦
と
米
軍
基
地
の
支
配
な
ど
）
こ
そ
直
接
的
に
は
描

か
れ
て
は
い
な
い
が
、
わ
が
国
の
中
に
あ
っ
て
独
特
の
位
置
に
あ
る
沖
縄
の
文
化
的
位
相
を
全
く
対
照
的
な
方
法
論
に
よ
っ
て
小
説
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化
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
沖
縄
の
文
学
の
新
し
い
世
代
の
登
場
と
こ
れ
か
ら
の
活
躍
に
期
待
し
た
い
と
思
う
。

　

二
十
世
紀
の
初
頭
フ
ラ
ン
ス
で
ピ
カ
ソ
と
ブ
ラ
ッ
ク
が
「
キ
ュ
ビ
ズ
ム
」
と
い
う
美
術
思
想
＝
方
法
を
展
開
し
、
対
象
を
一
度
解

体
し
た
後
、
再
度
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
断
片
を
縮
合
し
て
み
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
戦
後
、
戦
地

か
ら
帰
っ
て
小
説
を
書
き
た
い
と
言
っ
た
大
岡
昇
平
に
、
評
論
家
の
小
林
秀
雄
は
ま
ち
が
っ
て
も
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
は
書
く
な
！　

と
言
っ
た
と
か
。
高
山
羽
根
子
は
、
沖
縄
を
対
象
に
し
て
こ
れ
ら
の
芸
術
思
想
＝
方
法
を
実
践
し
て
み
せ
た
。
そ
れ
が
「
み
っ
つ
の

言
葉
に
よ
る
沖
縄
の
象
徴
的
な
現
代
小
説
の
試
み
」
だ
っ
た
。

　

李
琴
峰
は
、
中
国
語
、
日
本
語
、
英
語
を
駆
使
し
て
、
海
洋
ユ
ー
ト
ピ
ア
小
説
を
書
い
て
み
せ
た
。
そ
の
島
は
中
国
、
台
湾
、
沖

縄
、
日
本
の
中
間
に
位
置
す
る
架
空
の
島
だ
っ
た
。
主
人
公
は
若
い
二
人
の
女
性
と
一
人
の
男
性
の
お
と
ぎ
話
だ
っ
た
。
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