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大
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英
志

無
限
の
物
語
を
生
み
出
し
、
世
界
を
構
築
す
る
た
め
の
新
し
い
ま
ん
が
制
作
論
！

ま
ん
が
原
作
・
原
論

理
論
と
実
践

「「企画書企画書」」で、で、
まんがまんがをを創る。創る。

「企画書」づくりからアプローチする
「まんが原作」の書き方、徹底解説。

現場で
使える！
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序　
「
ま
ん
が
原
作
」
と
は
「
改
変
さ
れ
る
」
た
め
に
あ
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る

「
ま
ん
が
原
作
」
と
は
何
か
。

　

そ
れ
は
一
言
で
言
う
と
「
改
変
さ
れ
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
」
と
定
義
し
得
る
も
の
だ
。
本

書
を
通
じ
て
そ
の
定
義
は
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
、
同
時
に
そ
の
定
義
を
踏
ま
え
「
ま
ん
が
原
作
」
の
つ
く

り
方
の
実
際
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
説
く
こ
と
に
な
る
。

「
改
変
さ
れ
る
た
め
の
テ
キ
ス
ト
」
と
い
う
と
、
そ
れ
は
「
テ
キ
ス
ト
と
は
読
者
に
読
ま
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
成
立
す
る
」
と
い
う
文
芸
批
評
の
初
歩
の
テ
キ
ス
ト
論
の
類た

ぐ
いと

し
て
好
意
的
に
受
け
と
め
ら

れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
う
で
は
な
い
。

「
原
作
」
は
ま
ん
が
家
に
よ
っ
て
「
ま
ん
が
」
に
つ
く
り
か
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
読
者
の
目

に
触
れ
、
読
者
に
よ
る
多
様
な
読
み
を
肯
定
す
る
テ
キ
ス
ト
論
は
そ
こ
で
初
め
て
成
立
す
る
。

　

つ
ま
り
「
ま
ん
が
原
作
」
と
は
テ
キ
ス
ト
論
以
前
の
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

　

未
完
の
、
と
い
う
よ
り
は
未
遂
の
、
と
か
未
然
の
、
と
言
っ
た
方
が
ふ
さ
わ
し
い
質
の
も
の
だ
。

　

そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
が
中な

か

上が
み

健け
ん

次じ

（
一
九
四
六
〜
一
九
九
二
）
の
『
南
回
帰
船
』
の
「
原
作
」
で
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あ
る
（
図
１
）。

　

新
し
い
世
代
の
読
者
は
中
上
の
名
に
困
惑
す
る
だ
ろ
う
し
、
ぼ
く
の
古

い
読
者
は
「
ま
た
か
」
と
う
ん
ざ
り
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
ま
ん
が
原

作
と
は
何
か
」
を
考
え
る
上
で
や
は
り
中
上
の
こ
の
「
原
作
」
は
避
け
て

通
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
新
し
い
読
者
に
は
、
中
上
が
一
九
八
〇
年
代
か
ら

九
〇
年
代
に
か
け
て
「
日
本
文
学
」
の
ア
イ
コ
ン
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と

や
、
批
評
家
の
柄か

ら

谷た
に

行こ
う

人じ
ん

が
中
上
の
死
を
以
て
日
本
文
学
の
終し

ゅ
う

焉え
ん

を
断
じ
さ
え
し
た
特
別
な
存
在
だ
っ
た

こ
と
を
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
評
価
に
も
拘か

か

わ
ら
ず
、
同
作
は
二
〇
〇

五
年
に
単
著
刊
行
さ
れ
る
ま
で
活
字
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
原
稿
の
前
半
は
手
書
き
（
図

２
）、
後
半
は
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
ワ
ー
プ
ロ
で
清
書
し
た
デ
ー
タ
の
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
と
し
て
中
上
家
に
フ

ァ
イ
ル
さ
れ
、
保
存
さ
れ
て
い
た
。

　

既
に
記
し
た
よ
う
に
こ
れ
は
「
劇
画
」
原
作
で
あ
り
、「
劇
画
」
と
し
て
は
一
九
八
九
年
十
二
月
か
ら
一

九
九
〇
年
十
二
月
ま
で
五
十
一
回
に
わ
た
り
『
週
刊
漫
画
ア
ク
シ
ョ
ン
』
で
「
連
載
」
さ
れ
も
し
た
。

　

コ
ミ
ッ
ク
ス
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
図
３
）。

　

中
上
の
没
後
、
柄
谷
行
人
、
浅あ

さ

田だ

彰あ
き
ら、

四よ

方も

田た

犬い
ぬ

彦ひ
こ

、
渡わ

た

部な
べ

直な
お

己み

ら
の
編
集
委
員
「
編
」
で
の
「
全
集
」

図 1　 中上健次『南回帰船』  
（角川学芸出版）
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図 2　中上健次の直筆原稿
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は
一
九
九
七
年
か
ら
刊
行
さ
れ
た
が
、
中
上
の
映
画
脚
本
と
し
て
の
「
火

ま
つ
り
」
は
中
上
に
よ
る
「
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
」
と
し
て
、「
日
輪
の
翼
」
脚
本

や
戯
曲
、
未
完
小
説
の
類
も
網
羅
さ
れ
て
い
る
。

「
全
集
」
と
は
別
に
映
画
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
の
「
火
ま
つ
り
」「
日
輪
の

翼
」
シ
ナ
リ
オ
は
当
然
だ
が
映
画
撮
影
時
「
冊
子
」
と
し
て
表
紙
が
付
さ

れ
印
刷
さ
れ
現
場
に
配
布
さ
れ
た
。
こ
の
撮
影
用
シ
ナ
リ
オ
は
、
一
般
の

読
者
の
目
に
触
れ
な
い
に
し
て
も
、
監
督
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
俳
優
、
技
術
ス
タ
ッ
フ
、
俳
優
事
務
所

の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
出
資
者
、
ロ
ケ
地
の
関
係
者
な
ど
の
多
様
な
「
読
み
」
に
テ
キ
ス
ト
論
的
に
晒さ

ら

さ
れ
、

監
督
に
よ
っ
て
「
映
画
」
に
収し

ゅ
う

斂れ
ん

さ
れ
て
い
く
。
映
画
に
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
る
に
せ
よ
、「
読
み
」

は
一
定
の
範
囲
で
共
有
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
般
論
と
し
て
、
映
画
や
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
の
シ
ナ
リ
オ
は
映
像

作
品
と
別
に
独
立
し
た
「
作
品
」
と
し
て
も
み
な
さ
れ
る
。

　

中
上
の
よ
う
に
小
説
家
が
そ
の
キ
ャ
リ
ア
の
中
で
映
画
シ
ナ
リ
オ
を
手
が
け
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る

が
、
例
え
ば
川か

わ

端ば
た

康や
す

成な
り

の
全
集
に
は
衣き

ぬ

笠が
さ

貞て
い

之の

助す
け

に
提
供
し
た
映
画
「
狂
っ
た
一
頁
」
の
シ
ナ
リ
オ
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
映
画
の
黎れ

い

明め
い

期き

か
ら
、
シ
ナ
リ
オ
は
そ
れ
自
体
が
単
独
で
自
立
し
た
文
学
作
品
と
さ
れ
（「
映
画

図 3　 コミックス『南回帰船』1  
（双葉社）
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小
説
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
）、
独
立
し
て
活
字
化
さ
れ
鑑
賞
も
さ
れ
る
と
い
う
映
画
史
の
積
み
重
ね
が
あ

っ
た
か
ら
で
、
こ
の
点
は
戯
曲
も
変
わ
ら
な
い
。
現
在
で
も
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
の
一
環
と
し
て
映
画
や

Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
の
シ
ナ
リ
オ
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
く
、
山や

ま

田だ

太た

一い
ち

や
倉く

ら

本も
と

聰そ
う

や
向む

こ
う

田だ

邦く
に

子こ

ら
Ｔ

Ｖ
ド
ラ
マ
シ
ナ
リ
オ
の
作
家
別
の
全
集
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
シ
ナ
リ
オ
や
戯
曲
が
単
独
で
「
作
品
」
で

あ
る
こ
と
は
新
人
賞
か
ら
映
画
賞
の
シ
ナ
リ
オ
部
門
、
あ
る
い
は
、
岸き

し

田だ

國く
に

士お

戯
曲
賞
な
ど
の
「
賞
」
の

存
在
で
も
明
ら
か
だ
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、「
ま
ん
が
原
作
」
は
ど
う
か
。

　

独
立
し
た
表
現
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
か
。

『
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
が
手て

塚づ
か

賞
（
ス
ト
ー
リ
ー
ま
ん
が
部
門
）、
赤あ

か

塚つ
か

賞
（
ギ
ャ
グ
ま
ん
が
部
門
）
と
並
び
、

か
つ
て
、
梶か

じ

原わ
ら

賞
を
「
原
作
部
門
」
と
し
て
設
置
し
て
い
た
の
を
始
め
、
ま
ん
が
の
新
人
賞
に
「
原
作
賞
」

は
併
設
さ
れ
て
い
た
が
、
今
は
「
原
作
」
単
独
の
新
人
賞
は
殆ほ

と
んど

な
い
。
ア
イ
デ
ア
だ
け
、
一
話
分
だ
け
、

絵
コ
ン
テ
で
も
可
、
な
ど
そ
の
応
募
様
式
も
こ
こ
数
年
は
迷
走
状
態
だ
っ
た
が
、
こ
れ
は
ジ
ャ
ン
ル
と
し

て
で
は
な
く
書
式
と
し
て
も
「
ま
ん
が
原
作
」
が
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

ま
し
て
「
原
作
」
単
位
を
「
作
品
」
と
み
な
す
風ふ

う

土ど

は
な
い
。

　

実
は
「
ま
ん
が
原
作
」
の
役
割
は
「
ラ
ノ
ベ
」
に
移
行
し
て
い
て
、
そ
れ
は
単
に
「
ラ
ノ
ベ
の
コ
ミ
カ

10



ラ
イ
ズ
」
が
定
番
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
ラ
ノ
ベ
」
は
そ
の
誕
生
に
遡

さ
か
の
ぼれ

ば
「
コ
ミ
カ
ラ
イ
ズ
」
さ
れ
る

こ
と
も
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
た
小
説
と
し
て
あ
る
か
ら
だ
。「
ラ
ノ
ベ
」
に
は
多
メ
デ
ィ
ア
へ
の
汎
用
性

が
あ
る
。
そ
の
点
で
「
ラ
ノ
ベ
」
は
原
作
と
は
何
か
の
一
つ
の
「
解
」
だ
が
、
こ
の
問
題
は
改
め
て
記
す
。

　

さ
て
、「
原
作
」
が
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
「
自
立
」
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
即
ち
「
原
作
」
単
独

の
状
態
を
「
あ
な
た
た
ち
」
は
知
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　

当
然
、
ぼ
く
は
「
原
作
者
」
だ
か
ら
知
っ
て
い
る
。

　

あ
な
た
た
ち
が
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
の
シ
ナ
リ
オ
や
演
劇
の
戯
曲
を
「
書
こ
う
」
と
思
っ
た
時
、
そ
の
書
式
を

す
ぐ
に
思
い
起
こ
せ
ず
と
も
、
活
字
化
さ
れ
た
映
画
や
ド
ラ
マ
の
シ
ナ
リ
オ
を
「
本
」
と
し
て
ア
マ
ゾ
ン

で
簡
単
に
入
手
で
き
、
そ
の
「
書
式
」
を
確
か
め
ら
れ
る
。
シ
ナ
リ
オ
入
門
書
も
多
数
刊
行
さ
れ
、「
書

式
」
と
し
て
の
「
書
き
方
」
も
載
っ
て
い
る
。

　

新
作
の
「
能
」
を
書
い
て
み
た
い
と
突
然
思
い
立
っ
て
も
、「
能
」
の
シ
ナ
リ
オ
、
つ
ま
り
「
謡
本
」
は

各
流
派
ご
と
に
作
品
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
し
、
ア
マ
ゾ
ン
で
検
索
し
て
も
小こ

山や
ま

弘ひ
ろ

志し

他
校
注
・
訳
「
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
（
58
）
謡
曲
集
（
１
）」（
小
学
館
）
な
ど
が
と
り
あ
え
ず
入
手
で
き
る
。
つ
ま
り
「
お

手
本
」
の
入
手
は
簡
単
だ
。
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そ
れ
に
対
し
て
「
ま
ん
が
原
作
」
そ
の
も
の
を
目
に
し
た
こ
と
の
あ
る
人
は
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
い
る

の
か
。

　

い
わ
ゆ
る
コ
ミ
カ
ラ
イ
ズ
の
「
原
作
」
と
し
て
の
小
説
や
ラ
ノ
ベ
は
別
と
し
て
、「
ま
ん
が
」
な
り
「
劇

画
」
な
り
の
「
原
作
」
が
印
刷
さ
れ
て
「
刊
行
」
さ
れ
た
も
の
は
本
当
に
い
く
つ
か
の
「
例
外
」
と
し
て

し
か
な
い
。

　

例
外
の
一
つ
は
梶
原
一い

っ

騎き

『
梶
原
一
騎
直
筆
原
稿
集
「
愛
と
誠
」』（
風
塵
社
、
一
九
九
七
）
で
二
七
五
〇

〇
円
の
定
価
が
付
さ
れ
、
お
よ
そ
一
般
向
け
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
梶
原
の
手
書
き
の
「
原
作
」
を

渡
さ
れ
た
劇
画
家
の
な
が
や
す
巧た

く
みが

そ
の
大
半
を
保
存
し
て
い
た
か
ら
だ
（
そ
れ
で
も
数
話
は
散
逸
し
て
い

た
）。

　

も
う
一
つ
が
先
に
触
れ
た
中
上
健
次
『
南
回
帰
船
』（
角
川
学
芸
出
版
）
で
あ
る
。
遺
族
が
劇
画
化
さ
れ

て
い
な
い
部
分
を
含
む
全
話
を
保
存
し
て
い
た
。
梶
原
の
時
代
と
違
い
コ
ピ
ー
が
普
及
し
て
い
た
か
ら
原

本
や
控
え
が
残
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
ち
ら
は
定
価
三
八
〇
〇
円
で
あ
る
が
、
三
五
〇
〇
部
が
印
刷
さ
れ

三
〇
〇
〇
部
が
図
書
館
で
購
入
さ
れ
、
残
り
五
〇
〇
部
が
一
般
書
店
に
流
通
し
、
二
〇
〇
冊
ほ
ど
が
返
本

さ
れ
残
っ
た
。
中
上
の
原
作
本
に
つ
い
て
妙
に
デ
ー
タ
に
詳
し
い
の
は
、
こ
れ
は
角
川
学
芸
出
版
に
流
通

を
委
託
し
た
と
は
い
え
、
ぼ
く
個
人
の
自
費
出
版
で
あ
る
か
ら
だ
。「
少
な
い
」
と
一
般
の
読
者
は
思
う
か
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も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
二
〇
〇
五
年
時
点
の
出
版
状
況
で
も
異
例
の
売
れ
行
き
だ
っ
た
。
図
書
館
が
三

〇
〇
〇
冊
購
入
し
た
の
は
、
図
書
館
流
通
セ
ン
タ
ー
と
い
う
図
書
館
専
門
の
問と

ん

屋や

を
経
由
し
て
販
売
し
た

か
ら
で
、
何な

ぜ故
三
〇
〇
〇
部
も
図
書
館
が
購
入
し
た
か
と
い
え
ば
、
そ
の
多
く
が
中
上
の
全
集
を
所
収
し

て
い
て
、
新
た
な
未
刊
行
作
品
は
全
集
を
補
う
意
味
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
文

学
的
「
価
値
」
を
知
の
保
存
機
関
と
し
て
の
図
書
館
の
側
が
認
め
た
の
で
あ
る
。

　

に
も
拘
わ
ら
ず
原
作
「
南
回
帰
船
」
は
当
時
と
し
て
は
文
壇
に
最
も
影
響
力
が
あ
り
、
中
上
健
次
論
自

体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
し
て
い
た
批
評
家
た
ち
に
よ
る
「
全
集
」
の
「
選
」
か
ら
洩も

れ
た
。

　

そ
れ
は
作
品
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。

『
漫
画
ア
ク
シ
ョ
ン
』
は
、
連
載
当
時
は
週
刊
の
刊
行
で
、
今
よ
り
は
る
か
に
青
年
誌
が
読
ま
れ
て
い
た

時
代
で
あ
り
、「
文
学
者
」
の
中
上
が
劇
画
原
作
を
手
が
け
て
い
た
こ
と
は
相
応
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。

小
説
家
が
劇
画
原
作
を
書
く
こ
と
は
稀ま

れ

に
あ
っ
た
が
、
中
上
は
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
当
時
「
文
学
」
の

中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
作
家
で
あ
り
、
し
か
も
中
上
は
彼
の
「
文
学
」
の
相
応
部
分
を
劇
画
に
持
ち
込

も
う
と
し
た
。
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
し
た
文
学
史
上
の
事
件
だ
っ
た
。

　

江え

藤と
う

淳じ
ゅ
んの

、
い
ず
れ
「
文
学
」
は
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
教
養
と
す
る
も
の
に
よ
っ
て
担に

な

わ
れ
る
と
い
う

「
予
言
」
は
、
少
女
ま
ん
が
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
吉よ

し

本も
と

ば
な
な
や
ま
ん
が
家
で
あ
っ
た
山や

ま

田だ

詠え
い

美み

の
登
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場
で
実
際
に
そ
う
な
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
一
方
で
江
藤
は
劇
画
か
ら
「
文
字
記
号
」（
も
は
や
「
文
学
」
と

は
江
藤
は
言
わ
な
く
な
っ
て
い
た
）
は
「
物
語
」
を
奪
回
す
る
必
要
が
あ
る
と
、
小
説
の
延
命
策
を
示し

唆さ

し

て
い
た
。

　

中
上
の
「
劇
画
」
へ
の
「
越
境
」
は
そ
う
い
う
江
藤
的
文
脈
の
中
で
も
興
味
深
く
あ
っ
た
。

『
南
回
帰
船
』
の
打
ち
切
り
後
は
『
週
刊
ビ
ッ
グ
コ
ミ
ッ
ク
ス
ピ
リ
ッ
ツ
』
で
の
新
作
の
原
作
作
品
も
予

定
さ
れ
て
い
て
、
単
行
本
『
南
回
帰
船
』
は
そ
の
未
発
表
「
原
作
」
冒
頭
部
分
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
は

死
の
直
前
に
書
き
進
め
ら
れ
作
者
の
死
に
よ
っ
て
中
断
を
余よ

儀ぎ

な
く
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
、「
絶
筆
」
に

数
え
ら
れ
て
よ
か
っ
た
も
の
だ
。

　

本
書
の
読
者
に
と
っ
て
中
上
健
次
と
い
う
文
学
者
は
も
は
や
全
く
の
関
心
外
だ
ろ
う
が
、
前
世
紀
の
文

壇
で
は
良
く
も
悪
く
も
大
き
な
影
響
力
が
あ
り
、
だ
か
ら
『
南
回
帰
船
』
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
な
り

に
当
時
の
「
日
本
文
学
」
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
晩
年
の
中
上
が
「
物

語
」
へ
の
抗
議
と
し
て
敢あ

え
て
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
作
品
を
描
い
た
と
い
う
主
張
が
一
方
で
あ
る
。
他

方
で
は
映
画
や
都み

や
こは

る
み
の
演
歌
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
他
領
域
へ
越
境
し
よ
う
と
し
て
い
た
と

い
う
「
文
学
」
内
部
の
評
価
が
あ
る
。
そ
の
上
で
中
上
は
、
折お

り

口く
ち

信し
の

夫ぶ

の
貴
種
流
離
譚
、
あ
る
い
は
オ
ッ

ト
ー
・
ラ
ン
ク
の
「
英
雄
誕
生
の
神
話
」
の
物
語
構
造
を
、
恐
ら
く
は
当
時
の
発
言
か
ら
補
完
す
れ
ば
『
ス
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タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
』
あ
た
り
を
お
手
本
に
彼
の
「
文
学
」
に
「
実
装
」
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
す
る
と
『
南

回
帰
船
』
を
文
学
か
ら
劇
画
へ
と
メ
デ
ィ
ア
的
越
境
を
試
み
た
野
心
作
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
し
、「
全

集
」
に
収
録
す
る
批
評
的
意
義
の
あ
る
こ
と
は
編
集
委
員
の
中
上
論
と
の
整
合
性
か
ら
見
て
も
あ
り
得
た

は
ず
だ
。

　

今
に
し
て
思
え
ば
、
中
上
は
江
藤
淳
的
な
意
味
で
の
「
文
学
記
号
」
に
一
人
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
如

く
巨
大
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
相
手
に
「
物
語
」
を
奪
回
し
に
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
姿
を
ま
ん
が
界
の
側
の
ぼ
く
は
当
然
だ
が
嗤わ

ら

う
気
に
は
な
れ
ず
、
江
藤
の
絶
望
が
中
上
に
し
か
届

い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
ひ
ど
く
同
情
し
た
記
憶
が
あ
る
。

　

本
書
の
読
者
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
だ
ろ
う
が
、
ぼ
く
な
り
に
考
え
る
『
南
回
帰
船
』
の
文

学
史
的
意
味
は
当
然
、
あ
る
。

　

一
つ
は
晩
年
の
中
上
が
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
た
「
構
造
し
か
な
い
」
小
説
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
点

だ
。
小
説
か
ら
構
造
以
外
の
も
の
を
極
力
、
削
ぎ
落
と
そ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
村む

ら

上か
み

春は
る

樹き

や
日
本
ア

ニ
メ
が
「
構
造
し
か
な
い
」
表
現
と
し
て
九
〇
年
代
以
降
、
汎
世
界
化
し
て
い
く
事
態
へ
の
あ
ら
か
じ
め

の
批
判
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
、「
路
地
」
と
呼
ん
だ
被
差
別
部
落
か
ら
紀
州
へ
と
拡
大
し
て
い
っ
た
中
上
の
「
世
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界
」
が
、
晩
年
、
ア
ジ
ア
へ
と
拡
大
し
つ
つ
あ
る
中
で
明
ら
か
に
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
し
て
の
姿
を
批0

評
的
に

0

0

0

（
か
ろ
う
じ
て
だ
が
）
と
ろ
う
と
し
た
点
で
も
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
。
何
故
、
中
上
は
「
世
界

線
」
を
乗
り
換
え
た
の
か
。
そ
れ
だ
け
で
、
修
士
論
文
の
テ
ー
マ
ぐ
ら
い
に
は
な
る
。

　

そ
の
程
度
の
文
学
的
価
値
は
最
低
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
図
書
館
で
の
販
売
数
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

に
も
拘
わ
ら
ず
、「
全
集
」
に
は
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
ぼ
く
は
忘
れ
ら
れ
た
こ
の
「
原
作
」
を

自
費
出
版
し
た
。

　

と
は
い
え
、
ぼ
く
が
『
南
回
帰
船
』
の
「
原
作
」
を
読
ん
で
み
た
い

0

0

0

0

0

0

と
思
っ
た
の
は
全
く
私
的
な
動
機

だ
。
二
〇
〇
五
年
当
時
、
ぼ
く
は
ま
ん
が
原
作
も
小
説
も
批
評
も
書
き
あ
ぐ
ね
て
い
て
、
生
前
、
ぼ
く
の

知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
奇
妙
な
好
意
を
示
し
て
く
れ
（
あ
い
つ
に
文
芸
批
評
を
書
か
せ
ろ
と
最
初
に
編
集
者
を
唆

そ
そ
の
かし

て
く
れ
た
の
が
中
上
だ
っ
た
）、
そ
し
て
ぼ
く
か
ら
見
れ
ば
ま
ん
が
・
小
説
・
批
評
と
い
う
中
上
と
被
る
領

域
で
自
分
を
見
失
い
つ
つ
あ
っ
た
の
で
、
さ
て
、
中
上
は
あ
の
時
、
何
を
し
よ
う
と
し
て
、
ど
う
し
て
失

敗
（「
劇
画
」
原
作
と
し
て
は
打
ち
切
り
に
な
っ
た
時
点
で
失
敗
だ
）
し
た
の
か
知
り
た
か
っ
た
と
い
う
ひ
ど

く
個
人
的
な
興
味
か
ら
だ
。

　

そ
れ
で
当
時
は
文
芸
雑
誌
に
も
い
た
ぼ
く
の
担
当
編
集
者
を
介
し
て
紀き

和わ

鏡き
ょ
う（

中
上
の
パ
ー
ト
ナ
ー
）
に

所
在
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
全
話
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
と
の
即
答
に
拍
子
抜
け
し
た
記
憶
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が
あ
る
。
そ
の
前
に
集
英
社
版
全
集
の
関
係
者
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
「
原
作
」
の
原
稿
の
所
在
は
不

明
で
収
録
で
き
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
と
返
事
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　

そ
も
そ
も
「
原
作
」
の
刊
行
が
物
理
的
に
不
可
能
な
の
は
「
原
稿
」
の
散
逸
と
い
う
問
題
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

　

ま
ん
が
原
稿
の
厳
密
な
管
理
が
始
ま
っ
た
の
は
ゼ
ロ
年
代
辺
り
か
ら
で
、
そ
れ
以
前
は
か
な
り
杜ず

撰さ
ん

で

古
書
店
な
ど
に
著
名
作
家
の
ま
ん
が
原
稿
が
流
通
す
る
こ
と
は
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
「
単
行

本
」
の
た
め
に
原
画
は
必
要
と
い
う
認
識
は
あ
っ
た
か
ら
出
版
社
や
ま
ん
が
家
も
相
応
の
管
理
を
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
当
然
だ
が
「
原
作
」
は
ま
ん
が
の
原
稿
が
完
成
す
れ
ば
用
済
み
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
あ
れ
ほ
ど
膨
大
な
作
品
と
足
跡
を
残
し
な
が
ら
梶
原
一
騎
の
「
原
作
」
は
殆
ど
残
っ
て
い
な
い
。

『
愛
と
誠
』
の
原
作
が
残
っ
て
い
た
の
は
、
例
外
的
に
劇
画
を
担
当
し
た
な
が
や
す
巧
が
肉
筆
の
原
稿
を

保
存
し
て
い
た
か
ら
だ
。
他
の
梶
原
と
組
ん
だ
ま
ん
が
家
・
劇
画
家
が
保
存
し
て
い
た
か
否
か
は
わ
か
ら

な
い
し
、
そ
も
そ
も
保
存
に
値
す
る
な
ら
出
版
社
が
そ
の
都
度
回
収
し
て
い
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
多
分
、

大
抵
の
人
が
そ
う
思
わ
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

　

コ
ピ
ー
機
さ
え
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
時
、「
原
作
」
は
手
書
き
の
ま
ま
複
写
に
よ
る
控
え
を
と
ら
れ
る

こ
と
も
な
く
、
ま
ん
が
家
の
手
に
渡
り
、
原
画
が
仕
上
げ
ら
れ
た
後
、
出
版
社
が
そ
れ
を
回
収
す
る
こ
と
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も
な
か
っ
た
は
ず
だ
。「
文
学
」
で
あ
れ
ば
少
し
前
ま
で
は
村む

ら

上か
み

春は
る

樹き

の
肉
筆
原
稿
が
公
然
と
神
保
町
で
売

ら
れ
て
い
て
作
者
の
苦
言
で
姿
を
消
し
た
が
、
持
ち
出
し
て
売
っ
た
の
は
当
時
、
著
名
な
文
芸
編
集
者
だ

と
も
い
わ
れ
た
。
流
出
す
る
肉
筆
原
稿
は
一
方
で
は
コ
レ
ク
タ
ー
に
、
一
方
で
は
文
学
研
究
の
一
次
資
料

と
し
て
「
価
値
」
が
あ
っ
た
か
ら
古
書
店
で
も
値
が
付
く
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
文
学
館
」
で
保
存
も

さ
れ
、
ぼ
く
も
た
ま
に
興
味
が
あ
る
作
家
の
肉
筆
原
稿
の
加
筆
の
痕
跡
な
ど
を
調
べ
る
こ
と
は
あ
る
。

　

そ
れ
故
、「
文
字
」
の
肉
筆
原
稿
は
作
家
や
出
版
社
も
杜
撰
さ
は
残
る
と
は
い
え
、
そ
れ
な
り
に
管
理
し

て
い
た
。

　

し
か
し
同
じ
原
稿
で
も
「
ま
ん
が
原
作
」
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

「
ま
ん
が
原
作
」
の
原
稿
は
、
ま
ん
が
家
や
劇
画
家
に
作
品
化
さ
れ
た
ら
、
も
っ
と
具
体
的
に
言
え
ば
「
ネ

ー
ム
」
や
「
絵
コ
ン
テ
」
化
さ
れ
た
時
点
で
、
も
は
や
編
集
工
程
上
必
要
と
は
さ
れ
な
い
性
格
の
も
の
だ

か
ら
だ
。

　

こ
れ
は
ぼ
く
自
身
に
何
よ
り
言
え
る
。

　

ま
ん
が
の
「
原
作
」
を
始
め
た
頃
、
当
初
は
「
手
書
き
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
ま
ん
が
家
の
許

に
送
っ
た
り
、
コ
ピ
ー
を
と
っ
て
ま
ん
が
家
に
渡
し
た
り
も
し
た
が
、「
原
作
」
の
原
稿
は
そ
の
ま
ま
手
許

18



に
残
っ
て
い
て
も
ど
こ
か
に
い
っ
て
し
ま
う
の
が
常
で
あ
っ
た
。
ワ
ー
プ
ロ
で
ア
シ
ス
タ
ン
ト
に
清
書
し

て
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
て
一
応
は
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
に
「
保
存
」
さ
れ
て
も
、
い
つ
の
間
に
か
フ
ロ

ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
な
ど
使
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

ぼ
く
は
批
評
や
小
説
も
自
分
の
書
い
た
も
の
に
頓と

ん

着ち
ゃ
くし

な
い
の
だ
が
、「
原
作
」
を
整
理
し
て
保
存
す
る

と
い
う
発
想
は
全
く
な
か
っ
た
。
今
は
削
除
し
な
け
れ
ば
ク
ラ
ウ
ド
上
に
自
動
的
に
残
る
が
、
タ
イ
ト
ル

や
タ
ブ
を
正
確
に
付
し
て
整
理
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
ぼ
く
が
ズ
ボ
ラ
な
だ
け
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
も
そ
も
「
原
作
者
」
も
含
め
て
ま
ん
が
界
全
体
が
「
原
作
」
を
保
存
し
な
く
て
は
い
け
な
い
「
完

成
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
」
と
思
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
。

「
ま
ん
が
原
作
」
は
「
シ
ナ
リ
オ
」
と
か
「
戯
曲
」
と
異
な
り
「
作
品
」
の
完
成
形
と
み
な
さ
れ
な
い
。

　

そ
う
い
う
感
覚
が
ま
ん
が
界
の
内
に
も
外
に
も
あ
る
。
だ
か
ら
冒
頭
に
戻
っ
て
繰
り
返
す
が
、
そ
れ
は

「
未
然
」
の
、
つ
ま
り
永
遠
に
未
完
の
ま
ま
、
ま
ん
が
家
と
編
集
者
以
外
に
永
遠
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
テ

キ
ス
ト
と
し
て
あ
る
の
だ
。

　

シ
ナ
リ
オ
や
戯
曲
が
制
度
と
し
て
公
共
化
、
つ
ま
り
出
版
も
さ
れ
る
の
に
対
し
、「
ま
ん
が
原
作
」
は
、

公
共
化
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
ぼ
く
は
中
上
の
「
原
作
」
を
自
費
出
版
し
た
後
、
紀
伊
國
屋
ホ
ー
ル
で
上
演
し
た
演
劇
用
に
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書
い
た
自
作
の
戯
曲
を
同
じ
よ
う
に
角
川
か
ら
自
費
出
版
し
た
が
、
自
分

の
ま
ん
が
「
原
作
」
を
刊
行
し
よ
う
と
は
そ
の
時
、
全
く
思
い
も
よ
ら
な

か
っ
た
。

　

一
方
で
、
中
上
は
自
身
の
映
画
シ
ナ
リ
オ
を
自
ら
「
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
」
し

た
が
、
こ
の
自
作
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
は
梶
原
も
幾
度
か
試
み
て
い
て
（
図
４
）、

ぼ
く
も
梶
原
に
倣な

ら

っ
て
実
践
し
て
い
る
。
梶
原
の
心
情
は
探
り
よ
う
が
な

い
が
、
原
作
者
自
身
が
「
原
作
」
を
そ
れ
単
体
で
自
立
す
る
作
品
と
は
思

っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

中
上
が
生
き
て
い
て
劇
画
連
載
を
全
う
し
た
時
点
で
自
作
ノ
ベ
ラ
イ
ズ

を
し
た
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
。

　

中
上
の
「
原
作
」
が
幸
運
に
も
残
っ
た
の
は
、
肉
筆
原
稿
や
原
稿
を
相

応
に
重
ん
じ
る
「
文
学
」
の
習
慣
が
中
上
の
ス
タ
ッ
フ
や
家
族
に
あ
っ
た

か
ら
で
、
逆
に
浅
田
や
柄
谷
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
い
う
か
テ
キ
ス
ト
論
的
な
批
評
家
に
よ
る
、
ま
ん
が
原

作
「
軽
視
」
が
全
集
収
録
を
見
送
っ
た
理
由
と
い
う
感
じ
も
す
る
が
、
も
は
や
本
書
で
は
ど
う
で
も
い
い

話
だ
。

図 4　梶原一騎『小説　柔道一直線』『小説　巨人の星』
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『
南
回
帰
船
』
刊
行
後
、
編
集
委
員
の
一
人
だ
っ
た
浅
田
彰
か
ら
決
し
て
ま
ん
が
や
劇
画
と
い
っ
た
非
「
文

学
」
を
差
別
し
た
り
軽
視
し
た
り
と
い
う
偏
見
で
全
集
に
入
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
な
く
、
全
集
の
コ
ス
ト

の
問
題
で
収
録
を
見
合
わ
せ
た
と
い
う
長
い
弁
明
の
メ
ー
ル
が
届
い
た
。
そ
れ
自
体
は
、
映
画
シ
ナ
リ
オ

や
戯
曲
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
理
由
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
は
「
何
と
な
く
」

見
送
っ
た
の
だ
ろ
う
な
、
と
は
感
じ
た
。

　

そ
の
「
何
と
な
く
」
の
中
に
「
文
学
」
の
側
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
へ
の
マ
ウ
ン
ト
は
や
は
り
あ
っ
た
と

思
う
が
、
そ
れ
以
上
に
「
シ
ナ
リ
オ
」
や
「
戯
曲
」
に
対
し
て
「
原
作
」
は
単
独
で
は
作
品
た
り
得
な
い

と
い
う
強
い
「
未
然
性
」
を
浅
田
も
感
じ
て
は
い
て
、
そ
れ
は
そ
れ
で
「
原
作
」
と
い
う
様
式
を
考
え
て

い
く
上
で
重
要
で
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
原
作
の
「
地
位
」
に
関
し
て
も
う
少
し
言
及
し
て
お
く
と
す
れ
ば
、
ま
ん
が
家
と
原
作
者

が
「
著
作
権
」
で
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
裁
判
等
に
な
っ
た
場
合
、
ま
ん
が
家
が
「
原
作
」
は
「
参
考
に
過

ぎ
な
い
」
と
主
張
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。「
原
作
者
」
の
一
人
と
し
て
そ
れ
は
全
く
認
め
難
い
が
、
裁
判
で

そ
う
い
う
主
張
を
支
持
す
る
意
見
書
を
提
出
し
た
編
集
者
（
後
に
研
究
者
に
な
っ
た
）
も
知
人
に
い
る
。
そ

れ
は
い
く
ら
何
で
も
な
あ
、
と
思
う
一
方
で
、
映
画
に
例
え
れ
ば
「
演
出
」「
撮
影
」「
俳
優
」「
照
明
」
な

ど
の
多
く
の
工
程
を
引
き
受
け
る
ま
ん
が
家
の
側
の
実
感
と
は
そ
う
遠
く
な
い
気
が
す
る
。
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梶
原
一
騎
の
元
夫
人
の
回
想
と
し
て
生
前
の
梶
原
が
送
ら
れ
て
き
た
雑
誌
を
見
て
「
畜ち

く

生し
ょ
う」

と
呟
く
の

を
見
た
こ
と
が
あ
る
と
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、
ま
ん
が
家
に
よ
る
何
ら
か
の
「
原
作
」
へ
の
改
変
が
な

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。『
あ
し
た
の
ジ
ョ
ー
』
の
ラ
ス
ト
が
ち
ば
て
つ
や
に
よ
る
「
改
変
」
で
あ
る
と

し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
一
般
論
と
し
て
言
う
が
、
人
は
自
分
の
書
い
た
も
の
を
第
三
者
に
修
正

さ
れ
る
と
そ
れ
が
妥
当
か
否
か
と
は
別
に
必
ず
し
も
平
穏
で
は
い
ら
れ
な
い
。
否
定
さ
れ
れ
ば
気
に
な
る
。

人
が
す
べ
か
ら
く
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
マ
ウ
ン
ト
の
類
に
も
キ
レ
る
の
は
そ
れ
故
だ
。

　

創
作
コ
ー
ス
の
学
生
な
ど
に
は
、
表
現
に
試
験
の
よ
う
に
「
正
解
」
が
あ
る
と
信
じ
込
ん
で
い
る
者
が

い
て
、「
赤
字
」
で
嬉
々
と
す
る
が
、
大
抵
の
人
は
「
イ
ラ
ッ
」
と
は
く
る
。
そ
れ
は
物
書
き
の
「
自
我
」

と
い
う
か
防
衛
本
能
の
よ
う
な
も
の
だ
。

　

し
か
し
コ
ワ
モ
テ
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
イ
メ
ー
ジ
（
実
際
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
印
象
だ
が
）
の
梶
原
で
さ
え

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
「
原
作
者
」
は
そ
れ
を
「
吞
み
込
む
」
必
要
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
私
た
ち
「
ま
ん
が
原
作
者
」
は
、「
原
作
」
と
い
う
「
つ
く
り
直
さ
れ
る
」
こ
と
を
受
け
入
れ
て

初
め
て
成
立
す
る
テ
キ
ス
ト
を
つ
く
る
職
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
「
ま
ん
が
原
作
」
に
は
一
般
の
「
読
者
」
は
い
な
い
。「
シ
ナ
リ
オ
」
や
「
戯
曲
」
で
あ
れ
ば

「
読
者
」
と
は
違
う
が
台
本
を
印
刷
し
て
配
布
す
る
必
要
が
あ
る
程
度
の
「
読
む
人
」
が
い
る
。
本
と
し
て
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出
版
さ
れ
れ
ば
「
読
者
」
も
つ
く
。
し
か
し
、「
ま
ん
が
原
作
」
を
「
読
む
人
」
が
い
て
も
、
言
う
ま
で
も

な
く
そ
れ
は
「
読
者
」
で
は
な
い
。
極
論
を
言
え
ば
「
読
む
人
」
は
「
ま
ん
が
家
」
と
「
編
集
者
」
の
二

人
し
か
い
な
い
。

「
原
作
」
と
は
そ
の
よ
う
に
閉
ざ
さ
れ
、
そ
し
て
「
書
き
換
え
ら
れ
る
た
め
」
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
あ
る
。

そ
の
元
の
形
に
価
値
は
決
め
ら
れ
な
い
。
か
く
も
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
特
殊
性
に
貫
か
れ
て
い
る
。

　

本
書
で
は
ま
ず
、
そ
の
事
実
を
踏
ま
え
、「
ま
ん
が
原
作
」
と
は
何
か
を
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
。
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