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時
代
は
、
生
動
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
行
き
詰
ま
っ
た
状
態
に
あ
り
、

そ
し
て
、
暗
け
れ
ば
、
何
等
か
の
自
由
と
明
る
み
を
求
め
る
も
の
で
す
。
常

に
、
人
間
の
努
力
が
あ
り
、  

諧    

謔  

か
い
ぎ
ゃ
く

が
伴
い
、
意
志
の
発
動
す
る
所
以
ゆ
え
ん
で

あ
り
ま
す
。

　
文
学
に
は
、
そ
の
影
を
う
つ
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
、
児
童
文

学
の
作
家
は
、
社
会
の
動
き
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
れ
ば
、

時
代
の
影
響
と
、
そ
の
時
代
の
感
覚
を
も
っ
と
も
鋭
敏
に
反
映
す
る
も
の
は
、

児
童
だ
か
ら
で
す
。
要
す
る
に
社
会
も
、
児
童
も
、
共
に
動
い
て
い
る
か
ら

で
す
。

　
故
に
、
時
代
の
色
彩
、
感
覚
、
方
向
を
、
は
っ
き
り
と
見
得
る
も
の
に
と
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っ
て
、
そ
の
芸
術
が
生
気
を
帯
び
、
は
つ
ら
つ
た
る
こ
と
は
、
極
め
て
当
然

の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
ら
ざ
る
か
ぎ
り
、
芸
術
は
、
静
的
な
も
の
と
な

っ
て
、
時
と
し
て
は 

倦  

怠 

け
ん
た
い

し
た
存
在
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ
と
が
あ
る
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。

　
た
と
え
ば
、
技
巧
と
か
、
主
義
と
か
い
う
も
の
は
、
も
と
よ
り
作
品
を
構

成
す
る
上
に
於
い
て
、
重
要
な
も
の
に
相
違
な
い
け
れ
ど
、
作
品
の
新
鮮
味

如
何
い
か
ん
と
い
う
こ
と
と
は
、
全
く
別
で
あ
り
ま
す
。
動
い
て
い
る
形
に
於
い
て

の
み
、
新
鮮
さ
は
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
作
品
を
生
動
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

所
以
で
す
。

　
独
り
小
説
に
か
ぎ
ら
ず
、
童
話
に
か
ぎ
ら
ず
、
明
日
を
約
束
す
る
も
の
に

は
、
自
ら
な
る
明
朗
さ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
今
日
の
な
や
み
と
あ
が
き
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の
中
を
通
過
し
て
、
生
ま
れ
て
来
る
か
ら
で
す
。

　
い
ま
の
、
苦
し
い
時
代
の
子
供
に
も
、
明
る
い
希
望
が
あ
る
ご
と
く
、
明

日
を
約
束
す
る
文
学
に
も
こ
の
明
る
さ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
一
言
に
す
れ
ば
、
作
品
に
、
指
標
を
持
ち
、
理
想
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
、
体
験
か
ら
、
生
活
感
か
ら
生
ま
れ
ざ
る
か
ぎ
り
、
概
念
化
し
、
硬

化
し
、
つ
い
に
柔
軟
性
を
欠
く
に
至
っ
て
は
、  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

喜
び
に
乏
し
く
、

流
露
た
る
趣
を
見
ざ
る
に
至
る
も
の
で
す
。

　
対
象
を
自
己
の
感
情
に
融
か
し
て
見
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
今
日
の
社
会

に
し
て
も
、
一
つ
の
動
き
の
あ
る
絵
と
し
て
見
、
音
の
あ
る
詩
と
し
て
聞
き
、

光
と
色
の
錯
雑
し
、
流
転
る
て
ん
す
る
世
界
と
し
て
感
じ
た
時
に
、
こ
の
慌
あ
わ
た
だし
い
現

実
に
も
、
自
ら
夢
幻
の
湧
く
が
ご
と
き
も
の
で
す
。
近
代
の
童
話
作
家
は
叡え
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智いち
で
あ
る
と
共
に
、
多
感
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
も
う
一
つ
、
私
達
は
、
ど
う
し
て
も
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
意
気

込
み
か
ら
、
書
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
良
心
か
ら
、
正
義
観
か
ら
、
情
熱
の

伴
う
の
が
そ
れ
で
す
。
作
品
を
児
童
と
か
ぎ
ら
ず
、
親
達
に
も
読
ん
で
も
ら

い
た
い
と
思
う
時
で
す
。

　
か
か
る
場
合
、
作
家
の
胸
の
中
に
燃
え
る
情
熱
が
作
品
に
前
へ
、
前
へ
と
、

推
進
力
を
与
え
て
い
ま
す
。
こ
の
種
の
作
品
は
、
必
ず
し
も
近
代
色
を
帯
び

る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
化
の
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
作
家
は
、

独
り
児
童
を
対
象
と
せ
ず
に
、
今
日
の
時
代
を
認
識
し
、
関
心
を
持
つ
の
で

な
け
れ
ば
、
少
な
く
も
、
新
興
童
話
と
見み
做な
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
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児
童
の
生
活
、
感
覚
、
希
望
は
、
時
代
と
共
に
動
き
、
移
り
つ
つ
あ
る
。

そ
れ
に
対
す
る
同
感
な
く
し
て
、
修
辞
や
、
技
巧
や
、
作
家
の
主
義
に
立
脚

す
る
だ
け
で
、
真
の
児
童
の
世
界
や
、
そ
の
行
動
し
つ
つ
あ
る
姿
を
描
き
出

さ
れ
る
も
の
で
な
い
。
こ
の
時
代
が
、
い
か
に
な
や
み
、
あ
が
き
つ
つ
あ
る

か
、
そ
し
て
、
人
々
が
、
い
か
に
明
る
さ
を
求
め
つ
つ
あ
る
か
を
一
方
に
認

識
す
る
も
の
に
と
っ
て
こ
そ
、
ま
た
そ
の
時
代
に
生
活
し
つ
つ
あ
る
子
供
の

心
理
、
感
情
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
要
約
す
れ
ば
、
そ
の
社
会
を

批
判
す
る
眼
を
も
っ
て
、
児
童
等
を
見
た
時
に
、
児
童
の
行
動
に
、
正
当
の

判
断
を
下
す
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
同
情
も
感
激
も
湧
き
、
従
っ
て
、
作
品
に

推
進
力
が
加
わ
り
、
生
動
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
か
く
の
如
き
、
動
的
な
、
感
激
性
に
富
む
作
品
こ
そ
、
新
興
童
話
の
名
に
、
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ふ
さ
わ
し
き
も
の
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊

　
児
童
は
、
そ
の
時
代
を
、
本
能
的
に
、
空
想
の
世
界
に
生
活
す
る
も
の
で

す
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
リ
ズ
ム
は
、
彼
等
の  

脈    

搏  

み
ゃ
く
は
く

で
あ
り
、
甘
美
な
る
幻
想
は
、
彼
等
の
身
体
を
包
む
雰
囲
気
に
他
な
ら
な
い

の
で
す
。

　
故
に
、
作
品
の
持
つ
傾
向
如
何
に
よ
っ
て
、
彼
等
の
本
能
的
生
活
を
左
右

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
い
。
あ
る
作
家
は
、
児
童
を
教
化
せ
ん
と
す

る
に
あ
た
っ
て
、
自
己
の
芸
術
の
主
張
、
主
義
を
検
討
す
る
前
に
、
児
童
の

世
界
、
生
活
の
、
真
に
何
た
る
か
を
深
く
認
識
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
昔
の
お
伽
噺
に
は
、
月
の
中
で
、
兎
う
さ
ぎが
餅
を
搗つ
い
て
い
る
と
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い
っ
て
い
ま
す
。
も
し
、
昔
の
子
供
た
ち
で
あ
っ
た
ら
、
晩
に
な
っ
て
、
月

を
仰
い
だ
時
に
、
そ
う
か
と
思
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
う
見
え
た
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
、
こ
れ
を
も
っ
て
今
の
子
供
の
頭
が
、
著
し
く
科
学
的

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
空
想
的
に
見
る
こ
と
は
、
正

確
な
科
学
的
智
識
を
与
え
る
上
に
有
害
に
こ
そ
な
れ
、
決
し
て
い
い
こ
と
で

な
い
と
も
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
情
緒
の
豊
富
な
る
発
達
を
期
待
す

る
子
供
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
芸
術
教
育
が
、
最
も
必
要
だ
か
ら
で
あ
り
ま

す
。
児
童
等
、
自
ら
が
、
ま
た
智
識
欲
の
盛
ん
な
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の

た
め
に
科
学
的
の
智
識
を
授
け
る
こ
と
の
、
決
し
て
不
可
な
る
所
以
は
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
、
そ
の
こ
と
と
、
児
童
自
身
の
持
つ
世
界
と
は
、

自
ら
別
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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い
ま
、
小
学
校
の
三
、
四
年
に
も
な
っ
た
子
供
達
で
月
を
仰
い
で
、
そ
の

中
に
、
兎
が
餅
を
搗
い
て
い
る
と
考
え
る
も
の
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
恐
ら
く
、

先
生
か
ら
教
わ
っ
た
よ
う
に
、
か
つ
て
は
、
こ
の
地
球
と
同
じ
よ
う
な
遊
星

だ
っ
た
の
が
、
い
ま
や
死
滅
し
た
の
だ
と
考
え
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
、
子
供
達
の
考
え
方
や
、
空
想
は
、
そ
こ
で
止
ま
る
だ
ろ
う
か
。

「
ど
ん
な
に
、
月
の
世
界
は
寒
い
だ
ろ
う
か
。
な
に
か
、
棲
ん
で
い
や
し
な

い
か
。
も
し
、
人
間
が
ロ
ケ
ッ
ト
航
空
機
に
乗
っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
た
ら

ど
ん
な
だ
ろ
う
…
…
。
」

　
恐
ら
く
、
そ
の
空
想
は
、
停
止
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

か
く
、
空
想
的
な
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
児
童
の
本
質
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
彼

等
に
と
っ
て
は
、
現
実
と
そ
の
空
想
と
は
、
何
等  
撞    

着  
ど
う
ち
ゃ
く

す
る
も
の
で
な
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い
の
で
す
。
即
ち
、
科
学
的
智
識
を
濾ろ
過か
し
、
こ
れ
を
背
景
と
し
て
、
ロ
マ

ン
チ
シ
ズ
ム
の
本
領
を
発
揮
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
月
を
暈
取
か
さ
ど
る
陰
影
を
、

兎
と
見
る
も
、
死
火
山
と
見
る
も
、
要
す
る
に
、
彼
等
に
あ
っ
て
は
、
ロ
マ

ン
チ
シ
ズ
ム
の
姿
態
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
が
な
い
。

　
殊
に
、
童
話
作
家
は
、
自
己
の
心
情
を
純
粋
に
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
成

心
を
抱
き
、
成
人
に
対
す
る
が
ご
と
く
、
児
童
に
対
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
で
あ
り
、
強
圧
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
当
然
で
あ
る
が
、
童
話

作
家
た
る
こ
と
の
至
難
は
、
実
に
こ
の
点
に
あ
っ
て
、
常
に
、
児
童
の
世
界

に
住
み
、
児
童
の
心
、
児
童
の
眼
を
忘
れ
ず
、
人
間
を
見
、
自
然
に
接
す
る

に
あ
り
ま
す
。
愛
と
理
解
と
同
化
が
、
そ
の
作
家
の
終
始
す
る
と
こ
ろ
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
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一
切
の
功
利
主
義
に
基
づ
く
、
童
話
を
排
撃
す
る
の
も
こ
れ
が
た
め
で
あ

っ
て
、
概
念
的
な
、
指
導
精
神
だ
け
で
、
決
し
て
、
い
い
童
話
が
作
ら
れ
な

い
理
由
も
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
た
と
え
、
衝
動
は
、
外
部
か
ら
と
し
て
も
、

創
造
は
、
す
べ
か
ら
く
内
部
の 

醗  

酵 

は
っ
こ
う

に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ

て
、
真
の
意
味
の
芸
術
は
そ
う
で
あ
る
が
、  

就    

中  

な
か
ん
ず
く

、
よ
り
詩
的
要
素
を

有
す
る
童
話
に
あ
っ
て
は
、
こ
と
さ
ら
に
、
自
然
姿
態
で
あ
り
、
純
情
に
し

て
、
単
鈍
化
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
な

ぜ
な
れ
ば
、
既
成
文
芸
の
待
つ
、
主
義
、
傾
向
、
流
派
、
形
式
等
に
よ
っ
て
、

自
然
的
な
児
童
の
持
つ
世
界
が
、
分
裂
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ぬ
か
ら
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊

　
た
と
え
、
児
童
に
、
そ
れ
自
ら
の
生
活
が
あ
る
と
は
い
い
な
が
ら
、 

所  

し
ょ
せ
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詮 ん
そ
の
時
代
の
動
き
を
反
映
せ
ざ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
児
童
を
通
し

て
、
そ
の
時
代
を
見
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
今
日
の
時
代
や
、
社
会
を
認
識

し
て
、
さ
ら
に
児
童
の
生
活
を
真
に
見
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

児
童
と
そ
の
時
代
、
二
つ
を
離
し
て
、
抽
象
的
な
、
い
か
な
る
真
の
児
童
文

学
が
存
在
す
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
真
に
、
誠
実
に
そ
の
時
代
の
児
童
を

理
解
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
児
童
文
学
は
、
生
ま
れ
て
来
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。

　
こ
れ
を
仔
細
に
観
察
す
れ
ば
、
各
家
庭
に
よ
っ
て
、
児
童
の
生
活
は
異
な

る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
各
家
庭
は
、
そ
の
時
代
を
生
活
し
つ
つ
あ

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
大
観
す
れ
ば
、
す
べ
て
が
時
代
を
反
映
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
故
に
、
「
か
く
、
児
童
は
教
化
さ
れ
な
け
れ
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ば
な
ら
ぬ
」
と
、
公
式
的
に
考
え
る
前
に
、
も
し
公
正
な
ら
ば
、
社
会
な
り
、

家
庭
な
り
を
い
か
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
を
考
う
べ
き
で
す
。
こ
の
意

味
か
ら
し
て
新
興
童
話
の
使
命
と
意
義
に
は
、
幾
多
の
複
雑
な
る
問
題
の
含

ま
れ
た
る
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
学
校
の
先
生
も
、
家
庭
の
親
達
も
、
す
で
に
、
児
童
が
、
社
会
、
家
庭
、

学
校
か
ら
、
遊
離
し
て
、
生
活
し
つ
つ
あ
る
の
で
な
い
と
考
え
た
ら
、
そ
し

て
、
真
の
愛
と
理
解
と
を
も
っ
て
接
し
た
ら
、
そ
の
教
化
に
、
観
察
に
、
体

験
に
、
両
者
が
同
一
の
観
点
に
立
つ
こ
と
を
見
出
し
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
新
興
童
話
の
発
生
と
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
多
大
の
関
心
を

持
つ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
必
要
に
つ
い
て
、
痛
切
に
感
ず
る
に
ち
が
い
な

い
。
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新
興
童
話
は
、
今
後
、
真
の
理
解
あ
る
親
達
と
先
生
の
声
援
に
待
っ
て
、

真
の
教
化
機
関
と
し
て
の
地
歩
を
占
め
る
に
相
違
な
い
か
ら
。

　
思
え
ば
、
多
難
な
る
社
会
で
あ
り
、
現
実
で
あ
る
。
成
人
が
、
意
識
的
に

行
動
す
る
の
を
、
児
童
等
は
半
ば
無
意
識
的
に
、
衝
動
的
に
、
盲
目
的
に
、

も
し
く
は
宿
命
的
に
、
生
活
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、

先
生
や
、
両
親
達
の
時
代
に
対
す
る
悩
み
は
、
そ
の
影
を
児
童
の
生
活
の
上

に
も
反
映
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
彼
等
は
、
そ
の
影
を
負
っ

て
、
次
の
時
代
を
建
設
せ
ん
と
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
意
味
か
ら
し
て
も
、
彼
等
の
感
情
と
心
理
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
即

ち
、
彼
等
に
対
す
る
真
の
愛
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
、
成
人
は
、
彼
等

を
い
た
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
同
情
の
眼
を
も
っ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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彼
等
は
、
幼
い
の
で
あ
る
。
何
事
に
も
嬉
々
と
し
て
、
い
か
な
る
困
難
を
も

凌しの
い
で
行
く
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
ま
た
何
人
も
予
想
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
、
偉
大
な
る
創
造
力
を
蔵
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

16時代・児童・作品



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
定
本
小
川
未
明
童
話
全
集
　10

」
講
談
社

　
　
　1977
（
昭
和52

）
年8

月10

日
第1

刷

　
　
　1983

（
昭
和58

）
年1

月19

日
第6

刷

入
力
：
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
る
か
ぜ

校
正
：
酒
井
裕
二

2015

年5

月24

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
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の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

18時代・児童・作品



時代・児童・作品
小川未明
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