
　
　
　

あ
と
が
き

　
「
私
た
ち
が
幽
霊
物
語
を
好
む
の
は
、
そ
れ
が
怖
い
思
い
を
す
る
楽
し
さ
へ
の
人
間
の
不
可
思
議
な
願
望
と

大
い
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
だ
」
―
―
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
旗
手
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
は
、「
小
説
の
超

自
然
的
要
素
」（“The Supernatural in Fiction,” 1918

）
の
中
で
そ
う
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
恐
怖

と
快
楽
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
同
一
の
対
象
に
相
反
す
る
感
情
を
抱
く
こ
と
が
あ
る
。
現
在
の
ハ
イ
ド
パ
ー

ク
の
北
東
の
角
付
近
に
あ
っ
た
タ
イ
バ
ー
ン
村
で
十
二
世
紀
末
に
始
ま
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
公
開
処
刑
は
、
そ

の
残
虐
非
道
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
も
中
頃
の
一
八
六
八
年
ま
で
七
〇
〇
年
近
く
廃
止
さ
れ

な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
両ア

ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス

面
感
情
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
タ
イ
バ
ー
ン
の
絞
首

刑
場
―
―
一
七
八
三
年
か
ら
は
ニ
ュ
ー
ゲ
ー
ト
監
獄
前
―
―
で
の
公
開
処
刑
は
い
つ
も
お
祭
り
騒
ぎ
と
化
し
、

十
八
世
紀
初
頭
に
脱
獄
を
繰
り
返
し
た
有
名
な
泥
棒
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ェ
パ
ー
ド
の
処
刑
日
に
は
、
当
時
の
ロ
ン

ド
ン
の
人
口
の
三
分
の
一
（
二
〇
万
人
）
以
上
が
集
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
大
衆
娯
楽
が
、
怖
い
も
の
見

た
さ
に
集
ま
っ
た
見
物
人
に
、
対
岸
の
火
事
と
し
て
の
安
心
感
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

幽
霊
物
語
と
は
、
そ
も
そ
も
、
自
分
に
は
累
が
及
ば
な
い
と
い
う
安
心
感
が
あ
っ
て
も
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と

及
ぶ
か
も
し
れ
な
い
と
想
像
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
、
そ
う
し
た
恐
怖
を
楽
し
む
た
め
の
娯
楽
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
そ
う
い
っ
た
恐
怖
の
快
楽
を
求
め
る
気
持
ち
は
決
し
て
イ
ギ
リ
ス
人
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
幽
霊
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と
い
う
超
自
然
的
現
象
の
根
源
に
は
、
古
今
東
西
、
霊
魂
の
存
在
を
信
じ
、
死
者
に
対
し
て
恐
怖
を
抱
く
と
い

う
人
類
共
通
の
心
性
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
幽
霊
の
話
を
自
分
と
は
関
係
な
い
も
の
と
し
て
楽
し
む
態

度
も
万
国
共
通
の
も
の
で
あ
る
。
幽
霊
が
出
る
と
い
う
噂
の
屋
敷
に
は
二
の
足
を
踏
ん
で
も
、
娯
楽
施
設
と
し

て
の
お
化
け
屋
敷
に
興
味
を
引
か
れ
る
日
本
人
は
昔
も
今
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
他
の
ど
の
国
民
に
も
ま
し
て
伝
統
的
に
幽
霊
が
好
き
な
国
民
の
よ
う
に
思

え
る
。
こ
の
国
で
は
各
地
に
伝
わ
る
幽
霊
譚
や
幽
霊
の
名
所
を
紹
介
し
た
案
内
書
や
参
考
書
は
汗
牛
充
棟
も
た

だ
な
ら
な
い
。
定
評
の
あ
る
手
引
き
書
と
し
て
は
、
一
九
六
二
年
か
ら
三
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
英
国
の
「
幽

霊
ク
ラ
ブ
」
の
会
長
を
務
め
、
九
二
年
に
「
幽
霊
ク
ラ
ブ
協
会
」
を
設
立
し
て
終
身
会
長
と
な
っ
た
「
ゴ
ー
ス

ト
・
ハ
ン
タ
ー
王
」、
ピ
ー
タ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
に
よ
る
『
英
国
幽
霊
案
内
』（A G

azetteer of British 
G

hosts, 1971

）
と
『
ロ
ン
ド
ン
の
幽
霊
』（H

aunted London
, 1973

）
が
あ
る
。
前
者
は
英
国
全
土
の
代

表
的
な
幽
霊
の
名
所
、
二
三
六
箇
所
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
紹
介
し
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
、
二
〇
一
〇
年
に

メ
デ
ィ
ア
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
社
か
ら
日
本
語
の
翻
訳
が
出
て
い
る
。
後
者
は
伝
説
と
化
し
た
も
の
か
ら
現
代
の
も

の
ま
で
地
区
別
に
紹
介
し
て
い
る
が
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
か
ら
不
貞
の
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
て
斬
首
刑
を
受
け
た

ア
ン
・
ブ
ー
リ
ン
の
幽
霊
が
出
る
ロ
ン
ド
ン
塔
、
一
七
六
二
年
に
レ
デ
ィ
ー
・
ケ
ン
ト
な
る
人
物
の
「
コ
ッ
ク
・

レ
ー
ン
の
幽
霊
」
が
現
れ
た
―
―
実
際
に
は
悪
戯
だ
っ
た
―
―
公
開
処
刑
の
実
施
場
所
と
し
て
有
名
な
ス
ミ
ス

フ
ィ
ー
ル
ド
、
ナ
イ
フ
で
殺
害
さ
れ
て
一
八
四
八
年
に
骸
骨
が
見
つ
か
っ
た
「
灰
色
の
男
」
の
幽
霊
が
現
れ
る

ド
ル
リ
ー
・
レ
ー
ン
の
王
立
劇
場
、
一
八
八
八
年
に
五
人
の
売
春
婦
を
殺
害
し
た
「
切
り
裂
き
ジ
ャ
ッ
ク
」
の



327

あとがき

犯
行
現
場
な
ど
が
特
に
読
者
の
目
を
引
く
。

　

イ
ギ
リ
ス
人
の
幽
霊
へ
の
思
い
入
れ
に
は
、
世
代
を
超
え
て
継
承
さ
れ
る
懐
古
趣
味
や
郷
土
愛
の
よ
う
な
も

の
が
見
ら
れ
る
。
幽
霊
が
出
る
と
言
わ
れ
る
屋
敷
は
、
日
本
で
は
敬
遠
さ
れ
る
も
の
の
、
英
国
で
は
通
常
よ
り

高
値
で
取
り
引
き
さ
れ
る
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
幽
霊
の
存
在
で
さ
え
伝
統
と
し
て
重
ん
じ
て

し
ま
う
保
守
的
な
国
民
性
と
、
そ
れ
と
は
逆
に
一
切
の
因
襲
的
偏
見
を
打
破
し
、
無
知
の
状
態
か
ら
自
分
を
解

放
す
る
と
い
う
十
七
世
紀
後
半
以
降
に
発
展
し
た
自
然
科
学
的
な
考
え
方
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
理
性
に
よ

る
思
考
の
普
遍
性
を
主
張
す
る
啓
蒙
思
想
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
主
流
と
な
っ
た
の
は
十
八
世
紀
だ
が
、
そ
れ
は
幽

霊
に
と
っ
て
形
勢
が
不
利
に
な
っ
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
啓
蒙
思
想
は
、
の
ち
に
宗
教
と
科
学
の
分
離
を
促
す

こ
と
に
な
り
、
幽
霊
の
よ
う
な
超
自
然
的
現
象
を
怖
が
る
こ
と
な
く
、
科
学
的
に
調
べ
よ
う
と
す
る
態
度
と
密

接
に
関
わ
る
よ
う
に
な
る
。

　

し
か
し
、
理
性
偏
重
の
啓
蒙
主
義
が
も
た
ら
す
息
苦
し
さ
へ
の
反
動
と
し
て
、
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
―
―
ゴ
シ
ッ

ク
と
い
う
言
葉
は
も
と
も
と
「
野
蛮
・
未
開
」
の
意
―
―
の
廃
墟
が
有
す
る
怪
奇
・
恐
怖
・
陰
惨
と
い
っ
た
中

世
的
な
雰
囲
気
へ
の
憧
憬
の
念
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
心
に
は
生
じ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
十
八
世
紀
中
葉
に

ホ
レ
ス
・
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
（
英
国
の
初
代
首
相
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
の
息
子
）
が
中
世
趣
味
に
あ
ふ
れ

る
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
で
改
築
さ
せ
た
ロ
ン
ド
ン
近
郊
ス
ト
ロ
ベ
リ
ー･

ヒ
ル
の
屋
敷
の
人
気
に
触
発
さ
れ
、
豪
壮

な
屋
敷
に
グ
ロ
テ
ス
ク
な
怪
物
を
か
た
ど
っ
た
彫
刻
や
異
教
世
界
に
見
ら
れ
る
要
素
を
数
多
く
取
り
入
れ
た
中

世
の
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
が
流
行
し
、
十
九
世
紀
半
ば
に
は
〈
ゴ
シ
ッ
ク
・
リ
ヴ
ァ
イ
バ
ル
〉
と
し
て
最
盛
期
を
迎
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え
る
こ
と
に
な
る
。
ホ
レ
ス
・
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
は
ス
ト
ロ
ベ
リ
ー･

ヒ
ル
で
白
昼
夢
に
耽
っ
て
い
る
時
の
発
想

を
も
と
に
『
オ
ト
ラ
ン
ト
城
奇
譚
』（The Castle of O

tranto, 1764

）
を
執
筆
し
た
が
、
こ
の
作
品
は
中

世
の
古
城
な
ど
を
舞
台
に
し
て
起
こ
る
猟
奇
的
事
件
や
超
自
然
的
現
象
に
よ
っ
て
読
者
の
恐
怖
心
や
好
奇
心

に
訴
え
る
、
い
わ
ゆ
る
〈
ゴ
シ
ッ
ク
小
説
〉
の
元
祖
と
な
り
、
ア
ン
・
ラ
ド
ク
リ
フ
の
『
ユ
ー
ド
ル
フ
ォ
の
怪

奇
』（The M

ysteries of U
dolpho, 1794

）
や
マ
シ
ュ
ー
・
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ル
イ
ス
の
『
修
道
僧
』（The 

M
onk

, 1796

）
な
ど
と
と
も
に
後
世
の
作
家
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
と
は
い
え
、
一
九
八
六
年
の

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
版
『
英
国
幽
霊
物
語
』
の
序
文
で
編
者
の
マ
イ
ケ
ル
・
コ
ッ
ク
ス
と
ロ
バ
ー
ト
・
ギ
ル
バ
ー

ト
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
の
『
オ
ト
ラ
ン
ト
城
奇
譚
』
で
も
、
幽
霊
は
貴
婦
人
に
シ
ョ
ッ

ク
を
与
え
る
と
か
、
悪
漢
に
懲
罰
を
与
え
る
と
い
っ
た
二
次
的
な
役
割
し
か
果
た
し
て
お
ら
ず
、
本
当
の
意
味

で
の
幽
霊
物
語
が
多
く
の
作
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
始
め
る
の
は
十
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

＊　

＊　

＊　

＊　

＊

　

こ
の
よ
う
に
十
九
世
紀
後
半
に
全
盛
期
を
迎
え
る
イ
ギ
リ
ス
の
幽
霊
物
語
で
あ
る
が
、
実
は
摂
政
時
代
の

一
八
二
〇
年
代
に
、
ゴ
シ
ッ
ク
小
説
か
ら
多
く
の
も
の
を
受
け
継
い
だ
歴
史
作
家
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
が
、

古
城
や
僧
院
や
墓
場
を
背
景
に
し
て
自
分
の
小
説
に
幽
霊
を
登
場
さ
せ
て
い
た
。
ス
コ
ッ
ト
の「
タ
ペ
ス
ト
リ
ー

を
か
け
た
部
屋
」（“The Tapestried Cham

ber,” 1828

）
は
、
の
ち
に
短
篇
の
形
で
興
隆
を
極
め
る
こ
と
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に
な
る
幽
霊
物
語
の
先
駆
的
な
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
に
な
る
と
、
本
書
で
も
取
り
上
げ
た

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
シ
ェ
リ
ダ
ン
・
レ
・
フ
ァ
ニ
ュ
が
『
ダ
ブ
リ
ン
・
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
マ
ガ
ジ
ン
』
に

「
幽
霊
と
接
骨
師
」（“The G

host and the Bone-Setter,” 1838

）
を
寄
稿
し
て
か
ら
本
格
的
に
幽
霊
物
語

を
書
き
始
め
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
中
心
的
な
作
家
と
な
っ
た
。

　

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
初
期
の
幽
霊
物
語
と
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
一
八
四
三
年
の
ク
リ

ス
マ
ス
直
前
に
発
表
し
た
『
ク
リ
ス
マ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
』
で
あ
る
。
こ
の
中
篇
小
説
は
お
そ
ら
く
世
界
で
一
番

有
名
な
幽
霊
物
語
で
あ
り
、
日
本
で
は
二
十
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
少
な
く
と
も
七
〇
人
以
上
に
よ
っ
て
翻
訳
さ

れ
て
い
る
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
一
八
五
〇
年
代
に
な
る
と
自
分
が
編
集
者
を
務
め
る
週
刊
雑
誌
『
ハ
ウ
ス
ホ
ー

ル
ド
・
ワ
ー
ズ
』
と
そ
の
後
継
誌
『
オ
ー
ル
・
ザ
・
イ
ヤ
ー
・
ラ
ウ
ン
ド
』
の
ク
リ
ス
マ
ス
特
集
号
に
、
様
々

な
作
家
の
幽
霊
物
語
を
掲
載
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
テ
ン
プ
ル
・
バ
ー
』
や
『
ベ
ル
グ
レ
イ
ヴ
ィ
ア
』
と
い
っ

た
定
期
刊
行
物
も
真
似
を
し
て
、
幽
霊
物
語
の
た
め
に
ク
リ
ス
マ
ス
・
シ
ー
ズ
ン
に
は
臨
時
特
集
号
を
出
す
よ

う
に
な
り
、
そ
れ
が
十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
幽
霊
物
語
に
対
す
る
一
般
大
衆
の
要
望
を
満
た
す
よ
う
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
『
ク
リ
ス
マ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
』
を
執
筆
し
た
〈
飢
餓
の
四
〇
年
代
〉
は
、
産
業

革
命
と
と
も
に
発
達
し
た
新
し
い
科
学
技
術
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
人
々
が
伝
染
病
や
栄
養
失
調
、
仕
事

場
の
事
故
な
ど
で
命
を
落
と
し
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
々
に
死
の
強
迫
観
念
を
植
え
付
け
て
い
た
。

ラ
マ
ル
ク
以
降
の
進
化
論
に
よ
っ
て
科
学
的
思
考
が
宗
教
や
信
仰
を
凌
駕
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、

科
学
は
依
然
と
し
て
死
神
に
歯
が
立
た
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
誰
も
が
死
に
つ
い
て
不
安
や
恐
怖
を
抱
き
、
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死
後
の
世
界
に
も
魂
が
存
続
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
方
法
を
求
め
て
い
た
。
大
切
な
肉
親
を
失
っ
た
者
た
ち

に
、
あ
の
世
の
死
者
と
交
信
し
た
い
気
持
ち
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
そ
う
し
た
気
持
ち
に

乗
じ
て
流
行
し
た
の
が
、
死
者
の
魂
と
は
霊
媒
師
を
通
じ
て
交
信
で
き
る
と
い
う
考
え
、
す
な
わ
ち
心
霊
主
義

（spiritualism

）
で
あ
る
。
心
霊
主
義
は
、
一
八
四
八
年
三
月
末
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
フ
ォ
ッ
ク
ス
姉
妹
が
、

家
の
中
の
原
因
不
明
の
音
や
出
来
事
を
引
き
起
こ
す
ポ
ル
タ
ー
ガ
イ
ス
ト（
ド
イ
ツ
語
で「
騒
が
し
い
霊
」の
意
）

現
象
に
よ
っ
て
一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
で
、
奴
隷
制
度
の
反
対
や
女
性
の
権
利
拡
張
に

熱
心
だ
っ
た
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
を
通
し
て
広
ま
り
、
そ
の
直
後
に
ア
メ
リ
カ
で
は
霊
界
に
対
す
る
関
心
が
急

激
に
高
ま
っ
た
。
本
書
所
収
の「
窓
を
た
た
く
音
」の
時
代
背
景
は
、  

作
者
マ
ロ
ッ
ク
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

「
例
の
テ
ー
ブ
ル
動
か
し
が
流
行
し
た
初
期
の
頃
―
―
死
ん
だ
祖
先
を
食
卓
に
呼
び
戻
す
と
い
う
考
え
や
、
帽

子
を
ひ
ょ
い
と
動
か
し
た
り
、
皿
を
ぐ
る
ぐ
る
と
回
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
天
上
界
の
不
思
議
な
こ
と
が
分
か

る
と
い
う
考
え
が
、
若
者
に
嘲
笑
さ
れ
る
一
方
で
、
老
人
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
て
い
た
頃
」
で
あ
る
。
イ
ギ
リ

ス
で
も
、
ア
メ
リ
カ
の
霊
媒
師
マ
ラ
イ
ア
・
Ｂ
・
ヘ
イ
ド
ン
が
訪
英
し
て
心
霊
現
象
を
見
せ
た
こ
と
で
多
く
の

信
者
を
獲
得
し
、
空
想
的
社
会
主
義
者
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
を
心
霊
主
義
者
に
転
向
さ
せ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

　

幽
霊
物
語
の
黄
金
期
と
言
わ
れ
る
十
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
本
書
に
も
入
れ
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ギ
ャ
ス
ケ

ル
、
ア
ミ
ー
リ
ア
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
、
メ
ア
リ
・
ブ
ラ
ッ
ド
ン
、
イ
ー
デ
ィ
ズ
・
ネ
ズ
ビ
ッ
ト
と
い
っ
た
中
産
階

級
の
女
性
作
家
た
ち
が
表
舞
台
に
出
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
定
期
刊
行
物
に
掲
載
さ
れ
た

幽
霊
物
語
の
七
割
近
く
が
女
性
作
家
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
性
別
役
割
分
担
が
固
定
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化
さ
れ
、
女
性
の
活
動
が
家
庭
と
い
う
私
的
領
域
に
限
定
さ
れ
、
性
が
タ
ブ
ー
視
さ
れ
た
近
代
資
本
主
義
下
の

中
産
階
級
に
お
い
て
、
彼
女
た
ち
は
政
治
的
・
経
済
的
な
意
味
で
社
会
の
周
辺
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
、
周
縁

化
さ
れ
た
不
可
視
な
も
の
、
抑
圧
さ
れ
た
様
々
な
欲
望
、
憎
し
み
や
恨
み
と
い
っ
た
自
ら
の
内
な
る
悪
に
つ
い

て
、
何
ら
か
の
形
で
表
現
し
た
い
気
持
ち
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
主
た
る
表
現
手
段

と
し
て
着
目
さ
れ
た
の
が
幽
霊
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

女
性
で
あ
れ
、
男
性
で
あ
れ
、
欲
望
を
抑
圧
さ
れ
た
自
分
の
分
身
が
、
本
人
だ
け
に
見
え
る
形
で
幽
霊
と
し

て
現
れ
る
と
い
う
の
は
、
精
神
分
析
学
で
好
ま
れ
る
解
釈
で
あ
る
。
幽
霊
の
夢
は
無
意
識
に
抑
圧
さ
れ
た
体
験

や
出
来
事
の
象
徴
に
他
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、『
ク
リ
ス
マ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
』
の
主
人
公
で
あ
る
守
銭
奴
の
ス

ク
ル
ー
ジ
は
、
七
年
前
に
死
ん
だ
共
同
経
営
者
マ
ー
レ
イ
の
幽
霊
に
よ
っ
て
過
去
・
現
在
・
未
来
の
亡
霊
の
訪

問
を
予
告
さ
れ
る
。
し
か
し
、
子
供
時
代
の
ス
ク
ル
ー
ジ
が
善
良
な
普
通
の
少
年
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
人
間
関
係
の
基
盤
と
し
て
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
師
カ
ー
ラ
イ
ル
が
指
摘
し
た
金キ

ャ

ッ

シ

ュ
・
ネ

ク

サ

ス

銭
的
結
び
付
き

に
し
か
関
心
を
示
さ
な
く
な
っ
て
い
た
ス
ク
ル
ー
ジ
が
、
そ
の
過
程
で
無
意
識
の
世
界
に
抑
圧
し
て
し
ま
っ
た

（
イ
エ
ス
の
教
え
を
守
る
）
善
の
分
身
を
ク
リ
ス
マ
ス
の
時
期
に
呼
び
起
こ
さ
れ
、
自
分
で
自
分
を
改
心
さ
せ

る
た
め
に
視
覚
化
し
た
超
自
然
的
現
象
―
―
言
い
換
え
れ
ば
、
意
識
上
の
悪
の
行
為
に
対
す
る
意
識
下
の
良
心

が
可
視
的
に
外
在
化
し
た
も
の
―
―
と
し
て
幽
霊
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

＊　

＊　

＊　

＊　

＊
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英
国
の
幽
霊
も
日
本
の
幽
霊
も
、
こ
の
世
に
現
れ
る
理
由
は
同
じ
で
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
か
、
未
練
を
残

し
て
死
ん
だ
た
め
に
黄よ

み泉
の
国
で
安
住
で
き
ず
、
う
ら
め
し
い
気
持
ち
で
現
世
に
登
場
す
る
よ
う
で
あ
る
。
英

国
の
幽
霊
は
、
透
明
・
半
透
明
の
姿
や
「
牧
師
の
告
白
」
に
見
ら
れ
る
靄も
や

の
よ
う
な
姿
か
ら
、
生
前
の
ま
ま
の

姿
や
「
殺
人
裁
判
」
の
亡
霊
の
よ
う
に
殺
さ
れ
た
時
の
リ
ア
ル
な
姿
に
至
る
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
な
形
を
し
て

い
る
。
ま
た
、
幽
霊
が
現
れ
る
際
に
は
、
大
き
な
音
や
不
気
味
な
音
、
足
音
や
何
か
を
た
た
く
よ
う
な
音
を
伴

う
こ
と
が
多
い
。
日
本
の
場
合
、
江
戸
時
代
の
庶
民
の
間
で
人
気
を
博
し
た
「
四
谷
怪
談
」、「
番
町
皿
屋
敷
」、   

「
牡
丹
燈
籠
」
と
い
っ
た
幽
霊
伝
説
を
通
し
て
、
雨
の
日
に
乱
れ
髪
で
両
手
を
前
に
垂
ら
し
た
足
の
な
い
女
の

幽
霊
が
、
特
定
の
人
の
所
に
生
前
の
姿
の
ま
ま
で
現
れ
る
と
い
う
大
ま
か
な
イ
メ
ー
ジ
が
確
立
し
て
い
る
。

　

こ
の
世
に
幽
霊
が
現
れ
る
時
刻
は
、
日
本
の
場
合
は
「
逢
魔
時
」
と
言
わ
れ
る
夕
暮
れ
の
薄
暗
い
時
か
、
草

木
も
眠
る
丑
三
つ
時
（
午
前
二
時
頃
）
だ
が
、
英
国
の
場
合
は
午
前
零
時
か
ら
一
時
の
あ
た
り
が
多
く
、「
オ

ン
ジ
エ
通
り
の
怪
」
で
引
用
さ
れ
た
桂
冠
詩
人
ロ
バ
ー
ド
・
サ
ウ
ジ
ー
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
幽
霊
に
と
っ

て
は
夜
明
け
を
告
げ
る
雄
鶏
の
鳴
き
声
が
死
後
の
世
界
へ
戻
る
門
限
と
さ
れ
て
い
る
。

　

季
節
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
で
は
幽
霊
や
怪
談
は
夏
の
暑
い
時
期
を
想
起
さ
せ
る
が
、
そ
こ
に
は
お
盆

に
先
祖
の
霊
が
来
世
か
ら
帰
っ
て
き
て
子
孫
と
一
緒
に
過
ご
し
、
ま
た
戻
っ
て
い
く
と
い
う
伝
統
的
な
信
仰
だ

け
で
な
く
、
恐
怖
に
よ
る
冷
汗
で
体
温
を
下
げ
て
涼
む
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
一
方
、
イ
ギ
リ

ス
で
幽
霊
や
幽
霊
物
語
を
連
想
さ
せ
る
季
節
は
ク
リ
ス
マ
ス
で
あ
る
。
こ
の
国
に
は
家
族
や
親
戚
の
者
た
ち
が

ク
リ
ス
マ
ス
・
イ
ヴ
に
大
き
な
薪ま
き

（yule log

）
を
入
れ
た
暖
炉
の
前
に
集
ま
り
、
幽
霊
物
語
の
朗
読
を
楽
し
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む
と
い
う
伝
統
が
昔
か
ら
あ
っ
た
。
し
か
し
、
幽
霊
物
語
と
ク
リ
ス
マ
ス
の
結
び
付
き
が
強
く
な
っ
た
の
は
、

『
ク
リ
ス
マ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
』
の
著
者
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
、
自
分
の
雑
誌
の
ク
リ
ス
マ
ス
特
集
号
に
毎
年
、
自
分

と
他
の
作
家
の
幽
霊
物
語
を
掲
載
し
た
こ
と
で
、
こ
の
伝
統
が
完
全
に
定
着
し
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

＊　

＊　

＊　

＊　

＊

　

最
近
の
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
神
の
存
在
を
信
じ
て
い
る
者
は
二
人
に
一
人
だ
が
、
幽
霊
の
存
在
に
つ
い
て

は
三
人
に
二
人
だ
そ
う
で
あ
る
。
幽
霊
を
見
た
こ
と
が
あ
る
と
答
え
た
人
も
一
二
％
ほ
ど
い
る
。
理
性
を
重
ん

じ
る
主
知
主
義
の
秩
序
や
調
和
に
対
す
る
反
動
と
し
て
、
粗
野
で
荒
々
し
い
感
情
を
喚
起
す
る
幽
霊
や
奇
怪
な

も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
連
動
す
る
異
常
心
理
へ
の
関
心
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
人
々
の
み
な
ら
ず
、
現
代

人
の
心
の
中
で
も
消
え
ず
に
残
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ
し
、
英
国
人
の
場
合
は
、
由
緒
正
し
い

0

0

0

0

0

伝
統
的
な

0

0

0

0

幽
霊
に
こ
だ
わ
り
が
あ
る
よ
う
だ
。
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
で
ド
ラ
マ
化
さ
れ
、
一
九
八
七
年
に
始
ま
っ

た
舞
台
劇
が
今
な
お
長
期
公
演
中
の
ス
ー
ザ
ン
・
ヒ
ル
に
よ
る
『
黒
衣
の
女
』（The W

om
an in Black

, 
1983

）
な
ど
は
、
そ
の
流
れ
を
汲
む
ゴ
シ
ッ
ク
・
ホ
ラ
ー
の
好
例
で
あ
る
。『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』
シ
リ
ー

ズ
の
ダ
ニ
エ
ル
・
ラ
ド
ク
リ
フ
主
演
で
二
〇
一
二
年
に
公
開
さ
れ
た
（
十
九
世
紀
末
の
田
舎
町
を
舞
台
と
す
る
）

同
作
品
の
イ
ギ
リ
ス
映
画
『
ウ
ー
マ
ン
・
イ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
―
―
亡
霊
の
館
』
は
、
血
み
ど
ろ
の
ス
プ
ラ
ッ
タ
ー

描
写
や
猟
奇
的
な
場
面
を
強
調
す
る
ハ
リ
ウ
ッ
ド
製
の
ホ
ラ
ー
映
画
と
は
明
ら
か
に
一
線
を
画
し
て
い
る
。
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前
述
の
コ
ッ
ク
ス
と
ギ
ル
バ
ー
ト
は
、「
幽
霊
が
必
ず
現
れ
る
こ
と
は
最
初
か
ら
分
か
っ
て
い
る
が
、
そ
の

出
現
は
突
然
で
は
な
く
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
達
し
た
時
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、「
ぞ
っ
と
す
る

ほ
ど
の
過
剰
な
流
血
や
退
廃
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
謎
め
い
た
悪
の
力
を
暗
示
す
る
よ
う
な
名
状
し
が
た
い
雰

囲
気
に
よ
っ
て
、
幽
霊
の
恐
ろ
し
さ
を
読
者
に
印
象
づ
け
る
」
も
の
を
最
高
の
幽
霊
物
語
と
し
て
い
る
。
確
か

に
本
書
の
八
篇
と
も
幽
霊
は
出
て
く
る
が
、
最
初
か
ら
出
る
も
の
、
途
中
か
ら
出
る
も
の
、
間
欠
的
に
出
る
も

の
、
そ
し
て
「
鉄
道
員
の
復
讐
」
や
「
牧
師
の
告
白
」
の
よ
う
に
最
後
に
出
る
も
の
と
、
そ
の
登
場
の
仕
方
は

様
々
で
あ
る
。
ま
た
、
作
品
全
体
が
幽
霊
一
色
で
あ
れ
ば
、
読
者
は
嫌
気
が
さ
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
ほ
と

ん
ど
の
物
語
は
恋
愛
の
プ
ロ
ッ
ト
を
並
行
さ
せ
て
い
る
の
で
、
と
て
も
親
し
み
や
す
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

本
書
は
、
私
が
勤
務
す
る
大
学
で
教
養
英
語
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
二
八
篇
か
ら
、
恐
怖
と
緊
張
で

一
気
に
読
ま
せ
る
よ
う
な
面
白
い
八
篇
を
選
ん
で
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
選
択
に
は
訳
者
の
独
断
と
偏
見

が
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
点
は
御
容
赦
い
た
だ
く
と
し
て
、
こ
れ
ら
二
八
篇
の
英
語
の
原
典
を
電

子
化
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
検
索
語
はVictorian G

host Stories

）
が
開
設
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
も

読
者
諸
氏
に
御
利
用
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

二
〇
一
三
年
早
春　

名
古
屋

松 

岡 

光 

治

　


