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こ
の
作
品
が
示
す
変
化
、
つ
ま
り
、
舞
台
が
想
像
上
の
島
、
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ

ン
ド
（N

ever 
Land

）
に
設
定
さ
れ
、
主
人
公
の
少
年
、
ピ
ー
タ
ー
・

パ
ン
（Peter 

Pan

）
の
成
長
が
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
は
、
帝
国
主
義
の

教
具
と
し
て
の
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
が
そ
の
伝
統
的
な
役
割
を
果
た
し
え
な

く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
に

お
い
て
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
は
終
焉
し
、
空
想
（fantasy

）
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　

本
稿
の
要
点
は
、
グ
リ
ー
ン
の
議
論
を
ま
ず
認
め
る
こ
と
に
あ
る
。
つ

ま
り
、
植
民
地
主
義
的
な
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
の
最
終
段
階
と
し
て
の
『
ピ

ー
タ
ー
・
パ
ン
』
は
、
も
は
や
、
島
を
想
像
上
の
も
の
と
し
て
考
え
な
い

1
　

マ
ー
テ
ィ
ン
・
グ
リ
ー
ン
（M

artin 
Green

）
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・

ク
ル
ー
ソ
ー
物
語
』（T

he R
obinson Crusoe Story

）
は
、
ダ
ニ
エ

ル
・
デ
フ
ォ
ー
（D

aniel D
efoe

）
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』

（R
obinson Crusoe, 1719

）
を
雛
形
と
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
イ
ギ
リ

ス
帝
国
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
綿
々
と
続
い
た
同
様
の
型
の
物
語
、
ロ
ビ
ン

ソ
ネ
イ
ド
の
系
譜
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

1
）。
そ
の
中
で
グ
リ
ー
ン
は
、

Ｊ
・
Ｍ
・
バ
リ
（Barrie

）
の
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』（Peter 

Pan, 

1904

）
を
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
の
極
点
と
位
置
付
け
て
い
る
（153︲60

）。

論
説ウ

ェ
ン
デ
ィ
は
何
者
で
あ
っ
た
の
か

『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
と
社
会
帝
国
主
義

髙
田
英
和



言語社会　第 6号　　248

1913

）
な
ど
で
あ
る
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
物
語
に
登
場

す
る
少
女
た
ち
は
、
概
し
て
、
穏
や
か
さ
と
淑
や
か
さ
を
持
つ
反
面
、
男

勝
り
な
気
性
の
持
ち
主
た
ち
で
積
極
的
に
行
動
す
る
と
い
う
。
家
庭
を
切

盛
り
し
男
性
に
付
き
従
う
姿
勢
を
有
し
て
い
る
一
方
、
ボ
ー
ト
で
海
原
を
、

ま
た
、
そ
り
で
雪
原
を
突
き
進
む
方
法
を
、
彼
女
た
ち
は
心
得
て
い
る

（114︲17

）。『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
に
お
い
て
な
ら
、
洗
濯
、
料
理
、
裁

縫
と
い
う
活
動
を
怠
ら
ず
に
行
う
少
女
の
ウ
ェ
ン
デ
ィ
（W

endy

）
が
、

飛
行
な
ど
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
、
こ
の
よ
う

な
特
徴
を
持
つ
少
女
た
ち
は
最
終
的
に
結
婚
し
良
き
妻
と
し
て
家
庭
に
入

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
（116︲17

）。
で
は
、
ウ

ェ
ン
デ
ィ
に
は
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
論
考
は
適
合
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
稿
は
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
議
論
を
補
助
線
に
し
な
が
ら
、
エ
ド
ワ
ー
ド

朝
期
に
お
け
る
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
の
変
容
を
考
察
す
る
。
よ
り
具
体
的
に

は
、『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
を
ウ
ェ
ン
デ
ィ
を
ヒ
ロ
イ
ン
と
す
る
冒
険
物

語
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
示
す
「
家
庭
の
天
使
」
と

「
新
し
い
女
」
の
分
別
の
図
式
に
沿
っ
て
見
て
行
き
つ
つ
、
帝
国
主
義
の

容
態
の
変
化
と
の
関
連
性
の
中
で
論
じ
る
こ
と
に
す
る（

3
）。

2
　

ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
「
家
庭
の
天
使
」（4
）の
系
譜
に
属
す
る
少
女
で
あ
る
。

と
成
立
し
な
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
男
性
性
に
関
し

て
ピ
ー
タ
ー
の
成
長
の
拒
否
と
い
う
か
た
ち
で
現
れ
て
お
り
、
他
所
で
検

証
し
た（

2
）。
で
は
、
女
性
性
に
つ
い
て
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
本
稿
は
考

察
す
る
。

　

そ
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
サ
リ
ー
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
（Sally 

M
itch-

ell

）
の
議
論
が
あ
る
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
『
新
し
い
少
女
』（T

he 
N

ew
 

G
irl

）
に
お
い
て
、
一
八
八
〇
年
以
降
、
少
女
の
取
り
巻
く
環
境

―
出

版
業
界
の
競
争
化
・
商
業
化
、
学
校
教
育
の
義
務
化
、
児
童
労
働
法
の
改

正
と
経
済
情
勢
の
変
動
、
雇
用
機
会
の
多
様
化
、
学
問
・
専
門
職
教
育
の

延
長
の
機
会
な
ど

―
の
変
化
、
要
す
る
に
、
近
代
化
と
と
も
に
、
も
は

や
子
ど
も
で
は
な
い
が
ま
だ
大
人
に
は
な
り
き
れ
て
い
な
い
、
年
齢
な
ら

お
お
よ
そ
八
歳
か
ら
一
八
歳
ま
で
の
「
新
し
い
少
女
」
が
出
現
し
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（1︲10

）。
そ
し
て
、
こ
れ
と
の
関
連
で
、
ミ
ッ

チ
ェ
ル
は
、
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
英
国
に
お
い
て
少

女
を
物
語
の
中
心
に
し
た
冒
険
小
説
が
数
多
く
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。
少
年
冒
険
小
説
を
多
く
書
い
た
こ
と
で
有
名
な
Ｇ
・

Ａ
・
ヘ
ン
テ
ィ
（H

enty

）
の
『
兵
士
の
娘
』（A

 Soldierʼs D
aughter, 

1906

）、「
少
女
た
ち
の
ヘ
ン
テ
ィ
（the girlsʼ H

enty

）」
と
異
名
を
と

っ
た
ベ
ッ
シ
ー
・
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
（Bessie 

M
archant

）
の
『
ジ
ュ
リ

エ
ッ
ト
、
郵
便
配
達
員
』（Juliette, 

the 
M

ail 
Carrier, 

1907

）
や

『
末
っ
子
の
妹
』（T

he Y
oungest Sister: A

 T
ale of M

anitoba, 
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料
理
を
教
え
た
学
校
の
数
は
四
五
七
校
で
あ
り
、
料
理
を
学
ん
だ
少
女
の

数
が
七
、
五
九
七
名
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
一
八
九
五
年
か
ら
一
八
九
六

年
ま
で
の
間
、
同
じ
く
料
理
を
教
え
た
学
校
は
二
、
七
二
九
校
に
、
料
理

を
学
ん
だ
少
女
は
一
三
四
、
九
三
〇
名
に
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
洗
濯

に
関
し
て
、
一
八
九
一
年
か
ら
一
八
九
二
年
ま
で
と
一
八
九
五
年
か
ら
一

八
九
六
年
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
学
校
の
数
と
そ
こ
に
在
籍
し
た
少
女
の

数
を
比
較
す
る
と
、
学
校
は
二
七
か
ら
四
〇
〇
に
、
少
女
は
六
三
二
か
ら

一
一
、
七
二
〇
に
増
え
て
い
る
（Education D

epartm
ent 159, 167

）。

そ
し
て
、
中
で
も
特
に
裁
縫
は
少
女
教
育
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
い
う

趣
旨
が
、
一
九
〇
九
年
の
「
裁
縫
の
指
導
要
領
」（
“Suggestions 

for 

the T
eaching of N

eedlew
ork

”）
か
ら
窺
わ
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
、

当
時
ミ
シ
ン
が
普
及
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
手
作
業
に
よ

る
裁
縫
を
推
し
進
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
手
作
業
に
よ
る
裁
縫

の
方
が
、
少
女
の
中
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
備
わ
っ
て
い
る
女
性
と
し

て
の
資
質
に
強
く
響
き
、
少
女
に
女
性
と
し
て
の
嗜
み
を
身
に
付
け
さ
せ

ら
れ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
（Board of Education 3

）。

　

料
理
、
洗
濯
、
裁
縫
は
何
も
学
校
教
育
に
お
い
て
だ
け
強
調
さ
れ
て
い

た
も
の
で
は
な
い
。
指
摘
す
る
に
留
め
る
が
、
一
九
一
〇
年
に
発
足
し
た

ガ
ー
ル
・
ガ
イ
ド
（Girl Guides

）
と
当
時
の
少
女
た
ち
に
絶
大
な
人
気

を
誇
っ
た
少
女
向
け
の
雑
誌
で
あ
る
『
ガ
ー
ル
ズ
・
オ
ウ
ン
・
ペ
ー
パ

ー
』（G

irlʼs O
w

n Paper

）
に
お
い
て
も
同
様
に
強
調
さ
れ
て
い
た
の

そ
れ
は
、
次
の
引
用
文
か
ら
、
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
、
植
物
の
繊
維
か
ら
作
っ
た
紐
を
暖
炉
の
上
に
張
っ

て
、
洗
濯
物
を
干
し
ま
し
た
。〔
…
…
〕

　

料
理
を
し
て
い
る
と
き
、
彼
女
は
常
に
お
鍋
に
付
き
き
り
で
し
た
。

〔
…
…
〕

　

ウ
ェ
ン
デ
ィ
の
大
好
き
な
時
間
は
、
彼
ら
の
寝
た
後
に
行
う
、
裁
縫

を
し
て
い
る
と
き
で
し
た
。（Barrie 134︲35

）

ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
男
の
子
た
ち

―
ピ
ー
タ
ー
、

ロ
ス
ト
・
ボ
ー
イ
ズ
（Lost 

Boys

）、
ジ
ョ
ン
（John
）、
マ
イ
ケ
ル

（M
ichael

）

―
の
た
め
に
「
洗
濯
（w

ashing

）」、「
料
理
（cook-

ing

）」
に
忙
し
く
、
彼
女
は
た
く
さ
ん
の
「
縫
い
物
／
繕
い
物
（sew

ing/

darning

）」
を
し
な
が
ら
「
未
婚
女
性
が
う
ら
や
ま
し
い
わ
」（Barrie 

135

）
と
言
葉
を
漏
ら
す
が
、
そ
の
顔
に
は
笑
み
が
こ
ぼ
れ
て
い
る
。
ウ

ェ
ン
デ
ィ
は
子
を
沢
山
持
つ
、
母
親
の
よ
う
な
少
女
で
あ
る
。

　

料
理
、
洗
濯
、
裁
縫
と
い
う
当
時
の
少
女
た
ち
に
と
っ
て
好
ま
し
い
と

さ
れ
た
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
こ
の
時
期
の
初
等
学
校
（
義
務
教
育
）
に
お

い
て
強
調
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
八
九
七
年
の
「
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
家
庭
科
指
導
」（
“Dom

estic Econom
y T

eaching 

in England

”）
に
よ
る
と
、
一
八
八
二
年
か
ら
一
八
八
三
年
ま
で
の
間
、
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言
い
ま
し
た
。〔
…
…
〕「
す
ぐ
に
水
で
覆
わ
れ
て
し
ま
う
よ
。」〔
…
…
〕

「
私
た
ち
は
行
か
な
く
て
は
い
け
な
い
わ
」
と
ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
言
い
ま

し
た
。〔
…
…
〕

「
泳
ぐ
の
？

そ
れ
と
も
飛
ぶ
の
？

ピ
ー
タ
ー
。」〔
…
…
〕

　

こ
の
よ
う
に
2
人
が
岩
の
上
に
座
っ
て
い
る
と
、
何
か
が
ピ
ー
タ
ー

に
触
れ
ま
し
た
〔
…
…
〕。

　

そ
れ
は
凧
の
尻
尾
で
し
た
〔
…
…
〕。〔
…
…
〕
ピ
ー
タ
ー
は
尻
尾
を

つ
か
み
、
そ
し
て
、
凧
を
引
き
寄
せ
ま
し
た
。〔
…
…
〕
ピ
ー
タ
ー
は

尻
尾
を
ウ
ェ
ン
デ
ィ
の
体
に
巻
き
つ
け
ま
し
た
。〔
…
…
〕
ピ
ー
タ
ー

は
岩
か
ら
ウ
ェ
ン
デ
ィ
を
押
し
出
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
二
、
三
分
も

し
な
い
内
に
ピ
ー
タ
ー
の
視
界
か
ら
ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
消
え
て
し
ま
い
ま

し
た
。（Barrie 151︲52

）

ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
〔
…
…
〕
あ
ち
ら
こ
ち
ら
へ
と
凧
に
飛
ば
さ
れ
て
い
た

の
で
す
。（Barrie 156

）

ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
の
ラ
グ
ー
ン
で
の
増
水
に
よ
り
窮
地
に

追
い
込
ま
れ
る
が
、
飛
行
と
い
う
身
体
活
動
に
よ
っ
て
そ
の
危
機
的
状
況

か
ら
脱
す
る
。
こ
こ
で
、
ピ
ー
タ
ー
の
質
問
に
答
え
な
が
ら
、
ウ
ェ
ン
デ

ィ
が
、
水
泳
で
は
な
く
、
飛
行
を
選
ぶ
こ
と
は
重
要
だ
ろ
う
。

　

例
え
ば
、
ジ
ュ
デ
ィ
・
ロ
マ
ッ
ク
ス
（Judy 

Lom
ax

）
の
『
空
中
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
物
語
の
中
に
お
い
て
ウ
ェ
ン
デ
ィ
が
従
事
す
る
洗
濯
、

料
理
、
裁
縫
と
い
う
活
動
は
、
彼
女
を
「
家
庭
の
天
使
」
化
す
る
道
具
と

し
て
機
能
し
て
い
る
。「
家
庭
の
天
使
」
性
を
習
得
す
る
こ
と
は
、
ウ
ェ

ン
デ
ィ
の
よ
う
な
当
時
の
少
女
た
ち
に
社
会
が
求
め
た
必
須
の
項
目
で
あ

っ
た
。
彼
女
た
ち
は
依
然
と
し
て
強
く
働
い
て
い
た
、
少
女
は
少
女
ら
し

く
、
女
性
は
女
性
ら
し
く
振
る
舞
う
こ
と
を
良
し
と
し
た
社
会
的
風
土
の

中
で
生
き
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

3
　

他
方
、
取
り
分
け
、
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
の
系
譜
の
中
で
考
え
る
と
き
、

ロ
ン
ド
ン
の
家
族
を
離
れ
て
、
ピ
ー
タ
ー
と
共
に
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
に
行

き
活
動
を
す
る
ウ
ェ
ン
デ
ィ
を
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
期
的
な
「
家
庭
の
天

使
」
に
単
純
に
還
元
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
端
的
に
は
、
彼
女

の
身
体
活
動
に
表
れ
る
。
彼
女
は
当
時
一
般
的
に
少
女
た
ち
に
は
相
応
し

く
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
水
泳
、
テ
ニ
ス
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
な
ど
と
同

類
の
身
体
活
動
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
身
体
活
動
は

「
飛
行
」
で
あ
る
。

「
僕
た
ち
は
岩
の
上
に
い
る
ん
だ
よ
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
」
と
ピ
ー
タ
ー
は
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（「
家
庭
の
天
使
」
的
な
側
面
を
含
み
持
ち
な
が
ら
も
）
い
わ
ゆ
る
「
家
庭

の
天
使
」
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
か
ら
は
っ
き
り
と
異
な
っ
た
タ
イ
プ
と
し

て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
「
戦
闘
」
と
い
う
、
女
性
に
は
似
つ
か
わ
し
く

な
い
身
体
活
動
に
対
し
て
も
肯
定
的
で
あ
る
よ
う
だ
。

　

ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
〔
…
…
〕
戦
闘
中
〔
…
…
〕
ピ
ー
タ
ー
の
戦
う
姿
を

目
を
輝
か
せ
な
が
ら
見
て
い
ま
し
た
。
戦
闘
が
終
わ
り
〔
…
…
〕、
マ

イ
ケ
ル
が
彼
女
に
彼
が
海
賊
を
殺
し
た
現
場
を
見
せ
る
と
、
彼
女
は
う

れ
し
さ
の
あ
ま
り
身
震
い
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。（Barrie 204︲5

）

ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
戦
闘
に
従
事
し
は
し
な
い
が
、
彼
女
の
立
ち
振
る
舞
い
か

ら
、
戦
い
に
対
す
る
彼
女
の
前
向
き
な
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
ま

た
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
と
少
年
た
ち
が
海
賊
に
捕
ら
わ
れ
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ

た
と
き
に
彼
女
が
見
せ
る
、
決
し
て
怯
ま
な
い
精
神
力
と
、
少
年
た
ち
に

対
し
て
英
国
紳
士
と
し
て
死
ぬ
こ
と
に
誇
り
を
持
て
と
鼓
舞
す
る
姿
に
表

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
時
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
堂
々
と
し
て
い
ま
し
た
。「
坊
や
た
ち
、

こ
れ
が
私
か
ら
の
最
後
の
言
葉
で
す
」
と
、
彼
女
は
し
っ
か
り
と
し
た

態
度
で
言
い
ま
し
た
。「
私
は
あ
な
た
た
ち
の
本
当
の
お
母
さ
ん
た
ち

女
た
ち
』（W

om
en of the A

ir

）
に
よ
る
と
、
当
時
、
女
性
が
こ
の
身

体
活
動
を
す
る
こ
と
は
大
変
ま
れ
で
あ
り
、
名
を
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
メ
ア
リ

ア
ム
・
シ
ェ
パ
ー
ド
（Elizabeth 

M
ariam

 
Shepherd

）、
愛
称
を
ド

リ
ー
（D

olly

）
と
い
う
女
性
が
気
球
で
空
高
く
舞
い
上
が
り
地
上
数
千

メ
ー
ト
ル
か
ら
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
で
降
り
て
く
る
と
い
う
見
世
物
で
有
名
に

な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
女
の
一
九
〇
八
年
六
月
の
飛
行
に
つ
い
て
の

記
事
が
『
挿
絵
入
り
の
警
察
報
』（T

he Illustrated Police Budget

）

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
（Shepherd 112︲13,

図
1
）。

　

実
際
ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
、
物
語
の
重
要
な
場
面
で
、「
非
女
性
」
的
な
身

体
活
動
を
行
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
敢
え
て
当
時
見
せ
物
に
も
な
っ
た
よ

う
な
「
飛
行
」
を
行
う
。
こ
の
よ
う
な
シ
ー
ン
の
登
場
は
、
彼
女
が

図 1
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4
　

し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、「
家
庭
の
天
使
」
の
表
象
が
、

常
に
、
典
型
的
な
「
家
庭
の
天
使
」
像
だ
け
を
提
出
し
て
き
た
わ
け
で
は

な
い
。
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
議
論
は
、「
新
し
い
少

女
」
の
誕
生
と
そ
れ
の
最
終
的
な
「
家
庭
の
天
使
」
へ
の
回
収
と
い
う
二

本
立
て
の
議
論
か
ら
成
立
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
“tom

-

boy

”が
成
長
し
て
最
終
的
に
は
「
家
庭
の
天
使
」
に
な
る
と
説
明
し
て

い
る
が
、
少
な
く
と
も
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
に
つ
い
て
は
、
こ
の
指
摘

は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
⑴
ピ
ー
タ
ー
自
身
が
成
長
し
な
く
て
、

こ
の
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
に
成
長
概
念
が
な
い
か
ら
で
あ
り
、
⑵
よ
り
具

体
的
に
は
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
も
最
初
か
ら
「
家
庭
の
天
使
」
的
、
母
親
的
人

物
で
、
成
長
し
て
良
妻
賢
母
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
要
す

る
に
、
成
長
の
欠
如
に
よ
っ
て
、「
家
庭
の
天
使
」
と
「
新
し
い
女
」
が

対
立
項
で
は
な
く
な
る
と
い
う
奇
妙
な
事
態
が
、『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』

の
女
性
性
に
は
起
こ
っ
て
い
る
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
議
論
か
ら
見
る
と
き
、

ウ
ェ
ン
デ
ィ
の
特
異
性
は
、
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
に
お
い
て
「
家
庭
の
天

使
」
が
主
体
化
さ
れ
た
状
態
で
出
現
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
問
題
は
、
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
の
極
点
と
し
て
の
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ

ン
』
に
お
い
て
、
成
長
概
念
に
疑
問
符
が
付
さ
れ
る
こ
と
と
関
連
し
て
い

か
ら
の
言
付
け
を
預
か
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
は
こ
の

よ
う
な
も
の
で
す
。「
う
ち
の
息
子
た
ち
が
英
国
の
紳
士
み
た
い
に
死

ぬ
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
願
っ
て
い
ま
す
。」」（Barrie 192

）

　

そ
し
て
、
最
後
に
も
う
一
つ
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、

彼
女
の
性
的
態
度
、
彼
女
の
「
キ
ス
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ウ

ェ
ン
デ
ィ
が
ピ
ー
タ
ー
の
影
法
師
を
彼
の
足
に
縫
い
付
け
て
あ
げ
た
後
、

ピ
ー
タ
ー
が
女
の
子
は
一
人
で
、
二
〇
人
以
上
の
男
の
子
の
働
き
を
す
る

よ
と
ウ
ェ
ン
デ
ィ
を
褒
め
る
と
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
お
返
し
に
と
ピ
ー
タ
ー

に
キ
ス
を
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
ピ
ー
タ
ー
は
キ
ス
が
ど
う
い
う
も

の
か
を
知
ら
な
い
の
で
、
代
わ
り
に
ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
指
貫
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

す
る
。
暫
く
し
て
、
再
び
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
が
ピ
ー
タ
ー
に
キ
ス
を
せ
が
む

と
、
ピ
ー
タ
ー
は
先
ほ
ど
の
指
貫
を
ウ
ェ
ン
デ
ィ
に
返
す
。
す
る
と
、
ウ

ェ
ン
デ
ィ
は
キ
ス
と
は
こ
う
い
う
も
の
よ
と
ピ
ー
タ
ー
に
キ
ス
を
す
る
の

で
あ
る
（Barrie 90︲95

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
時
概
し
て
少
女
た
ち
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら

れ
て
い
た
身
体
活
動
を
し
、
そ
れ
に
対
し
て
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
ウ

ェ
ン
デ
ィ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
家
庭
の
天
使
」
に
当
て
は
ま
ら
な
い
面
が
あ

る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
意
味
で
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
に
は
、

二
〇
世
紀
初
頭
の
近
代
化
と
と
も
に
現
れ
た
「
新
し
い
女
」（5
）の
系
譜
に

属
す
る
面
が
あ
る
。
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と
っ
て
、
異
性
愛
的
な
ア
ピ
ー
ル
の
項
目
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
物
語
の

は
じ
め
に
お
け
る
ピ
ー
タ
ー
と
の
対
面
の
場
面
で
、
彼
女
は
、
既
に
針
仕

事
の
技
術
を
習
得
し
て
い
て
、
そ
れ
を
さ
り
げ
な
く
披
露
す
る
（Barrie 

89︲91

）。
こ
こ
に
、
混
乱
が
あ
る
。
自
ら
の
「
家
庭
の
天
使
」
性
を
男
性

に
ア
ピ
ー
ル
す
る
女
性
は
「
家
庭
の
天
使
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も

彼
女
は
、
近
代
化
と
と
も
に
現
れ
た
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
開

放
的
な
「
新
し
い
女
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
、
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
の
系
譜
に
属
す
る
作
品
で

あ
る
Ｌ
・
Ｔ
・
ミ
ー
ド
（M

eade

）
の
『
孤
島
の
4
人
』（Four on an 

Island: A
 Story of A

dventure, 1892

）
に
登
場
す
る
イ
ザ
ベ
ル
（Isa-

bel Frazer

）
と
は
異
な
る
少
女
性
を
有
し
て
い
る
。
イ
ザ
ベ
ル
の
特
徴

は
、
彼
女
が
生
ま
れ
な
が
ら
の
お
転
婆
娘
（tom

boy

）、
言
い
換
え
る
と
、

「
新
し
い
女
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
「
家
庭
の
天
使
」
的
要
素
が
付
随
し
て

い
く
こ
と
に
あ
る
。
イ
ザ
ベ
ル
は
一
緒
に
遭
難
し
た
仲
間
の
少
年
か
ら

「
あ
な
た
は
真
の
リ
ー
ダ
ー
だ
、
本
当
の
キ
ャ
プ
テ
ン
だ
。
あ
な
た
は
、

は
じ
め
か
ら
、
僕
の
二
倍
の
度
胸
と
勇
気
を
持
っ
て
い
た
ん
だ
ね
」
と
慕

わ
れ
て
い
る
（M

eade 
201

）。
そ
し
て
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
ロ
ー
バ
ト
ム

（Judith Row
botham

）
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
最
終
的
に
彼
女
は
家

庭
的
な
女
性
へ
と
成
長
し
て
、
物
語
は
終
わ
る
の
で
あ
る
（110︲11

）。

　

世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
に
書
か
れ
た
少
女
を
主
人
公
に
し
た

冒
険
小
説
に
お
い
て
、
登
場
人
物
と
し
て
の
お
転
婆
娘
は
成
長
す
る
と

る
。

『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
以
前
の
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
、
例
え
ば
、
フ
レ
デ
リ

ッ
ク
・
マ
リ
ア
ッ
ト
（Frederick 

M
arryat

）
の
『
マ
ス
タ
ー
マ
ン
・

レ
デ
ィ
』（M

asterm
an R

eady: or, the W
reck of the Pacifi�c, 

1841

）
に
登
場
す
る
ミ
セ
ス
・
シ
ー
グ
レ
イ
ヴ
（M

rs. Seagrave

）
は
、

レ
ベ
ッ
カ
・
ウ
ィ
ー
バ
ー
＝
ハ
イ
タ
ワ
ー
（Rebecca 

W
eaver-H

ight-

ow
er

）
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
従
属
的
客
体
と
し
て
の
「
家
庭
の
天

使
」
の
地
位
に
留
ま
っ
て
い
る
（55︲59
）。
彼
女
は
、
終
始
、
料
理
や
裁

縫
な
ど
の
家
事
以
外
に
、
孤
島
で
の
生
活
に
貢
献
す
る
こ
と
は
決
し
て
な

い
。
体
が
丈
夫
で
は
な
い
が
優
し
い
ミ
セ
ス
・
シ
ー
グ
レ
イ
ヴ
は
（M

ar-

ryat 11

）、
常
時
男
た
ち
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
べ
き
象
徴
的
な
存
在
の
女

性
で
あ
る
。

　

ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
物
語
の
中
で
、「
新
し
い
女
」
的
な
行
動
を
し
な
が
ら

も
、
常
に
「
家
庭
の
天
使
」
的
人
物
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
に
対
し
て
自

覚
的
で
あ
る
。
彼
女
の
フ
ル
ネ
ー
ム
は
「
ウ
ェ
ン
デ
ィ
・
モ
イ
ラ
・
ア
ン

ジ
ェ
ラ
・
ダ
ー
リ
ン
グ
（W
endy M

oira A
ngela D

arling

）」
で
あ
る
。

彼
女
の
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
は
、
彼
女
が
物
語
の
最
初
か
ら
母
親
と
し
て
の
役

回
り
を
心
得
て
い
る
こ
と
、
生
粋
の
「
家
庭
の
天
使
」
で
あ
る
こ
と
を
思

わ
せ
る
と
、
Ｍ
・
ジ
ョ
イ
・
モ
ー
ス
（Joy M

orse

）
は
指
摘
し
て
い
る

が
（297︲98

）、
問
題
は
、
彼
女
が
「
生
粋
」
の
「
家
庭
の
天
使
」
で
あ

る
と
き
、
上
述
し
た
キ
ス
の
シ
ー
ン
と
も
相
ま
っ
て
、
そ
れ
が
、
彼
女
に
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で
は
な
く
、
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
期
の
社
会
が
新
た
に
提
示
し
た
女
性
像
と
し

て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

5「
家
庭
の
天
使
」
性
と
「
新
し
い
女
」
性
が
相
反
す
る
の
は
、
か
つ
て
の

旧
植
民
地
経
営
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
置
と
の
関
連
に
あ
り
、
帝
国
の

拡
張
の
終
焉
期
に
な
る
と
、
実
に
、
そ
れ
は
矛
盾
し
な
く
な
る
。
ボ
ー
ア

戦
争
を
契
機
に
、
帝
国
が
以
前
の
よ
う
な
拡
張
主
義
を
遂
行
す
る
こ
と
が

難
し
く
な
っ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
期
は
、
帝
国
の
維
持
と
い
う
問
題
が
前
景

化
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た（

9
）。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
、
特
に
、
ア
メ

リ
カ
と
い
う
新
興
国
の
躍
進
と
大
い
に
関
係
が
あ
っ
た（

10
）。
例
え
ば
、

『
デ
イ
リ
ー
・
テ
レ
グ
ラ
フ
』（D

aily 
T

elegraph

）
の
元
記
者
で
後
に

『
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
』（T

he 
O

bserver

）
の
編
集
者
と
な
っ
た
Ｊ
・
Ｌ
・

ガ
ー
ヴ
ィ
ン
（Garvin

）
が
一
九
〇
五
年
に
「
帝
国
の
維
持
」（
“The 

M
aintenance of Em

pire

”）
と
い
う
題
で
帝
国
に
対
す
る
ド
イ
ツ
と
ア

メ
リ
カ
の
脅
威
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。「
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
は

〔
…
…
〕
人
力
、
国
費
、
兵
力
、
軍
事
費
の
点
で
、
我
が
帝
国
に
追
い
付

い
て
い
る
」（81

）。
こ
の
よ
う
に
帝
国
の
衰
退
と
い
う
危
機
下
に
あ
っ

た
英
国
で
は
、
一
九
〇
六
年
に
総
選
挙
が
行
わ
れ
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
チ
ェ
ン

バ
レ
ン
（Joseph Cham

berlain

）
を
筆
頭
と
し
て
臨
ん
だ
政
権
政
党
の

「
家
庭
の
天
使
」
に
な
る
と
論
じ
る
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
論
考
は
、（
イ
ザ
ベ
ル

に
適
合
す
る
に
し
て
も
）
ウ
ェ
ン
デ
ィ
に
は

―
彼
女
に
は
「
家
庭
の
天

使
」
と
お
転
婆
娘
の
両
方
の
面
は
確
か
に
あ
る
が

―
当
て
は
ま
ら
な

い（
6
）。
こ
こ
ま
で
辿
っ
て
き
た
よ
う
に
、「
家
庭
の
天
使
」
と
「
新
し
い

女
」
の
二
項
対
立
と
い
う
前
提
か
ら
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
の
造
形
を
理
解
し
よ

う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
根
本
的
な
混
乱
が
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る（
7
）。

　

こ
の
問
題
に
こ
そ
、
バ
リ
の
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
が
、
ロ
ビ
ン
ソ
ネ

イ
ド
の
末
裔
と
し
て
、
当
時
の
帝
国
の
言
説
を
ど
の
よ
う
に
引
き
受
け
て

い
た
か
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
考
察
へ
の
鍵
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

ひ
と
つ
に
は
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
論
考
の
基
本
枠
と
な
っ
て
い
る
成
長
概
念

と
い
う
も
の
が
、
そ
も
そ
も
ウ
ェ
ン
デ
ィ
に
は
内
面
化
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
他
方
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
が
相
反
す
る
要
素
と
無

意
識
に
考
え
て
い
る
「
新
し
い
女
」
性
と
「
家
庭
の
天
使
」
性
と
い
う
区

分
が
、
実
は
そ
も
そ
も
バ
リ
に
お
い
て
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る（

8
）。
ピ
ー
タ
ー
の
「
ぼ
く
た
ち
が
必
要
と
し
て
い
る
の
は
、
た
だ
、

や
さ
し
い
、
お
母
さ
ん
み
た
い
な
人
な
ん
だ
よ
」
と
い
う
発
言
に
対
し
て
、

「
ま
あ
！

そ
れ
、
わ
た
し
に
ぴ
っ
た
り
だ
と
思
う
わ
」（Barrie 132

）

と
応
え
る
ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
、
飛
行
と
い
う
身
体
行
動
を
し
、
自
ら
キ
ス
を

す
る
女
性
で
あ
る
。
ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
、「
家
庭
の
天
使
」、
あ
る
い
は
、

「
新
し
い
女
」
の
奇
妙
な
変
奏
、
も
し
く
は
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
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時
期
に
行
わ
れ
た
女
性
移
民
は
そ
れ
ま
で
と
は
違
い
、
移
民
者
は
移
民
先

の
植
民
地
に
お
い
て
自
立
的
、
主
体
的
に
行
動
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て

い
た
。
そ
の
多
く
が
中
産
階
級
出
身
者
で
あ
っ
た
。
以
前
の
移
民
は
、
最

初
は
、「
余
っ
た
女
」、「
家
庭
の
天
使
」
で
あ
っ
た
が
、
彼
女
た
ち
は
移

民
先
の
厳
し
い
環
境
に
適
応
で
き
ず
に
、
徐
々
に
労
働
者
階
級
出
身
の
女

性
た
ち
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
労
働
者
階
級
の
女
性
た
ち
は

移
民
者
と
し
て
は
質
が
悪
い
と
さ
れ
、
再
び
、
教
養
の
あ
る
中
産
階
級
出

身
の
女
性
た
ち
に
戻
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
、
先
ほ
ど
述
べ
た
、
中
産
階

級
の
女
性
の
移
民
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
移
民
女
性
像
は
時
代
と
共
に

「
家
庭
の
天
使
」（
一
九
世
紀
中
後
期
）
↓
「
新
し
い
女
」（
一
九
世
紀
末
）

↓
「
家
庭
の
天
使
」
＋
／
＝
「
新
し
い
女
」（
二
〇
世
紀
は
じ
め
）
へ
と

変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
程
、
言
及
し
た
ロ
ビ
ン
ソ
ネ

イ
ド
に
お
け
る
女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
変
容
と
、
実
に
、
一
致
す
る
。
ま

た
、
重
要
な
こ
と
に
、
こ
の
時
期
に
多
く
の
少
女
が
移
民
と
し
て
植
民
地

に
出
て
行
っ
た
。
少
女
は
、
大
人
の
女
性
と
は
異
な
り
、
素
直
で
従
順
で

適
応
能
力
が
高
い
と
見
な
さ
れ
、
幼
い
う
ち
に
植
民
地
へ
赴
く
こ
と
で
、

素
早
く
そ
こ
で
の
生
活
に
順
応
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
少
女
の
移
民
も
、
同
様
に
、
で
き
る
だ
け
良
質
の
子
女
が
選
ば
れ
た
。

特
に
、
帝
国
の
中
で
も
最
も
忠
誠
を
尽
く
し
て
い
た
自
治
植
民
地
の
カ
ナ

ダ
に
は
、
英
国
か
ら
多
く
の
女
性
／
少
女
が
移
民
と
し
て
送
り
込
ま
れ
た

の
で
あ
る（

13
）。
こ
の
時
期
、
植
民
地
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（colonial 

保
守
党
が
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ア
ス
キ
ス
（H

erbert H
enry 

A
squith

）、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
（D

avid 
Lloyd 

George

）、
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル
（W

inston Churchill

）
を

擁
す
る
自
由
党
に
敗
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
そ
し
て
、
新
た
に
政

権
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
自
由
党
は
、
帝
国
が
陥
っ
て
い
た
崩
壊
、
分
裂

と
い
う
危
機
的
状
況
を
打
破
す
べ
く
、
一
九
〇
七
年
に
「
帝
国
会
議

（T
he Im

perial Conference
）」
を
開
き
、
自
治
植
民
地
（
カ
ナ
ダ
、

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）

と
の
関
係
を
強
化
し
、
ま
た
、
一
九
〇
九
年
に
開
い
た
「
帝
国
防
衛
会
議

（T
he Im

perial Conference on D
efence

）」
で
は
、
大
国
化
し
つ
つ

あ
る
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
軍
事
力
の
強
化
を
、
自
治
植
民
地
と

協
力
し
て
行
う
こ
と
を
取
り
決
め
た（

11
）。
つ
ま
り
、
帝
国
は
、
こ
の
時
期
、

福
祉
国
家
的
な
政
策
に
よ
っ
て
、
一
つ
に
纏
ま
り
、
維
持
に
力
点
を
置
い

て
い
た
。
こ
れ
は
社
会
帝
国
主
義
（social im

perialism

）
の
な
せ
る
業

で
あ
っ
た
の
で
あ
る（

12
）。

　

帝
国
の
維
持
期
は
、
海
外
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
人
家
庭
の
あ
る
べ
き
姿

の
像
も
変
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、「
家
庭
の
天
使
」

の
淑
や
か
さ
と
「
新
し
い
女
」
の
活
発
性
と
い
う
二
つ
の
性
質
を
同
時
に

有
す
る
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
の
よ
う
な
新
た
な
少
女
像
が
誕
生
す
る
だ
ろ
う
。

そ
の
端
的
な
例
と
し
て
、
二
〇
世
紀
の
は
じ
め
に
お
け
る
英
国
女
性
の
国

外
へ
の
移
動
、
つ
ま
り
、「
女
性
／
少
女
移
民
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
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ポ
リ
タ
ン
に
な
る
か
」
は
今
後
五
年
以
内
の
女
性
移
民
に
よ
っ
て
決
ま
る

で
し
ょ
う
」
と
発
言
し
て
い
る
（H

am
m

erton 164

）。

　

上
記
の
事
柄
と
関
連
す
る
よ
う
に
、
一
九
一
二
年
に
出
版
さ
れ
た
、
ガ

ー
ル
・
ガ
イ
ド
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
も
い
う
べ
き
も
の
、『
ガ
ー
ル
・
ガ

イ
ド
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（T

he H
andbook for G

irl G
uides or H

ow
 

G
irls Can H

elp Build the E
m

pire

）
に
は
、
少
女
た
ち
の
果
た
す
べ

き
務
め
の
一
つ
は
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
（
帝
国
植
民
地
、
自
治
領
）
で
の
生
活

を
送
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
た
め
、
彼
女
た
ち
は
、
い
つ
何
時
、
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
備
え
て
、
そ
こ
で
の
生
活
に

耐
え
う
る
準
備
を
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
示
さ
れ
て
い
る

（Baden-Pow
ell 16, 23︲24, 33︲34

）。
筆
者
の
ア
グ
ネ
ス
・
ベ
イ
デ
ン

＝
パ
ウ
エ
ル
（A

gnes 
Baden-Pow

ell

）
は
、
こ
の
本
の
中
で
、
ボ
ー

ア
戦
争
後
に
問
題
視
さ
れ
た
人
種
と
国
家
の
退
化
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
彼
女
は
、
帝
国
を
維
持
す
る
こ
と
（holding 

the 

Em
pire

）
こ
そ
、
少
女
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ

る
と
彼
女
た
ち
に
告
げ
て
い
る
（319︲20, 

413︲14

）（15
）。
ま
た
、『
ガ
ー

ル
ズ
・
オ
ウ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
』
に
お
い
て
も
同
様
に
、
少
女
た
ち
に
植
民

地
へ
の
移
民
を
促
す
記
事
が
度
々
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

少
女
た
ち
へ
の
学
校
紹
介
の
記
事
（
“Gardening as a Profession for 

Girls: H
ow

 T
hey A

re T
rained at Sw

anley, and the D
em

and 

for 
Com

petent 
Students

”）
の
後
半
部
分
のPart 

II

（17 
June, 

nationalism

）
が
高
ま
っ
て
い
た
カ
ナ
ダ
は
、
帝
国
と
対
等
な
関
係
を

主
張
し
始
め
、
新
た
に
世
界
の
覇
権
を
握
ろ
う
と
し
て
い
た
「
帝
国
」
ア

メ
リ
カ
と
親
密
な
関
係
を
築
こ
う
と
画
策
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る（

14
）。
こ

の
時
期
の
「
女
性
／
少
女
移
民
」
の
意
義
は
、
帝
国
を
分
裂
さ
せ
ず
、
一

つ
の
纏
ま
り
と
し
て
の
そ
の
全
体
性
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
気
品

が
あ
り
、
活
動
的
で
あ
る
英
国
の
女
性
た
ち
を
植
民
地
に
移
民
さ
せ
、
彼

女
た
ち
が
既
に
そ
こ
で
生
活
し
て
い
る
英
国
男
性
移
民
者
た
ち
と
結
婚
し
、

家
庭
を
、
家
族
を
築
く
こ
と
で
、
帝
国
の
崩
壊
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
二
〇
世
紀
初
頭
、
多
く
の
女
性
た
ち
を
植
民
地
に
送
る
こ
と

に
尽
力
し
た
団
体
、「
イ
ギ
リ
ス
女
性
移
民
協
会
（British 

W
om

enʼs 

Em
igration A

ssociation 

﹇BW
EA

﹈）」
の
一
九
〇
八
年
の
年
次
報
告

書
（A

nnual 
R

eport

）
に
は
、「
移
民
は
、
勃
興
す
る
国
々
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
が
可
能
な
唯
一
の
方
法
で
あ
り
、
移
民
の
み
が
、
そ
れ
ら
の

国
々
に
「
我
ら
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
理
想
」
を
伝
え
ら
れ
る
の
で

す
。
そ
し
て
、
女
性
だ
け
が
植
民
地
に
家
庭
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。
女
性
移
民
な
し
に
、
帝
国
の
存
在
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
」（34

）
と

記
載
さ
れ
て
い
る
（H

am
m

erton 
163

）。
ま
た
、
当
時
、BW

EA

の

重
鎮
で
あ
っ
た
エ
レ
ン
・
ジ
ョ
イ
ス
（Ellen 

Joyce

）
は
、
一
九
一
三

年
、
提
携
す
る
団
体
で
あ
る
「
少
女
友
愛
協
会
（Girlʼs Friendly Soci-

ety

）」
の
総
会
で
、「
カ
ナ
ダ
が
「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
な
る
か
コ
ス
モ
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思
わ
れ
た
二
つ
の
女
性
像
は
、
当
時
の
社
会
に
お
い
て
、
決
し
て
矛
盾
し

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
が
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
な
る
こ
と
が
、
グ
リ
ー
ン
の

言
う
よ
う
に
、
帝
国
主
義
言
説
と
の
関
係
で
理
解
さ
れ
る
な
ら
、
ウ
ェ
ン

デ
ィ
の
女
性
性
の
変
化
も
、
帝
国
主
義
の
言
説
の
変
化
と
連
動
し
て
い
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
上
述
し
た
「
移
民
」
と
関

係
が
あ
る
。
ピ
ー
タ
ー
が
最
初
か
ら
ウ
ェ
ン
デ
ィ
と
共
に
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン

ド
に
行
く
の
は
、
彼
ら
が
、
植
民
地
を
開
拓
す
る
帝
国
主
義
者
と
い
う
よ

り
も
、
む
し
ろ
移
民
家
族
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
か
ら
に
あ
る
。
シ
テ
ィ
に
勤
め
る
父
を
持
ち
、
両
親
は
社
交
会
に

出
向
き
、
週
末
は
家
族
で
田
舎
に
て
過
ご
す
と
い
う
（Barrie 

69, 
72, 

79, 
207

）、
こ
れ
ま
で
な
ら
、
帝
国
の
中
心
に
位
置
す
る
英
国
に
居
る
べ

き
存
在
と
思
し
き
ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
、
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
に
、
ピ
ー
タ
ー
だ

け
で
な
く
、
ジ
ョ
ン
と
マ
イ
ケ
ル
を
連
れ
立
っ
て
行
く
。
そ
れ
は
、
植
民

地
が
帝
国
か
ら
分
離
し
な
い
よ
う
に
、
彼
女
が
、
彼
ら
が
、
家
族
で
、
ネ

ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
と
い
う
植
民
地
に
向
か
い
、
そ
こ
に
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ネ

ス
（Englishness

）
を
植
え
付
け
、
英
国
と
の
関
係
を
、
帝
国
と
い
う

全
体
性
を
維
持
す
る
た
め
に
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
彼
女
は
「
家
庭
の
天

使
」
的
で
あ
り
な
が
ら
、
活
発
に
、
主
体
的
に
行
動
す
る
。
そ
れ
は
、
ま

た
、
厳
し
い
植
民
地
で
生
活
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、

彼
女
が
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
に
行
く
こ
と
の
意
義
は
、
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
と

1905
）
に
は
、「
本
校
（Sw

anley H
orticultural College

）
の
教
育
課

程
は
、
植
民
地
で
の
生
活
を
考
慮
に
入
れ
ず
に
は
成
立
し
な
い
」（Shep-

stone 596
）
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
、
彼
女

た
ち
が
移
住
す
べ
き
植
民
地
の
重
要
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
植

民
地
で
の
厳
し
い
生
活
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
で
あ
ろ
う
、
一
九
〇
七
年

一
〇
月
五
日
号
の
『
ガ
ー
ル
ズ
・
オ
ウ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
』
に
は
「
ラ
イ
フ

ル
ク
ラ
ブ
」
の
紹
介
の
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
（4,

図
2
）、『
ガ
ー

ル
・
ガ
イ
ド
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
で
は
ラ
イ
フ
ル
銃
に
よ
る
「
射
撃

（shooting

）」
の
方

法
が
説
明
さ
れ
て
い

る
（B

aden-Pow
-

ell 285︲87
）。
エ
ド

ワ
ー
ド
朝
期
英
国
の

少
女
た
ち
が
女
性
と

し
て
求
め
ら
れ
た
要

素
は
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ

の
よ
う
に
、「
家
庭

の
天
使
」
的
穏
健
さ

と
「
新
し
い
女
」
的

活
発
さ
の
両
方
で
あ

っ
た
。
相
反
す
る
と

図 2



言語社会　第 6号　　258

63

）。
こ
の
場
面
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
、
ジ
ェ
ー
ン
（Jane

）、
マ
ー
ガ
レ
ッ

ト
（M

argaret

）
と
い
う
少
女
の
繰
り
返
し
は
、
男
性
的
で
拡
張
主
義

的
な
社
会
に
代
わ
る
、
維
持
を
目
的
と
す
る
国
家
に
お
け
る
女
性
の
重
要

性
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
女
性
の
絆
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

ウ
ェ
ン
デ
ィ
と
そ
の
直
系
の
娘
た
ち
が
、
帝
国
植
民
地
と
思
し
き
ネ
ヴ
ァ

ー
ラ
ン
ド
に
途
切
れ
る
こ
と
な
く
訪
れ
続
け
る
理
由
は
、
そ
の
地
と
彼
女

ら
の
生
家
の
あ
る
ロ
ン
ド
ン
と
を
一
つ
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
築

か
れ
る
、
全
体
性
、
要
す
る
に
、
帝
国
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
。

6
　

本
稿
は
、『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
に
登
場
す
る
ウ
ェ
ン
デ
ィ
の
行
動
／

生
活
様
式
を
通
し
て
、
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
期
に
起
こ
っ
た
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド

の
変
容
を
考
察
し
た
。
グ
リ
ー
ン
が
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
〇
〇
年
以
降
、

個
体
性
を
失
い
、
嘲
笑
の
対
象
に
な
っ
た
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
は
『
ピ
ー
タ

ー
・
パ
ン
』
に
お
い
て
終
焉
し
、
空
想
化
、
幻
想
化
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

ウ
ェ
ン
デ
ィ
の
女
性
性
も
ま
た
、
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ウ
ェ
ン

デ
ィ
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
転
回
し
た
、
維
持
に
重
き
を
置
い
た
帝
国
主

義
国
家
と
密
接
に
関
係
す
る
女
性
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

い
う
植
民
地
を
本
土
と
同
様
の
空
間
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
、
要
す
る
に
、

英
国
化
／
自
国
化
（dom

esticate

）
す
る
こ
と
に
あ
る
。
彼
女
の
行
為

は
、
帝
国
を
維
持
す
る
こ
と
と
密
接
に
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ウ
ェ
ン
デ
ィ
が
背
負
う
責
務
と
し
て
の
帝
国
の
維
持
は
、
物
語
の
結
末

に
お
い
て
、
こ
れ
以
上
な
い
鮮
明
さ
で
、
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
結
婚
し
ま
し
た
〔
…
…
〕。〔
…
…
〕

　

そ
れ
か
ら
さ
ら
に
年
月
が
過
ぎ
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
に
娘
が
生
ま
れ
ま
し

た
。〔
…
…
〕

　

彼
女
は
ジ
ェ
ー
ン
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
〔
…
…
〕。（Barrie 220

）

ジ
ェ
ー
ン
は
今
や
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
と
い
う
娘
を
持
つ
ま
で
の
大
人
に
な

り
ま
し
た
〔
…
…
〕。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
が
大
人
に
な
る
と
、
彼
女
に
は

娘
が
生
ま
れ
る
で
し
ょ
う
〔
…
…
〕。
そ
し
て
、
そ
れ
は
途
切
れ
る
こ

と
な
く
続
く
で
し
ょ
う
〔
…
…
〕。（Barrie 226

）

こ
の
時
期
、
帝
国
は
女
性
化
（fem

inised

）
し
て
い
た
と
い
う
（Chil-

ton 66︲72

）。
特
に
、
植
民
地
世
界
は
、
女
性
が
主
と
な
っ
て
行
動
す
る

こ
と
を
称
え
、
そ
れ
に
依
存
さ
え
し
て
い
た
の
で
あ
る
（M

arquis 
60︲ 
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＊
本
稿
は
、
日
本
イ
ギ
リ
ス
児
童
文
学
会
第
四
〇
回
研
究
大
会
（
一
橋
大
学
、

二
〇
一
〇
年
一
一
月
二
七
日
）
に
て
発
表
し
た
原
稿
に
加
筆
、
修
正
を
施
し

た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）「
帝
国
の
時
代
」
に
関
連
す
る
ロ
ビ
ン
ソ
ネ
イ
ド
と
イ
ギ
リ
ス
児
童
文
学

に
力
点
を
置
い
て
、
そ
こ
で
描
か
れ
る
主
体
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
も

の
と
し
て
は
水
間
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
帝
国
主
義
と
児
童
文
学
と
の
関
係
に

つ
い
て
はRichards

を
参
照
。

（
2
）
こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
な
議
論
は
、State Library of N

ew
 South 

W
ales, 

Sydney, 
A

ustralia

に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
、T
he 

12th 
International D

. H
. Law

rence Conference 

（29 June, 2011

）
に

て
発
表
し
た
拙
稿
、
“The Boys W

ho W
ould N

ot Grow
 U

p: D
. H

. 
Law

rence, J. M
. Barrie, and N

ew
 Liberalism

”を
参
照
。

（
3
）
本
稿
で
は
、
一
九
一
一
年
に
出
版
さ
れ
た
小
説
版
の
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ

ン
』（Peter and W

endy

）
を
主
要
テ
ク
ス
ト
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す

る
。

（
4
）「
家
庭
の
天
使
」
に
つ
い
て
、
川
本
は
「〈
家
庭
の
天
使
〉
と
は
、
一
口
で

言
う
な
ら
、
家
庭
と
い
う
神
殿
を
司
る
天
使
の
ご
と
き
女
性
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
家
庭
と
い
う
場
で
〔
…
…
〕
夫
を
支
え
る
良
き
妻
で

あ
り
、
子
ど
も
を
慈
し
む
や
さ
し
い
母
で
あ
る
〔
…
…
〕
女
性
の
こ
と
な

の
だ
。
彼
女
は
つ
ね
に
正
し
く
清
く
や
さ
し
く
、
自
己
犠
牲
と
献
身
に
よ

っ
て
周
囲
の
人
々
を
照
ら
し
導
い
て
い
く
〔
…
…
〕
存
在
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
（8︲10

）。

（
5
）「
新
し
い
女
」
に
つ
い
て
、Show

alter

は
「
余
っ
た
女
」
と
の
比
較
に

お
い
て
「
性
的
に
自
由
な
「
新
し
い
女
」
は
結
婚
が
女
性
に
と
っ
て
人
生

を
満
た
す
唯
一
の
選
択
で
あ
る
と
い
う
社
会
的
主
張
を
批
判
し
た
。

〔
…
…
〕
政
治
的
に
は
、「
新
し
い
女
」
は
世
の
中
を
混
乱
さ
せ
よ
う
と
す

る
恐
れ
の
あ
る
謀
反
者
で
あ
っ
た
」
と
説
明
し
て
い
る
（38

）。

（
6
）M

itchell

は
、『
マ
ス
タ
ー
マ
ン
・
レ
デ
ィ
』
に
関
し
て
はEleanor 

A
cland

が
一
九
三
五
年
に
出
し
た
『
マ
ス
タ
ー
マ
ン
・
レ
デ
ィ
』
の
改

作
本
（G

oodbye for the Present: T
he Story of T

w
o Child-

hoods, M
illy, 1878︲88, and E

llen, 1913︲24

）

―
自
身
を
乗
組

員
と
し
て
物
語
内
に
登
場
さ
せ
た

―
に
つ
い
て
、『
孤
島
の
4
人
』
に

関
し
て
はM

eade

が
難
破
物
語
を
書
い
た
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る
の
み
で
あ
る
。

（
7
）Clark

は
ウ
ェ
ン
デ
ィ
が
母
親
的
人
物
で
あ
り
な
が
ら
家
父
長
制
と
帝
国

主
義
に
反
す
る
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
8
）「
家
庭
の
天
使
」
と
「
新
し
い
女
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、Lang-

land

は
、「
家
庭
の
天
使
」
の
変
容
態
と
し
て
「
新
し
い
女
」
を
見
て
い

て
、
両
者
の
間
に
存
在
す
る
隔
た
り
を
取
り
払
お
う
と
し
て
い
る
。

（
9
）
本
稿
に
お
い
て
、
私
が
「
維
持
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
本
質
的
に
、
領

土
の
拡
張
云
々
と
は
関
係
な
い
。
ひ
と
つ
に
は
、M

agdoff

が
言
う
よ
う

に
、「
帝
国
主
義
」
の
意
味
が
変
わ
っ
て
、
植
民
地
主
義
か
ら
、
資
本
主

義
の
最
終
段
階
と
し
て
の
独
占
資
本
主
義
に
変
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
、

こ
の
変
化
は
、
国
内
で
は
、new

 liberalism

に
よ
る
、
植
民
地
主
義
批

判
か
ら
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、W

illiam
s

が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
萌
芽
的
」
文
化
、
そ
の
様
式
そ
の
も
の
で
も

あ
る
。

（
10
）
河
野
は
、E. M

. Forster

のH
ow

ards E
nd 

（1910

）
に
潜
む
、
新
た

な
〈
帝
国
〉
ア
メ
リ
カ
＝
「
勃
興
的
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
の
存
在

の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

註



言語社会　第 6号　　260

（
11
）
当
時
の
自
由
党
に
よ
る
帝
国
の
再
編
に
つ
い
て
は
、H

yam

、Searle

を

参
照
。

（
12
）
一
般
的
に
社
会
帝
国
主
義
と
は
、
ド
イ
ツ
社
会
主
義
に
対
す
る
批
判
で
あ

る
が
、Rose

やSem
m

el

と
い
っ
た
論
者
た
ち
は
、new

 
liberalism

と
の
関
係
で
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
期
の
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
も
使
用
し
て
お
り
、

本
稿
は
そ
の
用
法
に
倣
っ
て
い
る
。

（
13
）
こ
の
時
期
に
お
け
る
女
性
／
少
女
移
民
に
つ
い
て
は
、Bean and M

el-

ville

、H
am

m
erton

、Parr

を
参
照
。

（
14
）
二
〇
世
紀
初
頭
の
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
植
民
地
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
「
帝

国
」
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、Craig

、Eddy 
and 

Schreuder

、T
hom

pson

を
参
照
。

（
15
）「
ガ
ー
ル
・
ガ
イ
ド
」
の
当
時
の
社
会
的
意
義
に
つ
い
て
は
、H

ynes, 
M

ackay and T
hane, W

arren

を
参
照
。
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