
NO.28
2024

28



知の旅立ち

2024

教養セミナー学生論集　NO.28

愛知学院大学教養部



表
紙
　
久
馬
　
栄
道



1

 

教
養
セ
ミ
ナ
ー
学
生
論
集

《
教
養
セ
ミ
ナ
ー
Ⅰ
・
Ⅱ
》

◇
文
学
部

『
ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ
ン
に
花
束
を
』を

　

読
み
、
ヨ
ル
シ
カ
楽
曲
を
探
る 
福　

井　

渉　

椰
 …
…
…
3

人
の
命
の
始
ま
り
は
い
つ
か 
宮　

本　

そ　

ら
 …
…
…
6

唐
辛
子
の
日
本
伝
来
と

　

様
々
な
使
い
方 

村　

瀬　

友　

彦
 …
…
…
10

日
本
文
化
と
し
て
見
る
「
漫
才
」 

飯　

田　

風　

花
 …
…
…
13

祖
母
の
人
生 

佐　

藤　

竣　

星
 …
…
…
15

「
音
楽
」
の
語
義
の
問
題
点
と
対
案 

内　

藤　

萌
々
香
 …
…
…
21

日
本
と
海
外
に
お
け
る
Ｃ
Ｍ
の
違
い 

安　

田　

明　

花
 …
…
…
23

◇
経
営
学
部

「
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
」
の
感
想 

佐　

藤　

大　

和
 …
…
…
26

美
の
イ
デ
ア
を
用
い
て
愛
犬
二
匹
の

　

ど
ち
ら
が
よ
り
美
形
か
検
証
す
る 

篠　

田　

沙　

季
 …
…
…
28

ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
は

　

な
ぜ
人
気
な
の
か 

福　

田　

七　

々
 …
…
…
30

◇
法
学
部

『
鬼
滅
の
刃
』
の
人
気
と
魅
力 

大　

田　

実　

空
 …
…
…
33

　

│
世
界
中
に
愛
さ
れ
る
作
品
と
な
っ
た
三
つ
の
外
的
要
因
│

台
湾
有
事
に
お
け
る
日
本
の
課
題 

浅　

井　

慎
一
郎
 …
…
…
36

ミ
ッ
フ
ィ
ー
に
つ
い
て 

渡　

部　

希　

咲
 …
…
…
39

　

〜
作
者
デ
ィ
ッ
ク
・
ブ
ル
ー
ナ
か
ら
学
ぶ
こ
と
〜

オ
ー
ビ
ス
の
使
い
方 

森　
　
　

大　

青
 …
…
…
42

韓
流
ブ
ー
ム
が
与
え
た

　

日
本
へ
の
影
響 

林　
　
　

留　

菜
 …
…
…
46

死
刑
制
度
の
あ
り
方 

津　

口　

結　

依
 …
…
…
50

一
人
称
代
名
詞
の
違
い 

田　

中　

里　

奈
 …
…
…
53

◇
商
学
部

こ
こ
ろ
に
残
っ
た
絵
本

　

│
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
考
え
る 

西　

脇　

陸　

人
 …
…
…
56

　
　
「
貧
困
が
も
た
ら
す
苦
し
み
」

　
　
知
の
旅
立
ち
　
第
二
八
号
　
│
│ 

目
　
　
　
次 

│
│

※
各
文
章
の
後
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
寸
評
は
、
各
セ
ミ
ナ
ー
担
当
者
に
よ
る
も
の
で
す
。



2

こ
こ
ろ
に
残
っ
た
絵
本

　

│
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
考
え
る 

LIU
 ZIXI

 …
…
…
…
…
…
58

推
薦
し
た
い
も
の 

堀　

部　

佑　

弥
 …
…
…
61

推
薦
し
た
い
も
の 

早　

野　

康　

生
 …
…
…
64

「
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
」
の
感
想 

後　

藤　

珠　

心
 …
…
…
67

◇
心
理
学
部

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』（
第
一
部
・
第
二
部
）

　

を
読
ん
で 

大　

野　

真　

穂
 …
…
…
69

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』（
第
一
部
・
第
二
部
）

　

を
読
ん
で 
藤　

枝　

奈
南
子
 …
…
…
72

大
学
生
と
労
働
法 
伊　

藤　

光　

希
 …
…
…
74

大
学
生
の
就
職
不
安
の

　

特
徴
に
つ
い
て 

角　

田　

美　

柚
 …
…
…
79

◇
経
済
学
部

大
叔
父
へ
の
聞
き
書
き 

西　

岡　

奏　

太
 …
…
…
84

《
教
養
教
育
を
振
り
返
っ
て
》

食
べ
な
い
で
肌
に
譲
っ
て
く
だ
さ
い 

山　

田　

菜
々
花
 …
…
…
89

＊

令
和
五
年
度　

教
養
セ
ミ
ナ
ー
・
テ
ー
マ
一
覧

＊

表
紙
絵
の
思
い
出

　

│
イ
ギ
リ
ス
の
レ
ッ
ド
・
ブ
リ
ッ
ク
ス
大
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教
養
部
数
学
教
室 

久　

馬　

栄　

道

編　

集　

後　

記



3

《
教
養
セ
ミ
ナ
ー
Ⅰ
・
Ⅱ
》

『
ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ
ン
に
花
束
を
』を

　
　
　

読
み
、ヨ
ル
シ
カ
楽
曲
を
探
る

福　

井　

渉　

椰

（
歴
史
学
科
一
年
）

　

主
人
公
の
独
白
が
綴
ら
れ
た
「
経
過
報
告
」
で
物
語
が
進
行
す
る

と
い
う
独
特
の
叙
述
形
式
を
も
つ
ダ
ニ
エ
ル
・
キ
イ
ス
著
『
ア
ル

ジ
ャ
ー
ノ
ン
に
花
束
を１

』
は
、
発
表
か
ら
六
〇
年
以
上
が
経
過
し
た

今
で
も
色
褪
せ
る
こ
と
な
く
輝
き
を
放
ち
続
け
て
い
る
。
さ
て
、
本

稿
で
主
題
に
据
え
る
の
は
、
そ
ん
な
本
作
を
基
に
創
作
さ
れ
た
、
バ

ン
ド
グ
ル
ー
プ
「
ヨ
ル
シ
カ
」
の
楽
曲
『
ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ
ン
』
で
あ

る
。
ヨ
ル
シ
カ
の
二
人
は
こ
れ
以
前
に
も
様
々
な
文
学
作
品
を
基
に

し
た
楽
曲
を
世
に
送
り
出
し
て
き
た
が
、
戦
後
の
文
学
を
対
象
と
し

た
の
は
本
楽
曲
が
初
め
て
で
あ
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
一
つ
の
タ
ー
ニ

ン
グ
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
楽
曲
『
ア
ル
ジ
ャ
ー

ノ
ン
』
は
新
機
軸
の
展
開
と
共
に
、
多
く
の
謎
を
引
き
連
れ
て
我
々

の
元
へ
と
現
れ
た
の
で
あ
る
。
公
式
の
歌
詞
解
説
が
公
開
さ
れ
て
い

な
い
今
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
り
う
る
一
つ
の
個
人
的
見
解
と
し
て
、
本

楽
曲
の
謎
を
紐
解
い
て
い
こ
う
と
思
う
。

　

ま
ず
は
歌
詞
全
体
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
ど
う
や
ら
こ
の
楽
曲
の

設
定
は
、
誰
か
あ
る
人
物
の
視
点
か
ら
「
貴
方
」
と
呼
ば
れ
る
あ
る

人
物
へ
と
語
り
か
け
て
い
る
場
面
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
以

降
、
語
り
か
け
る
前
者
を
「
Ａ
」、
語
り
か
け
ら
れ
る
後
者
を
「
Ｂ
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
二
人
が
原
作
に
お
け
る
ど
の
登
場
人
物

で
あ
る
か
を
見
つ
け
る
こ
と
が
本
稿
の
最
終
目
標
だ
。

　

楽
曲
分
析
の
第
一
歩
と
し
て
、
原
作
か
ら
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
た

歌
詞
を
見
て
い
く
。
し
か
し
な
が
ら
本
楽
曲
に
お
け
る
引
用
歌
詞
は

驚
く
べ
き
こ
と
に
一
つ
し
か
な
く
、
こ
れ
は
原
作
の
存
在
す
る
楽
曲

で
は
異
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
唯
一
の
引
用
歌
詞
が
「
迷
路
」

で
あ
る
。
原
作
に
お
け
る
「
迷
路
」
は
、
主
人
公
チ
ャ
ー
リ
ィ
が
実

験
途
中
は
全
く
進
め
な
か
っ
た
が
、
知
能
が
上
が
っ
て
か
ら
は
そ
れ

が
子
供
騙
し
の
玩
具
と
し
か
見
え
な
く
な
る
様
を
描
く
こ
と
で
、
彼

の
知
能
が
上
が
っ
た
こ
と
を
視
覚
的
に
演
出
す
る
役
割
を
果
た
し
て

い
た
。

　

印
象
的
な
場
面
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
か
ら
の
引
用
は
十
分
納
得
で

き
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
楽
曲
で
の
「
迷
路
」
は
複
数
回
登
場
す

る
上
に
、
そ
の
都
度
主
語
が
変
わ
る
点
で
あ
る
。
第
一
の
引
用
「
迷

路
の
先
も
恐
れ
な
い
ま
ま
で
」
の
主
語
は
Ｂ
、
第
二
の
引
用
「
迷
路

教
養
セ
ミ
ナ
ー
学
生
論
集
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の
先
を
恐
れ
な
い
よ
う
に
」
の
主
語
は
Ａ
と
Ｂ
（「
僕
ら
」）、
第
三

の
最
後
の
引
用
「
迷
路
の
先
も
恐
れ
な
い
ま
ま
で
、
確
か
に
迷
い
な

が
ら
」
の
主
語
は
再
び
Ｂ
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
の
三
箇
所
か

ら
分
か
る
の
は
、
Ｂ
一
人
の
場
面
と
は
異
な
り
、
Ａ
が
共
に
登
場
す

る
場
面
で
は
行
動
が
奥
手
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
だ

け
か
ら
も
、
Ａ
は
優
柔
不
断
で
Ｂ
は
自
由
奔
放
、
と
い
う
二
人
の
性

格
の
差
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
Ｂ
自
身
も
迷
路
に
臆

し
て
は
い
な
い
が
実
は
迷
い
の
中
に
あ
る
こ
と
が
、
第
三
の
引
用
に

お
い
て
明
ら
か
と
な
る
。
山
田
敏
弘
は
心
に
残
る
歌
詞
の
秘
密
を
探

り
な
が
ら
、「
番
ご
と
に
歌
詞
の
一
部
を
変
化
さ
せ
る
の
は
、
そ
こ

に
深
み
や
隠
さ
れ
た
意
図
を
持
た
せ
る
目
的
が
あ
る
か
ら
」
だ
と
述

べ
て
い
る2

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
こ
こ
に
お
け
る
「
隠
さ
れ
た
意

図
」
と
は
、
二
人
の
性
格
差
の
描
写
を
通
し
て
原
作
と
の
つ
な
が
り

を
示
す
こ
と
だ
と
解
釈
で
き
よ
う
。

　

原
作
引
用
歌
詞
か
ら
二
人
の
性
格
の
差
が
わ
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、

い
よ
い
よ
本
題
で
あ
る
そ
の
二
人
の
正
体
の
考
察
へ
と
入
ろ
う
。
安

直
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
片
方
は
主
人
公
チ
ャ
ー
リ
ィ
で
あ
る
と
し

て
話
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
彼
が
語
り
か
け

る
も
し
く
は
語
り
か
け
ら
れ
る
相
手
は
誰
な
の
だ
ろ
う
か
。
可
能
性

の
あ
る
人
物
を
一
人
ず
つ
挙
げ
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。

　

第
一
に
、
ネ
ズ
ミ
の
ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ
ン
説
で
あ
る
。
原
作
に
て

チ
ャ
ー
リ
ィ
と
共
に
実
験
を
受
け
た
彼
は
、
人
間
で
は
な
い
に
し
て

も
チ
ャ
ー
リ
ィ
に
と
っ
て
唯
一
同
じ
境
遇
を
持
つ
存
在
で
あ
り
、
原

作
中
盤
で
は
共
に
大
人
た
ち
か
ら
の
逃
避
行
を
試
み
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
は
、
チ
ャ
ー
リ
ィ
は
ア
ル
ジ
ャ
ー

ノ
ン
の
死
に
際
し
て
、
実
験
の
効
力
に
終
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
悟
る

の
で
あ
る
。
間
違
い
な
く
作
中
で
最
も
チ
ャ
ー
リ
ィ
と
関
わ
っ
た
人

物
で
あ
る
た
め
、
こ
の
説
を
最
初
に
思
い
つ
い
た
が
、
し
か
し
ど
う

し
て
も
歌
詞
に
マ
ッ
チ
し
な
い
。
そ
も
そ
も
人
間
で
は
な
い
の
で
語

り
か
け
る
Ａ
と
は
考
え
づ
ら
い
上
に
、
ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ
ン
と
共
に
い

た
こ
と
で
チ
ャ
ー
リ
ィ
が
奥
手
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
描
写
は
原
作

に
は
な
か
っ
た
。

　

第
二
に
、
私
た
ち
読
者
自
身
と
す
る
説
で
あ
る
。
メ
タ
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
的
発
想
で
は
あ
る
が
、
Ａ
を
読
者
自
身
と
考
え
れ
ば
か
な
り

辻
褄
が
合
う
こ
と
に
気
付
く
。
チ
ャ
ー
リ
ィ
の
知
能
が
向
上
し
て
い

く
さ
ま
を
、
彼
の
書
き
残
し
た
経
過
報
告
を
通
し
て
知
っ
た
読
者
で

あ
れ
ば
、
彼
が
迷
い
苦
し
み
な
が
ら
も
前
に
進
む
様
子
を
見
て
「
確

か
に
迷
い
な
が
ら
」
と
言
う
の
は
納
得
で
き
る
。
し
か
し
、
前
説
同

様
、
読
者
一
般
に
奥
手
な
性
格
を
帰
す
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
る
。

強
い
感
情
移
入
の
結
果
と
も
と
れ
る
が
、
や
は
り
不
自
然
さ
が
残

る
。

　

こ
の
よ
う
に
様
々
な
可
能
性
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
最
も
歌
詞

に
マ
ッ
チ
す
る
人
物
と
し
て
本
稿
で
導
き
出
す
結
論
、
そ
れ
は
Ａ
と

Ｂ
ど
ち
ら
も
チ
ャ
ー
リ
ィ
と
す
る
説
で
あ
る
。
正
し
く
は
「
実
験

後
」
の
チ
ャ
ー
リ
ィ
を
Ａ
、「
実
験
以
前
」
お
よ
び
「
効
果
切
れ

後
」
の
チ
ャ
ー
リ
ィ
を
Ｂ
と
す
る
説
だ
。
実
験
以
前
と
以
降
で
は
知

能
の
向
上
に
よ
っ
て
彼
の
性
格
や
価
値
観
は
大
き
く
変
化
し
て
お

り
、
も
は
や
同
一
人
物
と
扱
う
方
が
難
し
い
程
で
あ
る
。
実
際
、
原
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作
で
は
ス
ト
レ
ス
に
苛
ま
れ
た
チ
ャ
ー
リ
ィ
に
、
過
去
の
チ
ャ
ー

リ
ィ
自
身
が
鏡
の
中
か
ら
語
り
か
け
て
く
る
描
写
が
あ
っ
た
。
こ
れ

を
見
て
い
る
と
、
ダ
ニ
エ
ル
・
キ
イ
ス
自
身
チ
ャ
ー
リ
ィ
を
多
重
人

格
者
の
よ
う
に
描
く
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
（
現
に
彼
は

後
の
別
作
品
に
お
い
て3

、
多
重
人
格
者
の
リ
ア
ル
を
描
く
こ
と
に
な

る
）。
以
下
、
Ａ
と
Ｂ
を
共
に
チ
ャ
ー
リ
ィ
と
す
る
私
説
を
踏
ま
え

た
場
合
に
、
歌
詞
全
体
が
い
か
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、

そ
の
詳
細
を
確
認
し
よ
う
。

　

ま
ず
は
一
番
の
歌
詞
だ
が
、
こ
れ
は
、
実
験
後
の
チ
ャ
ー
リ
ィ
が

過
去
の
自
分
自
身
に
語
り
か
け
、
そ
れ
を
哀
れ
み
な
が
ら
も
、
明
る

く
生
き
る
そ
の
姿
に
思
い
を
馳
せ
、
懐
古
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
見
る
と
、「
貴
方
は
ゆ
っ
く
り
と
変
わ
っ
て
い
く
」
と
歌
詞

に
あ
る
の
は
全
く
違
和
感
が
な
い
。
次
に
二
番
は
、
原
作
で
は
中
盤

に
あ
た
る
場
面
、
す
な
わ
ち
、
性
に
翻
弄
さ
れ
葛
藤
し
た
末
に
過
去

の
自
分
が
何
度
も
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
し
て
く
る
場
面
で
あ
る
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
、
子
供
騙
し
の
玩
具
と
し
か
見
え
な
く
な
っ
た
は
ず

の
迷
路
に
彼
が
臆
す
る
理
由
は
、
彼
の
ス
ト
レ
ス
が
も
た
ら
し
た
も

の
と
判
断
で
き
る
。
続
く
間
奏
は
、
ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ
ン
の
死
を
見
て

実
験
に
は
効
果
切
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
る
場
面
で
あ
る
。
そ
う
す
る

と
、「
い
つ
か
と
て
も
越
え
ら
れ
な
い
壁
に
竦
む
の
だ
ろ
う
か
」
と

い
う
一
節
は
、
再
び
知
能
を
失
っ
た
未
来
の
自
分
ま
で
も
今
の
自
分

の
よ
う
に
優
柔
不
断
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
心
配
し
て
い
る
描
写
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
三
番
は
、
完
全
に
知
能
が
な
く
な
り
収

容
施
設
へ
送
ら
れ
た
未
来
の
自
分
が
、
再
び
何
も
知
る
こ
と
な
く
、

「
確
か
に
迷
い
な
が
ら
」
も
明
る
く
生
き
る
姿
、
そ
ん
な
場
面
の
想

像
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
当
然
な
が
ら
、
彼
は
自
分
が
そ
う
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
に
絶
望
し
て
い
る
が
、
そ
の
ま
ま
容
赦
な
く
曲
は
終

わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
原
作
を
読
み
終
え
た
と
き
の

激
し
い
喪
失
感
そ
の
も
の
だ
。

　

以
上
、
ヨ
ル
シ
カ
楽
曲
の
歌
詞
に
登
場
す
る
人
物
は
ど
ち
ら
も

チ
ャ
ー
リ
ィ
で
あ
る
と
す
る
私
説
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
本

楽
曲
は
、
原
作
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
た
っ
た
四
分
二
〇
秒
の
中
へ
と
上

手
く
落
と
し
込
み
、
そ
の
中
で
チ
ャ
ー
リ
ィ
と
い
う
一
人
の
男
の
生

涯
を
端
的
に
描
き
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
察
が
ど
れ
だ
け

当
た
っ
て
い
る
か
は
、
作
詞
者
のn-buna

の
み
ぞ
知
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
正
解
は
不
明
だ
。
し
か
し
、
今
回
の
考
察
を
経
た
こ
と
で
、

私
自
身
の
原
作
を
読
む
手
、
楽
曲
を
聴
く
耳
の
感
覚
が
、
以
前
と
は

ま
る
で
異
な
っ
た
も
の
に
変
容
し
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
そ
こ
に

見
出
さ
れ
る
価
値
は
、
正
解
よ
り
も
重
要
と
言
え
る
。

注１　

ダ
ニ
エ
ル
・
キ
イ
ス
（
一
九
八
九
〔
一
九
六
六
〕）、『
ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ

ン
に
花
束
を
』、
小
尾
〔
訳
〕、
早
川
書
房

２　

山
田
敏
弘
（
二
〇
一
四
）、『
あ
の
歌
詞
は
な
ぜ
心
に
残
る
の
か
│
Ｊ

ポ
ッ
プ
の
日
本
語
力
』、
祥
伝
社
、
二
三
頁

３　

ダ
ニ
エ
ル
・
キ
イ
ス
（
二
〇
一
五
〔
一
九
九
九
〕）、『
24
人
の
ビ
リ
ー
・

ミ
リ
ガ
ン
』、
堀
内
〔
訳
〕、
早
川
書
房
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〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
岩
佐　

宣
明

　
　

例
年
ど
お
り
、
自
分
の
考
え
を
論
理
的
に
表
現
す
る
力
を
身
に

つ
け
る
こ
と
を
目
標
に
授
業
に
取
り
組
ん
だ
。
春
学
期
は
『
教
養

セ
ミ
ナ
ー
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
II
日
本
語
表
現
法
』
を
用
い
て
日
本
語

表
現
の
基
礎
を
学
び
、
秋
学
期
は
そ
れ
を
踏
ま
え
自
由
テ
ー
マ
で

学
術
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
に
挑
戦
し
た
。
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
学
生

に
つ
い
て
は
、
全
員
が
一
定
水
準
の
レ
ポ
ー
ト
を
完
成
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
思
う
。
福
井
さ
ん
の
レ
ポ
ー
ト
は
そ
の
中
で
も
、
議

論
の
構
成
、
読
者
を
説
得
す
る
た
め
の
論
理
展
開
、
表
現
の
明
確

さ
、
等
々
の
点
に
お
い
て
、
と
く
に
優
れ
て
い
た
も
の
の
一
つ
で

あ
る
。
論
述
全
体
に
楽
曲
と
そ
の
原
作
へ
の
愛
が
に
じ
み
出
て
い

る
一
方
で
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
け
っ
し
て
激
情
に
走
る
の
で
は
な

く
、
冷
静
な
筆
致
の
も
と
に
学
問
的
な
誠
実
さ
が
保
た
れ
て
い
る

点
が
、
と
く
に
評
価
で
き
る
。
欲
を
言
え
ば
、
チ
ャ
ー
リ
ィ
の
多

重
人
格
性
と
い
う
部
分
を
、
も
う
一
歩
丁
寧
に
分
析
し
て
ほ
し

か
っ
た
。

人
の
命
の
始
ま
り
は
い
つ
か

宮　

本　

そ　

ら

（
日
本
文
化
学
科
一
年
）

一
、
序
論

　

人
の
命
の
始
ま
り
は
い
つ
か
ら
だ
ろ
う
か
。
現
在
日
本
の
法
律
で

は
、
こ
の
世
に
誕
生
し
て
か
ら
人
と
み
な
す
考
え
方
が
適
用
さ
れ
て

い
る
。
民
法
で
は
胎
児
の
体
が
す
べ
て
母
体
か
ら
出
て
か
ら
が
人
で

あ
る
と
す
る
全
部
露
出
説
が
通
説
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
刑
法
で
は

胎
児
の
体
が
母
体
の
外
か
ら
見
え
た
時
点
で
人
と
す
る
一
部
露
出
説

を
通
説
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
胎
児
が
こ
の
世
に
誕
生

し
て
か
ら
人
と
す
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら

こ
の
定
義
は
果
た
し
て
本
当
に
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

日
本
の
法
律
の
立
場
は
「
出
産
し
て
か
ら
『
一
人
の
人
』
と
し
て

扱
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
法
律
で
は
次
の
よ
う
な

問
題
が
生
ま
れ
る
。
露
出
し
て
か
ら
で
な
い
と
人
と
み
な
さ
な
い
現

在
の
説
の
場
合
、
何
も
な
け
れ
ば
数
時
間
後
に
生
ま
れ
る
は
ず
だ
っ

た
胎
児
が
不
慮
の
事
故
で
命
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
と
き
に
、
そ
の

胎
児
は
人
と
は
み
な
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
母

体
か
ら
切
り
離
し
て
も
独
立
し
て
生
き
て
い
け
る
く
ら
い
成
長
し
て

い
て
も
、
母
体
内
に
い
る
と
い
う
だ
け
で
そ
の
胎
児
は
人
で
は
な
く

単
な
る
母
親
の
付
属
物
と
し
て
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
の
問
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題
点
か
ら
私
は
、
人
の
命
の
始
ま
り
を
露
出
説
よ
り
も
早
い
段
階
、

具
体
的
に
は
「
胎
児
が
母
体
外
生
存
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
タ
イ
ミ

ン
グ
」
に
設
定
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。
以
下
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
く
。

二
、
本
論

１ 

人
の
命
と
人
格
の
有
無

　

キ
リ
ス
ト
教
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、
人
は
受
精
の
瞬
間
か
ら
人

格
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
受
精
の
瞬
間
に
人

の
命
が
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
で
は
人
格
と
は
何
な
の

だ
ろ
う
か
。

　

W
ikipedia

に
よ
る
と
人
格
と
は
個
人
の
心
理
面
で
の
特
性
・
人

柄
、
又
は
人
間
と
し
て
の
主
体
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

人
格
の
形
成
に
お
い
て
は
周
り
の
環
境
や
両
親
の
養
育
態
度
な
ど
の

干
渉
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
が
形
成
し
始
め
る
時
期
は

生
ま
れ
た
時
で
あ
り
、
生
ま
れ
る
前
は
人
格
形
成
に
何
ら
影
響
が
及

ば
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
議
論
さ
れ
る
の
が
「
人

格
の
潜
在
性
」
で
あ
る
。
人
格
の
潜
在
性
と
は
、
い
ず
れ
こ
の
よ
う

な
人
格
を
有
し
た
人
に
な
る
潜
在
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
、
受
精
卵
の
時
点
で
既
に
潜
在
的
人
格
を

持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
私
は
、
人
格
の
有

無
と
人
の
命
の
始
ま
り
は
切
り
離
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
の
理
由

に
つ
い
て
、
無
脳
症
児
を
例
に
し
て
述
べ
る
。

　

無
脳
症
は
脳
が
大
き
く
欠
如
し
て
い
る
病
気
で
あ
る
。
無
脳
症
児

の
七
五
％
が
死
産
、
無
事
に
生
ま
れ
て
き
た
と
し
て
も
生
後
一
週
間

生
存
す
る
こ
と
は
困
難
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
無
脳
症
児
は
脳
が
な

い
た
め
人
間
活
動
を
惹
起
す
る
生
物
学
的
構
造
を
欠
い
て
い
て
、
自

己
意
識
や
認
知
能
力
、
意
思
伝
達
能
力
そ
し
て
潜
在
性
も
欠
如
し
て

い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
の
定
義
に
無
脳
症
児
を
当

て
は
め
る
と
、「
無
脳
症
児
は
人
格
が
な
い
」＝「
人
で
は
な
い
」
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
実
際
に
私
た
ち
は
、
潜
在
的

人
格
の
有
無
を
も
と
に
し
て
無
脳
症
児
を
人
で
は
な
い
存
在
と
し
て

扱
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

確
か
に
無
脳
症
児
は
脳
が
欠
け
て
い
る
た
め
認
知
能
力
は
な
い
う

え
に
一
週
間
生
存
す
る
こ
と
も
困
難
と
さ
れ
て
い
る
た
め
大
人
に
な

る
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
世
に
誕
生
し
た
無
脳
症
児
は

脳
が
欠
け
て
い
る
も
の
の
心
臓
は
動
い
て
い
て
、
呼
吸
も
し
て
い

る
。
そ
し
て
死
産
で
は
な
く
生
ま
れ
て
か
ら
も
無
脳
症
児
が
生
存
し

て
い
た
場
合
、
病
院
側
は
彼
ら
に
対
し
て
で
き
る
限
り
の
治
療
を
す

る
。
こ
の
よ
う
に
出
産
さ
れ
た
無
脳
症
児
の
治
療
を
行
い
、
人
と
し

て
扱
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
無
脳
症
児
が
、

短
期
間
で
は
あ
る
が
母
体
か
ら
独
立
し
た
存
在
と
し
て
生
き
て
い

る
、
す
な
わ
ち
母
体
外
生
存
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
私
は
考

え
た
。
で
は
一
体
い
つ
か
ら
母
体
外
生
存
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

２ 
い
つ
か
ら
母
体
外
生
存
が
可
能
に
な
る
の
か

　

現
在
の
日
本
で
は
母
体
保
護
法
に
記
載
さ
れ
て
い
る
中
絶
適
応
条

件
に
当
て
は
ま
っ
て
い
た
場
合
に
の
み
、
指
定
医
師
に
よ
り
中
絶
が
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行
わ
れ
る
。
母
体
保
護
法
に
は
「
人
工
妊
娠
中
絶
と
は
、
胎
児
が
、

母
体
外
に
お
い
て
、
生
命
を
保
持
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
期
に
、

人
工
的
に
、
胎
児
及
び
そ
の
付
属
物
を
母
体
外
に
排
出
す
る
こ
と
」

と
い
う
記
載
が
あ
り
、
妊
娠
二
十
二
週
目
か
ら
胎
児
は
母
体
外
生
存

で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
妊
娠
二
十
二
週
未
満
に
限

り
中
絶
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
母
体
外
で
独
立
生
存
で
き

な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
二
二
週
目
未
満
の
出
産
は
、
自
動
的
に
流

産
と
み
な
さ
れ
て
救
命
措
置
を
行
わ
れ
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
母
体
外
生
存
が
可
能
に
な
る
時
期
と
そ
う
で
な

い
時
期
を
線
引
き
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
例
え
ば
、
通
常
な
ら

流
産
扱
い
と
さ
れ
る
妊
娠
二
十
一
週
と
六
日
目
に
生
ま
れ
た
子
に
対

し
て
主
治
医
の
判
断
で
救
命
措
置
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
元
気
に
成

長
し
て
今
で
は
学
校
に
通
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
例
が
報
告
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
事
か
ら
、
二
十
二
週
未
満
の
出
産
で
も
救
命
措
置
を
お

こ
な
え
ば
助
か
る
ケ
ー
ス
が
他
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
医
療
の
発
達
が
進
む
に
つ
れ
て
母
体
外
生
存
が
可
能
に
な

る
時
期
は
早
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

加
え
て
、
何
週
か
ら
母
体
外
生
存
が
可
能
に
な
る
と
見
な
さ
れ
る

か
は
国
に
よ
っ
て
異
な
る
。
日
本
で
は
二
十
二
週
目
で
あ
る
が
、
オ

ラ
ン
ダ
で
は
二
五
週
未
満
の
出
産
は
治
療
す
べ
き
で
な
い
と
し
て
い

て
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
妊
娠
二
十
五
週
を
越
え
な
け
れ
ば
積
極
的
な
治

療
を
施
す
必
要
が
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
国
に
よ
っ
て
時

期
が
異
な
る
理
由
は
、
医
療
技
術
や
倫
理
的
観
点
が
影
響
し
て
い
る

と
推
測
さ
れ
る
。

三
、
結
論

　

母
体
外
生
存
が
可
能
に
な
る
時
期
は
国
に
よ
っ
て
異
な
る
上
に
今

後
の
医
療
の
進
歩
に
よ
っ
て
は
今
よ
り
さ
ら
に
早
ま
る
可
能
性
も
あ

る
。
そ
の
た
め
母
体
外
生
存
が
可
能
に
な
る
時
期
と
い
う
の
は
、
露

出
説
や
受
精
の
瞬
間
な
ど
と
い
う
他
の
命
の
始
ま
り
を
定
義
す
る
説

と
比
較
す
る
と
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
私
が
母
体
外
生
存

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
を
人
の
命
の
始
ま
り
と
考
え
た
い
理
由

は
、
出
産
に
お
い
て
は
母
親
の
気
持
ち
を
考
え
る
こ
と
も
大
切
だ
と

考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
日
本
で
適
用
さ
れ
て
い
る
露
出
説
で

は
数
時
間
後
に
生
ま
れ
て
く
る
は
ず
だ
っ
た
胎
児
が
不
慮
の
事
故
に

よ
っ
て
母
体
内
で
亡
く
な
っ
た
ら
、
そ
の
胎
児
は
人
と
は
み
な
さ
れ

な
い
。
ま
た
「
潜
在
的
人
格
の
有
無
」
を
人
の
命
の
始
ま
り
と
定
義

す
る
と
無
脳
症
児
の
よ
う
に
人
格
を
持
た
な
い
子
供
は
人
と
み
な
さ

な
い
と
い
う
意
見
に
つ
な
が
る
。
数
時
間
後
に
生
ま
れ
て
く
る
は
ず

だ
っ
た
胎
児
も
、
無
脳
症
児
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
子
供
も
ど
ち
ら

も
母
親
に
と
っ
て
は
大
事
な
子
供
で
あ
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
自
分
の
子
供
だ
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
母
体
内
に
い

よ
う
が
人
格
を
有
し
て
な
か
ろ
う
が
そ
の
子
供
は
人
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
の
だ
と
考
え
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
私
は
人
の
命
の
始
ま
り
を
「
胎
児
が
母
体
外

生
存
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
」
を
基
準
と
す
る
べ
き
だ

と
考
え
た
。
人
の
命
の
始
ま
り
を
考
え
る
と
き
に
議
題
に
上
が
る
の

は
、
胎
児
の
権
利
や
人
格
が
い
つ
生
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
胎
児
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
あ
る
。
し
か

し
胎
児
を
育
て
る
母
親
の
こ
と
も
重
要
視
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
点
で
は
現
在
の
法
律
の
胎
児
を
育
て
る
母
親
の
気
持
ち

が
尊
重
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
課
題
だ
。
そ
の
た
め
「
人
の
命
の
始

ま
り
」
の
定
義
が
胎
児
と
母
親
の
両
者
を
尊
重
し
た
も
の
に
な
っ
て

い
く
の
か
を
今
後
も
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

参
考
文
献

１
、
菅
野
盾
樹
（
一
九
九
八
）「
胎
児
の
道
徳
的
身
分
に
つ
い
て
」
生
命
倫

理
、
八
巻
、
一
号　

四
│
一
一
頁

２
、
鶴
島
曉
（
二
〇
一
一
）「
ヒ
ト
胚
の
道
徳
的
地
位
を
巡
っ
て
」
医
学
哲

学
医
学
倫
理
、
二
九
巻
、
二
六
│
三
四
頁

３
、
日
本
産
婦
人
科
医
会
「
人
工
妊
娠
中
絶
の
定
義
」

 
https://w

w
w
.jaog.or.jp/sep

2012/JAPAN
ESE/teigen/teigi.htm

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
二
四
年
二
月
八
日
）

４
、
平
塚
志
保
（
一
九
九
八
）「
無
脳
症
児
を
め
ぐ
る
医
学
的
・
倫
理
的
・

社
会
的
・
法
的
諸
問
題
」
看
護
総
合
科
学
研
究
会
誌
、
一
巻
、
一
号
、
二

七
│
三
八
頁

５
、YAH

O
O
! JAPAN

ニ
ュ
ー
ス
「「
無
脳
症
」
の
わ
が
子
を
宿
し
て　

突
如
、
妊
婦
検
診
で
知
ら
せ
れ
る
苦
し
み
」（
二
〇
二
〇
年
二
月
一
四
）

 
https://new

s.yahoo.co.jp/feature/1566/

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇

二
四
年
二
月
八
日
）

６
、
サ
イ
カ
ルjournal

「“
妊
娠
22
週
”
助
け
ら
れ
な
い
命
」（
二
〇
一
九

年
一
〇
月
八
日
）

 
https://w

w
w
3.nhk.or.jp/new

s/special/sci_cul/2
0
1
9/1

0/
story/20191008_story/

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
二
四
年
二
月
八
日
）

７
、
櫻
井
浩
子
（
二
〇
〇
九
）「
妊
娠
22
週
児
の
出
生
を
め
ぐ
る
倫
理
的
問

題
│
│
新
生
児
医
療
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
立
命
館
大
学
生
存
学
研
究

所
・
生
存
学
研
究
セ
ン
タ
ー
報
告
書
10
号

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
遠
藤　

哲
也

　
　

本
教
養
セ
ミ
ナ
ー
で
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
い
る
「
は
じ
め
て
学

ぶ
生
命
倫
理
（
小
林
亜
津
子
・
著
、
ち
く
ま
プ
リ
マ
ー
新
書
）」

の
内
容
を
足
掛
か
り
に
し
て
「
ヒ
ト
の
命
の
始
ま
り
は
い
つ
か
」

に
つ
い
て
情
報
や
疑
問
点
を
整
理
し
、
足
り
な
い
情
報
を
調
べ
て

補
っ
た
上
で
、
最
終
的
に
自
分
の
意
見
を
ま
と
め
て
レ
ポ
ー
ト
化

す
る
と
い
う
作
業
を
進
め
て
き
た
。
担
当
教
員
で
あ
る
私
は
作
業

の
進
め
方
に
つ
い
て
指
示
を
し
た
り
議
論
の
手
助
け
を
し
た
り
す

る
程
度
で
、
基
本
的
に
は
各
学
生
が
自
ら
の
判
断
と
ペ
ー
ス
で
作

業
を
行
っ
た
。
レ
ポ
ー
ト
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
ヒ
ト
の
命
の
始
ま

り
は
い
つ
か
」
と
は
、
生
物
学
、
医
学
、
哲
学
、
宗
教
、
倫
理
な

ど
の
様
々
な
分
野
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
「
答
え
の
な
い
問
題
」
に
対
し
て
、
本
教
養
セ
ミ
ナ
ー
の
学

生
た
ち
は
真
摯
に
取
り
組
ん
で
く
れ
た
。

　
　

宮
本
さ
ん
は
読
解
力
や
理
解
力
が
極
め
て
高
く
、
資
料
の
内
容

を
正
確
に
読
み
取
り
、
私
の
指
示
の
意
図
も
速
や
か
に
理
解
し
て

作
業
に
取
り
組
ん
で
く
れ
た
。
本
教
養
セ
ミ
ナ
ー
が
目
指
す
こ
と

の
一
つ
は
「
自
ら
の
意
見
を
主
張
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ

れ
に
関
し
て
も
宮
本
さ
ん
は
自
分
の
考
え
を
明
確
に
言
葉
で
表
す

こ
と
が
で
き
て
い
た
。
本
レ
ポ
ー
ト
で
も
宮
本
さ
ん
の
能
力
が
存
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分
に
発
揮
さ
れ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
彼
女
が
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
か
が
し
っ
か
り
と
伝
わ
る
内
容
に
な
っ
た
と
思
う
。
今
後

も
引
き
続
き
一
つ
ひ
と
つ
の
こ
と
に
丁
寧
に
取
り
組
み
、
さ
ら
な

る
飛
躍
を
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

唐
辛
子
の
日
本
伝
来
と

 

様
々
な
使
い
方　
　

村　

瀬　

友　

彦

（
宗
教
文
化
学
科
一
年
）

　

本
稿
で
は
、
私
が
考
え
る
唐
辛
子
の
魅
力
を
、
日
本
伝
来
の
歴
史

や
民
俗
信
仰
、
栄
養
な
ど
の
観
点
か
ら
述
べ
て
い
き
た
い
。

一
、
唐
辛
子
の
日
本
伝
来

　

唐
辛
子
は
元
々
、
ペ
ル
ー
な
ど
中
南
米
の
み
で
食
用
・
栽
培
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
を
探
検
家
の
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て

初
め
て
発
見
し
、
ス
ペ
イ
ン
に
持
ち
帰
っ
た
こ
と
で
世
界
中
に
広

が
っ
た
。

　

日
本
へ
の
伝
来
時
期
は
不
明
だ
が
、
有
力
と
さ
れ
て
い
る
説
が
三

つ
あ
る
。
一
つ
は
「
一
五
四
二
年
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
も
た
ら
し
、

豊
後
の
国
主
に
献
上
し
た
」
と
い
う
説
だ
。
二
つ
目
は
「
秀
吉
軍
が

朝
鮮
出
兵
の
際
に
持
ち
帰
っ
た
」
と
い
う
説
、
三
つ
目
は
「
一
七
世

紀
初
め
に
タ
バ
コ
と
共
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
か
ら
伝
わ
っ
た
」
と
い
う

説
で
あ
る
。

　

二
つ
目
の
説
に
関
し
て
は
、
逆
に
「
日
本
人
が
朝
鮮
へ
唐
辛
子
を

持
ち
込
ん
だ
」
と
い
う
説
も
あ
り
、
私
は
そ
ち
ら
を
支
持
す
る
。
秀

吉
軍
が
唐
辛
子
爆
弾
と
い
う
武
器
を
使
っ
て
広
め
た
と
さ
れ
て
い



11

る
。
文
献
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
辛
味
」
を
利
用
し
、
唐
辛
子

ス
プ
レ
ー
や
閃
光
弾
の
よ
う
に
「
目
潰
し
」
や
「
傷
口
を
痛
め
つ
け

る
た
め
」
に
使
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
二
〇
〇
九

年
、
イ
ン
ド
防
衛
研
究
開
発
機
構
が
、
テ
ロ
対
策
と
し
て
「
世
界
一

辛
い
唐
辛
子
（
ブ
ー
ト
・
ジ
ョ
ロ
キ
ア
）
を
混
ぜ
て
手
榴
弾
の
実
験

を
行
っ
て
い
る
」
と
発
表
し
た
。
こ
れ
は
唐
辛
子
の
辛
味
を
利
用
し

て
相
手
を
無
力
化
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
と
同
様
の
爆
弾

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
一
六
一
四
年
発
行
の
『
芝
峰
類
説
』
と
い
う
朝
鮮
の
文
献

に
、「
日
本
か
ら
は
じ
め
て
き
た
唐
辛
子
を
酒
に
入
れ
て
飲
ん
で
い

る
が
毒
が
あ
る
」（
山
本
紀
夫
編
『
ト
ウ
ガ
ラ
シ
讃
歌
』、
二
二
三

頁
）
と
あ
る
た
め
、
朝
鮮
半
島
か
ら
日
本
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
説
は

支
持
し
な
い
。
さ
ら
に
、『
多
聞
院
日
記
』
に
よ
る
と
、
朝
鮮
出
兵

の
頃
に
は
奈
良
で
唐
辛
子
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

た
め
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
日
本
、
朝
鮮
の
順
に
伝
来
し
た
と
考
え
る

（
松
島
憲
一
『
と
う
が
ら
し
の
世
界
』
二
〇
│
二
一
頁
）。
朝
鮮
で
毒

と
考
え
て
い
た
の
も
、
外
来
品
へ
の
恐
怖
か
ら
で
は
な
い
か
。

　

も
と
も
と
日
本
で
は
唐
辛
子
は
「
毒
薬
」「
鑑
賞
用
」
と
し
て
使

わ
れ
て
い
た
。
も
し
一
七
世
紀
初
め
に
日
本
に
伝
来
し
た
と
す
れ

ば
、
食
用
と
認
識
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
も
含
め
て
、
朝
鮮
へ
の
輸
出

ま
で
の
期
間
が
早
す
ぎ
る
の
で
は
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
つ

目
の
説
も
信
じ
難
い
。
結
局
、
伝
来
時
期
は
不
鮮
明
で
あ
る
が
、

『
百
姓
伝
記
』（
一
六
八
一
│
八
四
年
）
に
は
三
河
で
唐
辛
子
の
栽
培

が
確
認
で
き
る
こ
と
（
松
島
前
掲
書
二
一
頁
）、
江
戸
時
代
の
俳
人

加
賀
の
千
代
女
（
一
七
〇
三
│
七
五
）
の
句
の
中
に
「
唐
辛
子
」
が

出
て
く
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
一
七
〇
〇
年
代
に
は
、
唐
辛
子

が
石
川
県
ま
で
伝
播
し
て
い
た
と
考
え
る
。

二
、
唐
辛
子
の
民
俗
信
仰

　

唐
辛
子
の
民
俗
信
仰
は
各
地
に
あ
る
。
韓
国
で
は
、「
悪
鬼
が
唐

辛
子
の
赤
さ
や
辛
さ
を
忌
み
嫌
い
、
寄
っ
て
来
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
ま
た
、「
唐
辛
子
を
食
べ
れ
ば
、
体
内
に
い
る
病
の
神
が
驚
き

逃
げ
出
す
」（
山
本
紀
夫
『
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
世
界
史　

辛
く
て
熱
い

「
食
卓
革
命
」』
一
七
一
│
一
七
二
頁
）
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
体
内

に
あ
る
穢
れ
が
な
く
な
る
と
い
う
点
が
一
致
し
て
い
る
が
、
唐
辛
子

か
ら
来
る
腹
痛
に
由
来
す
る
と
推
測
す
る
。
さ
ら
に
、
醤
油
の
甕
に

唐
辛
子
を
浮
か
べ
て
病
の
神
が
寄
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
と

い
う
記
録
も
あ
る
。

　

唐
辛
子
は
お
守
り
と
し
て
も
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
旧
出
雲
で

は
、
そ
の
年
に
収
穫
さ
れ
た
唐
辛
子
で
「
と
う
が
ら
し
飾
り
」（
魔

除
け
）
を
作
る
風
習
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
玄
関
や
窓
に
飾
っ
て
お
く

と
、
そ
の
家
を
守
っ
て
く
れ
る
と
い
う
。
イ
タ
リ
ア
や
ニ
ュ
ー
メ
キ

シ
コ
州
で
も
お
守
り
と
し
て
、
玄
関
に
干
し
唐
辛
子
「
リ
ス
ト
ラ
」

を
飾
る
風
習
が
あ
る
。
イ
ン
ド
で
は
「
ニ
ン
ブ
ー
ミ
ル
チ
」
と
い
う

唐
辛
子
と
レ
モ
ン
を
使
っ
た
魔
除
け
の
吊
る
し
飾
り
が
あ
り
、
店

先
、
バ
ス
や
バ
イ
ク
に
も
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

私
は
、
唐
辛
子
に
、
ペ
ス
ト
な
ど
の
病
気
を
運
ぶ
ネ
ズ
ミ
や
蛾
な

ど
の
害
虫
を
寄
せ
付
け
な
い
効
果
が
あ
る
こ
と
も
、「
魔
を
祓
う
効
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果
が
あ
る
」
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
理
由
の
一
つ
だ
と
思
う
。
唐
辛
子

の
カ
プ
サ
イ
シ
ン
は
一
部
の
細
菌
（
酵
母
）
に
対
し
て
の
抗
菌
性
が

強
く
、
汚
い
も
の
を
寄
せ
付
け
な
い
こ
と
か
ら
も
お
守
り
と
し
て
採

用
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

三
、
唐
辛
子
の
魅
力

　
「
栄
養
」
と
い
う
観
点
か
ら
も
素
晴
ら
し
い
。
唐
辛
子
に
は
、
風

邪
や
肌
荒
れ
を
予
防
す
る
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
や
、
生
活
習
慣
病
を
予
防
す

る
ビ
タ
ミ
ン
Ｅ
、
ア
ミ
ノ
酸
や
脂
質
を
代
謝
す
る
ビ
タ
ミ
ン
B6
や
免

疫
を
活
性
さ
せ
る
β
カ
ロ
テ
ン
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

適
量
の
摂
取
な
ら
ば
健
康
に
良
い
。
台
湾
ラ
ー
メ
ン
や
キ
ム
チ
チ
ゲ

な
ど
の
料
理
を
楽
し
み
な
が
ら
、
栄
養
を
摂
取
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

ま
た
、
入
浴
剤
や
湿
布
に
も
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
唐
辛
子
を
入

浴
剤
と
し
て
使
う
こ
と
で
、
体
を
芯
か
ら
暖
め
血
行
を
促
進
す
る
効

果
が
あ
り
、
湿
布
に
は
貼
っ
た
箇
所
の
血
行
を
改
善
す
る
効
果
が
期

待
で
き
る
。
鑑
賞
用
と
し
て
の
カ
ラ
フ
ル
な
品
種
も
存
在
す
る
。
赤

色
に
は
「
や
る
気
を
芽
生
え
さ
せ
、
気
分
を
高
揚
さ
せ
る
」
と
い
う

色
彩
効
果
が
あ
る
た
め
、
や
る
気
が
出
な
い
時
な
ど
は
ぜ
ひ
室
内
に

飾
っ
て
ほ
し
い
。

　

辛
い
も
の
が
苦
手
と
い
う
方
で
も
、
鑑
賞
用
や
入
浴
剤
、
お
守
り

と
し
て
の
使
い
道
も
存
在
す
る
た
め
一
概
に
唐
辛
子
を
嫌
い
に
な
ら

な
い
で
ほ
し
い
。
唐
辛
子
好
き
の
方
も
、
歴
史
や
民
俗
信
仰
な
ど
の

背
景
を
知
っ
て
、
さ
ら
に
深
く
味
わ
っ
て
ほ
し
い
。

参
考
文
献

山
本
紀
夫
『
ト
ウ
ガ
ラ
シ
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世
界
史　
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熱
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」』（
中
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）
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聲
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チ
と
コ
チ
ジ
ャ
ン
の
誕
生
│
韓
国
料
理
と
ト
ウ
ガ
ラ

シ
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山
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紀
夫
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讃
歌
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八
坂
書
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〇
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〇
年
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二
二
三
│
二
三
四
頁
）

松
島
憲
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と
う
が
ら
し
の
世
界
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講
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〇
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〇
）
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ィ
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県
出
雲
の
地
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で
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「
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除
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と
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し
」

 
https://w

w
w.dinos.co.jp/hana/tougarashi/

（
二
〇
二
四
年
一
月

二
九
日
閲
覧
）

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
河
合　

泰
弘

　
　

激
辛
ブ
ー
ム
と
言
わ
れ
て
久
し
い
が
、
辛
い
も
の
を
食
べ
た
い

と
い
う
者
が
若
者
を
中
心
に
増
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
村
瀬
さ

ん
も
そ
の
一
人
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
。
本
稿
に

は
、
唐
辛
子
の
魅
力
を
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
ふ
れ
て
い

る
。
村
瀬
さ
ん
は
、
唐
辛
子
が
食
品
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
武
器

や
厄
除
け
な
ど
の
お
守
り
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
考

察
し
、
そ
の
魅
力
を
伝
え
て
く
れ
た
。
様
々
な
資
料
を
用
い
て
お

り
、
説
得
力
の
あ
る
レ
ポ
ー
ト
に
仕
上
が
っ
て
い
る
と
思
う
。

　
　

教
養
セ
ミ
ナ
ー
の
授
業
で
は
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
の
内
容
を
口
頭

発
表
し
て
も
ら
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
て
図
や

表
を
表
示
し
て
詳
し
く
説
明
し
て
お
り
、
聴
い
て
い
た
学
生
た
ち

か
ら
も
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
と
好
評
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
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物
事
を
客
観
的
に
と
ら
え
、
他
者
の
論
考
な
ど
を
用
い
て
丁
寧
に

説
明
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
大
い
に
評
価
が
で
き
る
。
ま
た
、

彼
は
他
の
学
生
の
発
表
に
対
し
て
積
極
的
に
質
問
を
す
る
な
ど
、

ク
ラ
ス
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
の
飛
躍
が
大
い

に
期
待
で
き
る
。

日
本
文
化
と
し
て
見
る「
漫
才
」

飯　

田　

風　

花

（
日
本
文
化
学
科
一
年
）

　

あ
る
程
度
の
期
間
日
本
に
住
ん
で
い
る
人
で
、
一
度
も
漫
才
を
見

た
こ
と
が
な
い
と
い
う
人
は
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

ほ
ど
日
本
で
は
漫
才
と
い
う
も
の
は
馴
染
み
深
い
も
の
だ
。
し
か

し
、
ひ
と
つ
の
文
化
と
し
て
見
た
と
き
、
漫
才
と
い
う
も
の
は
と
て

も
珍
し
い
も
の
に
見
え
る
。
海
外
で
お
笑
い
と
い
う
と
、
ス
タ
ン

ダ
ッ
プ
・
コ
メ
デ
ィ
の
よ
う
な
一
人
で
舞
台
に
立
っ
て
芸
を
す
る
と

い
う
も
の
が
多
く
、
二
人
で
の
会
話
を
そ
の
ま
ま
芸
と
し
て
い
る
文

化
は
な
い
か
ら
だ
。
日
本
の
漫
才
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、
ど

の
よ
う
に
し
て
現
在
の
姿
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
日
本

文
化
と
し
て
の
漫
才
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
考
え
て

み
よ
う
と
思
う
。

　

漫
才
の
歴
史
を
辿
っ
て
い
く
と
、
そ
の
起
源
は
八
〇
〇
年
以
上
前

に
ま
で
遡
る
。
平
安
時
代
末
期
に
は
、
年
が
明
け
る
と
地
域
の
家
々

に
二
人
一
組
で
訪
問
し
、
新
年
の
辞
を
述
べ
な
が
ら
舞
を
披
露
す
る

と
い
う
伝
統
芸
能
が
あ
っ
た
。
そ
の
頃
は
「
萬
歳
」
と
表
記
さ
れ
て

い
た
そ
れ
が
、
現
在
の
漫
才
の
起
源
で
あ
る
。
起
源
と
い
っ
て
も
、

我
々
の
知
っ
て
い
る
漫
才
と
は
大
き
く
様
相
が
異
な
る
。
萬
歳
は
舞

を
踊
る
太
夫
役
と
太
鼓
を
叩
く
才
蔵
役
と
呼
ば
れ
る
二
役
か
ら
な
る
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が
、
こ
れ
も
ボ
ケ
や
ツ
ッ
コ
ミ
に
相
当
す
る
も
の
と
は
言
い
難
く
、

単
純
に
楽
器
の
担
当
と
舞
の
担
当
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
二
人

一
組
で
あ
る
こ
と
程
度
し
か
共
通
点
と
い
え
る
も
の
は
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

萬
歳
に
大
き
な
変
化
が
訪
れ
る
の
は
そ
れ
か
ら
な
ん
と
七
〇
〇
年

も
後
の
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
初
期
に
至
る
ま
で
伝
統
芸
能
の
形
か
ら

ほ
と
ん
ど
変
化
せ
ず
に
い
た
萬
歳
を
漫
才
に
変
え
た
の
は
、
横
山
エ

ン
タ
ツ
・
花
菱
ア
チ
ャ
コ
と
い
う
一
組
の
漫
才
コ
ン
ビ
で
あ
る
。

　

花
菱
ア
チ
ャ
コ
は
ま
さ
し
く
伝
統
芸
能
と
し
て
の
萬
歳
を
生
業
と

す
る
芸
人
で
あ
り
、
対
す
る
横
山
エ
ン
タ
ツ
は
そ
の
時
代
に
は
珍
し

く
外
国
を
巡
っ
て
い
た
芸
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
目
を
つ
け
た
吉
本

興
業
が
エ
ン
タ
ツ
を
ス
カ
ウ
ト
し
、
エ
ン
タ
ツ
は
吉
本
興
業
に
入
社

し
た
。
こ
の
と
き
、
エ
ン
タ
ツ
は
こ
れ
ま
で
の
萬
歳
で
は
な
く
、

ま
っ
た
く
新
し
い
芸
に
挑
戦
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
こ
そ
漫
才

の
原
型
と
な
る
も
の
な
の
だ
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
エ
ン
タ

ツ
が
ア
チ
ャ
コ
に
対
し
て
し
た
要
求
が
こ
ち
ら
で
あ
る
。

　

・
袴
羽
織
と
扇
子
を
使
わ
な
い
こ
と

　

・
舞
台
に
は
洋
服
姿
で
立
つ
こ
と

　

・
問
答
や
数
え
歌
を
や
め
る
こ
と

　

・
舞
台
で
の
会
話
に
は
「
君
」「
僕
」
を
使
う
こ
と

こ
れ
ら
の
要
求
は
こ
れ
ま
で
の
萬
歳
の
形
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
高
い
評
価
を
得
て
い
た
萬
歳
を
や
め
る

こ
と
は
ア
チ
ャ
コ
に
と
っ
て
か
な
り
抵
抗
の
あ
る
こ
と
だ
っ
た
が
、

エ
ン
タ
ツ
に
従
う
こ
と
に
し
た
と
い
う
。

　

二
人
の
芸
は
最
初
は
す
べ
て
が
ア
ド
リ
ブ
で
、
互
い
の
話
術
を
競

う
よ
う
に
喋
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
ば
ら
く
し
て
同
じ
話
を
繰
り
返

す
う
ち
内
容
が
洗
練
さ
れ
て
い
き
、
そ
の
う
ち
に
「
し
ゃ
べ
く
り
萬

歳
」
と
し
て
大
ブ
レ
イ
ク
を
果
た
し
た
。
こ
う
し
て
萬
歳
の
特
徴
を

封
じ
た
「
し
ゃ
べ
く
り
萬
歳
」
が
誕
生
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、「
萬
歳
」
と
い
う
言
葉
は
最
早
古
め
か
し
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
、「
萬
歳
」
は
「
漫
才
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
漫
才
は
最
初
「
二
人
一
組
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
ス
ー

ツ
」「
し
ゃ
べ
く
り
」
の
要
素
を
獲
得
し
、
現
在
の
形
へ
と
変
化
し

た
の
で
あ
る
。

　

現
在
、
た
び
た
び
「
こ
れ
は
漫
才
な
の
か
」
と
い
う
議
論
が
な
さ

れ
る
機
会
が
あ
る
。
し
か
し
、
漫
才
が
現
在
の
形
に
な
っ
た
の
は
最

近
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
変
化
し
て
い
く
と
考
え
る
と
、

「
漫
才
」
と
い
う
芸
を
狭
い
範
囲
に
定
義
し
て
し
ま
う
の
は
些
か
無

粋
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
河
合　

泰
弘

　
　

飯
田
さ
ん
の
論
考
で
は
、
漫
才
の
原
形
で
あ
る
萬
歳
に
つ
い
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
論
考
を
読
ん
で
、
子
供
の
頃
に
自
宅

で
三
河
萬
歳
を
何
回
か
見
た
記
憶
が
蘇
っ
て
き
た
。
当
時
は
よ
く

わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
演
者
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
軽
妙
な
や
り
取
り

が
非
常
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
在
の
リ
ズ
ム
漫
才

に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
る
。

　
　

現
在
は
、
お
笑
い
第
七
世
代
と
も
い
わ
れ
る
若
手
芸
人
の
活
躍
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も
あ
っ
て
、
お
笑
い
に
興
じ
る
若
者
も
多
い
。
お
笑
い
も
漫
才
や

コ
ン
ト
を
は
じ
め
多
種
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
が
存
在
す
る
。
そ
の
中

の
漫
才
に
つ
い
て
日
本
文
化
と
し
て
の
観
点
か
ら
、
そ
の
起
源
を

中
心
に
論
じ
て
く
れ
た
。
今
回
の
論
考
は
紙
面
の
制
限
も
あ
っ
て

ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
述
べ
る
こ
と
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
も

と
に
し
て
さ
ら
に
探
究
し
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
。

祖
母
の
人
生

佐　

藤　

竣　

星

（
宗
教
文
化
学
科
一
年
）

　

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
：
祖
母
（
一
九
四
九
年
三
重
県
四
日
市
市
生

ま
れ
、
同
市
在
住
）

出
生

●（
聞
き
手
）
ま
ず
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
（
祖
母
）
が
ど
こ
で
生
ま
れ

た
か
聞
か
せ
て
。

○（
祖
母
）
う
ー
ん
。
戦
争
が
終
わ
っ
た
の
が
昭
和
二
〇
年
の
八
月

や
っ
た
や
ろ
？　

六
月
に
生
ま
れ
と
ん
の
や
わ
。
姉
ち
ゃ
ん
が
。

●
え
、
姉
ち
ゃ
ん
？

○
そ
う
。
名
古
屋
で
生
ま
れ
た
ん
や
け
ど
逃
げ
る
の
に
必
死
や
っ
た

ん
や
ろ
な
あ
、
四
日
市
の
親
戚
の
家
を
転
々
と
し
と
っ
た
ん
や

わ
。
そ
ん
な
最
中
に
私
が
生
ま
れ
た
ん
。
そ
れ
で
ち
ょ
う
ど
私
が

幼
稚
園
に
な
っ
た
く
ら
い
か
な
あ
、
誰
か
の
紹
介
で
、
た
ぶ
ん
親

戚
の
紹
介
で
家
を
買
う
た
ん
や
。
あ
ん
た
も
知
っ
と
る
や
ろ
？

●
あ
ー
。
そ
れ
が
ひ
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
（
曾
祖
母
）
の
家
？

〇
そ
う
。
当
時
は
も
っ
と
小
さ
か
っ
た
け
ど
な
。
そ
の
時
か
ら
ず
っ

と
あ
の
家
に
住
ん
ど
っ
た
。
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幼
少
期
の
あ
そ
び

●
小
さ
い
頃
は
何
し
て
遊
ん
ど
っ
た
ん
？

〇
も
う
外
遊
び
ば
っ
か
り
し
て
、
近
所
の
人
と
朝
か
ら
晩
ま
で

（
笑
）。
あ
の
時
は
ね
、
近
所
の
高
校
生
と
か
大
学
生
く
ら
い
の
子

が
な
、
よ
う
遊
ん
で
く
れ
た
ん
な
。
そ
れ
で
な
、
向
か
い
の
家
に

住
ん
ど
る
坊
や
ち
ゃ
ん
っ
て
い
う
高
校
生
く
ら
い
の
男
の
子
が

お
っ
て
な
あ
。
ま
あ
優
し
く
て
大
好
き
や
っ
た
私
。

●
な
ん
で
坊
や
ち
ゃ
ん
な
ん
？　

年
上
や
の
に
（
笑
）。

〇
知
ら
ー
ん
。
な
ん
で
坊
や
ち
ゃ
ん
な
ん
や
ろ
な
あ
、
気
づ
い
た
ら

そ
う
呼
ん
ど
っ
た
わ
（
笑
）。
そ
れ
で
そ
の
坊
や
ち
ゃ
ん
が
私

を
、
自
転
車
の
後
ろ
に
乗
せ
て
遠
く
ま
で
遊
び
に
連
れ
て
い
っ
て

く
れ
た
ん
な
あ
。
山
の
ほ
う
ま
で
。
あ
と
は
普
通
に
近
所
の
同
い

年
く
ら
い
の
女
の
子
と
遊
ん
ど
っ
た
よ
。

●
具
体
的
に
ど
ん
な
遊
び
？　

ゴ
ム
飛
び
と
か
さ
、
昔
の
人
や
っ

と
っ
た
ん
や
ろ
？

〇
や
っ
た
や
っ
た
。
あ
ん
た
ゴ
ム
飛
び
と
か
、
よ
う
知
っ
と
ん
な

あ
。
そ
れ
か
ら
縄
跳
び
や
、
か
く
れ
ん
ぼ
や
、
お
に
ご
っ
こ
や
、

か
ん
ご
ふ
さ
ん
や
…
…
あ
ん
た
“
か
ん
ご
ふ
さ
ん
”
っ
て
知
ら
ん

や
ろ
？

●
知
ら
ん
。
初
め
て
聞
い
た
。

〇 

“
ケ
ン
ケ
ン
ッ（

注
１
）パ

”
っ
て
し
て
じ
ゃ
ん
け
ん
を
繰
り
返
す
遊
び
の

こ
と
な
。

●
え
、
そ
れ
“
か
ん
ご
ふ
さ
ん
”
っ
て
い
う
の
？

○
そ
う
。
な
ん
で
“
か
ん
ご
ふ
さ
ん
”
言
う
ん
や
ろ
な
あ
（
笑
）。

近
所
の
子
ら
と
集
ま
っ
て
よ
く
や
っ
と
っ
た
な
あ
。
遊
び
の
話
は

こ
ん
な
も
ん
か
な
。

●
ま
さ
に
そ
の
時
代
の
遊
び
っ
て
感
じ
で
興
味
深
か
っ
た
わ
。
次
の

質
問
い
っ
て
い
い
？

○
あ
っ
！　

待
っ
て
、
あ
と
一
個
あ
っ
た
わ
。
家
の
前
に
小
っ
さ
い

公
園
あ
る
や
ろ
？

●
あ
ー
、
ひ
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
家
の
前
の
？

○
そ
う
。
そ
こ
で
な
、
夏
に
な
る
と
大
人
た
ち
が
テ
ン
ト
を
張
っ
て

映
写
機
で
映
画
流
し
て
く
れ
た
ん
や
わ
。
あ
れ
が
楽
し
み
で
し
ょ

う
が
な
か
っ
た
。

●
へ
ー
、
す
ご
い
な
あ
。
な
ん
か
の
イ
ベ
ン
ト
な
ん
？

○
そ
れ
が
忘
れ
た
ん
よ
ー
。
た
し
か
な
ん
か
の
お
祭
り
や
っ
た
気
が

す
る
し
、
小
学
校
高
学
年
に
は
な
く
な
っ
と
っ
た
。
そ
れ
が
私

す
っ
ご
い
楽
し
み
や
っ
た
の
。

学
生
時
代

●
学
生
時
代
は
ど
ん
な
感
じ
や
っ
た
ん
？　

大
学
行
っ
た
ん
や
っ

け
？

○
大
学
っ
て
い
う
か
専
門
学
校
や
な
。
一
九
六
八
年
頃
か
な
、
幼
稚

園
の
先
生
に
な
り
た
か
っ
た
か
ら
、
電
車
三
回
も
乗
り
換
え
て

行
っ
と
っ
た
な
ー
。

●
三
回
も
！　

っ
て
こ
と
は
県
外
？

○
そ
う
そ
う
。
愛
知
県
ま
で
。

●
め
っ
ち
ゃ
大
変
や
ん
。
下
宿
し
よ
う
と
は
思
わ
ん
だ
ん
？
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○
う
ち
は
貧
乏
や
っ
た
か
ら
そ
ん
な
お
金
な
か
っ
た
ん
や
。
今
は
そ

ん
に
珍
し
く
な
い
か
も
し
れ
ん
け
れ
ど
な
、
私
の
両
親
共
働
き

や
っ
た
ん
よ
。

●
そ
れ
で
も
貧
乏
や
っ
た
ん
？

○
う
ん
。
私
の
お
父
さ
ん
が
す
っ
ご
い
病
弱
な
人
で
な
あ
。
五
〇
歳

迎
え
る
前
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
や
け
ど
、
働
い
と
る
間
も

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
倒
れ
て
寝
込
ん
ど
っ
た
。
な
ん
の
仕
事
し
と
る
か

忘
れ
て
し
ま
っ
た
け
ど
、
学
の
な
い
人
や
っ
た
か
ら
、
肉
体
労
働

み
た
い
な
ん
や
っ
と
っ
た
わ
。
本
当
な
ら
働
い
た
ら
あ
か
ん
よ
う

な
体
の
人
や
っ
た
け
ど
、
私
た
ち
家
族
の
た
め
に
文
句
も
言
わ

ず
、
一
生
懸
命
働
い
て
く
れ
と
っ
た
な
あ
。
そ
れ
で
、
お
父
さ
ん

が
こ
ん
な
感
じ
や
っ
た
も
ん
で
、
私
の
お
母
さ
ん
も
主
婦
し
な
が

ら
ユ
ニ（

注
２
）ー

で
パ
ー
ト
し
と
っ
た
。
だ
か
ら
、
学
費
も
私
が
払
っ
て

行
っ
と
っ
た
わ
。

●
お
父
さ
ん
も
お
母
さ
ん
も
凄
い
人
や
な
あ
。
学
費
代
は
ど
う
や
っ

て
稼
い
だ
ん
？

○
学
費
代
は
な
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
実
習
先
の
保
育
園
で
そ
の
ま

ま
ア
ル
バ
イ
ト
さ
せ
て
く
れ
た
ん
よ
。
や
か
ら
学
生
時
代
は
ほ
と

ん
ど
そ
の
保
育
園
で
過
ご
し
と
っ
た
。
当
時
は
本
当
に
大
変
や
っ

た
よ
。
保
育
士
に
な
り
た
い
っ
て
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
私
末
っ

子
や
し
、
小
さ
い
子
と
か
か
わ
っ
た
こ
と
な
ん
て
ほ
と
ん
ど
な
い

か
ら
、
初
め
は
も
の
す
ご
い
迷
惑
か
け
た
と
思
う
（
笑
）。

●
実
習
先
す
ご
い
な
、
恵
ま
れ
と
っ
た
ん
や
ね
。
そ
う
い
え
ば
、
こ

の
頃
四
日
市
ぜ
ん
そ（

注
３
）く

あ
っ
た
よ
ね
？

○
あ
っ
た
な
あ
。
で
も
私
ら
は
大
し
て
被
害
は
受
け
や
ん
か
っ
た

な
。
塩（

注
４
）浜

の
ほ
う
は
す
ご
か
っ
た
よ
、
私
と
同
い
年
く
ら
い
の
子

ら
み
ん
な
黄
色
い
マ
ス（

注
５
）ク

し
と
っ
た
。

●
え
、
意
外
。
同
じ
四
日
市
や
の
に
被
害
な
か
っ
た
ん
？

○
う
ー
ん
。
今
で
い
う
コ
ロ
ナ
み
た
い
な
感
じ
や
ろ
か
。
ぜ
ん
そ
く

な
る
人
は
な
る
し
、
な
ら
ん
人
は
な
ら
ん
。
で
も
み
ん
な
マ
ス
ク

は
し
と
っ
た
し
、
塩
浜
の
ほ
う
へ
は
近
づ
か
ん
か
っ
た
な
。
あ
と

は
、
空
が
常
に
暗
か
っ
た
。
灰
色
っ
ぽ
く
て
青
空
な
ん
て
全
然
見

や
ん
か
っ
た
な
あ
。
で
も
な
、
私
た
ち
か
ら
し
た
ら
そ
れ
が
当
た

り
前
や
っ
た
か
ら
、
お
か
し
い
と
は
思
っ
と
っ
た
け
ど
何
か
行
動

に
起
こ
そ
う
と
は
思
わ
ん
だ
な
。

就
職

●
短
大
卒
業
後
は
ど
こ
に
就
職
し
た
ん
？

○
そ
の
ま
ま
実
習
先
の
保
育
園
に
就
職
し
た
よ
。
す
ご
く
お
世
話
に

な
っ
た
し
、
働
き
や
す
い
環
境
や
っ
た
も
ん
で
さ
。
で
も
私
だ

け
、
家
か
ら
職
場
ま
で
遠
か
っ
た
か
ら
、
九
時
半
出
勤
で
許
さ
れ

と
っ
た
（
笑
）。

●
本
当
は
何
時
出
勤
な
ん
？

○
本
当
は
な
、
九
時
に
出
勤
で
そ
の
ま
ま
朝
礼
が
あ
る
ん
や
け
ど
、

私
だ
け
遅
刻
す
る
か
ら
、
新
人
の
く
せ
に
め
っ
ち
ゃ
偉
い
人
み
た

い
に
毎
朝
出
勤
し
と
っ
た
（
笑
）。

●
ほ
ん
と
や
（
笑
）。
そ
れ
で
そ
の
後
は
ず
っ
と
そ
の
保
育
園
で
働

い
た
ん
？



18

○
い
や
、
二
三
歳
で
辞
め
た
よ
。
結
婚
し
た
か
ら
。
で
も
な
、
辞
め

た
途
端
に
知
り
合
い
づ
て
に
ス
カ
ウ
ト
さ
れ
た
ん
よ
。「
新
し
く

幼
稚
園
作
る
か
ら
そ
こ
で
働
い
て
く
れ
ん
か
」
っ
て
。
悩
ん
だ
ん

や
け
ど
結
局
そ
こ
で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
。
で
な
、
そ
こ
か
ら
す

ご
い
大
変
や
っ
た
の
。

●
ど
ん
な
風
に
？

○
ま
ず
な
、
理
事
長
が
お
る
よ
う
な
す
っ
ご
い
規
模
の
大
き
い
幼
稚

園
で
な
、
当
時
は
ま
だ
小
さ
か
っ
た
け
ど
、
今
で
は
教
諭
が
三
〇

人
以
上
お
っ
て
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
も
何
台
も
あ
る
よ
う
な
幼
稚
園

な
ん
。
そ
こ
の
創
設
メ
ン
バ
ー
や
っ
た
の
私
。

●
え
、
す
ご
い
！　

そ
れ
は
大
変
そ
う
や
な
。

○
本
当
に
大
変
。
特
に
開
園
す
る
前
が
一
番
大
変
や
っ
た
。
創
設
メ

ン
バ
ー
は
全
部
で
五
人
お
っ
た
ん
や
け
ど
、
理
事
長
と
副
理
事
長

と
、
あ
と
は
私
と
新
卒
二
人
な
。
こ
の
五
人
の
中
で
保
育
士
の
経

験
あ
る
の
、
私
と
副
理
事
長
だ
け
や
っ
た
の
。
新
卒
二
人
は
し
ょ

う
が
な
い
と
し
て
、
理
事
長
は
完
全
に
経
営
の
人
で
さ
、
だ
か
ら

開
園
前
の
教
材
集
め
と
か
、
玩
具
の
交
渉
と
か
、
副
理
事
長
と
二

人
だ
け
で
頑
張
っ
た
の
よ
。
そ
の
時
私
ま
だ
二
三
歳
や
で
？　

よ

う
頑
張
っ
た
と
思
う
わ
ー
（
笑
）。

●
た
し
か
に
そ
れ
は
す
ご
い
！　

じ
ゃ
あ
さ
、
開
園
し
て
か
ら
も
大

変
や
っ
た
ん
ち
ゃ
う
？

○
本
当
に
大
変
や
っ
た
。
私
以
外
新
卒
や
か
ら
、
必
然
的
に
私
主
任

や
ろ
ー
？　

あ
と
は
新
卒
二
人
の
教
育
も
あ
っ
た
し
、
も
う
子
供

ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
か
っ
た
わ
（
笑
）。
で
も
な
、
一
九
七
五
年
の
二

六
歳
の
と
き
に
、
子
供
が
生
ま
れ
た
か
ら
退
職
し
た
の
。
だ
か
ら

私
の
保
育
士
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
は
た
っ
た
五
年
や
な
。
で
も
主

任
ま
で
経
験
し
た
の
す
ご
い
や
ろ
（
笑
）。

●
あ
そ
っ
か
、
五
年
か
。
め
っ
ち
ゃ
濃
い
五
年
間
や
っ
た
な
（
笑
）。

そ
の
後
は
ず
っ
と
専
業
主
婦
？

○
い
や
、
た
し
か
三
二
歳
の
と
き
や
か
ら
一
九
八
一
年
か
な
、
子
育

て
も
落
ち
着
い
て
き
た
か
ら
印
刷
工
場
で
パ
ー
ト
を
一
九
年
間

や
っ
た
よ
。

現
在

●
す
ご
い
濃
い
人
生
や
な
ー
。
興
味
深
か
っ
た
わ
。
今
な
ん
か
趣
味

と
か
あ
る
の
？

○
今
は
と
に
か
く
健
康
に
生
き
る
！　

あ
と
は
孫
五
人
の
成
長
が
楽

し
み
。

●
そ
っ
か
、
た
し
か
ジ
ム
行
っ
と
る
よ
な
？

○
そ
う
そ
う
。
た
く
さ
ん
器
具
が
あ
っ
て
、
若
い
子
た
ち
ば
っ
か
り

や
け
ど
み
ん
な
親
切
に
教
え
て
く
れ
る
か
ら
ほ
と
ん
ど
毎
日
通
っ

と
る
よ
。
最
近
は
お
じ
い
さ
ん
（
祖
父
）
も
一
緒
に
来
て
く
れ
る

か
ら
楽
し
い
！

●
え
え
!?　

じ
い
ち
ゃ
ん
が
ジ
ム
は
意
外
や
わ
（
笑
）。
て
か
さ
、

そ
の
ジ
ム
代
っ
て
ど
う
し
と
ん
の
？　

年
金
だ
け
じ
ゃ
き
つ
く
な

い
？

○
本
当
に
年
金
は
毎
年
少
な
く
な
っ
と
る
か
ら
キ
ツ
イ
わ
ー
。
で
も

さ
、
家
の
裏
に
整
形
外
科
の
駐
車
場
が
あ
る
や
ろ
？　

あ
そ
こ
は



19

私
ら
の
土
地
で
さ
、
整
形
外
科
に
貸
し
出
し
と
る
ん
や
わ
。

●
え
、
そ
う
な
ん
？　

て
っ
き
り
売
っ
た
も
ん
や
と
思
っ
て
た
。

○
ま
あ
、
そ
の
収
入
が
あ
っ
て
も
生
活
キ
ツ
イ
の
に
は
変
わ
り
な
い

ん
や
け
ど
ね
。
貯
金
も
減
っ
て
く
一
方
や
！
（
笑
）。

●
そ
う
な
ん
や
、
で
も
老
後
幸
せ
そ
う
で
羨
ま
し
い
と
い
う
か
尊
敬

す
る
わ
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
過
去
を
知
る
と
余
計
に
。

○
そ
や
ろ
ー
？　

な
ん
だ
か
ん
だ
今
が
一
番
幸
せ
よ
。
孫
五
人
に
囲

ま
れ
て
。
も
う
い
つ
死
ん
で
も
満
足
や
（
笑
）。

●
い
や
い
や
、
長
生
き
し
て
よ
（
笑
）。
て
い
う
か
、
さ
っ
き
か
ら

何
食
べ
と
ん
の
？

○
あ
ー
、
こ
れ
？　

私
特
製
の
甘
酒
！　

砂
糖
と
か
人
工
甘
味
料
、

一
切
入
っ
て
な
い
の
。
自
然
の
甘
さ
で
栄
養
満
点
や
か
ら
ま
た
今

度
あ
ん
た
に
も
作
っ
た
げ
る
わ
。

聞
き
書
き
を
終
え
て

　

実
際
に
聞
き
書
き
を
や
っ
て
み
て
、
僕
の
弟
が
祖
母
の
家
を
継
ぐ

か
も
と
い
う
話
や
、
僕
の
母
の
幼
い
頃
の
話
、
近
所
の
人
の
孫
の
話

や
愚
痴
、
さ
ら
に
は
祖
父
が
最
近
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
で
や
ら
か

し
て
同
じ
商
品
が
一
〇
万
円
分
届
い
た
話
な
ど
、
と
に
か
く
話
が
脱

線
し
て
ば
か
り
で
、
六
時
間
を
超
え
る
録
音
デ
ー
タ
を
聞
く
は
め
に

な
っ
た
の
が
と
て
も
大
変
だ
っ
た
。
で
も
、
久
し
ぶ
り
に
祖
母
と
二

人
き
り
で
深
い
話
が
で
き
て
、
そ
の
時
間
が
と
て
も
楽
し
か
っ
た

し
、
気
持
ち
の
良
い
も
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
今
回
の
聞
き
書
き
レ

ポ
ー
ト
は
会
話
調
に
し
て
み
た
。
大
変
だ
け
ど
楽
し
い
、
そ
ん
な
貴

重
な
体
験
が
で
き
て
と
て
も
良
か
っ
た
と
思
う
。

　

会
話
調
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
取
材
当
時
の
雰
囲
気
を
よ
り
具
体

的
に
再
現
し
た
か
っ
た
の
で
、
方
言
や
言
い
回
し
は
で
き
る
だ
け
そ

の
ま
ま
に
す
る
こ
と
を
意
識
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
個
人
的
に

は
納
得
の
い
く
も
の
が
で
き
た
の
だ
が
、
読
み
物
と
し
て
客
観
的
に

見
た
時
、
読
み
に
く
さ
を
感
じ
る
人
が
き
っ
と
い
る
だ
ろ
う
な
と
感

じ
た
。
今
後
ま
た
こ
の
よ
う
な
機
会
が
あ
れ
ば
、
伝
え
方
を
も
っ
と

工
夫
で
き
れ
ば
と
思
う
。

　

今
回
の
聞
き
書
き
の
発
表
の
段
階
で
四
日
市
ぜ
ん
そ
く
と
の
か
か

わ
り
に
つ
い
て
触
れ
た
ほ
う
が
良
い
と
の
指
摘
を
い
た
だ
い
た
の

で
、
実
際
に
祖
母
に
聞
い
て
み
た
と
こ
ろ
、
意
外
と
あ
っ
さ
り
し
て

い
て
、
思
っ
て
い
た
よ
う
な
返
事
が
一
切
な
か
っ
た
の
が
一
番
驚
き

だ
っ
た
。
ま
た
機
会
が
あ
れ
ば
四
日
市
ぜ
ん
そ
く
と
密
接
に
か
か

わ
っ
て
い
た
人
や
、
祖
母
と
同
年
代
の
方
か
ら
お
話
を
聞
い
て
そ
の

実
情
を
知
り
た
い
と
い
う
風
に
思
っ
た
。

　

今
回
の
聞
き
書
き
発
表
レ
ジ
ュ
メ
作
成
か
ら
取
材
、
レ
ポ
ー
ト
作

成
ま
で
、
と
に
か
く
時
間
を
た
く
さ
ん
使
っ
た
な
と
思
う
。
そ
の
中

で
得
ら
れ
る
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
中
で
も
一
番
大
き
い
の
は

調
べ
る
習
慣
が
つ
い
た
こ
と
だ
と
思
う
。
取
材
内
容
と
事
実
の
裏
付

け
や
、
歴
史
的
問
題
の
背
景
な
ど
、
聞
き
書
き
を
よ
り
良
い
も
の
に

す
る
た
め
に
少
し
で
も
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
は
す
ぐ
に
調
べ
て
き

た
。
今
で
は
こ
れ
が
習
慣
と
な
っ
て
身
に
つ
い
て
お
り
、
自
分
の
成

長
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
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注1
、
ケ
ン
ケ
ン
ッ
パ
：
片
足
で
二
度
前
方
へ
跳
び
、
両
足
で
着
地
す
る
こ
と

の
擬
音
。

2
、
ユ
ニ
ー
：
現
在
の
ジ
ャ
ス
コ
や
イ
オ
ン
の
全
身
と
な
っ
た
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
。　

3
、
四
日
市
ぜ
ん
そ
く
：
四
日
市
ぜ
ん
そ
く
は
、
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
一

九
七
〇
年
代
に
か
け
て
問
題
化
し
た
戦
後
日
本
の
公
害
問
題
。
大
気
汚
染

に
よ
る
集
団
喘
息
障
害
で
、
水
俣
病
、
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
、
新
潟
水
俣
病

と
あ
わ
せ
て
、
四
大
公
害
病
の
一
つ
で
あ
る
。

4
、
塩
浜
：
四
日
市
公
害
の
原
点
で
あ
る
港
町
。

5
、
黄
色
い
マ
ス
ク
：
塩
浜
小
学
校
の
児
童
た
ち
が
着
用
し
て
い
た
活
性
炭

入
り
の
公
害
対
策
マ
ス
ク
。

　
〈
寸
評
〉 
担
当
教
員
：
富
田　

啓
介

　
　

例
年
、
担
当
の
教
養
セ
ミ
ナ
ー
II
で
は
、「
聞
き
書
き
」
を
実

施
し
て
い
る
。
聞
き
書
き
は
、
相
手
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

と
り
な
が
ら
情
報
を
引
き
出
す
技
術
、
わ
か
り
や
す
く
相
手
に
伝

わ
る
よ
う
に
発
表
す
る
技
術
、
情
報
を
整
理
し
て
ま
と
め
る
技

術
、
そ
し
てW

ord

を
は
じ
め
と
す
る
Ｐ
Ｃ
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を

操
作
す
る
技
術
な
ど
を
総
合
的
に
学
ぶ
た
め
の
よ
い
手
段
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。

　
　

佐
藤
竣
星
さ
ん
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
一
九
四
九
年
生
ま
れ
の
お
祖

母
さ
ん
に
、
そ
の
人
生
の
道
の
り
を
取
材
し
た
も
の
で
あ
る
。
三

千
字
程
度
の
内
容
は
、
実
際
に
は
六
時
間
に
も
及
ぶ
音
源
か
ら
ま

と
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
お
祖
母
さ
ん
と
の
テ
ン
ポ
の
良
い

や
り
と
り
か
ら
は
、
お
二
人
の
絆
も
垣
間
見
え
、
読
ん
で
い
て
と

て
も
暖
か
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
ま
た
、
お
祖
母
さ
ん
が
若
く
し

て
保
育
園
の
重
職
を
任
さ
れ
る
場
面
も
よ
い
。
聞
き
手
の
佐
藤
さ

ん
は
素
直
に
驚
き
、
そ
の
言
葉
か
ら
は
お
祖
母
さ
ん
へ
の
尊
敬
の

気
持
ち
も
読
み
取
れ
る
。

　
　

佐
藤
さ
ん
に
限
ら
ず
、
多
く
の
学
生
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
は

身
近
な
父
母
や
祖
父
母
だ
っ
た
。
普
段
は
あ
ま
り
聞
く
こ
と
の
な

い
、
親
族
の
努
力
の
軌
跡
や
苦
労
を
知
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の

で
あ
れ
ば
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
。
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「
音
楽
」の
語
義
の
問
題
点
と
対
案

内　

藤　

萌
々
香

（
歴
史
学
科
一
年
）

　
「
音
楽
」
と
い
う
語
に
は
、「
好
き
な
音
楽
を
聴
く
。」
と
い
う
文

で
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
語
義
が
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
、
こ
の

語
義
に
関
す
る
、
複
数
の
国
語
辞
典
の
語
釈
の
問
題
点
を
指
摘
し
、

そ
の
上
で
対
案
を
示
す
。

　

ま
ず
『
新
明
解
国
語
辞
典
』
第
七
版
で
は
「
音
楽
」
の
語
義
と
し

て
、「
心
の
高
揚
・
自
然
の
風
物
な
ど
を
音
に
託
し
、
そ
の
強
弱
・

長
短
・
高
低
や
音
色
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
聴
者
の
感
動
を
求
め
る
芸

術
。
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
」
と
い
う
語
釈
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の

語
義
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
例
文
と
し
て
、「
好
き
な
音
楽
を
聴
き

な
が
ら
紅
茶
を
味
わ
う
」
を
挙
げ
て
い
る
。

　

次
に
、『
明
鏡
国
語
辞
典
』
第
二
版
で
は
、「
音
楽
」
の
」
語
義
一

と
し
て
、「
音
の
高
低
・
強
弱
・
長
短
・
音
色
な
ど
を
組
み
合
わ
せ

て
人
間
の
思
想
・
感
情
な
ど
を
表
現
す
る
芸
術
。
声
楽
と
器
楽
が
あ

る
。
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
」
と
い
う
語
釈
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の

語
義
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
例
文
と
し
て
、「
音
楽
を
演
奏
す
る
」、

「
音
楽
を
聴
く
」
を
挙
げ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
辞
書
の
語
釈
に
は
共
通
す
る
問
題
点
が
二
つ
あ
る
。
一

点
目
は
音
楽
の
目
的
を
限
定
し
て
い
る
点
だ
。『
新
明
解
国
語
辞

典
』
で
は
音
楽
は
聴
者
に
感
動
を
求
め
る
芸
術
、『
明
鏡
国
語
辞

典
』
で
は
思
想
・
感
情
を
表
現
す
る
こ
と
と
示
し
て
い
る
が
、
音
楽

の
目
的
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
音
楽
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
、
音

楽
は
商
売
道
具
と
な
る
。
音
楽
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
得

る
。
他
に
も
音
楽
療
法
で
は
音
楽
を
活
用
し
て
、
子
供
の
発
達
や
認

知
症
の
症
状
の
緩
和
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
。
音
楽
に
は

様
々
な
効
果
や
目
的
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、「
表

現
す
る
・
感
動
を
求
め
る
」
な
ど
の
限
定
的
な
表
現
を
変
え
る
必
要

が
あ
る
。
二
点
目
は
音
楽
が
表
現
す
る
対
象
を
限
定
し
て
い
る
点

だ
。『
新
明
解
国
語
辞
典
』
で
は
「
心
の
高
揚
・
自
然
の
風
物
」、

『
明
鏡
国
語
辞
典
』
で
は
「
人
間
の
思
想
・
感
情
」
と
音
楽
が
表
現

す
る
も
の
を
限
定
し
て
い
る
。
音
楽
が
表
現
で
き
る
も
の
は
感
情
や

自
然
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
ア
ニ
メ
な
ど
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
ソ
ン

グ
は
、
特
定
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
作
曲
さ
れ
る
。
作

詞
・
作
曲
者
の
感
情
で
は
な
く
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
沿
っ
た
内
容
が

表
現
さ
れ
る
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
本
人
の
感
情
や
性
格
な
ど
を
表
現
す

る
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
た
め
、
作
詞
・
作
曲
者
の
感
情
を
表
現
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
音
楽
が
表
現
で
き
る
対
象
は
多

様
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
ほ
う
が
良
い
と
考
え
る
。

　

ま
た
、『
新
明
解
国
語
辞
典
』
に
は
問
題
点
が
一
つ
存
在
す
る
。

二
つ
の
辞
書
を
比
較
す
る
と
『
明
鏡
国
語
辞
典
』
で
は
音
楽
が
声
楽

と
器
楽
の
二
種
類
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、『
新
明
解
国
語

辞
典
』
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
関
す
る
付
記
が
必
要
で

あ
る
。
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最
後
に
、
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
を
示
す
。
本
稿
で
は
『
新
明
解

国
語
辞
典
』
と
『
明
鏡
国
語
辞
典
』
を
取
り
上
げ
、「
音
楽
」
の
語

義
の
問
題
点
を
複
数
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
全
て
の
問
題
点
を
踏
ま
え

る
と
、「
音
楽
」
の
当
該
の
語
義
は
、〈
音
の
強
弱
・
長
短
・
高
低
や

音
色
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て
、
様
々
な
対
象
を
表
現
す
る
芸
術
。
ま

た
、
感
情
な
ど
を
表
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
聴
者
を
感
動
さ
せ
た

り
、
ビ
ジ
ネ
ス
や
医
療
行
為
な
ど
多
様
な
目
的
に
利
用
さ
れ
る
。
声

楽
と
器
楽
が
あ
る
。〉
と
記
述
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
、「
音
楽
」
と
強
く
関
連
し
て
い
る
「
声
楽
」

と
「
器
楽
」
の
語
義
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ

の
点
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

〔
参
考
文
献
〕

『
新
明
解
国
語
辞
典
』
第
七
版
、
三
省
堂

『
明
鏡
国
語
辞
典
』
第
二
版
、
大
修
館
書
店

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
野
田　

大
志

　
　

本
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
一
年
間
を
通
し
て
諸
々
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

ス
キ
ル
を
提
示
す
る
と
共
に
、「
適
切
で
効
果
的
な
日
本
語
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
目
指
そ
う
！
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
、
日

常
的
な
言
語
使
用
を
多
角
的
に
捉
え
、
批
判
的
に
検
討
す
る
様
々

な
タ
ス
ク
を
扱
っ
た
。
春
学
期
の
最
終
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
そ
の
一

環
と
し
て
、
任
意
の
単
語
を
選
び
、
国
語
辞
典
に
お
け
る
そ
の
単

語
の
語
釈
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
対
案
を
提
示
し
て
も
ら
っ
た
。

　
　

さ
て
、
内
藤
さ
ん
は
今
回
の
レ
ポ
ー
ト
に
お
い
て
、
一
年
間
の

教
養
セ
ミ
ナ
ー
Ⅰ
・
Ⅱ
へ
の
取
り
組
み
方
と
同
様
、
対
象
語
の
意

味
に
つ
い
て
広
い
視
野
で
堅
実
に
考
察
し
、
そ
の
結
果
を
丁
寧
に

言
語
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　

特
に
評
価
で
き
る
点
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

　
　

一
点
目
は
、
二
冊
の
辞
書
の
語
釈
に
お
け
る
共
通
点
と
相
違
点

を
丁
寧
に
抽
出
し
、
端
的
に
説
明
で
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
思

考
が
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
文
章
に
し
っ
か
り
表
れ
て
い

る
。

　
　

二
点
目
は
、「
音
楽
」
の
目
的
（
存
在
意
義
）
の
多
様
性
に
つ

い
て
、
社
会
・
文
化
的
な
観
点
か
ら
詳
細
に
指
摘
し
、
語
釈
の
対

案
に
反
映
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
意
味
の
記
述
に
お
い
て

は
、
言
語
的
な
側
面
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
背
景
に
あ
る
百
科
事
典

的
知
識
に
も
十
分
目
配
り
す
る
必
要
が
あ
る
。
内
藤
さ
ん
は
こ
れ

を
一
定
程
度
、
実
現
で
き
た
（
な
お
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
ソ
ン
グ
に

関
す
る
言
及
に
つ
い
て
は
、
そ
の
根
拠
と
な
る
客
観
的
な
情
報
が

引
用
で
き
る
と
、
こ
の
考
察
の
妥
当
性
や
意
味
記
述
の
精
度
は
さ

ら
に
高
ま
る
だ
ろ
う
）。

　
　

内
藤
さ
ん
が
今
後
も
、
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
で
学
ん
だ
こ
と
を
基
盤

と
し
て
、
幅
広
い
学
問
領
域
に
対
し
て
意
欲
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し

て
く
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
日
本
語
運
用
能
力
に
さ
ら
に
磨
き
を

か
け
て
く
れ
る
こ
と
を
、
強
く
願
っ
て
い
る
。
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日
本
と
海
外
に
お
け
る
Ｃ
Ｍ
の
違
い

安　

田　

明　

花

（
英
語
英
米
文
化
学
科
一
年
）

　

Ｃ
Ｍ
は
時
代
の
映
し
鏡
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
時
代
ご
と
に
特
徴

や
象
徴
す
る
も
の
は
異
な
り
、
今
日
の
テ
レ
ビ
業
界
に
欠
か
せ
な
い

も
の
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
は
一
日
に
約
四
三
〇
〇
回
超
も
放
送
さ

れ
、
企
業
の
広
告
媒
体
の
一
つ
と
し
て
も
大
い
に
活
用
し
て
い
る
。

Ｃ
Ｍ
は
日
本
と
海
外
で
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
方
や
広
告
の
魅
せ
方

に
違
い
が
あ
る
の
だ
。
本
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
日
本
と
海
外
（
ア
メ
リ

カ
）
の
Ｃ
Ｍ
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

そ
も
そ
も
Ｃ
Ｍ
と
は
「
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
頭
文
字

を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
Ｃ
Ｍ
を
通
し
て
企
業
イ
メ
ー
ジ
や
商
品
イ

メ
ー
ジ
を
消
費
者
に
訴
え
、
興
味
や
購
買
意
欲
を
抱
か
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。
で
は
、
い
つ
か
ら
広
告
が
始
ま
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
広
告
の
起
源
に
は
諸
説
あ
る
が
、
現
存
す
る
最
古
の
広
告
と
し

て
エ
ジ
プ
ト
の
紀
元
前
二
五
〇
〇
年
前
ご
ろ
に
使
わ
れ
た
パ
ピ
ル
ス

の
チ
ラ
シ
が
広
告
の
始
ま
り
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

「
こ
の
化
粧
品
を
使
え
ば
ど
ん
な
老
人
で
も
若
く
な
る
。
百
万
回
も

実
証
済
み
」
と
い
う
文
で
、
内
容
は
現
代
の
広
告
文
句
と
あ
ま
り
変

わ
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
現
代
人
の
方
が
広
告
に
対
す
る
リ
テ
ラ

シ
ー
は
上
が
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
表
現
で
買
う
人
は
ほ
と
ん
ど
い

な
い
が
、
消
費
者
が
買
う
気
を
起
こ
す
よ
う
な
訴
え
方
や
数
字
を

使
っ
て
信
頼
性
や
信
憑
性
を
高
め
る
方
法
は
現
代
と
ほ
と
ん
ど
変
わ

ら
な
い
と
言
え
る
。

　

ま
ず
、
Ｃ
Ｍ
の
始
ま
り
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
初
め
て
合
法
的
に

放
送
さ
れ
た
の
は
、
一
九
四
一
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
設
立
さ
れ
た

時
計
と
宝
石
を
取
り
扱
う
「BU

LOVA

」
が
作
成
し
た
時
計
の
広

告
で
あ
る
。
こ
の
Ｃ
Ｍ
は
約
一
〇
秒
と
短
く
、
ア
メ
リ
カ
の
地
形
に

企
業
の
ロ
ゴ
が
書
い
て
あ
る
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
も
の
だ
。
初
め
て

の
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
の
た
め
、
当
時
話
題
に
な
っ
た
が
テ
レ
ビ
を
持
っ
て

い
る
人
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
あ
ま
り
多
く
の
人
の
目
に
届
か
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
は
こ
の
Ｃ
Ｍ
の
放
送

を
皮
切
り
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
が
Ｃ
Ｍ
を
作
成
・
放
送
し
始
め
る

よ
う
に
な
り
Ｃ
Ｍ
は
発
展
の
道
へ
と
進
ん
だ
。

　

次
に
、
日
本
の
Ｃ
Ｍ
の
始
ま
り
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
日
本
で
初

め
て
放
送
さ
れ
た
Ｃ
Ｍ
は
一
九
五
三
年
の
精
工
舎
の
時
報
で
あ
る
。

ニ
ワ
ト
リ
や
顔
の
付
い
た
時
計
な
ど
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
調
で
描
か
れ

て
お
り
、
朝
・
昼
・
夕
方
の
時
間
を
伝
え
る
Ｃ
Ｍ
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
Ｃ
Ｍ
が
作
ら
れ
た
き
っ
か
け
と
し
て
は
、
日
本
テ
レ
ビ
が
一
九

五
三
年
に
民
放
で
初
め
て
放
送
を
開
始
し
た
こ
と
か
ら
日
本
初
の
テ

レ
ビ
Ｃ
Ｍ
も
同
日
に
流
そ
う
と
決
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、

さ
ま
ざ
ま
な
企
業
が
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
を
活
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
カ

ラ
ー
テ
レ
ビ
の
普
及
と
と
も
に
、
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
は
広
告
媒
体
の
王
様

的
存
在
と
し
て
君
臨
す
る
よ
う
な
っ
た
。
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
か
ら
生
ま
れ

た
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
が
流
行
語
と
な
っ
た
ほ
か
、
タ
レ
ン
ト
や
俳
優
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が
Ｃ
Ｍ
か
ら
ブ
レ
イ
ク
す
る
な
ど
企
業
の
広
告
と
い
う
枠
を
超
え

て
、
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
る
も
の
と
な
っ
た
の
だ
。

　

続
い
て
は
日
本
と
海
外
の
歴
史
を
踏
ま
え
て
、
Ｃ
Ｍ
を
比
較
し
て

い
く
。
違
い
と
し
て
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
一
つ
目
は
、

比
較
表
現
を
使
う
か
ど
う
か
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
競
合
商
品
の
名

前
を
出
し
て
「
あ
れ
に
比
べ
た
ら
こ
っ
ち
の
方
が
断
然
良
い
」
と
い

う
よ
う
な
表
現
は
あ
ま
り
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
も
の
を
落
と

し
て
自
身
を
上
げ
る
と
い
っ
た
表
現
は
消
費
者
か
ら
の
印
象
が
悪
く

な
る
か
ら
だ
。
こ
れ
は
日
本
の
文
化
的
背
景
か
ら
言
え
る
こ
と
で
、

協
調
性
を
重
ん
じ
る
国
民
性
が
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
特

に
ア
メ
リ
カ
で
は
比
較
表
現
が
よ
く
使
わ
れ
る
。
相
手
を
落
と
す
表

現
や
比
較
を
し
て
も
批
判
さ
れ
ず
、
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
も
ア

メ
リ
カ
の
国
民
性
で
あ
る
と
言
え
る
。
二
つ
目
は
、
何
を
重
視
し
て

作
る
か
で
あ
る
。
日
本
で
は
企
業
の
商
品
Ｃ
Ｍ
に
一
人
の
タ
レ
ン
ト

を
継
続
的
に
出
演
す
る
方
法
が
よ
く
な
さ
れ
、
タ
レ
ン
ト
イ
メ
ー
ジ

を
そ
の
ま
ま
商
品
イ
メ
ー
ジ
に
投
影
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
る
。
こ

れ
は
文
化
が
割
と
単
一
化
さ
れ
た
日
本
な
ら
で
は
の
宣
伝
方
法
だ
。

そ
れ
に
対
し
て
、
海
外
で
は
文
化
が
単
一
で
は
な
く
人
種
も
多
様
な

為
、
タ
レ
ン
ト
に
商
品
や
ブ
ラ
ン
ド
の
イ
メ
ー
ジ
を
任
せ
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
商
品
が
持
つ
魅
力
や
そ
こ
に
詰
ま
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
を

引
き
出
す
Ｃ
Ｍ
を
作
る
の
が
多
い
。
日
本
と
は
違
い
、
ア
イ
デ
ィ
ア

や
映
像
の
面
白
さ
で
視
聴
者
を
引
き
付
け
て
印
象
付
け
て
い
る
の

だ
。
つ
ま
り
、
日
本
と
海
外
の
Ｃ
Ｍ
に
違
い
が
生
ま
れ
た
の
は
国
民

性
や
文
化
的
背
景
が
影
響
し
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
私
は
こ
の
テ
ー
マ
を
調
べ
て
普
段
何
気
な
く
見
て
い
る

Ｃ
Ｍ
も
国
民
性
や
文
化
的
背
景
に
よ
っ
て
視
聴
者
に
何
を
伝
え
た
い

か
と
い
う
基
準
が
異
な
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
一
見
、
異
文
化

と
関
係
な
い
よ
う
に
見
え
る
Ｃ
Ｍ
が
調
べ
て
み
る
と
関
わ
り
が
あ
る

こ
と
を
知
り
、
私
た
ち
の
身
近
な
も
の
に
異
文
化
は
多
く
あ
る
こ
と

に
気
づ
い
た
。

参
考
文
献

・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
（
こ
ま
ー
し
ゃ
る
）
と
は
？　

意
味
や
使
い
方
│
コ
ト
バ

ン
ク
（KO

TO
BAN

K.JP

）

・H
TTPS://N

O
TE.CO

M
/SH

IZU
KA_M

/N
/N

3CE
6A

32468B
0

・
絶
対
見
逃
す
な
！　

こ
れ
が
世
界
で
最
初
の
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル

だ
！
：
エ
ン
タ
メ
ウ
ス
：
エ
ン
タ
メ
ウ
ス
（
エ
ン
タ
メ
ウ
ス
編
集
部
）│

ニ
コ
ニ
コ
チ
ャ
ン
ネ
ル
：
エ
ン
タ
メ
（N

ICOVID
EO

.JP

）

・H
TTPS://W

W
W

2.N
H
K.O

R.JP/A
RCH

IVES/A
RTICLES/?ID

= 
C
0010534

・H
TTPS://W

W
W
.H

O
M
EM

ATE-RESEA
RC

H
-TV-STATIO

N
.

CO
M
/U
SEFU

L/12303_FACIL_006/

・H
TTPS://W

W
W
.M

U
SASH

IN
O
-AD

.CO
.JP/CO

LU
M
N
/JP-U

SA

・H
TTPS://PEN

CRE.CO
M
/N

IH
O
N
CM

-KAIG
AICM

/

・
違
い
が
面
白
い
！　

日
本
企
業
に
よ
る
日
本
向
け
・
海
外
向
け
コ
マ
ー

シ
ャ
ル
比
較
│VO

O
K

（
ヴ
ッ
ク
）

・H
TTPS://PEN

CRE.CO
M
/TV-H

O
U
SO

U
KIZYU

N
/

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
文　

嬉　

眞

　
　

本
レ
ポ
ー
ト
は
、
教
養
セ
ミ
ナ
ー
Ⅱ
の
中
で
異
文
化
を
テ
ー
マ
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に
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
安
田
明
花
さ
ん
は
、
異
文
化
の
講
義

で
培
っ
た
知
識
と
知
力
を
十
分
に
活
か
し
、
そ
れ
を
明
瞭
に
言
語

化
す
る
表
現
方
法
を
得
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。
安
田
さ
ん
の
レ

ポ
ー
ト
は
、
本
人
の
旺
盛
な
知
的
好
奇
心
と
も
相
ま
っ
て
、「
Ｃ

Ｍ
（com

m
ercial

）」
に
関
す
る
独
創
的
な
分
析
を
試
み
、
そ
の

中
で
特
に
日
本
と
海
外
（
ア
メ
リ
カ
）
と
を
比
較
分
析
す
る
な

ど
、
大
変
に
興
味
深
い
内
容
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。

　
　

安
田
さ
ん
は
両
国
の
Ｃ
Ｍ
を
検
討
す
る
際
に
、
ま
ず
そ
の
比
較

対
象
と
な
る
両
国
に
お
け
る
Ｃ
Ｍ
の
起
源
に
言
及
す
る
。
そ
の

上
、
彼
女
は
両
国
に
お
け
る
Ｃ
Ｍ
の
有
様
を
比
較
分
析
す
る
際

に
、
そ
の
タ
ー
ム
と
し
て
国
民
性
と
文
化
的
な
背
景
を
用
い
て
両

国
の
違
い
を
鮮
明
に
し
、
読
者
の
理
解
を
高
め
る
手
法
を
採
っ
て

い
る
。
そ
の
傍
ら
、
彼
女
は
両
国
に
お
け
る
Ｃ
Ｍ
の
形
成
過
程
を

説
明
す
る
中
で
最
初
の
段
階
こ
そ
、
そ
の
構
成
内
容
や
Ｔ
Ｖ
の
普

及
率
の
低
さ
ゆ
え
に
話
題
性
が
沸
騰
せ
ず
、
人
の
目
に
届
か
な

か
っ
た
が
、
企
業
の
参
入
に
よ
っ
て
発
展
の
道
を
歩
ん
だ
こ
と
も

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
　

安
田
さ
ん
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
ま
さ
に
広
告
の
洪
水
の
時
代
と
言

わ
れ
る
現
在
、
そ
の
Ｃ
Ｍ
の
様
態
を
日
本
と
海
外
と
の
比
較
・
対

照
を
基
本
と
し
、
そ
の
両
国
の
国
民
性
と
文
化
的
背
景
を
重
視
す

る
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
の
他
に
彼
女
は
、
Ｃ
Ｍ
に
関
す
る
相

違
点
を
比
較
分
析
し
、
日
本
が
タ
レ
ン
ト
（
個
人
）
の
イ
メ
ー
ジ

を
重
視
す
る
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
は
概
ね
商
品
の
特
徴
を
捉

え
て
宣
伝
す
る
手
法
を
好
む
点
を
導
き
出
し
て
い
る
。
彼
女
は
両

国
に
お
け
る
Ｃ
Ｍ
手
法
の
中
に
こ
そ
異
文
化
の
要
素
（
特
徴
）
が

存
在
す
る
こ
と
を
発
見
す
る
点
で
、
今
後
の
更
な
る
探
求
心
を
期

待
さ
せ
る
。
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「
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
」の
感
想

佐　

藤　

大　

和

（
経
営
学
科
一
年
）

　

今
回
の
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
で
は
『
不
可
能
を
可
能
に
す
る
大
谷
翔

平
１
２
０
の
思
考
』
を
選
ん
だ
。
選
ん
だ
理
由
と
し
て
は
、
私
自
身

野
球
が
好
き
で
あ
り
、
本
の
紹
介
を
し
て
い
く
中
で
取
り
組
み
や
す

く
、
さ
ら
に
自
分
の
好
き
な
こ
と
や
興
味
の
あ
る
こ
と
に
関
す
る
本

を
選
ん
だ
方
が
良
い
と
思
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
大
谷
翔
平
選

手
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
人
物
で
あ
り
、
聞
き
手
に
も
分
か
り
や
す

く
、
内
容
を
掴
み
や
す
い
と
考
え
た
た
め
、
こ
の
本
を
選
ん
だ
。

　

発
表
内
容
を
作
る
と
き
に
は
、
様
々
な
こ
と
に
注
意
し
て
作
っ

た
。
ま
ず
、
あ
ら
か
じ
め
発
表
の
メ
モ
を
作
る
際
、
発
表
す
る
内
容

を
全
て
メ
モ
せ
ず
、
要
点
を
ま
と
め
る
こ
と
を
意
識
し
た
。
全
て
メ

モ
し
た
場
合
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
し
ま
い
、
読
む

こ
と
に
集
中
し
て
し
ま
う
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
話

す
要
点
を
ま
と
め
、
要
点
に
関
し
て
発
表
す
る
と
い
う
形
で
準
備
し

た
。
次
に
、
発
表
の
形
と
し
て
は
、
導
入
か
ら
始
ま
り
、
自
分
が
本

を
読
ん
で
伝
え
た
い
ポ
イ
ン
ト
を
三
つ
説
明
し
、
お
す
す
め
ポ
イ
ン

ト
、
そ
し
て
、
ま
と
め
と
い
っ
た
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
の
発
表
の
型
に

入
れ
て
内
容
を
ま
と
め
た
。
そ
も
そ
も
、
選
ん
だ
本
の
ジ
ャ
ン
ル
が

説
明
文
に
近
い
文
章
で
あ
り
、
そ
し
て
私
自
身
、
こ
れ
ま
で
に
ビ
ブ

リ
オ
バ
ト
ル
を
し
た
経
験
が
な
か
っ
た
た
め
、
型
に
入
れ
た
発
表
が

最
も
説
明
し
や
す
い
と
考
え
、
こ
の
よ
う
な
形
式
の
発
表
に
し
た
。 

　

発
表
の
前
に
、
授
業
内
で
実
際
の
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
の
動
画
を
見

た
。
そ
の
動
画
を
見
て
何
点
か
参
考
に
し
よ
う
と
考
え
た
。
ま
ず
、

多
く
の
発
表
者
は
最
初
に
会
場
に
向
け
て
質
問
を
投
げ
か
け
て
い

た
。
最
初
に
質
問
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
表
者
に
よ
り
注
目
し
た

く
な
る
と
感
じ
さ
せ
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
の
発
表
が
聞
き
や
す
く

な
っ
て
い
る
と
感
じ
た
。
ま
た
、
単
に
本
の
お
す
す
め
ポ
イ
ン
ト
の

み
を
発
表
す
る
の
で
な
く
、
さ
ら
に
本
を
読
ん
だ
自
分
の
感
想
を
明

確
に
伝
え
て
い
る
人
は
、
説
得
力
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
私
も
実

際
に
発
表
す
る
と
き
に
、
聞
き
手
に
質
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
、
そ

し
て
自
分
が
本
を
読
ん
だ
感
想
を
明
確
に
伝
え
、
発
表
に
説
得
力
を

持
た
せ
る
こ
と
を
意
識
し
た
。
さ
ら
に
、
多
く
の
発
表
者
た
ち
は
発

表
す
る
と
き
に
聞
き
手
側
の
方
を
見
て
発
表
し
て
い
た
が
、
そ
の
方

が
聞
い
て
い
て
印
象
が
良
い
と
感
じ
た
。
こ
れ
は
今
回
に
限
ら
ず
、

毎
回
意
識
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
私
も
発
表
す
る
際
に
は
、

な
る
べ
く
メ
モ
に
意
識
を
向
け
ず
に
、
聞
き
手
側
の
方
を
向
い
て
話

す
よ
う
に
意
識
し
た
。
こ
れ
は
基
本
的
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
聞
き

手
側
の
印
象
と
い
う
の
は
、
プ
レ
ゼ
ン
に
お
い
て
か
な
り
重
要
で
あ

る
と
強
く
思
っ
て
い
る
た
め
、
今
回
の
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
で
も
意
識

し
て
発
表
し
た
。 

　

実
際
に
発
表
し
て
み
て
、
ま
ず
発
表
時
に
机
に
置
い
て
あ
る
タ
イ

マ
ー
を
時
々
確
認
し
な
が
ら
発
表
し
た
た
め
、
時
間
配
分
的
に
は

し
っ
か
り
と
五
分
を
使
い
切
り
、
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
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た
、
伝
え
た
い
内
容
は
し
っ
か
り
と
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
思

う
。
し
か
し
、
個
人
的
に
は
人
前
で
の
発
表
は
や
は
り
緊
張
感
が
違

う
と
感
じ
た
。
私
自
身
、
緊
張
し
や
す
い
タ
イ
プ
で
も
あ
る
た
め
、

そ
の
点
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
で
も
あ
る
。 

　

今
回
の
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
を
通
し
て
、
ま
ず
は
プ
レ
ゼ
ン
の
技
術

に
つ
い
て
学
べ
た
と
思
う
。
プ
レ
ゼ
ン
の
上
手
な
人
は
発
表
に
説
得

力
が
あ
り
、
実
際
に
そ
の
本
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
え
る
。
私
も
今

後
、
プ
レ
ゼ
ン
を
す
る
機
会
は
多
い
と
思
う
の
で
、
プ
レ
ゼ
ン
の
実

力
を
高
め
て
い
き
た
い
と
感
じ
た
。
一
方
で
、
私
が
実
際
に
発
表
し

て
、
プ
レ
ゼ
ン
の
良
い
経
験
に
な
っ
た
と
も
考
え
て
い
る
。
プ
レ
ゼ

ン
は
今
後
の
大
学
生
活
や
将
来
で
も
関
わ
る
こ
と
が
多
い
と
思
う
た

め
、
そ
の
と
き
に
は
今
回
の
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
で
の
経
験
を
活
か
し

て
い
き
た
い
。
ま
た
、
発
表
す
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
人
の
発
表
を

聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
知
ら
な
い
本
で
も
実
際
に
読
ん
で
み

た
い
と
思
い
、
本
に
対
す
る
新
し
い
発
見
も
あ
っ
た
。
私
は
こ
れ
ま

で
、
あ
ま
り
本
を
読
む
習
慣
が
な
か
っ
た
が
、
こ
の
活
動
を
通
し

て
、
そ
し
て
教
養
セ
ミ
ナ
ー
を
通
し
て
、
本
の
良
さ
に
つ
い
て
学

び
、
本
に
興
味
を
持
っ
た
た
め
、
今
後
は
積
極
的
に
本
を
読
ん
で
い

き
た
い
。

・
大
谷
翔
平
『
不
可
能
を
可
能
に
す
る
大
谷
翔
平
１
２
０
の
思
考
』
ぴ
あ
・

二
〇
一
七
年

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
菅
原　

研
州

　
　

今
年
度
の
教
養
セ
ミ
ナ
ー
Ⅱ
は
、
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
を
行
い
な

が
ら
、
受
講
者
全
体
の
読
書
習
慣
の
確
立
、
あ
る
い
は
、
読
書
量

の
増
加
を
目
指
し
た
。

　
　

こ
こ
数
年
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
を
行
う
前
に
受
講
者
の
読
書
実
施

状
況
も
調
べ
て
い
る
が
、
年
々
読
書
量
は
下
が
る
傾
向
で
あ
る
。

た
だ
し
、「
活
字
離
れ
」
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ネ
ッ
ト

上
の
記
事
は
読
ま
れ
て
お
り
、「
文
字
離
れ
」
や
、
各
種
動
画
な

ど
を
通
し
た
「
音
声
離
れ
」
と
は
言
え
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
辺

は
情
報
の
収
集
方
法
と
い
う
観
点
で
再
度
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

　
　

さ
て
、
佐
藤
大
和
さ
ん
は
、
そ
れ
ま
で
読
書
は
熱
心
な
方
で
は

無
か
っ
た
が
、
今
回
は
自
分
の
興
味
関
心
に
基
づ
い
た
書
籍
を
選

び
、
充
実
し
た
発
表
を
行
っ
て
く
れ
た
。

　
　

な
お
、
本
書
の
選
定
方
法
や
、
事
前
の
準
備
な
ど
を
書
い
た
レ

ポ
ー
ト
か
ら
は
、
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
の
映
像
か
ら
学
び
、
自
分
で

考
え
て
用
意
し
た
様
子
が
見
え
た
。
特
に
、
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
は

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
修
得
と
い
う
一
面
を
持
つ
が
、
佐
藤
さ

ん
は
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
認
識
し
た
上
で
準
備
を
進
め
て
い
る
。

ま
た
、
人
前
で
発
表
す
る
経
験
は
ま
だ
多
く
な
い
よ
う
だ
が
、
当

日
は
堂
々
と
発
表
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
事
前
の
準
備
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
で
あ
り
、
好
評
価
に
繋
が
っ
て
い
る
。

　
　

佐
藤
さ
ん
に
は
今
回
の
経
験
を
活
か
し
、
今
後
も
大
学
で
の
学

び
を
熱
心
に
進
め
て
欲
し
い
。
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美
の
イ
デ
ア
を
用
い
て
愛
犬
二
匹
の

 
ど
ち
ら
が
よ
り
美
形
か
検
証
す
る

篠　

田　

沙　

季

（
経
営
学
科
一
年
）

　

私
は
、
哲
学
の
授
業
で
美
の
イ
デ
ア
を
学
習
し
た
。
そ
れ
を
用
い

て
、
私
の
愛
犬
で
あ
る
ブ
ラ
ッ
ク
タ
ン
の
チ
ワ
ワ
の
「
ぴ
の
」
と
、

ク
リ
ー
ム
セ
ー
ブ
ル
の
ポ
メ
ラ
ニ
ア
ン
の
「
ぽ
ん
」
の
ど
ち
ら
が
よ

り
美
形
で
あ
る
か
検
証
を
行
う
。
も
ち
ろ
ん
、
飼
い
主
の
私
に
と
っ

て
二
匹
と
も
同
等
に
美
形
と
感
じ
て
お
り
、
同
等
の
愛
情
を
持
っ
て

い
る
こ
と
は
大
前
提
で
あ
る
。

　

プ
ラ
ト
ン
が
説
い
た
イ
デ
ア
論
に
は
美
学
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ

る
。
そ
も
そ
も
イ
デ
ア
論
と
は
、「
こ
の
世
に
実
在
す
る
あ
ら
ゆ
る

も
の
の
本
質
は
イ
デ
ア
で
あ
る
」
と
す
る
考
え
の
こ
と
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
私
た
ち
は
「
完
璧
な
三
角
形
を
描
け
」
と
い
わ
れ
た
と
き

に
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
も
す
べ
て
の
人
の
共
通
認
識
で
あ
る

三
角
形
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
そ
れ
は
一
見
完
璧
な
三
角

形
に
見
え
る
が
、
原
子
レ
ベ
ル
で
拡
大
し
て
み
る
と
線
は
点
の
集
ま

り
で
あ
り
、
丸
み
が
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
現
実
世
界
に
は
「
完
全
な

三
角
形
」
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
私
た
ち
は
、

完
璧
な
三
角
形
と
完
璧
で
な
い
三
角
形
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
は
私
た
ち
が
完
璧
な
三
角
形
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提

と
な
っ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
現
実
世
界
と

は
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
、
そ
の
も
の
の
根
拠
で
あ
り
本
質

が
あ
る
と
考
え
、
イ
デ
ア
と
名
付
け
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
美
学
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
私
た
ち
が
花
や
星
空
を
見
て
美
し
い
と
感

じ
て
も
、
そ
れ
は
完
璧
な
花
や
星
空
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
私
た
ち
は
そ
の
も
の
を
美
し
い
と
感
じ
る
。
ゆ
え
に
プ
ラ
ト
ン

は
、
美
に
も
イ
デ
ア
と
い
う
本
質
が
存
在
す
る
と
考
え
た
の
だ
。

　

犬
の
容
姿
を
評
価
す
る
手
段
の
ひ
と
つ
と
し
て
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が

挙
げ
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
美
の
イ
デ
ア
で
あ
る
と

仮
定
す
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
は
、
犬
種
標
準
と
も
い
わ
れ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
犬
種
ご
と
の
標
準
的
な
見
た
目
を
定
め
た
基
準
の

こ
と
で
あ
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
、
犬
種
ご
と
の
特
徴
を
細
か
く
分

類
し
て
規
定
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
純
血

種
の
理
想
的
な
姿
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
私
た
ち
が

テ
レ
ビ
に
映
る
ダ
ッ
ク
ス
フ
ン
ド
を
見
て
ダ
ッ
ク
ス
フ
ン
ド
と
認
識

で
き
る
こ
と
も
、
こ
の
犬
種
ご
と
の
特
徴
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い

る
た
め
で
あ
る
。
犬
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
な
い
場
合
、
犬
を
正
確
に

分
類
す
る
手
段
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
た
だ
し
、
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
は
同
じ
犬
種
で
あ
っ
て
も
、
国
や
団
体
に
よ
っ
て
も
基
準
が

微
妙
に
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
チ
ワ
ワ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
、「
ト
ッ
プ
ラ
イ
ン
が
水
平

で
あ
る
こ
と
、
キ
甲
（
首
の
付
け
根
に
あ
る
膨
ら
ん
だ
部
分
）
が
ほ

と
ん
ど
目
立
た
な
い
こ
と
、
お
し
り
が
ほ
と
ん
ど
フ
ラ
ッ
ト
で
あ
る

か
も
し
く
は
わ
ず
か
に
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
、
目
は
決
し
て
出
目
で
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は
な
く
色
は
完
全
に
ダ
ー
ク
で
あ
る
、
耳
は
大
き
く
直
立
し
て
お
り

付
け
根
は
幅
広
く
わ
ず
か
に
丸
み
を
も
っ
た
先
端
に
向
か
っ
て
徐
々

に
先
細
る
こ
と
、
五
〇
〇
グ
ラ
ム
〜
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
間
で
あ
る
こ

と
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
チ
ワ
ワ
の
「
ぴ
の
」
は
、
ト
ッ
プ
ラ
イ

ン
が
ほ
ぼ
水
平
で
、
キ
甲
は
ほ
と
ん
ど
目
立
た
ず
、
お
し
り
は
わ
ず

か
に
傾
斜
し
て
お
り
、
目
は
出
目
で
な
く
色
は
ダ
ー
ク
で
あ
り
、
耳

は
大
き
く
付
け
根
は
幅
広
く
わ
ず
か
に
丸
み
を
も
っ
た
先
端
に
向

か
っ
て
徐
々
に
先
細
り
、
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
概
ね
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
基
準
と
違
い
は
な
い
が
、
体
重
は
か
な
り
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で

定
め
ら
れ
た
範
囲
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
い
で
、
ポ
メ
ラ
ニ
ア
ン
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
、「
後
頭
部
が
最

も
幅
広
く
鼻
先
に
向
か
っ
て
先
細
っ
て
い
る
こ
と
、
高
い
キ
甲
は
背

に
向
か
っ
て
僅
か
に
下
降
す
る
こ
と
、
尾
は
上
方
に
伸
び
尾
の
根
元

か
ら
真
っ
直
ぐ
に
背
上
に
向
か
っ
て
カ
ー
ブ
し
て
い
る
こ
と
、
ボ

デ
ィ
に
密
着
し
、
し
わ
が
な
い
毛
で
あ
る
こ
と
、
目
は
ア
ー
モ
ン
ド

形
で
色
は
ダ
ー
ク
ブ
ラ
ウ
ン
で
あ
る
こ
と
、
耳
は
小
さ
く
耳
間
は
比

較
的
狭
く
三
角
形
で
尖
っ
て
い
て
常
に
直
立
し
た
状
態
を
保
っ
て
い

る
こ
と
、
サ
イ
ズ
は
二
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
±
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

で
あ
る
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ポ
メ
ラ
ニ
ア
ン
の
「
ぽ
ん
」

は
、
頭
部
が
最
も
幅
広
く
鼻
先
に
向
か
っ
て
先
細
っ
て
お
り
、
高
い

キ
甲
は
背
に
向
か
っ
て
下
降
し
、
尾
は
根
元
か
ら
ま
っ
す
ぐ
背
上
に

向
か
っ
て
カ
ー
ブ
を
し
、
毛
は
ボ
デ
ィ
に
密
着
し
、
し
わ
は
な
く
、

目
は
や
や
丸
形
で
色
は
ダ
ー
ク
ブ
ラ
ウ
ン
、
耳
は
大
き
く
耳
間
も
広

め
で
あ
り
、
サ
イ
ズ
は
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
近
く
あ
る
。「
ぽ

ん
」
は
目
や
耳
の
形
・
大
き
さ
や
、
身
体
の
サ
イ
ズ
が
非
常
に
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
か
ら
離
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
チ
ワ
ワ
の
「
ぴ
の
」
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
基
準

に
近
く
、
よ
り
美
形
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
そ
れ
は
万
人
共

通
の
認
識
な
の
だ
ろ
う
か
。
美
の
イ
デ
ア
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
美
し
い
と
感
じ
る
も
の
は
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
は
ず
だ
。

　

そ
こ
で
、
私
は
知
人
三
一
人
に
「
二
匹
の
犬
の
う
ち
ど
ち
ら
が
よ

り
美
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
か
」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
た
。
そ

の
結
果
、
二
一
人
が
ポ
メ
ラ
ニ
ア
ン
の
「
ぽ
ん
」
を
よ
り
美
し
い
顔

と
感
じ
る
と
回
答
し
た
の
だ
。
先
ほ
ど
の
犬
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
基

準
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
チ
ワ
ワ
の
「
ぴ
の
」
の
方
が
よ
り
美
し

い
と
い
う
結
果
が
出
た
が
、
実
際
に
美
し
い
と
感
じ
る
の
は
ポ
メ
ラ

ニ
ア
ン
の
「
ぽ
ん
」
だ
と
い
う
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
美
の
基
準
に
基
づ
い
て
美
し
い
と
い
う
結
果
が

出
た
と
し
て
も
、
私
た
ち
が
実
際
に
美
し
い
と
感
じ
る
か
は
別
で
あ

り
、
美
し
さ
に
本
質
や
根
拠
は
な
い
こ
と
が
主
張
で
き
る
。
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
の
基
準
に
近
い
チ
ワ
ワ
の
「
ぴ
の
」
も
、
多
く
の
人
が
よ
り

美
し
い
と
感
じ
た
ポ
メ
ラ
ニ
ア
ン
の
「
ぽ
ん
」
も
、
二
匹
は
比
較
の

し
よ
う
が
な
い
部
分
に
そ
れ
ぞ
れ
魅
力
が
あ
り
、
そ
こ
に
数
値
や
基

準
は
存
在
し
な
い
。
現
代
社
会
で
性
や
働
き
方
な
ど
の
多
様
化
が
認

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
美
し
さ
も
多
様
化
し
て
い
る
の
だ
。

参
考
文
献

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ネ
ル
ク
ラ
ブ　

https://w
w
w.jkc.or.jp/archives/w

orld_
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担
当
教
員
：
鷲
嶽　

正
道

　
　
「
教
養
セ
ミ
ナ
ー
I
・
II
」
で
は
、
考
え
る
、
調
べ
る
、
仲
間

と
協
力
す
る
、
発
表
す
る
と
い
っ
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ス
キ
ル
を
、

授
業
で
の
経
験
を
通
し
て
身
に
つ
け
る
授
業
を
行
な
っ
て
い
ま

す
。
学
生
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
成
功
や
失
敗
の
み
な
ら
ず
、
他

の
学
生
の
プ
レ
ゼ
ン
や
レ
ポ
ー
ト
の
成
果
を
通
し
て
、
こ
れ
ら
の

ス
キ
ル
を
向
上
さ
せ
ま
し
た
。
授
業
の
最
終
課
題
は
「
大
学
で
学

ん
だ
こ
と
で
自
分
の
好
き
な
も
の
を
分
析
す
る
」
で
、
学
生
た
ち

は
プ
レ
ゼ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
の
両
方
の
形
式
で
発
表
を
し
て
い
ま

す
。

　
　

そ
の
中
で
、
篠
田
さ
ん
は
哲
学
で
学
ん
だ
こ
と
を
利
用
し
て
、

愛
犬
の
美
し
さ
を
分
析
し
ま
し
た
。
単
な
る
分
析
に
と
ど
ま
ら

ず
、
実
際
に
美
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
ど
ち
ら
か
を
検
証
し
て

い
る
点
は
特
筆
に
値
し
ま
す
。

　
　

篠
田
さ
ん
の
、
広
く
物
事
を
学
ぼ
う
と
す
る
姿
勢
や
深
く
考

え
、
調
べ
る
能
力
は
、
こ
れ
か
ら
入
学
す
る
学
生
た
ち
へ
の
模
範

に
な
る
と
考
え
、
本
稿
を
推
薦
し
ま
し
た
。
篠
田
さ
ん
の
ま
す
ま

す
の
活
躍
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
は

 

な
ぜ
人
気
な
の
か　

福　

田　

七　

々

（
経
営
学
科
一
年
）

　

私
の
ア
ル
バ
イ
ト
先
で
あ
る
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
は
全
国

的
に
人
気
で
あ
る
。
実
際
に
新
作
が
発
売
す
る
日
や
土
日
祝
日
は
毎

度
席
が
足
り
な
く
な
る
ほ
ど
の
客
が
来
店
し
て
い
る
。
コ
ー
ヒ
ー
を

飲
み
た
い
だ
け
な
ら
ば
ス
ー
パ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
自

分
で
淹
れ
る
こ
と
も
可
能
だ
。
な
ぜ
人
々
は
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー

ヒ
ー
を
選
ぶ
の
で
あ
ろ
う
か
。
専
門
科
目
の
「
経
営
入
門
」
で
も
触

れ
て
い
た
こ
の
事
例
に
つ
い
て
、
実
際
の
経
験
を
加
え
て
分
析
し
て

い
く
。

　

ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
が
人
気
な
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
私

は
そ
の
理
由
の
一
つ
に
特
別
感
が
あ
る
と
考
え
る
。「
経
営
入
門
」

の
授
業
で
は
、
競
争
戦
略
に
つ
い
て
、
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
を
含
め
た

大
手
コ
ー
ヒ
ー
チ
ェ
ー
ン
店
の
競
争
の
仕
方
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

コ
ス
ト
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
戦
略
、
差
別
化
戦
略
、
集
中
戦
略
の
三
つ

に
当
て
は
め
る
と
、
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
は
差
別
化
集
中
戦

略
に
該
当
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
販
売
し
て
い
る
コ
ア
ド
リ
ン
ク
の
中

で
一
番
安
い
の
は
シ
ョ
ー
ト
サ
イ
ズ
の
ド
リ
ッ
プ
コ
ー
ヒ
ー
（
ホ
ッ

ト
、
ア
イ
ス
問
わ
ず
同
価
格
）
三
五
〇
円
で
あ
る
か
ら
だ
。
同
じ
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コ
ー
ヒ
ー
チ
ェ
ー
ン
店
の
ド
ト
ー
ル
は
ブ
レ
ン
ド
コ
ー
ヒ
ー
、
ア
メ

リ
カ
ン
コ
ー
ヒ
ー
が
S
サ
イ
ズ
二
五
〇
円
で
あ
る
。
容
量
の
違
い
が

あ
る
た
め
、
単
純
な
値
段
の
比
較
は
難
し
い
が
、
入
店
の
最
低
ラ
イ

ン
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
の
ほ
う
が
い
さ

さ
か
敷
居
は
高
い
と
い
え
る
。
こ
れ
が
特
別
感
に
つ
な
が
る
差
別
化

で
あ
る
。

　

差
別
化
と
い
う
点
で
は
、
上
記
の
値
段
の
差
以
外
に
も
差
別
化
で

き
る
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
そ
れ
は
サ
イ
ズ
表
記
で
あ
る
。
ド
ト
ー
ル

や
コ
メ
ダ
珈
琲
、
タ
リ
ー
ズ
の
サ
イ
ズ
表
記
は
い
ず
れ
も
S
、
M
、

L
で
あ
る
の
が
、
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
の
サ
イ
ズ
表
記
は

Short

、Tall

、G
rande

、Venti
で
あ
る
。
実
際
に
働
い
て
い
る

と
き
も
、「
S
サ
イ
ズ
の
〜
を
」
と
い
っ
た
よ
う
に
ス
タ
ー
バ
ッ
ク

ス
コ
ー
ヒ
ー
の
サ
イ
ズ
表
記
が
他
と
異
な
る
こ
と
を
知
ら
な
い
客
が

来
店
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
に
、
私
や
他
の
店
員
は
サ
イ
ズ
見

本
を
見
せ
な
が
ら
「
ス
タ
バ
の
サ
イ
ズ
っ
て
難
し
い
で
す
よ
ね
〜
。

小
さ
い
ほ
う
か
ら
こ
ち
ら
の
サ
イ
ズ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
日
は
ど

の
サ
イ
ズ
に
し
ま
す
か
？
」
と
い
っ
た
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
っ
て
い
る
。
他
社
と
違
っ
た
サ
イ
ズ
表
記
だ
か
ら
こ
そ
、
説

明
と
い
う
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
挟
む
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
店
員
と

客
と
で
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
サ
イ
ズ
表

記
が
違
う
の
は
発
祥
で
あ
る
シ
ア
ト
ル
に
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
な

ど
、
他
に
も
理
由
は
あ
る
。
し
か
し
、
主
に
私
の
働
く
店
舗
で
は
関

わ
り
を
持
つ
一
つ
の
機
会
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
。

　

こ
れ
が
私
の
考
え
る
第
二
の
理
由
で
あ
る
。
特
別
感
と
重
な
る
部

分
で
は
あ
る
が
、
店
員
と
客
と
の
関
わ
り
を
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー

ヒ
ー
は
重
要
視
し
て
い
る
。
実
際
に
働
い
て
い
る
時
に
他
の
店
員
か

ら
よ
く
言
わ
れ
る
言
葉
が
「
お
客
さ
ん
が
た
く
さ
ん
来
て
焦
っ
ち
ゃ

う
け
ど
、
一
人
ひ
と
り
目
の
前
に
い
る
客
さ
ん
を
第
一
に
が
ん
ば
ろ

う
ね
」
で
あ
る
。
店
舗
と
し
て
の
売
り
上
げ
、
回
転
効
率
を
考
え
る

よ
り
も
先
に
一
人
ひ
と
り
の
顧
客
の
満
足
度
を
大
事
に
し
て
い
る
の

だ
。
第
一
の
居
場
所
を
自
宅
、
第
二
の
居
場
所
を
会
社
と
す
る
と
、

第
三
の
居
心
地
の
い
い
場
所
と
し
て
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
で

の
店
舗
体
験
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
が
ス

タ
ー
バ
ッ
ク
ス
の
“
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
”
で
あ
る
。

　

他
の
コ
ー
ヒ
ー
チ
ェ
ー
ン
も
同
じ
よ
う
に
居
心
地
の
い
い
環
境
を

作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
私
個
人
が
行
っ
た
様
々
な
コ
ー

ヒ
ー
チ
ェ
ー
ン
の
中
で
は
、
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
が
圧
倒
的

に
居
心
地
の
い
い
環
境
づ
く
り
を
達
成
し
て
い
た
。
特
に
、
大
学
受

験
の
勉
強
の
際
、「
お
勉
強
で
す
か
？
が
ん
ば
っ
て
く
だ
さ
い
ね
」

と
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
で
言
わ
れ
た
一
言
が
忘
れ
ら
れ
な

い
。
そ
ん
な
一
言
を
か
け
て
く
れ
た
の
は
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー

ヒ
ー
だ
け
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
を
他
店
で
も
行
な
っ
て
い
て
、
私

が
こ
う
い
っ
た
声
を
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
だ
け
の
可
能
性
も
あ
る

が
、
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
〈「
顧
客
満
足
度
が
高
い
カ
フ
ェ
チ
ェ
ー
ン

店
」
ラ
ン
キ
ン
グ
！　

２
位
「
コ
メ
ダ
珈
琲
店
」、
１
位
は
？
【
２

０
２
２
年
】〉
に
よ
る
と
、
コ
ー
ヒ
ー
チ
ェ
ー
ン
全
体
の
顧
客
満
足

度
は
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
が
一
位
で
あ
る
。

　

コ
メ
ダ
珈
琲
と
僅
差
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
コ
メ
ダ
珈
琲
も
同
じ
く
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第
三
の
居
場
所
と
し
て
の
場
を
提
供
し
て
い
る
た
め
似
た
よ
う
な
結

果
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
コ
ー
ヒ
ー
提
供
だ
け
で
な
く
、

そ
の
場
自
体
が
価
値
を
持
つ
た
め
、
人
々
は
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー

ヒ
ー
を
利
用
す
る
の
で
あ
る
。

　

場
と
し
て
の
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
の
価
値
は
ス
タ
ー
バ
ッ

ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
の
歴
史
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス

コ
ー
ヒ
ー
は
一
九
九
四
年
頃
、
コ
ー
ヒ
ー
の
販
売
に
加
え
て
フ
ラ
ペ

チ
ー
ノ
の
販
売
も
始
め
た
。
こ
れ
は
当
時
フ
ラ
ペ
チ
ー
ノ
が
流
行

し
、
顧
客
の
需
要
に
答
え
た
結
果
で
あ
る
。
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー

ヒ
ー
は
顧
客
の
需
要
に
合
わ
せ
て
常
に
変
化
し
て
い
く
会
社
な
の
で

あ
る
。
現
在
も
月
に
一
度
程
度
新
作
と
称
し
た
期
間
限
定
の
ド
リ
ン

ク
や
グ
ッ
ズ
が
販
売
さ
れ
て
お
り
、
常
に
顧
客
に
対
し
て
新
し
い
刺

激
を
も
提
供
し
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
は
他
の
コ
ー

ヒ
ー
チ
ェ
ー
ン
と
は
違
う
、
様
々
な
差
別
化
戦
略
を
行
い
、
顧
客
に

選
ば
れ
る
理
由
を
作
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
で
最
も
重
要
な
の
が
顧

客
が
居
心
地
の
良
い
時
間
を
過
ご
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

常
に
進
化
し
続
け
て
い
る
会
社
で
あ
る
か
ら
、
人
々
は
飽
き
る
こ
と

な
く
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
を
選
び
続
け
て
い
る
の
だ
と
言
え

る
。参

考
資
料

『
は
じ
め
て
出
会
う
経
営
入
門
〈
第
2
版
〉』
中
央
経
済
社
出
版 

内
藤
勲
著

「
顧
客
満
足
度
が
高
い
カ
フ
ェ
チ
ェ
ー
ン
店
」
ラ
ン
キ
ン
グ
！　

２
位
「
コ

メ
ダ
珈
琲
店
」、
１
位
は
？
【
２
０
２
２
年
】　

斎
藤
雄
二 

著

 
https://new

s.allabout.co.jp/articles/o/48369/

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
鷲
嶽　

正
道

　
　
「
教
養
セ
ミ
ナ
ー
I
・
II
」
で
は
、
考
え
る
、
調
べ
る
、
仲
間

と
協
力
す
る
、
発
表
す
る
と
い
っ
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ス
キ
ル
を
、

授
業
で
の
経
験
を
通
し
て
身
に
つ
け
る
授
業
を
行
な
っ
て
い
ま

す
。
学
生
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
成
功
や
失
敗
の
み
な
ら
ず
、
他

の
学
生
の
プ
レ
ゼ
ン
や
レ
ポ
ー
ト
の
成
果
を
通
し
て
、
こ
れ
ら
の

ス
キ
ル
を
向
上
さ
せ
ま
し
た
。
授
業
の
最
終
課
題
は
「
大
学
で
学

ん
だ
こ
と
で
自
分
の
好
き
な
も
の
を
分
析
す
る
」
で
、
学
生
た
ち

は
プ
レ
ゼ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
の
両
方
の
形
式
で
発
表
を
し
て
い
ま

す
。

　
　

そ
の
中
で
、
福
田
さ
ん
は
経
営
学
部
の
専
門
科
目
で
あ
る
「
経

営
入
門
」
で
学
ん
だ
こ
と
を
利
用
し
て
、
自
分
の
ア
ル
バ
イ
ト
先

で
あ
る
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
の
魅
力
を
分
析
し
ま
し
た
。

本
稿
で
は
、
福
田
さ
ん
の
実
体
験
と
大
学
で
学
ん
だ
こ
と
を
共
に

生
か
し
た
、
説
得
力
の
あ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

福
田
さ
ん
は
授
業
で
も
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、
グ
ル
ー

プ
プ
レ
ゼ
ン
等
の
活
動
で
も
授
業
に
大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
。
福

田
さ
ん
の
積
極
的
な
学
び
へ
の
姿
勢
は
、
こ
れ
か
ら
入
学
す
る
学

生
た
ち
へ
の
模
範
に
な
る
と
考
え
、
本
稿
を
推
薦
し
ま
し
た
。
福

田
さ
ん
の
ま
す
ま
す
の
活
躍
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
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『
鬼
滅
の
刃
』の
人
気
と
魅
力

　

│
世
界
中
に
愛
さ
れ
る
作
品
と
な
っ
た 

 

三
つ
の
外
的
要
因
│　
　
　

大　

田　

実　

空

（
法
律
学
科
一
年
）

　
「
ア
ニ
メ
」
は
現
代
の
日
本
が
世
界
に
誇
る
文
化
の
一
つ
で
あ

る
。
日
本
で
制
作
さ
れ
、
公
開
さ
れ
た
ア
ニ
メ
の
な
か
に
は
、
日
本

だ
け
で
な
く
、
世
界
中
で
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
ア
ニ
メ
作
品
が

数
多
く
存
在
す
る
。
そ
う
い
っ
た
ア
ニ
メ
作
品
の
中
で
も
、
国
や
年

齢
に
関
係
な
く
愛
さ
れ
一
種
の
社
会
現
象
に
さ
え
な
っ
た
ア
ニ
メ
作

品
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
鬼
滅
の
刃
』
だ
。
ア
ン
ケ
ー
ト
パ
ネ
ル
「
オ

リ
コ
ン
・
モ
ニ
タ
ー
リ
サ
ー
チ
」
が
一
〇
代
か
ら
六
〇
代
ま
で
の
男

女
三
、
八
四
八
名
に
「『
鬼
滅
の
刃
』
の
認
知
率
」
を
測
る
た
め
の

質
問
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
合
計
で
九
七
・
八
％
が
「『
鬼
滅
の
刃
』

を
知
っ
て
い
る
」
と
答
え
、
世
代
の
垣
根
を
越
え
て
認
知
率
が
九
割

を
超
え
た
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ

１る
。
し
か
し
、
な
ぜ
『
鬼
滅
の
刃
』

は
国
境
や
世
代
を
超
え
、
社
会
現
象
に
な
る
ほ
ど
の
人
気
を
博
す
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

は
じ
め
に
、『
鬼
滅
の
刃
』
と
は
吾
峠
呼
世
晴
に
よ
り
『
週
刊
少

年
ジ
ャ
ン
プ
』（
集
英
社
）
に
て
二
〇
一
六
年
一
一
号
か
ら
二
〇
二

〇
年
二
四
号
ま
で
連
載
さ
れ
て
い
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
舞

台
は
大
正
時
代
、
家
族
を
人
喰
い
鬼
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
少
年
・

竈
門
炭
治
郎
が
、
唯
一
生
き
残
る
も
鬼
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
妹
・
禰

豆
子
を
人
間
に
戻
す
方
法
を
探
す
た
め
、
鬼
殺
隊
員
と
し
て
鬼
と
戦

う
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
二
〇
一
九
年
に
はufotable

制
作
に
よ

り
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
化
さ
れ
、TO

KYO
 M

X

、
Ｂ
Ｓ
11
ほ
か
全
国
二

〇
局
の
深
夜
放
送
枠
で
ア
ニ
メ
放
映
さ
れ
る
な
か
、
在
庫
切
れ
の
書

店
も
出
る
ほ
ど
の
人
気
作
と
な
っ

２た
。
さ
ら
に
、
二
〇
二
一
年
に
は

物
語
の
中
盤
を
描
く
劇
場
ア
ニ
メ
『
無
限
列
車
編
』
が
公
開
さ
れ

た
。
同
作
品
の
日
本
国
内
で
の
興
行
収
入
は
四
〇
四
・
三
億
円
に
も

達
し
、
日
本
歴
代
興
行
収
入
第
一
位
と
な
っ
た
。
二
〇
一
六
年
二
月

に
原
作
の
連
載
が
始
ま
り
、
社
会
現
象
に
も
な
っ
た
鬼
滅
ブ
ー
ム
は

そ
の
三
年
後
、
二
〇
一
九
年
ご
ろ
に
始
ま
り
二
〇
二
〇
年
に
か
け
て

大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。
と
は
い
え
、
人
気
の
爆
発
は
あ
く
ま
で
ア

ニ
メ
放
送
以
降
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
そ
れ
以
前
か
ら
も
人
気
作

と
呼
ば
れ
る
位
置
づ
け
で
は
あ
っ
た
。
で
は
な
ぜ
、『
鬼
滅
の
刃
』

は
未
聞
の
ブ
ー
ム
を
生
み
出
し
、
世
界
中
に
愛
さ
れ
る
作
品
と
な
っ

た
の
か
。
作
品
自
体
が
も
つ
魅
力
は
当
然
と
し
て
、
そ
こ
に
は
さ
ら

に
三
つ
の
外
的
要
因
が
、
偶
然
的
に
重
な
り
合
い
つ
つ
関
与
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ

３る
。

　

第
一
の
外
的
要
因
は
、「
配
信
環
境
の
充
実
が
上
手
く
機
能
し
た

こ
と
」
で
あ
る
。
ア
ニ
メ
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
既
に
一
定
数
の

フ
ァ
ン
は
い
た
も
の
の
、
そ
れ
ま
で
『
鬼
滅
の
刃
』
を
知
ら
な
か
っ

た
人
々
に
ま
で
、
作
品
の
存
在
と
面
白
さ
を
知
ら
し
め
る
き
っ
か
け

と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
実
際
の
ア
ニ
メ
の
盛
り
上
が
り
は
当
初
は
規
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模
が
狭
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
映
像
美
や
そ
の
後
の
展
開
が
話
題
と

な
り
、
最
終
話
に
か
け
て
そ
の
盛
り
上
が
り
は
ど
ん
ど
ん
大
き
く

な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
盛
り
上
が
り
の
上
昇
が
可
能
に
な
っ
た

の
は
、
放
送
中
に
行
わ
れ
て
い
た
一
挙
配
信
サ
ー
ビ
ス
、Am

azon

プ
ラ
イ
ム
やN

etflix

な
ど
の
定
額
見
放
題
、
と
い
っ
た
配
信
環
境

の
充
実
が
、
上
手
く
機
能
し
た
か
ら
だ
と
い
え
る
。
近
年
の
新
作
ア

ニ
メ
は
本
数
が
多
く
、
い
く
ら
ア
ニ
メ
フ
ァ
ン
と
は
い
え
全
て
の
作

品
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
視
聴
者
を
増
や

す
に
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
評
判
や
、
評
判
を
聞
き
つ
け
た
人
々
の
後
追
い

視
聴
が
可
能
な
配
信
環
境
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
の

４だ
。

　

第
二
の
外
的
要
因
は
、「
フ
ァ
ン
層
が
上
手
く
拡
大
し
て
い
っ
た

こ
と
」
で
あ
る
。『
鬼
滅
の
刃
』
は
、
ア
ニ
メ
化
以
降
も
新
規
の

フ
ァ
ン
が
参
入
し
続
け
た
こ
と
で
、
そ
の
人
気
が
ど
ん
ど
ん
拡
大
し

て
い
っ
た
。
ア
ニ
メ
が
放
送
さ
れ
る
な
か
、
ま
ず
は
ア
ニ
メ
・
漫
画

フ
ァ
ン
層
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
口
コ
ミ
を
行
い
、
次
い
で
そ
れ
を
見
た

ユ
ー
ザ
ー
や
友
人
が
、
作
品
は
知
ら
な
い
が
ア
ニ
メ
は
好
き
と
い
っ

た
一
般
層
に
そ
れ
を
伝
え
、
そ
の
彼
ら
が
さ
ら
に
幅
広
い
一
般
層
に

作
品
を
勧
め
る
こ
と
で
、
ネ
ズ
ミ
算
式
に
視
聴
が
拡
大
す
る
、
と
い

う
流
れ
が
生
ま
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
人
気
の
拡
大
か
ら
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
が
作
品
を
大
き
く
取
り
上
げ
出
す
と
、
普
段
ア
ニ
メ
に

触
れ
る
こ
と
の
な
い
無
関
心
層
に
ま
で
魅
力
が
伝
わ
り
、
ど
ん
ど
ん

ブ
ー
ム
が
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ

５る
。

　

第
三
の
外
的
要
因
は
、「
令
和
の
時
代
背
景
が
上
手
く
作
用
し
た

こ
と
」
で
あ
る
。
平
成
か
ら
令
和
へ
と
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
、
オ

ン
ラ
イ
ン
文
化
の
成
熟
と
い
っ
た
技
術
的
土
壌
が
ま
す
ま
す
確
立
さ

れ
て
い
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
鬼
滅
ブ
ー
ム
の
拡
大
に
お
い
て

は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
反
響
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
深
夜

ア
ニ
メ
や
後
追
い
視
聴
の
た
め
の
配
信
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
の
視
聴

が
習
慣
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
な
ど
、
こ
の
令
和
の
時
代
だ
か

ら
こ
そ
の
外
的
条
件
が
、
鬼
滅
ブ
ー
ム
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
盛
り
上

が
り
方
を
可
能
に
し
た
の
だ
。
ま
た
、
令
和
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な

い
「
コ
ロ
ナ
禍
」
も
、
鬼
滅
ブ
ー
ム
に
と
っ
て
は
絶
好
の
追
い
風
と

な
っ
た
。
自
粛
期
間
中
に
、
ア
ニ
メ
や
漫
画
に
触
れ
る
機
会
が
増
え

た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
外
に
も
新
し
い
動
き
が
多
数
生
ま
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
鬼
滅
ブ
ー
ム
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
影
響
を
与
え
た
の

で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
ニ
メ
主
題
歌
で
あ
る
「
紅
蓮
華
」
を
カ
バ
ー

し
た
り
、
人
気
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
コ
ス
プ
レ
を
し
た
り
と
、
コ
ロ
ナ

禍
で
も
可
能
な
活
動
がYouTube

やTw
itter

に
投
稿
さ
れ
る
こ

と
で
、『
鬼
滅
の
刃
』
と
い
う
作
品
の
知
名
度
は
ど
ん
ど
ん
高
ま
っ

て
い
き
、
鬼
滅
ブ
ー
ム
は
さ
ら
に
加
速
し
て
い
っ
た
の
で
あ

６る
。

　

以
上
の
三
つ
の
外
的
要
因
が
互
い
に
重
な
り
合
う
こ
と
に
よ
り
、

鬼
滅
ブ
ー
ム
は
ど
ん
ど
ん
拡
大
し
、
つ
い
に
は
社
会
現
象
に
な
る
ま

で
の
大
ヒ
ッ
ト
を
記
録
し
た
の
で
あ
る
。
物
語
の
内
容
自
体
も
、
大

正
時
代
の
日
本
と
い
う
舞
台
設
定
に
和
名
の
登
場
人
物
と
い
っ
た
よ

う
に
、
特
殊
す
ぎ
る
設
定
や
描
写
が
な
い
た
め
、
普
段
ア
ニ
メ
や
漫

画
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
人
々
に
と
っ
て
も
入
り
や
す
い
、
と
い
う

魅
力
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
魅
力
に
プ
ラ
ス
し
て
、
配
信
環
境
の
充

実
、
フ
ァ
ン
層
の
拡
大
、
令
和
の
時
代
背
景
と
い
う
三
つ
の
外
的
要
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因
が
上
手
く
作
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、『
鬼
滅
の
刃
』
は
老
若
男

女
問
わ
ず
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
る
作
品
に
な
っ
た
の
だ
。
と
い
う

こ
と
は
、
も
し
か
り
に
こ
の
よ
う
な
外
的
要
因
が
重
な
り
合
っ
て
作

用
す
れ
ば
、
数
多
く
の
新
作
ア
ニ
メ
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
他

の
作
品
も
ま
た
、
社
会
現
象
を
巻
き
起
こ
す
よ
う
な
大
人
気
作
品
に

な
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注１　

オ
リ
コ
ン
リ
サ
ー
チ
（
二
〇
二
〇
）「『
鬼
滅
の
刃
』
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

で
“
認
知
率
9
割
超
”、
世
代
の
垣
根
な
く
「
家
族
、
同
僚
と
会
話
が
増

え
た
」」https://w

w
w.oricon.co.jp/new

s/2179073/full/

２　

一
条
真
也
（
二
〇
二
一
）『「
鬼
滅
の
刃
」
に
学
ぶ
』、
現
代
書
林
、
四

五
一
頁

３　

小
新
井
涼
（
二
〇
二
一
）『
鬼
滅
フ
ィ
ー
バ
ー
は
な
ぜ
起
こ
っ
た

か
？
』、
株
式
会
社
Ｉ
Ｃ
Ｅ
、
三
〇
頁

４　

同
、
九
七
│
九
九
頁

５　

同
、
一
一
三
│
一
二
三
頁

６　

同
、
一
二
四
│
一
三
四
頁

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
岩
佐　

宣
明

　
　

例
年
ど
お
り
、
自
分
の
考
え
を
論
理
的
に
表
現
す
る
力
を
身
に

つ
け
る
こ
と
を
目
標
に
授
業
に
取
り
組
ん
だ
。
春
学
期
は
『
教
養

セ
ミ
ナ
ー
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
II
日
本
語
表
現
法
』
を
用
い
て
日
本
語

表
現
の
基
礎
を
学
び
、
秋
学
期
は
そ
れ
を
踏
ま
え
自
由
テ
ー
マ
で

学
術
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
に
挑
戦
し
た
。
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
学
生

に
つ
い
て
は
、
全
員
が
一
定
水
準
の
レ
ポ
ー
ト
を
完
成
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
思
う
。
大
田
さ
ん
の
レ
ポ
ー
ト
は
そ
の
中
で
も
、
議

論
の
構
成
、
文
献
の
選
定
、
表
現
の
明
確
さ
、
等
々
の
点
に
お
い

て
、
と
く
に
優
れ
て
い
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
あ
る
特
定
の
対

象
の
人
気
の
秘
密
を
探
る
と
い
う
切
り
口
の
レ
ポ
ー
ト
は
例
年
一

定
数
提
出
さ
れ
る
が
、
対
象
そ
の
も
の
が
も
つ
内
在
的
な
特
徴
よ

り
も
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
外
的
な
環
境
要
因
に
着
目
し
て
分
析
が

展
開
さ
れ
る
点
、
事
態
を
複
眼
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
視
点
が
お

も
し
ろ
い
。
文
献
を
援
用
す
る
際
、
そ
れ
に
完
全
に
は
回
収
さ
れ

な
い
自
説
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
っ
た
部
分
を
、
も
う
少
し
表

に
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
な
お
よ
か
っ
た
か
。
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台
湾
有
事
に
お
け
る
日
本
の
課
題

浅　

井　

慎
一
郎

（
現
代
社
会
法
学
科
一
年
）

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
近
年
、
国
際
社
会
で
懸
念
さ
れ
て
い
る
中
国
の
台
湾
侵

攻
に
つ
い
て
日
本
の
立
場
か
ら
論
述
す
る
。
中
国
の
習
近
平
国
家
主

席
は
長
期
的
な
独
裁
へ
突
き
進
ん
で
い
る
。
中
国
と
日
本
は
経
済

的
、
国
際
的
な
立
場
か
ら
も
関
係
性
は
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
台
湾
有
事
に
関
す
る
問
題
や
尖
閣
諸
島
の
問
題
な
ど
、
日

本
と
し
て
看
過
で
き
な
い
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
岸
田

文
雄
内
閣
は
向
こ
う
五
年
間
で
防
衛
費
を
倍
増
さ
せ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
基
準

の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
二
パ
ー
セ
ン
ト
台
を
目
指
す
方
針
を
決
定
し
た
。
中
国

の
台
湾
侵
攻
を
ど
の
よ
う
に
防
ぐ
の
か
。
日
本
は
中
国
の
台
湾
侵
攻

を
西
側
諸
国
の
一
員
と
し
て
ど
の
よ
う
に
防
ぐ
の
だ
ろ
う
か
。

軍
事
的
活
動
を
活
発
化
さ
せ
る
中
国
と
警
戒
感
を
強
め
る
台
湾

　

中
国
は
台
湾
に
対
し
て
様
々
な
軍
事
的
圧
力
を
強
め
て
い
る
。

『
君
た
ち
中
国
に
勝
て
る
の
か
』（
岩
田
清
文
・
尾
上
定
正
・
武
居
智

久
・
兼
原
信
克
、
産
経
新
聞
出
版
、
二
〇
二
三
、
二
八
頁
）
で
は
、

「
中
国
軍
は
台
湾
海
峡
の
中
間
線
を
越
え
て
ど
ん
ど
ん
出
て
く
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
、
常
に
即
応
態
勢
を
強

い
ら
れ
て
い
る
台
湾
は
体
力
を
消
耗
し
、
越
境
に
慣
れ
て
抵
抗
を
諦

め
た
り
す
る
よ
う
な
事
態
が
起
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
習
近
平
氏

が
、
経
済
成
長
が
鈍
化
し
て
い
る
苦
し
い
状
況
を
乗
り
切
る
た
め

に
、
台
湾
に
対
す
る
圧
力
を
強
め
て
、
三
期
目
の
基
盤
を
整
え
よ
う

と
い
う
意
図
も
働
く
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
中
国
は
国
際
社
会
か
ら
の
監
視
を
受
け
な
が
ら
も
台
湾
に

対
し
て
徐
々
に
圧
力
を
強
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
国

の
行
動
に
対
し
て
、
台
湾
は
兵
役
の
年
数
を
一
年
に
延
長
し
、
義
務

教
育
の
一
環
と
し
て
ラ
イ
フ
ル
の
使
い
方
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な

軍
事
的
訓
練
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
台
湾
海
峡
に
向
け
て
ミ
サ

イ
ル
を
配
備
す
る
な
ど
中
国
に
対
し
て
の
警
戒
感
を
強
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
緊
張
状
態
は
偶
発
的
な
軍
事
衝
突
が
発
生
す
る
危
険
性

も
考
え
ら
れ
る
。

　
日
本
の
軍
事
的
課
題

　

次
に
、
日
本
の
軍
事
的
課
題
に
注
目
す
る
。
日
本
は
サ
イ
バ
ー
防

衛
の
分
野
に
お
い
て
大
き
な
欠
陥
が
あ
る
。

　
『
君
た
ち
中
国
に
勝
て
る
の
か
』
一
一
〇
頁
）「
で
は
、
内
閣
サ
イ

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
一
〇
〇
人
く
ら
い
の
優
秀
な
人
材

が
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
規
模
で
は
戦
争
は
戦
え
な
い
の
で
す
。
中
国

な
ど
、
普
通
の
国
の
サ
イ
バ
ー
軍
に
は
ハ
ッ
カ
ー
部
門
だ
け
で
、
五

〇
〇
〇
人
か
ら
数
万
人
以
上
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
近
代
の
戦

争
は
サ
イ
バ
ー
部
隊
の
活
動
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
敵
の
軍
事
情
報

を
探
る
こ
と
や
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
ミ
サ
イ
ル
の
着
弾
地
を
予
想
す
る
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な
ど
役
割
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
代
に
お
け
る
サ
イ

バ
ー
部
隊
の
充
実
は
現
代
の
国
防
上
必
要
な
分
野
で
あ
り
、
日
本
の

軍
事
的
課
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
台
湾
総
統
選
に
お
い
て
も
中
国
は

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
台
湾
に
関
与
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
も
、

有
事
の
際
に
企
業
や
学
校
な
ど
が
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
対
象
に
な
る
こ

と
が
予
測
さ
れ
る
。
中
国
の
脅
威
に
立
ち
向
か
う
に
は
サ
イ
バ
ー
分

野
の
技
術
力
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
。

台
湾
有
事
に
お
け
る
日
本
の
立
場
に
つ
い
て

　

で
は
、
中
国
が
台
湾
に
軍
事
侵
攻
し
た
場
合
、
日
本
は
ど
の
よ
う

な
国
際
的
立
場
を
取
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
自
衛
隊
は
間
違
い
な

く
戦
闘
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
台
湾
を
軍
事
的
に
支
援
す
る
と
公

言
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
先
駆
け
て
自
衛
隊
は
軍
事
的
役
割
を
担
う

と
予
想
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
米
軍
本
体
の
到
着
に
は
時
間
が
か
か

る
。
そ
れ
ま
で
は
在
日
米
軍
や
在
韓
米
軍
と
共
に
自
衛
隊
は
軍
事
的

役
割
を
担
う
だ
ろ
う
。
米
軍
の
体
制
が
整
え
ば
、
日
本
は
後
方
支
援

に
ま
わ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
こ
で
言
う
後
方
支
援
と
は
米
軍
機
に

対
し
て
の
給
油
や
航
空
基
地
で
の
戦
闘
機
整
備
な
ど
で
あ
る
。
ま

た
、
戦
争
が
発
生
し
た
場
合
、
日
本
国
内
の
自
衛
隊
基
地
も
攻
撃
対

象
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
中
国
軍
か
ら
の
直
接
的

な
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
な
ど
が
予
想
さ
れ
る
。
沖
縄
を
は
じ
め
と
す
る
日

本
国
内
に
も
甚
大
な
被
害
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
か
ら
ど
の
よ
う
に
一
般
市
民
の
生
命
を
守
る
の

か
。
沖
縄
を
は
じ
め
と
す
る
米
軍
基
地
の
周
辺
に
は
住
民
が
避
難
で

き
る
シ
ェ
ル
タ
ー
な
ど
を
備
え
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
状
で

は
国
民
を
守
る
た
め
の
施
設
が
十
分
に
整
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
台
湾
や
日
本
に
国
際
的
な
支
援
が
行
き
届
か
な
く
な
る
可

能
性
も
あ
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を
例
に
す
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
隣

国
で
あ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
中
心
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
か
ら
難
民

の
受
け
入
れ
や
、
食
料
の
供
給
な
ど
様
々
な
支
援
を
受
け
て
い
る
。

し
か
し
、
日
本
に
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
よ
う
に
国
際
社
会
か
ら
の
手
厚

い
支
援
が
届
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
台
湾
有
事
の
戦
場
は
海
で
あ
る
。

戦
争
に
よ
る
中
国
軍
の
海
上
閉
鎖
な
ど
に
よ
り
十
分
な
海
上
輸
送
を

行
え
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。
国
民
の
生
命
を
守
る
た
め
の
施
設

の
拡
充
や
、
同
盟
国
や
近
隣
諸
国
と
の
連
携
強
化
に
向
け
て
迅
速
に

取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

台
湾
侵
攻
を
防
ぐ
た
め
に

　

こ
の
よ
う
に
、
中
国
と
台
湾
の
関
係
は
国
際
社
会
全
体
を
巻
き
込

む
問
題
で
あ
る
。
日
本
や
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
西
側
諸
国
は

ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
中
国
の
台
湾
侵
攻
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。

　
『
君
た
ち
中
国
に
勝
て
る
の
か
』
二
三
〇
頁
）
で
は
、「
日
本
が
相

当
な
緊
張
感
を
も
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
を
引
き
込
ん
で
構
え
な
い
と
、

戦
争
が
本
当
に
始
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
米
が
準
備
し

て
し
っ
か
り
構
え
て
い
れ
ば
戦
争
は
始
ま
り
ま
せ
ん
。
も
し
始
ま
っ

た
と
し
て
も
、
最
小
限
の
被
害
で
勝
て
ま
す
。
習
近
平
主
席
に
し
て

も
、
戦
争
を
し
て
負
け
る
と
思
え
ば
、
手
出
し
を
し
ま
せ
ん
」
と
述
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べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
台
湾
有
事
に
対
し
て
日
本
は
強
い
緊
張
感
を

持
ち
軍
事
的
課
題
を
早
急
に
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
ら
に
は
、
米
国
を
は
じ
め
と
す
る
西
側
諸
国
の
軍
事
的
・
経

済
的
な
連
携
の
強
化
が
中
国
の
台
湾
侵
攻
を
抑
止
す
る
た
め
に
必
要

で
あ
ろ
う
。

参
考
文
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岩
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の
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〇
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三
）

林
望
『
習
近
平
の
中
国
│
百
年
の
夢
と
現
実
』（
岩
波
新
書　

二
〇
一
七
）

　
〈
寸
評
〉 
担
当
教
員
：
河
合　

泰
弘

　
　

私
の
教
養
セ
ミ
ナ
ー
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、「
趣
味
か
ら

始
め
る
学
問
入
門
」
で
あ
り
、
各
学
生
が
自
己
の
趣
味
や
関
心
事

を
よ
り
深
く
探
究
し
、
春
学
期
に
は
そ
れ
を
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と

め
、
秋
学
期
に
は
春
学
期
に
ま
と
め
た
レ
ポ
ー
ト
を
も
と
に
口
頭

発
表
を
す
る
こ
と
を
課
し
た
。

　
　

浅
井
さ
ん
は
、
中
国
に
よ
る
台
湾
へ
の
軍
事
侵
攻
の
危
機
が

迫
っ
て
い
る
こ
と
が
叫
ば
れ
る
中
、
そ
れ
が
勃
発
し
た
場
合
を
想

定
し
て
、
日
本
に
で
き
る
防
衛
策
を
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
、

レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
プ
レ
ゼ
ン
し
て
く
れ
た
。
微
妙
か
つ
難
し
い

問
題
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
聴
い
て
い
た
学
生
の
反
応
は
必
ず
し
も

芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
台
湾
有
事
へ
の
関
心
を
抱
か
せ

る
に
は
充
分
で
あ
っ
た
。
物
事
を
解
決
す
る
に
は
、
問
題
の
所
在

や
物
事
の
因
果
関
係
を
探
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

視
点
に
立
っ
た
彼
の
論
考
に
は
、
す
ぐ
れ
た
も
の
を
感
じ
る
。
こ

れ
か
ら
の
飛
躍
を
期
待
す
る
。
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ミ
ッ
フ
ィ
ー
に
つ
い
て

　

〜
作
者
デ
ィ
ッ
ク
・
ブ
ル
ー
ナ
か
ら
学
ぶ
こ
と
〜

渡　

部　

希　

咲

（
現
代
社
会
法
学
科
一
年
）

は
じ
め
に

　

私
は
、
幼
い
と
き
か
ら
ミ
ッ
フ
ィ
ー
が
好
き
だ
っ
た
。
二
〇
二
二

年
に
名
古
屋
松
坂
屋
に
て
開
催
さ
れ
て
い
た
ミ
ッ
フ
ィ
ー
展
に
行
っ

た
と
こ
ろ
、
作
品
の
奥
深
さ
と
作
者
デ
ィ
ッ
ク
・
ブ
ル
ー
ナ
に
つ
い

て
詳
し
く
知
り
、
さ
ら
に
好
き
に
な
っ
た
。
今
で
は
、
ミ
ッ
フ
ィ
ー

の
イ
ベ
ン
ト
に
行
っ
た
り
、
グ
ッ
ズ
を
集
め
た
り
な
ど
、
趣
味
と
し

て
楽
し
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
、
趣
味
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
作
者

デ
ィ
ッ
ク
・
ブ
ル
ー
ナ
か
ら
学
ぶ
こ
と
、
ま
た
ミ
ッ
フ
ィ
ー
を
よ
り

知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
改
め
て
作
品
に
つ
い
て
追
究
し
て
い
き
た

い
と
思
う
。

ミ
ッ
フ
ィ
ー
と
は

　

ミ
ッ
フ
ィ
ー
は
オ
ラ
ン
ダ
で
生
ま
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
の
ユ
ト
レ
ヒ

ト
の
出
身
の
作
者
デ
ィ
ッ
ク
・
ブ
ル
ー
ナ
が
白
い
う
さ
ぎ
を
見
つ
け

て
、
息
子
に
う
さ
ぎ
の
絵
を
描
い
た
こ
と
が
、
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
は
じ

ま
り
と
い
わ
れ
て
い
る
。
驚
き
な
の
は
、
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
本
名
で
あ

る
。
オ
ラ
ン
ダ
語
で
ナ
イ
ン
チ
ェ
と
い
う
。
ミ
ッ
フ
ィ
ー
が
生
ま
れ

た
時
に
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
ナ
イ
ン
チ
ェ
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
語
の
名

前
で
あ
り
、
ナ
イ
ン
チ
ェ
と
は
、「
小
さ
い
」
や
「
か
わ
い
い
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
誕
生
日
は
、
一
九
五
五
年
六
月

二
一
日
で
、
オ
ラ
ン
ダ
で
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
初
め
て
の
絵
本
『
ナ
イ
ン

チ
ェ
』
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
性

別
は
、
女
の
子
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
う
さ
ぎ
の
子

供
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
性
別
は
な
か
っ
た
が
、

後
に
、
花
柄
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
を
描
い
た
た
め
、
女
の
子
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
と
し
て
知
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
歴
史

　

誕
生
か
ら
現
在
ま
で
の
絵
本
の
シ
リ
ー
ズ
か
ら
、
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の

顔
の
変
化
を
見
て
い
く
。
一
九
九
五
年
代
の
生
ま
れ
た
当
時
と
今
で

は
大
き
く
印
象
が
異
な
る
。
顔
は
徐
々
に
変
化
し
、
大
き
さ
、
形
、

目
の
位
置
、
線
の
太
さ
な
ど
、
歴
代
ミ
ッ
フ
ィ
ー
を
見
て
み
る
と
そ

の
変
化
の
歴
史
が
よ
く
分
か
る
。
そ
こ
に
は
、
作
者
ブ
ル
ー
ナ
の
こ

だ
わ
り
が
詰
ま
っ
て
い
る
。

　

絵
本
初
代
の
『
ナ
イ
ン
チ
ェ
』
の
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
姿
は
今
と
は
大

き
く
異
な
っ
て
い
る
。
初
期
の
オ
ラ
ン
ダ
時
代
の
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
耳

は
横
に
伸
び
て
お
り
、
顔
も
下
に
寄
っ
た
顔
を
し
て
い
た
。
ま
た
、

手
足
に
動
き
が
あ
る
点
で
、
現
在
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
一
九

八
〇
年
代
に
入
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
顔
か
ら
変
化
が

見
ら
れ
る
。
一
九
五
五
年
と
比
べ
て
、
耳
の
形
が
角
ば
り
、
顔
が
小

さ
く
な
っ
た
。
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八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
も
少
し
変
化
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
耳
は
丸
く
な
り
、
顔
と
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
、
現
在
に
近

づ
い
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
に
入
り
、
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
作
品
と
し
て

の
種
類
が
増
え
て
い
っ
た
。

1955年

1991年

1983年

2007年

http://www.dickbruna.jp（日本のミッフィー情報サイト）より

　

一
九
五
五
年
か
ら
変
化
を
続
け
て
き
た
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
顔
だ
っ
た

が
、
作
者
の
デ
ィ
ッ
ク
・
ブ
ル
ー
ナ
が
二
〇
〇
七
年
に
亡
く
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
二
〇
二
〇
年
の
ミ
ッ
フ
ィ
ー
を
見
て
み
て
も
今
後
は
変

化
し
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
今
で
は
世
代
を
超

え
て
愛
さ
れ
る
ミ
ッ
フ
ィ
ー
だ
が
、
そ
の
懐
か
し
い
顔
は
、
世
代
ご

と
に
そ
れ
ぞ
れ
違
う
と
考
え
る
。

ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
秘
密

　

ミ
ッ
フ
ィ
ー
を
よ
く
見
て
み
る

と
、
顔
は
い
つ
も
正
面
向
き
で
あ

り
、
横
顔
が
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
は
、
目
と
目
を
合
わ
せ
る
こ
と

に
大
切
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

子
供
の
目
線
に
立
っ
て
ま
っ
す
ぐ
応

え
よ
う
と
す
る
気
持
ち
に
は
、
ブ
ル
ー
ナ
が
、
ミ
ッ
フ
ィ
ー
を
描
く

に
あ
た
っ
て
い
つ
も
子
供
た
ち
の
こ
と
を
考
え
、
試
行
錯
誤
し
た
こ

と
が
よ
く
分
か
る
。

　

ま
た
、
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
口
は
と
て
も
特
徴
的
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ナ

に
は
、
う
さ
ぎ
の
口
が
×
に
見
え
た
と
い
う
理
由
で
、
ミ
ッ
フ
ィ
ー

の
口
は
、
×
で
描
か
れ
て
い
る
。
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
の
顔
に

は
、
×
に
一
本
横
棒
が
加
わ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
し

わ
」
を
表
現
し
た
も
の
で
、
区
別
し
や
す
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
作
品
が
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
理
由
と
し

て
、
作
品
ブ
ル
ー
ナ
の
絵
本
の
ス
タ
イ
ル
が
関
係
し
て
い
る
。
ブ

ル
ー
ナ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
シ
ン
プ
ル
で
余
白
を
生
か
し
、
文
は
短
く

響
き
の
あ
る
言
葉
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
使
用
す
る
色
は
す
べ

て
、
赤
、
青
、
黄
、
緑
、
黒
と
限
定
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
、
作
品
そ
の
も
の
の
本
質
や
感
情
が
伝
わ

る
工
夫
を
し
、
デ
ザ
イ
ン
の
美
し
さ
だ
け
で
な
く
、
読
み
手
の
想
像

2020年（同上）
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力
を
大
切
に
し
て
い
る
。

ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
絵
本
の
内
容
と
特
徴

　

ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
絵
本
は
一
九
五
五
年
に
誕
生
し
た
。
絵
本
は
家
族

や
仲
間
達
と
繰
り
広
げ
る
あ
た
た
か
い
物
語
で
、
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
誕

生
の
話
か
ら
、
学
校
に
行
く
、
お
姉
さ
ん
に
な
る
な
ど
の
何
気
な
い

日
常
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
て
、
物
語
に
共
感
性
が
高
く
全
て
ハ
ッ

ピ
ー
エ
ン
ド
で
終
わ
っ
て
い
る
。
次
に
絵
本
の
特
徴
と
し
て
は
、
す

べ
て
正
方
形
型
で
子
供
が
手
に
取
り
や
す
い
形
に
な
っ
て
い
る
。
絵

本
の
文
は
短
く
、
余
白
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
で
、
見
る
人
に
楽
し

み
を
与
え
る
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。

作
者
デ
ィ
ッ
ク
・
ブ
ル
ー
ナ

　

作
者
ブ
ル
ー
ナ
は
、
絵
を
描
く
こ
と
を
楽
し
み
、
そ
の
喜
び
の
想

い
を
作
品
に
乗
せ
、
い
つ
も
好
き
な
こ
と
を
見
つ
め
続
け
て
い
た
。

両
親
の
反
対
も
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
こ
に
は
作
品
を
つ
く
る
こ
と
へ

の
強
い
信
念
が
表
わ
れ
、
た
く
さ
ん
の
人
に
認
め
ら
れ
て
い
く
よ
う

に
な
っ
た
。
昨
日
よ
り
も
も
っ
と
頑
張
ろ
う
と
思
う
熱
い
気
持
ち
の

継
続
は
、
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ナ
の
名
言
と
し

て
、「
い
つ
で
も
今
や
っ
て
い
る
も
の
が
い
ち
ば
ん
い
い
も
の
に
な

る
よ
う
に
、
そ
れ
に
集
中
し
て
や
っ
て
き
た
の
で（

１
）す

」
と
い
う
言
葉

が
あ
る
。
そ
の
信
念
こ
そ
が
、
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
作
品
を
よ
り
よ
い
も

の
と
し
て
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
原
動
力
と
な
っ
た
。
ど
ん
な
と
き

で
も
誠
実
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
見
習
う
べ
き
信

念
で
あ
る
と
考
え
る
。
作
者
ブ
ル
ー
ナ
の
考
え
の
う
ち
、
好
き
な
こ

と
を
続
け
る
こ
と
、
強
い
気
持
ち
を
も
つ
こ
と
、
楽
し
み
喜
び
を
感

じ
る
こ
と
、
夢
を
も
つ
こ
と
の
一
つ
で
も
目
標
と
し
て
も
っ
て
い
る

こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
自
己
の
人
生
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
考
え

る
。
毎
日
今
が
一
番
よ
い
よ
う
に
努
力
す
る
の
と
は
難
し
い
こ
と
だ

が
、
今
が
一
番
に
な
る
よ
う
に
日
々
の
積
み
重
ね
を
し
、
集
中
す
る

気
持
ち
で
い
る
こ
と
は
非
常
に
大
切
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

作
者
ブ
ル
ー
ナ
の
考
え
方
に
は
、
夢
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
の
素

晴
ら
し
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
作
品
の
面
白
さ
に

は
、
こ
の
よ
う
な
作
品
の
強
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
力

強
さ
を
自
分
な
り
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
頑
張
っ
て
い
る
全
て
の

人
の
生
き
る
糧
と
な
る
。
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
作
品
の
面
白
さ
は
も
ち
ろ

ん
、
作
者
ブ
ル
ー
ナ
の
生
き
方
か
ら
、
私
た
ち
が
考
え
る
こ
と
は
た

く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ぜ
ひ
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。

注（
１
）
デ
ィ
ッ
ク
・
ブ
ル
ー
ナ
『
ミ
ッ
フ
ィ
ー
か
ら
の
贈
り
物
』　

一
八
〇
頁

（
講
談
社
文
庫
、
二
〇
一
五
年
四
月
）

参
考
文
献

・
森
本
俊
司
『
デ
ィ
ッ
ク
・
ブ
ル
ー
ナ
：
ミ
ッ
フ
ィ
ー
と
歩
い
た
60
年
』

（
文
春
文
庫　

二
〇
一
九
年
）
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・
野
坂
悦
子
『
誕
生
65
周
年
記
念
：
ミ
ッ
フ
ィ
ー
展　

展
覧
会
図
録
』（
朝

日
新
聞
社　

二
〇
二
〇
│
二
〇
二
一
年
）

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
河
合　

泰
弘

　
　

学
問
も
趣
味
も
、
深
い
関
心
を
も
っ
て
と
こ
と
ん
追
究
す
る
点

で
は
共
通
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
趣
味
の
世
界
も
学
問
の

世
界
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
の
教
養
セ
ミ
ナ
ー

で
は
、「
趣
味
か
ら
始
め
る
学
問
入
門
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

に
、
各
学
生
が
自
己
の
趣
味
や
関
心
事
の
中
か
ら
テ
ー
マ
を
選

び
、
そ
れ
を
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
、
さ
ら
に
は
そ
の
内
容
を
プ
レ

ゼ
ン
す
る
と
い
う
手
順
で
授
業
を
進
め
て
い
っ
た
。

　
　

渡
部
さ
ん
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
ミ
ッ
フ
ィ
ー
作
品
を
親
し
む
中

で
、
作
者
デ
ィ
ッ
ク
・
ブ
ル
ー
ナ
か
ら
好
き
な
こ
と
を
続
け
る
大

切
さ
や
、
夢
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
な
ど
を
学
ん

だ
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
女
の
熱
心
な
受
講
態
度
や
努
力
を

惜
し
ま
な
い
普
段
の
姿
勢
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ブ

ル
ー
ナ
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
忘
れ
ず
に
こ
れ
か
ら
の
人
生
に
生
か

し
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
切
に
願
う
。

オ
ー
ビ
ス
の
使
い
方

森　
　
　

大　

青

（
法
律
学
科
一
年
）

一
、
オ
ー
ビ
ス
と
は

　

オ
ー
ビ
ス
と
は
、
速
度
違
反
自
動
取
締
装
置
の
通
称
で
あ
る
。
ス

ピ
ー
ド
測
定
器
と
カ
メ
ラ
を
組
み
合
わ
せ
た
装
置
で
、
車
両
の
制
限

速
度
超
過
の
取
締
り
に
使
わ
れ
て
い
る
。
装
置
は
、
違
反
車
両
が
反

応
す
る
と
、
カ
メ
ラ
で
車
両
を
撮
影
す
る
。
そ
し
て
後
日
、
違
反
車

両
の
所
有
者
に
対
し
、
出
頭
通
知
書
が
郵
送
さ
れ
る
。
警
察
官
が
現

場
で
速
度
を
測
定
し
、
そ
の
場
で
手
続
き
を
す
る
定
置
式
取
締
り
を

補
う
こ
と
を
目
的
に
、
導
入
さ
れ
て
き
た
。
定
置
式
取
締
り
は
、
現

場
で
警
察
官
が
、
道
路
を
走
行
す
る
車
両
の
速
度
を
測
定
し
、
違
反

車
両
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
車
両
を
停
止
さ
せ
、
現
場
で
取
り
調

べ
等
を
行
う
。
一
定
の
人
員
、
及
び
違
反
車
両
を
引
き
込
む
た
め
の

ス
ペ
ー
ス
が
必
要
な
ど
の
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
オ
ー
ビ
ス
導
入
に

よ
り
、
警
察
官
の
受
傷
事
故
の
危
険
性
が
な
い
、
人
員
・
場
所
・
時

間
・
天
候
に
左
右
さ
れ
な
い
、
な
ど
の
導
入
効
果
が
出
て
い
る
。
大

き
く
分
け
て
、
固
定
式
と
可
搬
式
の
二
種
類
が
あ
り
、
高
速
道
路
や

交
通
事
故
が
多
発
し
て
い
る
区
間
、
可
搬
式
オ
ー
ビ
ス
は
、
狭
い
通

学
路
な
ど
に
も
設
置
さ
れ
て
い
る
。
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二
、
ダ
ミ
ー
オ
ー
ビ
ス

　

ダ
ミ
ー
オ
ー
ビ
ス
と
は
、
実
際
に
は
、
車
両
の
速
度
計
測
を
行

な
っ
て
い
な
い
オ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
奈
良
県
警
察
が
二
〇
二
三
年
七

月
か
ら
、
北
海
道
警
察
が
一
二
月
一
四
日
か
ら
ダ
ミ
ー
の
可
搬
式

オ
ー
ビ
ス
を
運
用
し
て
い
る
。

　

奈
良
県
警
察
の
ダ
ミ
ー
オ
ー
ビ
ス
は
、
奈
良
県
吉
野
警
察
署
で
運

用
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
二
三
年
春
、
同
署
の
若
手
交
通
課
員
二
人

が
、
本
物
そ
っ
く
り
の
偽
物
の
オ
ー
ビ
ス
を
使
う
こ
と
を
提
案
。
狙

い
は
、
可
搬
式
オ
ー
ビ
ス
を
置
く
こ
と
で
得
ら
れ
る
速
度
抑
制
効
果

で
あ
っ
た
。

　

提
案
者
の
一
人
が
手
作
り
し
た
。
制
作
期
間
は
三
ヶ
月
間
で
、
費

用
は
ゼ
ロ
円
。
ボ
デ
ィ
ー
は
、
署
内
に
あ
っ
た
厚
紙
を
ラ
ミ
ネ
ー
ト

加
工
し
て
作
成
、
ス
ト
ロ
ボ
は
、
カ
ッ
プ
麺
の
空
き
容
器
を
黒
色
に

塗
装
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
、
東
京
航
空

計
器
が
製
造
す
る
Ｌ
Ｓ
Ｍ
│
３
０
０
で
、
同
社
の
許
可
も
取
っ
て
い

る
。
重
量
は
、
片
手
で
持
ち
上
げ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
人
で
も
対
応
可
能
で
あ
る
。

　

実
際
に
ダ
ミ
ー
オ
ー
ビ
ス
を
運
用
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
地
域
を
管

轄
す
る
駐
在
所
に
、「
通
行
車
両
の
ス
ピ
ー
ド
が
落
ち
た
」
と
い
う

市
民
の
声
が
届
い
て
お
り
、
効
果
が
出
て
い
る
。

　

奈
良
県
警
察
で
は
、
二
〇
一
九
年
一
月
か
ら
可
搬
式
オ
ー
ビ
ス
を

導
入
し
て
お
り
、
現
在
の
保
有
台
数
は
三
台
で
あ
る
。
二
〇
二
三
年

は
、
六
月
末
ま
で
に
可
搬
式
オ
ー
ビ
ス
に
よ
る
二
〇
五
回
の
取
締
り

で
、
五
五
七
件
の
違
反
車
両
を
撮
影
し
、
検
挙
対
象
と
し
た
。
可
搬

式
オ
ー
ビ
ス
は
、
Ｌ
Ｓ
Ｍ
│
３
０
０
の
場
合
、
一
台
約
一
一
〇
〇
万

円
と
高
価
で
あ
り
、
台
数
を
増
や
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
現

状
、
三
台
の
オ
ー
ビ
ス
を
一
二
署
で
運
用
し
て
お
り
、
各
署
が
使
用

で
き
る
の
は
、
二
、
三
カ
月
に
一
度
ほ
ど
で
あ
る
。
通
常
の
取
締
り

で
は
四
〜
五
人
の
署
員
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、
は
り
ぼ
て
オ
ー
ビ

ス
は
、
突
破
口
と
な
り
そ
う
だ
。
吉
野
警
察
署
は
今
後
も
、
実
物
の

オ
ー
ビ
ス
と
ダ
ミ
ー
オ
ー
ビ
ス
を
併
用
し
て
い
く
。

　

北
海
道
警
察
で
も
ダ
ミ
ー
オ
ー
ビ
ス
が
活
躍
し
て
い
る
。
交
通
指

導
課
の
二
〇
代
巡
査
長
が
、
職
場
に
あ
っ
た
消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
の

一
斗
缶
と
可
搬
式
オ
ー
ビ
ス
の
形
が
似
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
模

造
品
を
作
る
こ
と
を
発
案
し
た
。
ボ
デ
ィ
ー
は
、
カ
ラ
ー
ス
プ
レ
ー

で
白
色
に
塗
装
し
た
一
斗
缶
、
ス
ト
ロ
ボ
は
、
反
射
材
で
で
き
て
い

る
。
高
さ
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
奥

行
き
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
実
物
と
ほ
ぼ
同
じ
サ
イ
ズ
で
あ

る
。
実
物
一
台
約
一
〇
〇
〇
万
円
に
対
し
、
道
警
製
作
の
ダ
ミ
ー

オ
ー
ビ
ス
は
、
一
台
一
〇
〇
〇
円
の
材
料
費
で
製
作
可
能
。

　

道
警
で
も
二
〇
一
九
年
か
ら
可
搬
式
オ
ー
ビ
ス
を
導
入
し
て
お

り
、
現
在
は
七
台
を
保
有
。
老
朽
化
に
よ
り
、
道
内
の
一
般
道
の
固

定
式
オ
ー
ビ
ス
は
、
二
〇
二
二
年
末
ま
で
に
全
て
撤
去
し
て
い
る
。

交
通
指
導
課
長
は
、
ダ
ミ
ー
オ
ー
ビ
ス
を
増
や
し
て
い
き
た
い
と
し

て
い
る
。

三
、
Ｘ
で
取
締
り
情
報
を
投
稿

　

基
本
的
に
可
搬
式
オ
ー
ビ
ス
に
よ
る
取
締
り
は
非
公
表
で
実
施
さ
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れ
て
い
る
。
し
か
し
、
愛
知
県
警
察
で
は
従
来
の
非
公
表
の
取
締
り

に
加
え
て
、
Ｘ
に
取
締
り
現
場
の
具
体
的
な
住
所
や
写
真
を
公
表
す

る
取
締
り
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
る
。
二
〇
二
二
年
一
〇
月
二
〇
日

か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
。
現
場
を
公
表
す
る
こ
と
で
、
取
締
り
現
場

だ
け
で
な
く
、
現
場
付
近
を
走
行
す
る
車
両
の
ド
ラ
イ
バ
ー
に
も
緊

張
感
を
も
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
目
的
だ
と
い
う
。

四
、
感
想

　

各
都
道
府
県
警
察
が
様
々
な
工
夫
が
こ
ら
し
て
お
り
、
面
白
い
と

思
っ
た
。

　

可
搬
式
オ
ー
ビ
ス
は
、
神
出
鬼
没
で
あ
る
た
め
、
あ
そ
こ
に
設
置

さ
れ
る
オ
ー
ビ
ス
は
本
物
で
、
向
こ
う
に
設
置
さ
れ
る
オ
ー
ビ
ス
は

偽
物
で
あ
る
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
見
抜
か
れ
る
こ
と
を
防
げ
る
。

可
搬
式
オ
ー
ビ
ス
の
特
性
を
生
か
し
て
お
り
、
良
い
と
思
っ
た
。

　

愛
知
県
警
察
の
、
オ
ー
ビ
ス
に
よ
る
取
締
り
現
場
を
公
表
す
る
投

稿
を
実
際
に
見
て
み
た
。
住
所
を
公
表
す
る
日
、
市
町
村
名
と
実
施

す
る
道
路
（
例
：
刈
谷
市
、
岡
崎
市
、
豊
田
市
の
国
道
一
五
五
号
）

を
公
表
す
る
日
な
ど
が
あ
り
、
実
施
現
場
に
合
わ
せ
て
公
表
情
報
を

投
稿
し
て
い
る
点
が
良
い
と
思
っ
た
。
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〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
柴
田　

哲
雄

　
　

教
養
セ
ミ
ナ
ー
Ⅰ
・
Ⅱ
は
「
キ
ャ
リ
ア
の
基
礎
を
固
め
よ

う
！
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
公
務
員
試
験
の
問
題
や
Ｓ
Ｐ
Ｉ
の
問

題
、
秘
書
検
定
な
ど
の
問
題
に
取
り
組
む
傍
ら
、
授
業
の
後
半
で

は
新
聞
記
事
の
輪
読
を
行
い
、
受
講
生
全
員
が
記
事
に
基
づ
く
感

想
を
述
べ
合
っ
て
き
ま
し
た
。
期
末
に
は
定
期
試
験
、
及
び
「
興

味
の
あ
る
時
事
問
題
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
レ
ポ
ー
ト
を
課
し
ま
し

た
。

　
　

森
さ
ん
は
将
来
、
警
察
官
を
志
望
し
て
お
り
、
授
業
に
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
本
レ
ポ
ー
ト
は
、
時
事
問
題
を
扱
い

な
が
ら
も
、
森
さ
ん
の
将
来
の
志
望
に
沿
っ
た
内
容
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
私
は
「
オ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
言
葉
を
本
レ
ポ
ー
ト
で
初

め
て
知
り
ま
し
た
が
、
詳
し
く
調
べ
上
げ
て
お
り
、
森
さ
ん
の
意

気
込
み
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
注
も
し
っ
か
り
付
記
さ
れ

て
お
り
、
レ
ポ
ー
ト
の
形
式
と
し
て
も
、
言
う
こ
と
あ
り
ま
せ

ん
。
森
さ
ん
を
含
む
受
講
生
の
皆
さ
ん
に
は
、
今
後
も
志
望
の
職

業
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
精
進
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
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韓
流
ブ
ー
ム
が
与
え
た

　
　
　
　
　
　

日
本
へ
の
影
響

林　
　
　

留　

菜

（
法
律
学
科
一
年
）

一
、
は
じ
め
に

　

近
年
韓
国
ド
ラ
マ
や
Ｋ
│
Ｐ
Ｏ
Ｐ
を
は
じ
め
、
様
々
な
韓
国
の
大

衆
文
化
が
日
本
で
流
行
し
て
い
る
。
韓
国
は
日
本
人
の
海
外
旅
行
先

と
し
て
も
人
気
が
あ
り
、
日
本
語
と
韓
国
語
は
文
法
や
単
語
の
発
音

が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
若
い
世
代
を
中
心
に
韓
国
語
を
学
ぶ
人
も
増

え
て
い
る
。
日
本
を
は
じ
め
世
界
的
に
韓
国
文
化
が
人
気
を
博
し
て

い
る
中
、
韓
流
ブ
ー
ム
は
日
本
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の

か
。
本
稿
で
は
韓
流
ブ
ー
ム
の
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

二
、
韓
流
と
は

　
「
韓
流
」
と
い
う
言
葉
の
起
源
に
つ
い
て
は
確
実
な
根
拠
が
な
い

ほ
ど
様
々
な
意
見
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
一
番
有
力
な
説
と
し
て
、

一
九
九
七
年
の
夏
か
ら
中
国
で
放
送
さ
れ
始
め
た
「
ソ
ウ
ル
音
楽

室
」
と
い
う
ラ
ジ
オ
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
「
韓
流
」
と
言
う
の
は
新
し
い

流
行
と
い
う
意
味
の
中
国
語
「
寒
流
」
を
変
え
て
使
っ
た
言
葉
と
し

て
初
め
て
使
わ
れ
た
こ
と
と
、
一
九
九
九
年
に
は
韓
国
の
文
化
観
光

庁
で
製
作
さ
れ
た
「
韓
流
」
と
い
う
題
名
の
韓
国
の
大
衆
音
楽
の
広

告
用
Ｃ
Ｄ
が
中
国
で
流
通
し
始
め
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
韓

流
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
始
め
た
当
時
は
韓
国
の
大
衆
文
化
に
熱

中
し
て
い
る
若
者
達
の
流
行
を
警
戒
す
る
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
現
在
は
「
韓
流
」
と
い
う
と
主
に
映
画
や
ド
ラ
マ
、
歌
の

三
ジ
ャ
ン
ル
を
中
心
と
し
た
「
韓
国
の
大
衆
文
化
が
日
本
や
中
国
、

東
南
ア
ジ
ア
で
大
き
な
人
気
を
得
て
い
る
状
況
」
の
こ
と
を
指
す
。

さ
ら
に
国
際
関
係
や
政
治
、
経
済
や
メ
デ
ィ
ア
、
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
ま
で
も
含
む
多
様
な
方
面
か
ら
用
い
ら
れ
、
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
論

や
コ
ン
テ
ン
ツ
振
興
政
策
と
い
っ
た
分
野
で
も
応
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

三
、
日
本
で
の
韓
流
ブ
ー
ム
の
き
っ
か
け

　

日
本
で
韓
国
の
大
衆
文
化
が
流
行
し
た
の
は
一
九
九
八
年
の
日
本

大
衆
文
化
開
放
と
二
〇
〇
二
年
の
日
韓
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
共
同
開
催

が
き
っ
か
け
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
足
掛
か
り
に
し
て
新
し
い
日
韓
大

衆
文
化
の
交
流
が
試
み
ら
れ
た
の
が
日
本
の
韓
流
ブ
ー
ム
の
大
き
な

要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
新
し
い
文
化

の
交
流
と
は
、
非
政
治
的
な
領
域
を
通
し
て
の
自
発
的
な
相
互
交
流

を
言
う
。
韓
流
現
象
は
、
地
域
的
に
近
い
隣
国
で
あ
り
な
が
ら
互
い

に
対
す
る
関
心
と
理
解
が
不
足
し
て
い
た
両
国
の
間
に
多
様
な
文
化

コ
ン
テ
ン
ツ
を
消
費
し
な
が
ら
非
政
治
的
な
領
域
を
通
し
て
自
発
的

な
相
互
交
流
が
可
能
に
な
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
新
し
い
文
化
交
流

で
あ
る
。
さ
ら
に
日
本
で
の
韓
流
ブ
ー
ム
を
確
実
な
も
の
と
し
た
の

は
二
〇
〇
三
年
四
月
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
衛
星
第
２
で
放
送
さ
れ
た
『
冬
の
ソ
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ナ
タ
』
と
い
う
ド
ラ
マ
で
あ
る
。『
冬
の
ソ
ナ
タ
』
は
そ
の
後
Ｎ
Ｈ

Ｋ
総
合
テ
レ
ビ
な
ど
で
も
再
放
送
さ
れ
韓
国
ド
ラ
マ
と
し
て
は
異
例

の
高
視
聴
率
を
記
録
し
、「
冬
ソ
ナ
」
や
「
ヨ
ン
様
」
が
流
行
語
と

な
る
な
ど
社
会
現
象
を
巻
き
起
こ
し
た
。
さ
ら
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
み
な
ら

ず
民
放
で
も
次
々
と
韓
国
ド
ラ
マ
が
放
送
さ
れ
、
韓
国
か
ら
の
芸
能

人
の
訪
日
が
各
種
メ
デ
ィ
ア
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
か

つ
て
な
い
ほ
ど
韓
国
人
気
が
高
ま
り
「
韓
流
ブ
ー
ム
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
韓
流
ブ
ー
ム
の
歴
史

　

現
在
日
本
で
は
第
五
次
韓
流
ブ
ー
ム
が
到
来
し
て
い
る
と
言
わ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
第
一
次
か
ら
第
四
次
ま
で
の
韓
流

ブ
ー
ム
の
歴
史
に
つ
い
て
振
り
返
る
。

　

第
一
次
韓
流
ブ
ー
ム
は
二
〇
〇
三
年
頃
か
ら
二
〇
一
〇
年
頃
で
あ

る
。
二
〇
〇
三
年
に
放
送
さ
れ
た
ド
ラ
マ
『
冬
の
ソ
ナ
タ
』
が
大

ヒ
ッ
ト
し
て
始
ま
り
、
そ
の
後
も
『
天
国
の
階
段
』
や
『
春
の
ワ
ル

ツ
』
な
ど
の
純
愛
も
の
が
流
行
し
た
。
こ
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
は
主
に

四
〇
代
以
上
の
女
性
と
い
っ
た
比
較
的
高
い
年
齢
層
に
大
流
行
し
て

い
た
が
、
二
〇
〇
五
年
に
『
宮
廷
女
官
チ
ャ
ン
グ
ム
の
誓
い
』
が
Ｎ

Ｈ
Ｋ
総
合
で
放
送
さ
れ
る
と
視
聴
者
層
が
男
性
に
も
広
が
っ
た
。
音

楽
面
で
は
こ
の
時
期
よ
り
少
し
早
い
二
〇
〇
一
年
の
Ｂ
ｏ
Ａ
が
韓
流

ブ
ー
ム
の
第
一
号
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
Ｂ
ｏ
Ａ
は
キ
レ
の
あ

る
ダ
ン
ス
と
圧
倒
的
な
歌
唱
力
で
当
時
の
若
者
を
男
女
問
わ
ず
魅
了

し
た
歌
手
で
あ
る
。
そ
し
て
Ｋ
│
Ｐ
Ｏ
Ｐ
グ
ル
ー
プ
の
「
東
方
神

起
」
が
日
本
で
活
動
を
始
め
た
の
も
第
一
次
韓
流
ブ
ー
ム
の
頃
で
あ

る
。
こ
の
時
期
に
韓
国
自
体
に
興
味
を
持
つ
人
が
増
え
、
韓
国
が
一

気
に
身
近
な
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
次
韓
流
ブ
ー
ム
は
二
〇
一
〇
年
頃
か
ら
二
〇
一
一
年
頃
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
の
韓
流
ブ
ー
ム
は
主
に
ド
ラ
マ
や
映
画
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
時
期
か
ら
は
Ｋ
│
Ｐ
Ｏ
Ｐ
が
主
流
と
な
り
、
特
に
韓
国
人

ア
イ
ド
ル
が
人
気
を
博
し
た
。「KARA

」
や
「
少
女
時
代
」、

「BIG
BAN

G

」
な
ど
の
人
気
グ
ル
ー
プ
が
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
に
出

演
す
る
よ
う
に
な
り
、
Ｋ
│
Ｐ
Ｏ
Ｐ
が
大
衆
化
し
始
め
た
。
ま
た
、

チ
ャ
ン
・
グ
ン
ソ
ク
主
演
の
ド
ラ
マ
『
美
男
〈
イ
ケ
メ
ン
〉
で
す

ね
』
な
ど
を
き
っ
か
け
に
韓
国
ド
ラ
マ
が
再
び
注
目
さ
れ
た
。

　

第
三
次
韓
流
ブ
ー
ム
は
二
〇
一
六
年
頃
か
ら
二
〇
一
七
年
頃
で
あ

る
。
こ
の
時
期
は
音
楽
や
ド
ラ
マ
の
み
な
ら
ず
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
メ

イ
ク
、
グ
ル
メ
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
韓
流
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
。

音
楽
面
で
は
「BTS

」
や
「TW

ICE

」、「BLACK PIN
K

」
が
日

本
で
も
人
気
が
出
始
め
一
躍
有
名
と
な
っ
た
。
そ
し
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で

「
オ
ル
チ
ャ
ン
メ
イ
ク
」
と
呼
ば
れ
る
韓
国
風
メ
イ
ク
が
広
ま
り
、

韓
国
コ
ス
メ
な
ど
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
「
チ
ー

ズ
タ
ッ
カ
ル
ビ
」
や
「
チ
ー
ズ
ハ
ッ
ト
グ
」
な
ど
の
韓
国
グ
ル
メ
も

流
行
し
た
。
第
三
次
韓
流
ブ
ー
ム
は
比
較
的
一
〇
代
か
ら
二
〇
代
の

若
者
の
間
で
巻
き
起
こ
っ
た
。

　

第
四
次
韓
流
ブ
ー
ム
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
急
拡
大
し
た
二

〇
二
〇
年
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
が
余
儀
な
く

さ
れ
、
自
宅
で
楽
し
め
る
動
画
配
信
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
が
高
ま
っ
た
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こ
と
に
よ
り
、『
愛
の
不
時
着
』
や
『
梨
泰
院
ク
ラ
ス
』
な
ど
の
韓

国
ド
ラ
マ
が
大
流
行
し
た
。
ま
た
『
パ
ラ
サ
イ
ト
』
と
い
う
映
画
も

日
本
で
大
ヒ
ッ
ト
し
、
幅
広
い
年
代
に
影
響
を
与
え
た
。
さ
ら
に
自

宅
で
「
タ
ル
ゴ
ナ
コ
ー
ヒ
ー
」
や
「
韓
国
ラ
ー
メ
ン
」
を
作
っ
て
楽

し
む
な
ど
、
韓
国
グ
ル
メ
も
流
行
し
た
。

五
、
韓
流
ブ
ー
ム
が
日
本
に
与
え
た
影
響

　

韓
流
ブ
ー
ム
は
ド
ラ
マ
や
音
楽
、
グ
ル
メ
な
ど
様
々
な
分
野
で
日

本
人
の
心
を
掴
ん
だ
。
韓
国
経
済
研
究
院
は
二
〇
二
三
年
七
月
一
〇

日
に
、
二
〇
一
七
年
か
ら
二
〇
二
一
年
の
世
界
的
な
韓
流
ブ
ー
ム
を

背
景
と
し
た
輸
出
増
加
に
伴
う
経
済
効
果
（
生
産
誘
発
額
）
が
約
四

兆
三
八
〇
億
円
に
上
る
と
の
報
告
書
を
発
表
し
た
。
韓
国
文
化
が
世

界
的
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
中
、
日
本
人
は
韓
流
ブ
ー
ム
を
通
し

て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
韓
流
ブ
ー
ム
が
与
え

た
影
響
の
一
つ
に
、
日
本
人
の
韓
国
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
が

挙
げ
ら
れ
る
。
日
本
で
韓
流
ブ
ー
ム
が
起
こ
る
前
、
歴
史
や
政
治
的

背
景
か
ら
韓
国
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
を
取
っ
た
り
、
不
信
感
を

抱
い
た
り
な
ど
「
反
韓
」
や
「
嫌
韓
」
と
呼
ば
れ
る
感
情
を
持
つ
日

本
人
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
韓
流
ブ
ー
ム
が
起
き
韓
国
の
大
衆
文

化
が
身
近
に
な
っ
た
こ
と
で
、
韓
国
文
化
を
通
し
て
韓
国
に
対
す
る

見
方
が
良
く
な
っ
た
り
、
興
味
が
増
大
し
た
り
し
た
人
が
増
え
た
と

い
う
デ
ー
タ
が
あ
る
（
斉
藤
・
李
・
有
馬
・
向
田
・
日
吉
、
二
〇
〇

七
）。
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
改
善
や
関
心
の
増
大
は
表
層
的
な
も

の
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
韓
流
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
日
韓
の

文
化
が
交
流
し
、
お
互
い
が
高
め
合
う
き
っ
か
け
と
な
り
、
経
済
や

文
化
の
発
展
に
影
響
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
日
韓
関
係
に
お
い
て
大

き
な
一
歩
で
あ
る
と
考
え
る
。

六
、
ま
と
め

　

韓
流
ブ
ー
ム
は
日
本
で
二
〇
〇
三
年
頃
か
ら
始
ま
り
、
現
在
に
至

る
ま
で
ド
ラ
マ
や
音
楽
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
グ
ル
メ
な
ど
幅
広
い
分

野
に
お
い
て
流
行
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
世
界

的
に
見
て
も
韓
流
ブ
ー
ム
は
大
き
な
経
済
効
果
を
生
み
出
し
て
お

り
、
Ｋ
│
Ｐ
Ｏ
Ｐ
を
は
じ
め
と
す
る
韓
国
大
衆
文
化
は
世
界
に
認
め

ら
れ
て
い
る
文
化
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
日
韓
関
係
は
複
雑
な

問
題
で
は
あ
る
が
、
互
い
に
異
な
る
背
景
を
持
つ
人
々
や
文
化
の
交

流
を
通
し
て
生
ま
れ
る
相
互
理
解
は
、
国
同
士
や
人
同
士
の
信
頼
関

係
を
育
み
、
友
好
関
係
を
築
い
て
い
く
中
で
不
可
欠
の
要
素
で
あ

る
。
今
後
も
文
化
交
流
を
通
し
て
両
国
に
良
い
影
響
を
も
た
ら
し
続

け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

参
考
文
献

安　

貞
美
（
二
〇
〇
八
）「
日
本
に
お
け
る
韓
国
大
衆
文
化
受
容
│『
冬
の
ソ

ナ
タ
』
を
中
心
に
」『
千
葉
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
』
一
六
巻
、
一
九

六
│
二
一
〇
頁

斉
藤
慎
一
・
李
津
娥
・
有
馬
明
恵
・
向
田
久
美
子
・
日
吉
昭
彦
（
二
〇
一

〇
）「
韓
流
ブ
ー
ム
と
対
韓
意
識　

│
韓
流
と
の
関
連
で
見
た
韓
国
・
韓

国
人
イ
メ
ー
ジ
お
よ
び
日
韓
関
係
に
対
す
る
認
識
│
」『
東
京
女
子
大
学

比
較
文
化
研
究
所
』
七
一
巻
、
一
│
三
二
頁
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鄭　

榮
蘭
（
二
〇
一
七
）「
政
治
的
対
立
と
文
化
交
流
に
よ
る
日
韓
相
互
認

識
の
変
遷　

│
日
韓
の
文
化
受
容
（
韓
流
・
日
流
）
が
国
民
意
識
の
変
化

に
与
え
る
影
響
│
」『
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
』
一
二
巻
、
八
五
│
一
〇
一

頁

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
中
村　
　

綾

　
　

本
稿
は
韓
流
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
レ
ポ
ー
ト
で
あ

る
。
一
九
九
八
年
の
日
本
大
衆
文
化
開
放
と
二
〇
〇
二
年
の
日
韓

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
共
同
開
催
以
降
、
日
本
で
続
い
て
い
る
韓
流

ブ
ー
ム
に
つ
い
て
、
詳
し
い
歴
史
や
経
済
効
果
を
ま
と
め
て
い
る

が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
韓
流
」
と
い
う
言
葉
の
起
源
に
触
れ

た
り
、
最
後
に
は
日
韓
の
こ
れ
か
ら
の
両
国
関
係
に
論
を
及
ば
せ

て
い
る
。

　
　

日
本
で
の
韓
流
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
非
常
に
整
理
さ
れ
、
分
か
り

や
す
い
文
章
で
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
文
化
交
流
で
話

を
終
わ
ら
せ
ず
、
日
本
と
韓
国
の
両
国
関
係
を
築
い
て
い
く
た
め

に
何
が
大
事
で
あ
る
か
を
結
論
と
し
て
い
る
こ
と
が
本
レ
ポ
ー
ト

の
大
変
優
れ
た
点
で
あ
ろ
う
。

　
　

教
養
養
セ
ミ
ナ
ー
の
授
業
で
は
、
一
年
間
を
通
し
て
文
章
を
書

く
練
習
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
中
で
繰
り
返
し
伝
え
て
き
た
こ
と

は
「
初
め
て
読
む
人
が
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
丁
寧
に
説
明
す
る

こ
と
」
と
、
レ
ポ
ー
ト
に
は
デ
ー
タ
や
資
料
を
示
す
こ
と
で
客
観

的
な
証
拠
を
提
示
す
る
こ
と
、
他
者
の
参
考
文
献
を
引
用
す
る
際

に
は
出
典
を
明
記
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　

林
さ
ん
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
複
数
の
論
文
を
集
め
、
そ
れ
ら
に
書

か
れ
て
い
る
こ
と
を
き
ち
ん
と
把
握
し
、
非
常
に
分
か
り
や
す
く

自
分
の
言
葉
で
説
明
し
た
上
で
、
自
分
の
考
え
を
明
確
に
述
べ
る

こ
と
が
で
き
て
い
る
。
林
さ
ん
は
教
養
セ
ミ
ナ
ー
の
授
業
内
課
題

で
初
め
て
書
い
た
文
章
で
も
優
秀
な
作
品
を
仕
上
げ
て
い
た
が
、

教
養
セ
ミ
ナ
ー
で
習
っ
た
こ
と
を
十
二
分
に
自
分
の
も
の
と
す
る

こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
大
変
嬉
し
く
思
う
。
ど
ん
な
課
題
に
も
一

生
懸
命
取
り
組
む
林
さ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
こ
と
を

学
ん
で
自
分
の
人
生
を
充
実
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
願
っ
て
い
る
。
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死
刑
制
度
の
あ
り
方

津　

口　

結　

依

（
法
律
学
科
一
年
）

　

二
〇
一
九
年
七
月
一
八
日
に
京
都
府
京
都
市
伏
見
区
で
発
生
し
た

京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
放
火
殺
人
事
件
の
裁
判
員
裁
判
が
行
わ
れ
て

い
た
が
、
被
告
の
死
刑
判
決
が
確
定
し
た
と
報
道
さ
れ
た
。
こ
の
事

件
は
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作
会
社
「
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
の

第
一
ス
タ
ジ
オ
に
男
性
が
侵
入
し
、
ガ
ソ
リ
ン
を
撒
い
て
放
火
し
た

こ
と
で
、
犯
人
の
男
性
を
含
む
七
〇
人
が
死
傷
し
た
事
件
で
あ
る
。

一
一
月
二
七
日
の
裁
判
か
ら
は
、
被
告
の
量
刑
（
刑
の
重
さ
の
こ

と
）
に
つ
い
て
審
理
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
裁
判
の
中
で
、
弁
護
側
の

陳
述
で
は
、「
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
被
告
自
身
も
重
傷
を
負
っ
て
い

る
状
態
で
死
刑
を
科
す
こ
と
は
、
被
告
に
と
っ
て
残
虐
な
刑
罰
に
当

た
ら
な
い
か
。
人
を
殺
す
こ
と
は
悪
い
こ
と
な
の
に
、
死
刑
が
正
当

化
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
考
え
て
ほ
し
い
」
と
述
べ
て
お
り

こ
の
裁
判
内
で
、
死
刑
制
度
に
関
し
て
の
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
と

産
経
新
聞
は
報
じ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
日
本
が
採
用
し
て
い
る
死
刑
制
度
に
つ
い
て
私
な
り
に

考
察
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

　

日
本
で
は
、
絞
首
刑
で
の
死
刑
制
度
を
採
用
し
て
い
る
。
だ
が
、

世
界
に
お
い
て
は
死
刑
制
度
の
廃
止
が
進
ん
で
お
り
、
現
在
で
は
一

一
二
ヵ
国
の
国
で
死
刑
制
度
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
日

本
の
学
者
た
ち
の
間
で
も
死
刑
制
度
存
置
派
と
死
刑
制
度
廃
止
派
に

分
か
れ
て
議
論
が
対
立
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
死
刑
存
置
派
に
つ
い
て
、
橋
本
氏
は
、

　
　
　

死
刑
廃
止
論
の
高
ま
り
の
ゆ
え
に
死
刑
相
当
犯
罪
の
行
為
者

が
死
刑
で
は
な
く
無
期
懲
役
と
さ
れ
、
再
度
の
死
刑
相
当
犯
罪

を
犯
し
た
と
し
た
ら
、
死
刑
廃
止
論
者
は
こ
の
再
度
の
死
刑
相

当
犯
罪
の
被
害
者
に
責
任
が
あ
る
と
み
て
よ
い
。
こ
の
再
度
の

死
刑
相
当
犯
罪
の
被
害
者
は
、
い
わ
ば
死
刑
廃
止
論
者
の
被
害

者
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
の
死
刑
相
当
犯
罪
の
行

為
者
に
死
刑
を
科
す
こ
と
は
、
こ
の
意
味
で
現
実
的
・
具
体
的

犯
罪
抑
止
効
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

　
　
　

い
ま
、
死
刑
を
廃
止
し
て
も
、
そ
の
効
果
が
発
生
す
る
の
は

い
ま
で
は
な
く
将
来
で
あ
る
。
そ
の
、
将
来
に
死
刑
廃
止
論
か

ら
生
じ
る
未
知
の
不
幸
な
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
今
生
き
る
わ

れ
わ
れ
は
責
任
を
持
て
る
の
だ
ろ
う
か
。（
中
略
）
未
知
の
社

会
現
象
に
対
し
て
、
責
任
が
持
て
な
い
と
い
う
宿
命
を
自
覚

し
、
今
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
安
易
な
法
改
正
を
行
う
べ
き
で

は
な
い
。

と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
現
実
的
・
具
体
的
犯
罪
抑
止

の
効
果
が
あ
る
死
刑
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の
日
本
が

現
在
よ
り
も
死
刑
相
当
犯
罪
起
き
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
た
め
、

安
易
な
法
改
正
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
も
し
、
死
刑
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制
度
を
廃
止
し
た
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
件
数
が
減
少
す
る
の
で
は
な

く
、
増
加
し
て
い
た
ら
、
き
っ
と
多
く
の
人
々
が
「
死
刑
制
度
を
廃

止
し
な
い
ほ
う
が
よ
か
っ
た
」
と
い
い
、
死
刑
制
度
の
復
活
を
求
め

る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
ま
た
法
改
正
の
議
論
が
始
ま
っ
て
し
ま

い
、
日
本
中
が
混
乱
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
そ
れ
を
死
刑
制
度
存
置
派
は
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

反
対
に
死
刑
制
度
廃
止
派
の
意
見
で
あ
る
。
秋
元
氏
は
、

　
　
　

死
刑
制
度
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
で
は
死
ね
な
い
か

ら
死
刑
に
し
て
く
れ
と
、
あ
え
て
殺
人
を
犯
す
、
そ
う
い
う
こ

と
が
東
京
秋
葉
原
で
も
あ
っ
た
。
死
刑
が
な
け
れ
ば
、
そ
う
い

う
も
の
が
起
こ
ら
な
い
と
も
言
え
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
誤
審
や
ミ
ス
ジ
ャ
ッ
ジ
に
よ
っ
て
、
冤
罪

で
死
刑
に
な
っ
た
人
が
過
去
に
多
く
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
も
述
べ
て
い
た
。
私
は
、
秋
元
氏
が
述
べ
た
二
点
は
と
て
も
重
要

な
問
題
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
二
点
は
ど
ち
ら

も
死
刑
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
駄
な
被
害
者
が
出
て
い
る
と
い
え

る
か
ら
で
あ
る
。
前
者
は
、
死
刑
に
な
り
た
か
っ
た
被
告
に
殺
害
さ

れ
た
被
害
者
の
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
、
冤
罪
で
死
刑
に
さ
れ
た
人

の
こ
と
で
あ
る
。

　

私
は
死
刑
廃
止
派
の
立
場
の
ほ
う
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
上
記
の
死
刑
制
度
廃
止
派
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
死

刑
制
度
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
殺
人
が
起
き
て
し
ま
う
こ
と
や
、
冤

罪
で
死
刑
に
な
っ
て
し
ま
う
な
ど
罪
が
な
い
の
に
殺
害
さ
れ
て
し
ま

う
こ
と
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
と
、
罪
を
犯
し
た
人
に
そ
の
人
自
身
の

命
を
も
っ
て
償
わ
せ
る
と
い
う
死
刑
制
度
を
採
用
す
る
意
味
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
死
刑
制
度
は
、
日
本
で
は
一
番
重
い
刑
罰
で
あ
る
と
さ
れ

て
お
り
、
死
刑
判
決
を
受
け
て
か
ら
六
ヵ
月
以
内
に
行
使
さ
れ
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
最
初
に
述
べ
た
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
の
事
件
に
お
い
て
も
、
被
告
は
確
定
判
決
を
受
け
て
か
ら
六
ヵ
月

以
内
に
は
死
刑
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
私
は
、
死
刑

よ
り
も
無
期
懲
役
の
ほ
う
が
重
い
刑
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
無

期
懲
役
と
は
、
懲
役
の
期
間
を
決
め
ず
に
刑
務
所
に
服
役
さ
せ
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
六
ヵ
月
間
、
自
分
の
刑
の
執
行
の
時
を
待

つ
こ
と
よ
り
も
、
い
つ
ま
で
も
自
分
の
犯
し
た
罪
を
背
負
い
な
が
ら

刑
務
所
で
過
ご
す
ほ
う
が
重
く
、
罪
の
償
い
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
も
、
私
が
死
刑
廃
止
派
の
立
場
を
と
る
理
由

の
一
つ
で
あ
る
。

　

だ
が
し
か
し
、
死
刑
存
置
派
の
主
張
に
も
納
得
で
き
る
点
が
あ

り
、
安
易
に
法
改
正
は
で
き
な
い
た
め
慎
重
な
判
断
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
自
分
な
り
の
考
え
を
示
し
て
き
た
が
、
こ
の
両
者
の
対

立
は
ど
ち
ら
の
方
が
い
い
も
の
な
の
か
一
概
に
決
め
つ
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
死
刑
制
度
は
人
の
命
を
扱
う
重
要

な
問
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
今
後
の
日
本
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て

も
し
っ
か
り
考
慮
し
、
死
刑
制
度
を
こ
の
ま
ま
取
り
続
け
る
の
か
廃

止
す
る
の
か
の
議
論
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
ま
た
、
死
刑
制
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度
の
存
置
派
も
廃
止
派
も
ど
ち
ら
も
日
本
の
犯
罪
を
減
少
さ
せ
る
た

め
の
政
策
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
死
刑
制
度
の
あ
り
方

に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
、
ど
ち
ら
の
立
場
の
ほ
う
が
現
状
よ
り
も

罪
を
犯
し
た
者
を
更
生
さ
せ
る
よ
う
な
環
境
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
判
断
を
行
う
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
と
考
え
る
。
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〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
中
村　
　

綾

　
　

本
稿
は
死
刑
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
た
レ
ポ
ー
ト
で
あ

る
。

　
　

私
は
今
年
度
、
初
め
て
法
学
部
の
教
養
セ
ミ
ナ
ー
を
担
当
し
た

が
、
学
期
末
の
自
由
課
題
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
法
学
部
ら
し
く
死
刑

制
度
に
つ
い
て
考
察
を
め
ぐ
ら
し
た
レ
ポ
ー
ト
が
複
数
寄
せ
ら
れ

た
。
こ
れ
ら
の
レ
ポ
ー
ト
は
ど
れ
も
賛
否
両
方
の
観
点
が
き
ち
ん

と
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
選
考
に
悩
ん
だ
が
、
津
口
さ
ん
の
レ

ポ
ー
ト
は
論
点
が
一
番
明
確
で
あ
り
、
全
体
の
中
で
も
レ
ベ
ル
が

高
か
っ
た
と
思
う
。

　
　

津
口
さ
ん
の
レ
ポ
ー
ト
は
冒
頭
で
、
執
筆
当
時
の
大
き
な
時
事

問
題
で
あ
っ
た
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
放
火
殺
人
事
件
の
裁
判
に

も
触
れ
、
死
刑
制
度
の
是
非
を
考
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
示
し
た

後
に
自
分
の
意
見
も
述
べ
つ
つ
、
死
刑
制
度
に
つ
い
て
賛
否
両
方

の
見
解
を
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
レ
ポ
ー
ト
と
い
う
も
の
の

定
義
を
満
た
す
上
で
も
、
法
学
を
学
ん
で
い
く
上
も
、
非
常
に
大

切
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
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教
養
セ
ミ
ナ
ー
の
授
業
で
は
、
一
年
間
を
通
し
て
文
章
を
書
く

練
習
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
中
で
繰
り
返
し
伝
え
て
き
た
こ
と
は

「
初
め
て
読
む
人
が
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
丁
寧
に
説
明
す
る
こ

と
」
と
、
レ
ポ
ー
ト
に
は
デ
ー
タ
や
資
料
を
示
す
こ
と
で
客
観
的

な
証
拠
を
提
示
す
る
こ
と
、
他
者
の
参
考
文
献
を
引
用
す
る
際
に

は
出
典
を
明
記
す
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
ー
タ
や
資
料
の
示
し
方

は
、
こ
ち
ら
は
時
間
不
足
を
感
じ
な
が
ら
の
授
業
で
あ
っ
た
が
、

津
口
さ
ん
が
し
っ
か
り
と
汲
み
取
っ
て
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
に
生
か

し
て
く
れ
た
こ
と
を
大
変
嬉
し
く
思
う
。

　
　

津
口
さ
ん
は
理
解
力
も
よ
く
、
ま
た
、
文
章
に
ま
と
め
る
際
に

も
時
間
を
か
け
て
的
確
に
仕
上
げ
て
い
た
。
津
口
さ
ん
が
、
こ
れ

か
ら
法
学
の
専
門
的
な
こ
と
を
学
び
、
自
分
の
人
生
に
役
立
て
て

い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

一
人
称
代
名
詞
の
違
い田　

中　

里　

奈

（
法
律
学
科
一
年
） 

　

一
人
称
代
名
詞
と
し
て
英
語
は
「
Ｉ
」、
中
国
語
だ
と
「
我
」
が

あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
性
別
に
よ
る
使
い
分
け
が
な
い
。
し
か
し
、
日

本
に
は
男
性
な
ら
「
ボ
ク
、
オ
レ
」、
女
性
な
ら
「
ワ
タ
シ
」
な
ど

既
に
三
種
類
も
の
一
人
称
代
名
詞
が
あ
る
の
に
加
え
、
他
に
も
ア
タ

シ
、
ウ
チ
、
ワ
シ
な
ど
や
自
分
の
苗
字
や
名
前
を
一
人
称
代
名
詞
と

し
て
使
う
人
も
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
人
の
数
だ
け
一
人
称
代
名
詞

は
存
在
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
正
確
な
数
を
数
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
は
な
ぜ
日
本
に
は
数
多
く
の
一
人
称
代
名

詞
が
存
在
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
一
人
称
代
名
詞
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い

て
考
察
す
る
。

　

ま
ず
、
一
人
称
代
名
詞
と
は
、
一
人
称
す
な
わ
ち
話
し
手
を
指
す

代
名
詞
で
あ
る
。
ま
た
、
一
人
称
代
名
詞
は
、
自
称
詞
と
呼
ば
れ
る

こ
と
も
あ
る
。H

izuki

は
言
語
に
お
け
る
一
人
称
も
名
乗
っ
て
し

ま
え
ば
そ
れ
が
一
人
称
で
あ
り
、
一
人
称
は
一
つ
だ
と
限
定
さ
れ
る

こ
と
な
く
広
が
り
定
着
し
て
い
き
、
自
分
を
オ
レ
と
名
乗
ろ
う
が
、

私
と
名
乗
ろ
う
が
、
本
人
が
そ
う
名
乗
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
以
外
に

言
い
よ
う
が
な
く
て
、
否
定
す
る
必
要
も
な
く
、
そ
れ
が
残
っ
て
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い
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
日
本
の
宗

教
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
日
本
に
は
、「
神

道
」
と
呼
ば
れ
る
森
羅
万
象
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
神
が
宿
る

と
い
う
思
想
に
基
づ
い
た
宗
教
が
あ
り
、
こ
の
神
道
か
ら
、
あ
ら
ゆ

る
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
認
め
る
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
、

誰
が
ど
ん
な
一
人
称
代
名
詞
を
使
っ
た
と
し
て
も
受
け
入
れ
た
た

め
、
数
多
く
の
一
人
称
代
名
詞
が
あ
る
と
考
え
る
。
佐
藤
（
二
〇
二

三
）
は
、
一
人
称
と
は
、
一
人
称
ひ
と
つ
で
、
自
分
の
印
象
や
社
会

的
地
位
、
相
手
と
の
距
離
感
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
定
義
で
き
て

し
ま
う
日
本
語
で
あ
り
、
近
代
以
前
の
日
本
に
は
た
く
さ
ん
の
一
人

称
が
存
在
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
文
明
開
化
に
よ
っ
て

本
格
的
に
西
洋
の
文
化
の
洗
礼
を
受
け
、
日
本
人
は
初
め
て
「
個

人
」
と
い
う
概
念
を
知
り
、「
そ
の
と
き
ど
き
の
自
分
」
に
合
わ
せ

て
一
人
称
を
変
え
る
必
要
が
な
く
な
り
、
一
人
称
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
減
っ
て
い
き
、
自
己
同
一
性
の
統
合
が
進
ん
だ
と
も
述
べ
て
い

る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
日
本
に
数
多
く
の
一
人
称
代
名
詞
が
存
在

し
て
い
る
の
は
、
文
明
開
化
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
個
人
の
概
念
か
ら

一
人
称
は
一
つ
だ
と
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
広
が
り
定
着
し
て
い

き
、
誰
が
ど
ん
な
一
人
称
代
名
詞
を
使
っ
た
と
し
て
も
受
け
入
れ
て

き
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
考
え
る
の
は
、
そ
の
一
人
称
代
名
詞
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な

違
い
が
生
ま
れ
る
の
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
西
澤
（
二
〇
二
二
）

は
、「
日
本
語
の
自
称
詞
に
は
男
性
語
、
女
性
語
と
さ
れ
る
語
が
あ

り
、
特
定
の
自
称
詞
を
用
い
た
発
話
は
特
定
の
性
別
の
人
物
像
と
結

び
つ
く
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
に
は
役
割
語
が
関
係
し
て
い
る
と

述
べ
て
い
る
。
役
割
語
と
は
、
一
人
称
が
「
わ
し
」
や
語
尾
に
「
〜

じ
ゃ
」
が
つ
く
と
老
人
、「
〜
ア
ル
ヨ
」
や
「
〜
ヨ
ロ
シ
」
を
使
え

ば
中
国
人
な
ど
と
い
う
年
齢
、
性
別
、
職
業
な
ど
話
者
の
特
定
の
人

物
像
を
想
起
さ
せ
る
特
定
の
言
葉
遣
い
で
あ
る
。
ま
ず
「
ボ
ク
」
と

「
オ
レ
」
で
考
え
る
。「
ボ
ク
」
は
丁
寧
な
言
葉
な
の
に
対
し
、「
オ

レ
」
は
力
強
く
、
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
言
葉
で
あ
る
。
文
章
で
考
え
て
み

て
も
「
ボ
ク
は
強
い
」
と
「
オ
レ
は
強
い
」
と
で
は
や
は
り
ボ
ク
よ

り
オ
レ
の
方
が
力
強
さ
を
感
じ
る
。
次
に
「
ワ
タ
シ
」
と
「
ア
タ

シ
」
で
考
え
る
。「
ワ
タ
シ
」
は
フ
ォ
ー
マ
ル
な
時
に
も
使
わ
れ
る

言
葉
で
も
あ
る
か
ら
固
い
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
、「
ア
タ
シ
」
は

く
だ
け
た
表
現
で
あ
り
、
堅
苦
し
さ
の
な
い
、
よ
り
自
然
体
の
女
性

像
や
幼
さ
な
ど
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
こ
ち
ら
も
文
章
で
考
え
る

と
、「
ワ
タ
シ
、
お
腹
空
い
た
」
と
「
ア
タ
シ
、
お
腹
空
い
た
」
で

は
ワ
タ
シ
よ
り
ア
タ
シ
の
方
が
幼
さ
が
残
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
、「
オ
レ
」
が
強
い
男
性
性
を
帯
び
る
一
方
で
、「
ボ
ク
」
は
相
対

的
に
弱
い
男
性
性
を
示
し
、「
ワ
タ
シ
」
は
フ
ォ
ー
マ
ル
で
丁
寧
で

あ
る
が
女
性
性
は
弱
く
、「
ア
タ
シ
」
は
く
だ
け
た
、
幼
い
表
現
で

あ
る
が
女
性
性
が
強
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
西
澤
（
二
〇
二
二
）
は
、

　
　
　

使
用
す
る
自
称
詞
が
男
性
語
（
女
性
語
）
で
も
、
他
に
使
用

し
て
い
る
言
語
要
素
が
女
性
語
（
男
性
語
）
の
自
称
詞
使
用
者

と
類
似
す
る
か
相
違
す
る
か
に
よ
り
、
そ
の
自
称
詞
を
含
む
発

話
全
体
が
あ
る
レ
ベ
ル
の
女
性
性
（
男
性
性
）
を
帯
び
る
。
こ
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う
し
て
同
じ
男
性
語
や
女
性
語
の
自
称
詞
で
も
、
語
に
よ
っ
て

結
び
つ
く
人
物
像
の
男
性
性
、
女
性
性
に
差
が
生
ま
れ
る
。
さ

ら
に
、
同
じ
自
称
詞
を
使
用
し
な
が
ら
特
定
の
言
語
要
素
が
繰

り
返
し
使
わ
れ
る
こ
と
で
、
一
時
的
な
事
例
は
一
傾
向
（
あ
る

い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
と
な
り
、
そ
の
言
語
要
素
を
使
用
し
て

い
な
い
場
面
で
も
、
特
定
の
自
称
詞
が
特
定
の
レ
ベ
ル
の
男
性

性
や
女
性
性
と
結
び
つ
く
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
男
性
語
、
女
性
語
の
中
に
も

強
い
男
性
性
、
女
性
性
が
あ
り
、
反
対
に
弱
い
男
性
性
、
女
性
性
も

あ
る
。
同
じ
男
性
語
や
女
性
語
の
自
称
詞
で
も
、
語
に
よ
っ
て
結
び

つ
く
人
物
像
の
男
性
性
、
女
性
性
に
差
が
生
ま
れ
る
と
い
う
違
い
が

あ
る
。

　

以
上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
日
本
の
宗
教
で
あ
る
神
道
と
い
う
考

え
方
か
ら
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
認
め
た
と
い
う
背

景
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
一
人
称
代
名
詞
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
た
め
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
一
人
称
代
名
詞
が
存
在
し

て
お
り
、
英
語
や
中
国
語
な
ど
に
は
な
い
性
別
に
よ
る
使
い
分
け
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
性
別
の
中
に
も
男
性
性
、
女
性
性
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
強
い
、
弱
い
と
い
う
男
性
性
、
女
性
性
の
強
弱

が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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澤
萌
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〇
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当
教
員
：
中
村　
　

綾

　
　

本
稿
は
一
人
称
代
名
詞
に
つ
い
て
の
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
日
本

語
の
人
称
代
名
詞
は
他
言
語
に
比
べ
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
非
常

に
豊
富
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
理
由
を
探
り
、
ど
の
よ
う
な
特

性
を
生
み
出
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

教
養
セ
ミ
ナ
ー
の
授
業
で
は
金
水
敏
氏
の
「
役
割
語
」
と
い
う

テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
に
関
す
る
文
章
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は

行
っ
た
が
、
代
名
詞
は
授
業
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
テ
ー
マ
で

あ
り
、
田
中
さ
ん
の
着
眼
点
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
授
業
で
触
れ

た
内
容
か
ら
一
人
称
代
名
詞
と
役
割
語
の
関
わ
り
に
興
味
を
持
っ

て
く
れ
た
の
で
あ
れ
ば
大
変
嬉
し
く
思
う
の
と
同
時
に
、
役
割
語

以
外
の
方
面
を
自
分
で
調
査
し
た
こ
と
を
評
価
し
た
い
と
思
う
。

　
　

田
中
さ
ん
は
授
業
中
の
文
章
作
成
の
際
に
も
、
レ
ポ
ー
ト
中
の
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デ
ー
タ
の
示
し
方
や
要
約
の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て
鋭
い
質
問
を
投

げ
か
け
て
く
る
学
生
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
教
わ
っ
た
こ
と
は

じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
自
分
の
作
品
に
反
映
さ
せ
、
自
分
の
言

葉
で
明
確
に
ま
と
め
た
レ
ポ
ー
ト
を
仕
上
げ
て
い
た
。
今
後
も
こ

の
姿
勢
を
大
事
に
し
、
大
学
生
活
を
実
り
あ
る
も
の
に
し
て
ほ
し

い
と
思
う
。

　
　

教
養
セ
ミ
ナ
ー
の
授
業
で
は
、
一
年
間
を
通
し
て
文
章
を
書
く

練
習
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
中
で
繰
り
返
し
伝
え
て
き
た
こ
と
は

「
初
め
て
読
む
人
が
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
丁
寧
に
説
明
す
る
こ

と
」
と
、
レ
ポ
ー
ト
に
は
デ
ー
タ
や
資
料
を
示
す
こ
と
で
客
観
的

な
証
拠
を
提
示
す
る
こ
と
、
他
者
の
参
考
文
献
を
引
用
す
る
際
に

は
出
典
を
明
記
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　

こ
の
学
期
末
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
際
に
も
論
文
か
学
術
書
を
一
点

以
上
参
照
す
る
こ
と
を
条
件
に
付
し
た
が
、
齋
藤
君
の
レ
ポ
ー
ト

は
複
数
の
論
説
を
き
ち
ん
と
読
み
込
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
上
記
の
よ

う
な
広
い
視
野
か
ら
の
論
考
が
生
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
ろ
に
残
っ
た
絵
本 

　
　
　

│
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
考
え
る

　
　
　
「
貧
困
が
も
た
ら
す
苦
し
み
」

西　

脇　

陸　

人

（
商
学
科
一
年
）

　

私
が
選
ん
だ
絵
本
は
『
み
ん
な
は
ア
イ
ス
を
な
め
て
い
る
』
と
い

う
作
品
だ
。
こ
の
絵
本
は
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
項
目
一
の
「
貧
困
を
な
く
そ

う
」
を
も
と
に
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
本
を
選
ん
だ
動
機
は
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
の
さ
ま
ざ
ま
な
項
目
に
つ
い
て
調
べ
た
中
で
今
一
番
の
課
題
が

こ
の
「
貧
困
」
だ
と
感
じ
た
か
ら
だ
。
ま
た
日
本
の
ほ
と
ん
ど
の
人

が
こ
の
「
貧
困
」
と
は
か
け
離
れ
た
暮
ら
し
を
し
て
い
る
と
感
じ
た

た
め
、
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
こ
の
テ
ー
マ

に
関
す
る
絵
本
を
選
ん
だ
。

　

こ
の
絵
本
は
小
学
生
の
兄
弟
と
介
護
職
の
母
親
の
家
庭
事
情
を
描

い
た
お
話
だ
。
主
人
公
の
小
学
六
年
生
の
兄
で
あ
る
陸
と
小
学
三
年

生
の
妹
の
美
波
は
学
校
か
ら
帰
宅
す
る
と
洗
濯
や
掃
除
な
ど
家
事
な

ど
を
こ
な
し
、
母
親
が
置
い
て
い
く
五
〇
〇
円
で
二
人
分
の
夕
食
を

ス
ー
パ
ー
に
買
い
に
出
か
け
る
と
い
う
毎
日
を
送
っ
て
い
る
。
一
人

当
た
り
二
五
〇
円
と
い
う
厳
し
い
生
活
で
陸
が
電
卓
を
持
ち
歩
き
慎

重
に
惣
菜
を
選
ん
で
い
る
描
写
や
、
ま
だ
小
さ
い
偏
食
の
妹
に
根
負

け
し
て
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
購
入
し
頭
を
抱
え
て
い
る
陸
に
と
て
も
胸
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を
痛
め
た
。
家
へ
帰
っ
て
き
て
貧
乏
く
さ
い
メ
ニ
ュ
ー
だ
と
呟
い
た

陸
に
対
し
、
世
界
の
貧
困
者
と
い
う
テ
レ
ビ
番
組
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
聞
い
た
美
波
が
反
論
す
る
。
世
界
の
貧
困
者
た
ち
は
、
一
日
二
〇

〇
円
以
下
で
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
う
聞
い
た
美
波
は
「
う
ち
は
貧
乏

じ
ゃ
な
い
ね
！　

だ
っ
て
毎
日
ス
ー
パ
ー
で
五
〇
〇
円
も
使
っ
て
る

も
ん
！
」
と
無
邪
気
に
言
っ
た
。
こ
の
美
波
の
発
言
を
聞
い
た
陸
は

さ
ぞ
つ
ら
か
っ
た
と
思
う
。
二
人
の
母
親
は
介
護
職
だ
っ
た
が
、
腰

を
痛
め
て
し
ま
い
正
社
員
か
ら
パ
ー
ト
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん

な
中
で
夕
飯
の
す
す
ま
な
い
美
波
を
陸
が
調
べ
る
と
虫
歯
が
進
行
し

て
歯
に
穴
が
開
い
て
い
た
。
ど
れ
だ
け
痛
く
て
も
医
療
費
の
こ
と
を

考
え
る
と
言
い
出
せ
な
か
っ
た
の
だ
と
私
は
思
う
。
私
は
ま
だ
小
学

三
年
生
の
美
波
が
気
を
使
っ
て
我
慢
し
て
い
た
と
考
え
る
と
、
本
当

に
自
分
は
恵
ま
れ
て
い
る
な
と
再
認
識
で
き
た
。
陸
が
無
理
や
り
美

波
を
歯
医
者
に
連
れ
て
行
く
と
治
療
費
で
お
金
を
使
っ
て
し
ま
っ
た

た
め
夕
飯
が
買
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
帰
宅
し
た
母
親
は
仕
事
で

疲
れ
き
っ
て
お
り
、
兄
弟
の
様
子
や
お
か
ず
が
何
も
な
い
健
気
な
食

卓
に
気
づ
く
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
最
後
の
シ
ー
ン
は
「
ひ
と
り

親
医
療
費
助
成
制
度
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
少
し
明
る
い
展

開
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
と
て
も
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
は
な
い
と

感
じ
た
。

　

二
人
が
学
校
に
通
う
中
で
私
が
一
番
つ
ら
い
だ
ろ
う
と
感
じ
た
点

は
、
ほ
か
の
人
の
あ
た
り
ま
え
が
自
分
に
と
っ
て
の
あ
た
り
ま
え
で

は
な
い
と
い
う
点
だ
。
も
し
み
ん
な
が
同
じ
境
遇
で
苦
し
ん
で
い
た

ら
み
ん
な
も
大
変
だ
か
ら
と
ま
だ
耐
え
ら
れ
る
と
思
う
が
、
自
分
だ

け
み
じ
め
だ
と
い
う
こ
と
を
必
死
に
気
付
か
な
い
よ
う
に
し
て
生
活

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
本
当
に
大
変
な
こ
と
だ
と
思
う
。
ま
た

こ
の
絵
本
を
通
し
て
日
本
は
先
進
諸
国
に
比
べ
生
活
保
護
利
用
率
が

異
様
に
低
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
は
利
用
率

九
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
イ
ギ
リ
ス
は
九
・
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る

の
に
対
し
日
本
は
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
と
て
も
低
い
こ
と
が
分

か
っ
た
。
こ
れ
は
生
活
保
護
対
象
の
人
の
割
合
の
た
め
日
本
は
深
刻

な
状
況
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
申
請
し
て
却
下
さ
れ
た
場
合
も
あ

る
と
思
う
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
制
度
の
存
在
に
つ
い
て
知
ら
な
い
と

い
う
人
も
一
定
数
い
る
と
思
う
。
も
っ
と
こ
の
制
度
に
つ
い
て
広
め

る
こ
と
が
大
切
だ
と
強
く
思
っ
た
。

　

最
後
に
私
は
「
貧
困
」
と
は
自
分
の
人
生
の
選
択
肢
が
狭
ま
る
こ

と
だ
と
感
じ
た
。
子
ど
も
の
う
ち
か
ら
我
慢
や
諦
め
る
こ
と
が
多

く
、
自
分
の
努
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
だ
と
思

う
。
そ
し
て
陸
の
よ
う
に
そ
れ
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
し
ま
い
、

苦
し
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
感
じ
る
。「
貧
困
」
と
い
う
課
題

の
本
当
の
恐
ろ
し
さ
は
経
済
面
や
生
活
面
だ
け
で
は
な
く
、
精
神
的

な
面
や
心
の
中
に
あ
る
と
感
じ
た
。
自
分
の
家
庭
環
境
に
感
謝
し
、

毎
日
を
大
切
に
生
き
て
い
こ
う
と
強
く
感
じ
た
。

参
照
文
献

『
み
ん
な
は
ア
イ
ス
を
な
め
て
い
る
』
安
田
夏
菜
（
作
）・
黒
須
高
嶺
（
絵
）、

講
談
社
、
二
〇
二
〇
年
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〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
岡
島　

秀
隆

　
　

レ
ポ
ー
ト
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
学
生
に
い
く
つ
か
の
条
件
を

伝
え
た
。
共
通
テ
ー
マ
は
「
こ
こ
ろ
に
残
っ
た
絵
本
―
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

を
考
え
る
」
と
し
た
。
参
照
文
献
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
参
照

ペ
ー
ジ
を
明
示
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。

　
　

文
体
は
「
だ
・
で
あ
る
調
」
に
統
一
し
、
読
み
手
を
意
識
し
て

分
か
り
や
す
い
表
現
を
心
が
け
る
よ
う
に
求
め
た
。

　
　

西
脇
陸
人
く
ん
は
『
み
ん
な
は
ア
イ
ス
を
な
め
て
い
る
』
と
い

う
本
を
取
り
上
げ
た
。
ケ
イ
ト
・
ミ
ル
ナ
ー
の
『
き
ょ
う
は
お
か

ね
が
な
い
ひ
』
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
日
常
の
中
に
潜
む
貧
困
の
痛

さ
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
西
脇
く
ん
は
こ
の
作
品
中
の
印
象
的

な
ス
ト
ー
リ
ー
を
抽
出
し
て
、
う
ま
く
解
説
を
加
え
て
い
る
。
後

半
で
は
、「
ひ
と
り
親
医
療
費
助
成
制
度
」
や
生
活
保
護
使
用
率

に
触
れ
て
現
実
社
会
の
貧
困
問
題
に
言
及
し
、
更
に
終
盤
で
は
貧

困
問
題
の
核
心
に
心
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ

れ
か
ら
も
様
々
な
社
会
問
題
か
ら
目
を
逸
ら
さ
ず
、
率
直
さ
と
広

い
視
野
を
持
っ
て
人
生
を
歩
ん
で
ほ
し
い
。

こ
こ
ろ
に
残
っ
た
絵
本

　
　
　

―
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
考
え
る

LIU
 ZIXI

（
商
学
科
一
年
）

　

私
が
読
ん
だ
絵
本
の
中
で
、
心
に
残
っ
た
絵
本
は
『
も
っ
た
い
な

い
ば
あ
さ
ん
』
だ
。
小
さ
な
子
供
が
食
べ
物
を
残
し
た
り
、
ま
だ
使

え
る
も
の
を
捨
て
よ
う
と
す
る
と
「
も
っ
た
い
な
い
！
」
と
言
っ
て

お
ば
あ
さ
ん
が
現
れ
、
知
恵
を
授
け
て
く
れ
る
│
│
そ
ん
な
絵
本
が

『
も
っ
た
い
な
い
ば
あ
さ
ん
』
で
あ
る
。
こ
の
絵
本
は
、
男
の
子
に

「
も
っ
た
い
な
い
」
の
精
神
を
伝
え
る
お
ば
あ
さ
ん
の
物
語
だ
。

　
「
も
っ
た
い
な
い
ば
あ
さ
ん
」
の
中
で
、
印
象
的
な
言
葉
は
「
お

や
お
や　

な
み
だ
が　

も
っ
た
い
な
い
よ
」
だ
。
男
の
子
に
向
け

た
、
も
っ
た
い
な
い
ば
あ
さ
ん
の
言
葉
だ
。
男
の
子
が
お
ば
あ
さ
ん

の
気
迫
に
圧
倒
さ
れ
泣
い
て
い
る
と
、
お
ば
あ
さ
ん
は
こ
う
声
を
か

け
る
。
頑
固
な
お
ば
あ
さ
ん
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
優
し
い
面
も
あ
る

の
だ
。

　

昔
な
が
ら
の
頑
固
な
お
ば
あ
さ
ん
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
、
ユ
ー
モ

ラ
ス
に
描
か
れ
て
い
る
。
お
ば
あ
さ
ん
は
た
だ
う
る
さ
い
だ
け
で
な

く
、
生
活
の
知
恵
を
男
の
子
に
教
え
て
く
れ
る
。
例
え
ば
、
紙
く
ず

を
怪
獣
ス
ー
ツ
に
作
り
変
え
て
く
れ
た
り
、
短
く
な
っ
た
色
鉛
筆
を

ま
と
め
て
虹
色
鉛
筆
に
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
、
お
ば
あ
さ
ん
が
長
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い
人
生
の
中
で
培
っ
た
生
き
た
知
恵
だ
。
最
初
は
嫌
が
っ
て
い
た
男

の
子
も
、
段
々
と
お
ば
あ
さ
ん
の
行
動
や
知
恵
を
受
け
入
れ
、「
も
っ

た
い
な
い
」
の
精
神
が
伝
え
ら
れ
て
い
く
。
現
代
で
は
あ
ま
り
見
ら

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
習
慣
や
知
恵
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
。

　

も
っ
た
い
な
い
ば
あ
さ
ん
は
、
も
し
か
し
た
ら
煙
た
が
ら
れ
る
存

在
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
代
人
が
忘
れ
か
け
て
い
る
、
昔
な

が
ら
の
知
恵
を
教
え
て
く
れ
る
貴
重
な
存
在
で
も
あ
る
。
使
っ
た
も

の
を
再
利
用
し
、
辺
り
が
暗
く
な
っ
た
ら
寝
る
、
と
い
う
シ
ン
プ
ル

な
も
っ
た
い
な
い
ば
あ
さ
ん
の
暮
ら
し
は
、
実
は
現
代
人
が
見
習
い

た
い
暮
ら
し
で
も
あ
る
の
だ
。
も
っ
た
い
な
い
ば
あ
さ
ん
の
、
も
っ

た
い
な
い
精
神
が
詰
ま
っ
た
一
冊
だ
。
も
っ
た
い
な
い
ば
あ
さ
ん
の

言
動
は
、
若
い
人
に
と
っ
て
は
口
う
る
さ
く
感
じ
て
し
ま
う
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
普
遍
的
な
生
き
る
知
恵
が
あ
る
。

　

環
境
省
環
境
再
生
・
資
源
循
環
局
総
務
課
の
土
居
健
太
郎
氏
は
、

「
絵
本
『
も
っ
た
い
な
い
ば
あ
さ
ん
』
は
、
親
し
み
や
す
く
、
分
か

り
や
す
い
お
話
で
あ
り
な
が
ら
、
限
り
あ
る
資
源
の
大
切
さ
、
豊
か

な
環
境
の
尊
さ
を
伝
え
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

著
者
の
真
珠
ま
り
こ
氏
は
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
に

は
、
た
だ
無
駄
な
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
自
然
の
恵

み
、
い
た
だ
く
命
、
作
っ
て
く
れ
た
人
に
感
謝
す
る
気
持
ち
、
他
の

人
や
物
を
大
切
に
思
う
思
い
や
り
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い

る
よ
う
だ
。
そ
れ
を
一
言
で
い
う
と
、
敬
う
心
で
あ
る
。

　

物
が
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
の
時
代
に
、
多
く
の
人
が
浪
費
し
始
め
た

の
は
正
し
く
な
い
自
分
を
反
省
す
べ
き
行
為
だ
。
す
べ
て
は
苦
労
し

て
勝
ち
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
大
切
に
し
、
無
駄
に
し
な
い

で
ほ
し
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
で
き
る
こ
と
を

や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
生
活
の
中
で
、
充
電
後
、
時
間

内
に
充
電
器
の
プ
ラ
グ
を
抜
い
て
電
力
の
無
駄
を
減
ら
す
。
省
エ
ネ

ラ
ン
プ
を
使
用
し
、
夏
は
エ
ア
コ
ン
を
摂
氏
二
六
度
に
調
整
す
る

と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
大
幅
に
節
約
で
き
る
。
歯
を
磨
い
た
あ
と
は
蛇

口
を
閉
め
る
。
た
と
え
そ
れ
が
わ
ず
か
な
漏
れ
で
あ
っ
て
も
、
一
〇

日
も
す
れ
ば
大
量
の
水
を
無
駄
使
い
す
る
こ
と
に
な
る
。
食
料
品
を

買
う
時
は
、
自
身
の
野
菜
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
か
布
袋
を
使
う
よ
う
に
す

る
。
使
い
捨
て
可
能
な
ポ
リ
袋
は
腐
敗
す
る
の
に
六
〇
〇
年
か
か

る
。
出
来
る
こ
と
は
少
し
で
も
や
っ
て
み
る
。

　

私
は
『
も
っ
た
い
な
い
ば
あ
さ
ん
』
と
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
共
通
し
て
い
る

部
分
が
あ
る
と
思
う
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
は
「Sustainable Developm

ent 
Goals

（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）」
の
略
称
で
、
目
標
の
一
つ
は
飢

餓
を
な
く
す
こ
と
だ
。
飢
餓
を
な
く
す
に
は
、
ま
ず
食
糧
の
損
失
と

浪
費
の
問
題
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
国
連
食
糧
農
業
機

関
は
、
毎
年
全
世
界
の
人
間
が
消
費
す
る
食
品
の
三
分
の
一
が
損
失

や
浪
費
さ
れ
、
約
一
三
億
ト
ン
、
七
五
〇
〇
億
ド
ル
の
価
値
が
あ
る

と
推
定
し
て
い
ま
す
。
も
し
私
た
ち
が
損
失
と
浪
費
を
ゼ
ロ
に
減
ら

す
な
ら
、
節
約
し
た
食
糧
は
二
〇
億
人
を
も
っ
と
養
う
こ
と
が
で
き

る
」
と
グ
ラ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
・
ダ
・
シ
ル
バ
は
言
っ
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル

グ
リ
ー
ン
成
長
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
、
国
連
食
糧
農
業
機
関
事
務
局
長
の

ジ
ョ
ゼ
・
グ
ラ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
・
ダ
・
シ
ル
バ
は
参
加
者
に
、「
食
糧

損
失
と
浪
費
状
況
を
タ
イ
ム
リ
ー
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
世
界
の
飢
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餓
撲
滅
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
に
特
別
な
意
味
が
あ
る
」
と
述
べ
た
。

　

現
在
、
国
際
社
会
で
「
発
展
」
と
い
う
言
葉
は
、
人
類
が
数
千
年

に
わ
た
っ
て
執
拗
に
追
求
し
て
き
た
最
も
基
本
的
で
崇
高
で
普
遍
的

な
目
標
で
あ
り
、
同
時
に
全
世
界
で
広
く
注
目
さ
れ
て
い
る
重
要
な

命
題
だ
。
発
展
の
過
程
で
、
人
類
は
前
例
の
な
い
輝
か
し
い
成
績
を

収
め
、
無
数
の
自
然
界
の
冷
酷
な
罰
と
報
復
を
受
け
た
。
そ
れ
が
重

要
な
理
由
は
、
各
国
、
各
地
域
、
各
民
族
の
身
近
な
利
益
に
関
わ

り
、
未
来
世
界
の
顔
と
形
態
に
関
係
し
、
人
類
と
自
然
界
の
相
互
関

係
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
世
界
各
国
の
意
思
決
定
者
、
国
際
社
会
、
全

人
類
に
対
す
る
深
刻
な
挑
戦
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
だ
。
だ
か
ら
私

た
ち
は
持
続
的
な
発
展
目
標
を
設
定
し
、
持
続
的
な
発
展
社
会
を
構

築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
含
ま
れ
る
こ
の
一

七
個
の
目
標
の
最
終
目
的
は
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
持
続
可
能
な
社

会
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
だ
。
そ
の
為
に
は
、
私
た
ち
は
よ
り
多
く
の

資
源
を
節
約
し
、
資
源
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
実
現
す
る
。
こ
れ
は
持
続

可
能
な
発
展
社
会
を
推
進
す
る
の
に
非
常
に
重
要
だ
。

　

こ
の
絵
本
は
「
も
っ
た
い
な
い
」
に
つ
い
て
も
う
一
度
よ
く
考
え

る
機
会
を
あ
た
え
て
く
れ
た
絵
本
で
あ
り
、
と
て
も
印
象
に
残
っ
た

絵
本
だ
。
自
分
は
、
こ
の
「
も
っ
た
い
な
い
ば
あ
さ
ん
」
の
妖
怪
の

よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
圧
倒
さ
れ
た
。
ご
飯

が
残
っ
て
い
る
時
や
、
蛇
口
を
閉
め
な
い
時
、
も
っ
た
い
な
い
ば
あ

さ
ん
が
私
の
そ
ば
に
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
気
が
つ
け
ば
自
分
も

い
っ
ぱ
い
も
っ
た
い
な
い
こ
と
し
て
い
た
。
こ
の
絵
本
は
大
人
が
読

ん
で
も
学
ぶ
こ
と
が
あ
る
し
、
子
ど
も
が
読
ん
だ
ら
新
た
な
発
見
や

学
び
が
あ
る
絵
本
だ
と
思
う
。
私
は
こ
の
本
を
皆
が
読
む
こ
と
を
推

薦
し
、
皆
が
そ
こ
か
ら
多
く
の
収
穫
を
得
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い

る
。参

照
文
献

１
、『
も
っ
た
い
な
い
ば
あ
さ
ん
』
真
珠
ま
り
こ
、
講
談
社
、
二
〇
〇
四
年

２
、
も
っ
た
い
な
い
ば
あ
さ
ん
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『
ア
ニ
メ
も
っ
た
い
な
い
ば

あ
さ
ん
』﹇
ア
ニ
メ 

も
っ
た
い
な
い
ば
あ
さ
ん 

│M
O
TTAIN

AI

│ 

（m
ottainai-baasan.com

）﹈

３
、
日
本
共
産
党
中
央
委
員
会
（
二
〇
一
一
年
五
月
一
三
日
）『
食
料
13
億
ト

ン
毎
年
ポ
イ
世
界
生
産
量 

３
分
の
１
Ｆ
Ａ
Ｏ
報
告
書
』﹇
食
料
13
億
ト
ン

毎
年
ポ
イ
／
世
界
生
産
量 

３
分
の
１
／
Ｆ
Ａ
Ｏ
報
告
書
（jcp.or.jp

）﹈

４
、
国
際
連
合
広
報
セ
ン
タ
ー
（
二
〇
一
九
年
一
月
二
一
日
）『SD

G
s

（
エ

ス
・
デ
ィ
ー
・
ジ
ー
ズ
）
と
は
？ 

17
の
目
標
ご
と
の
説
明
、
事
実
と
数

字
』﹇SD

G
s

（
エ
ス
・
デ
ィ
ー
・
ジ
ー
ズ
）
と
は
？ 

17
の
目
標
ご
と
の

説
明
、
事
実
と
数
字
│
国
連
広
報
セ
ン
タ
ー
（unic.or.jp

）﹈

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
岡
島　

秀
隆

　
　

レ
ポ
ー
ト
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
学
生
に
い
く
つ
か
の
条
件
を

伝
え
た
。
共
通
テ
ー
マ
は
「
こ
こ
ろ
に
残
っ
た
絵
本
―
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

を
考
え
る
」
と
し
た
。
参
照
文
献
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
参
照

ペ
ー
ジ
を
明
示
す
る
よ
う
指
示
し
た
。

　
　

文
体
は
「
だ
・
で
あ
る
調
」
に
統
一
し
、
読
み
手
を
意
識
し
て

分
か
り
や
す
い
表
現
を
心
が
け
る
よ
う
に
求
め
た
。

　
　

LIU
 ZIX

さ
ん
は
中
国
か
ら
の
留
学
生
で
あ
る
。
授
業
期
間
中

に
も
日
本
語
の
習
得
に
苦
戦
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
掲
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載
文
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
使
用
法
な
ど
に
は
苦

労
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
た
が
、
自
分
の
主
張
を
伝
え
よ
う
と
す

る
努
力
が
感
じ
ら
れ
た
。
文
中
で
は
絵
本
『
も
っ
た
い
な
い
ば
あ

さ
ん
』
を
材
料
に
し
て
食
料
問
題
や
貧
困
問
題
な
ど
に
つ
い
て
考

察
し
、「
環
境
省
」
や
「
国
連
食
料
農
業
機
関
」
の
Ｈ
Ｐ
な
ど
に

も
目
を
通
し
な
が
ら
、
現
代
人
の
価
値
観
や
生
活
習
慣
に
警
鐘
を

鳴
ら
し
て
い
る
。
広
い
視
野
を
持
つ
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
、
こ
れ

か
ら
も
自
分
を
信
じ
て
前
向
き
な
人
生
を
歩
ん
で
ほ
し
い
。

推
薦
し
た
い
も
の

堀　

部　

佑　

弥

（
商
学
科
一
年
）

　

私
は
お
菓
子
作
り
を
推
薦
し
た
い
。

　

お
菓
子
作
り
に
は
、
ク
ッ
キ
ー
や
プ
リ
ン
な
ど
の
手
軽
な
も
の
か

ら
、
ケ
ー
キ
や
タ
ル
ト
、
マ
カ
ロ
ン
な
ど
の
よ
う
に
手
の
こ
ん
だ
少

し
難
し
い
も
の
ま
で
、
様
々
な
種
類
の
お
菓
子
を
作
る
こ
と
が
で
き

る
楽
し
み
が
あ
る
。
ま
た
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
ケ
ー
キ
を
作
っ
た
り
、

バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
に
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
お
菓
子
を
作
っ
た
り
、

と
何
か
し
ら
の
イ
ベ
ン
ト
の
時
に
お
菓
子
を
作
っ
た
り
す
る
こ
と
も

あ
る
だ
ろ
う
。

　

お
菓
子
作
り
に
対
し
て
、
多
く
の
人
は
、
材
料
や
器
具
を
揃
え
る

の
が
大
変
、
多
く
の
時
間
を
使
う
、
地
味
で
細
か
い
作
業
が
多
い
、

と
い
う
印
象
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
印
象
に

よ
っ
て
、
お
菓
子
作
り
に
は
興
味
が
持
て
な
い
、
面
白
い
と
は
思
え

な
い
、
と
い
う
人
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

確
か
に
、
お
菓
子
作
り
は
、
一
般
的
な
料
理
と
は
違
い
、
一
つ
一

つ
の
作
業
が
極
め
て
厳
格
に
決
め
ら
れ
て
お
り
、
決
し
て
簡
単
で
は

な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
は
様
々
な
魅
力
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

一
つ
目
の
魅
力
は
、
お
菓
子
を
作
る
過
程
の
楽
し
さ
だ
。

　

シ
フ
ォ
ン
ケ
ー
キ
を
例
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
シ
フ
ォ
ン
ケ
ー
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キ
は
ふ
わ
ふ
わ
と
優
し
い
口
当
た
り
で
き
め
細
か
い
の
が
特
徴
だ
。

シ
フ
ォ
ン
ケ
ー
キ
を
作
る
に
は
、
卵
黄
、
卵
白
、
グ
ラ
ニ
ュ
ー
糖
、

小
麦
粉
、
サ
ラ
ダ
油
、
牛
乳
、
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
材
料
を
見
た
だ
け
で
は
シ
フ
ォ
ン
ケ
ー
キ
の
特
徴
で
あ
る
ふ
わ
ふ

わ
な
ケ
ー
キ
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
シ
フ
ォ
ン
ケ
ー
キ
を

作
る
工
程
の
中
に
は
、
卵
白
か
ら
メ
レ
ン
ゲ
を
作
る
作
業
が
あ
り
、

そ
こ
で
や
っ
と
シ
フ
ォ
ン
ケ
ー
キ
の
元
と
な
る
形
が
で
き
て
く
る
。

ま
た
焼
成
を
す
る
こ
と
で
生
地
が
膨
ら
み
シ
フ
ォ
ン
ケ
ー
キ
が
完
成

す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
作
っ
て
い
く
過
程
の
中
で
段
々
と
シ
フ
ォ
ン

ケ
ー
キ
の
形
が
形
成
さ
れ
て
い
く
点
に
、
完
成
に
近
づ
い
て
い
く
ひ

と
つ
ひ
と
つ
の
瞬
間
が
実
感
で
き
る
と
い
う
魅
力
が
あ
る
。

　

ま
た
シ
フ
ォ
ン
ケ
ー
キ
は
材
料
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
順
番
が
重
要

で
、
卵
黄
、
グ
ラ
ニ
ュ
ー
糖
、
牛
乳
、
サ
ラ
ダ
油
、
小
麦
粉
、
卵
白

（
メ
レ
ン
ゲ
）
の
順
番
で
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
牛
乳

と
サ
ラ
ダ
油
の
順
番
を
入
れ
替
え
て
混
ぜ
る
と
本
来
の
生
地
と
は
全

然
違
う
形
に
な
っ
て
し
ま
い
、
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他

に
も
、
メ
レ
ン
ゲ
を
作
る
時
の
立
て
具
合
や
焼
成
の
時
間
に
よ
っ
て

も
、
全
然
違
う
口
当
た
り
に
な
っ
た
り
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う

に
、
お
菓
子
作
り
は
、
作
る
過
程
の
少
し
の
違
い
が
完
成
さ
せ
た
時

に
大
き
な
違
い
と
な
っ
て
出
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、

成
功
し
た
時
の
達
成
感
は
大
き
く
、
作
っ
て
い
て
楽
し
い
の
だ
。

　

二
つ
目
の
魅
力
は
、
様
々
な
材
料
が
あ
る
こ
と
だ
。

　

砂
糖
を
例
と
し
て
あ
げ
る
と
、
上
白
糖
、
グ
ラ
ニ
ュ
ー
糖
、
粉

糖
、
白
ザ
ラ
糖
、
三
温
糖
、
中
ザ
ラ
糖
、
角
砂
糖
、
氷
砂
糖
、
液

糖
、
和
三
盆
、
黒
糖
、
き
び
砂
糖
な
ど
、
ほ
ん
と
う
に
多
く
の
種
類

が
あ
る
。
し
か
し
、
ど
れ
も
同
じ
砂
糖
だ
か
ら
と
い
っ
て
お
菓
子
作

り
の
時
に
好
き
な
砂
糖
を
使
っ
て
い
い
わ
け
で
は
な
い
。
お
菓
子
に

よ
っ
て
使
う
砂
糖
が
異
な
り
、
向
き
不
向
き
が
あ
る
。
そ
の
お
菓
子

に
適
し
て
い
な
い
砂
糖
を
使
う
と
い
い
仕
上
が
り
に
な
ら
な
い
。

　

例
え
ば
、
砂
糖
の
種
類
に
よ
っ
て
お
菓
子
の
食
感
が
異
な
っ
て
く

る
。
お
菓
子
作
り
で
は
、
一
般
的
に
、
上
白
糖
、
グ
ラ
ニ
ュ
ー
糖
、

粉
糖
な
ど
が
よ
く
使
わ
れ
る
が
、
ク
ッ
キ
ー
を
作
っ
た
と
き
、
上
白

糖
は
サ
ク
ッ
と
し
た
食
感
で
少
し
噛
み
応
え
が
あ
り
、
グ
ラ
ニ
ュ
ー

糖
は
サ
ク
サ
ク
食
感
を
し
っ
か
り
と
感
じ
ら
れ
る
。
粉
糖
は
サ
ク
ッ

と
し
た
食
感
で
口
溶
け
が
よ
く
、
き
び
砂
糖
は
サ
ク
サ
ク
食
感
と
と

も
に
砂
糖
の
コ
ク
を
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
砂
糖
の
種
類
を
変

え
る
だ
け
で
も
、
ま
っ
た
く
違
う
仕
上
が
り
に
な
る
。
こ
う
し
た
違

い
を
実
際
に
自
分
で
作
っ
て
感
じ
て
学
ん
で
い
く
の
も
お
菓
子
作
り

の
面
白
い
と
こ
ろ
だ
。

　

三
つ
目
の
魅
力
は
、
ひ
と
手
間
を
か
け
る
か
ど
う
か
で
仕
上
が
り

が
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
こ
と
だ
。

　

例
え
ば
、
お
菓
子
作
り
の
中
に
は
テ
ン
パ
リ
ン
グ
と
い
う
作
業
が

あ
る
。
テ
ン
パ
リ
ン
グ
と
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
温
度
を
調
整
し
て

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
に
含
ま
れ
る
カ
カ
オ
バ
タ
ー
の
結
晶
を
最
も
安
定
し

た
状
態
に
す
る
作
業
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
作
業
を
行
う
こ
と
で

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
滑
ら
か
な
口
溶
け
、
美
し
い
艶
が
生
ま
れ
る
。
逆

に
こ
の
作
業
を
し
な
い
と
結
晶
構
造
が
不
安
定
と
な
り
、
口
溶
け
が

悪
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
ち
ゃ
ん
と
テ
ン
パ
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
て
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い
な
い
と
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
表
面
に
白
い
筋
や
斑
点
の
よ
う
な
も

の
が
浮
き
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ひ
と
手
間
か
け
る

か
ど
う
か
が
仕
上
が
り
に
大
き
く
影
響
す
る
の
は
お
菓
子
作
り
の
重

要
な
特
徴
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
多
く
の
人
々
は
、
ど
う
し
て
お
菓
子
作
り
の
多
様
な

魅
力
に
気
付
い
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
お
菓
子
作

り
は
難
し
い
と
い
う
先
入
観
が
あ
り
、
実
際
に
作
ろ
う
と
し
て
い
な

い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

確
か
に
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
お
菓
子
作
り
は
多
く
の
材
料

や
器
具
、
時
間
を
使
う
た
め
、
な
か
な
か
手
が
出
し
づ
ら
く
、
い
き

な
り
作
る
と
い
う
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
加
え
て
お
菓
子
作

り
は
地
味
な
作
業
が
多
く
、
大
変
で
、
よ
く
失
敗
し
て
イ
ラ
つ
い
て

や
め
た
く
な
る
時
も
あ
る
の
は
事
実
だ
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
も
私
は
一
般
的
な
料
理
よ
り
お
菓
子
作
り
が
好

き
だ
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
お
菓
子
作
り
の
緻
密
で
繊
細
な

点
が
楽
し
い
か
ら
だ
。
一
般
的
な
料
理
は
、
作
る
こ
と
に
幅
が
利

き
、
多
少
手
順
が
違
っ
て
も
現
場
合
わ
せ
で
何
と
か
な
る
場
合
が
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
お
菓
子
作
り
は
、
や
り
方
や
手
順
を
少
し
間

違
え
た
だ
け
で
完
成
ま
で
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
料
理
の
で

き
具
合
に
〇
点
か
ら
一
〇
〇
点
ま
で
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
す
る
な
ら
、

お
菓
子
の
で
き
具
合
に
は
〇
点
か
一
〇
〇
点
し
か
な
い
。
こ
の
大
き

な
違
い
が
、
私
が
料
理
よ
り
お
菓
子
作
り
に
面
白
み
を
感
じ
、
お
菓

子
作
り
が
好
き
で
あ
る
理
由
だ
。

　

私
の
性
格
は
中
途
半
端
に
な
る
こ
と
が
嫌
で
か
な
り
負
け
ず
嫌
い

だ
。
だ
か
ら
こ
そ
〇
点
か
ら
一
〇
〇
点
ま
で
幅
の
あ
る
料
理
に
は
面

白
み
を
感
じ
な
い
。
あ
る
程
度
の
及
第
点
で
は
納
得
い
か
な
い
か
ら

こ
そ
、
〇
点
か
一
〇
〇
点
か
の
、
失
敗
か
成
功
し
か
な
い
お
菓
子
作

り
は
と
て
も
面
白
い
し
楽
し
い
。
お
菓
子
作
り
は
失
敗
か
成
功
し
か

な
い
た
め
、
上
手
に
完
成
し
た
時
の
達
成
感
は
と
て
も
心
地
が
良
い

の
だ
。
さ
ら
に
、
ほ
ん
の
ひ
と
手
間
を
加
え
る
か
ど
う
か
に
よ
っ

て
、
お
菓
子
の
仕
上
が
り
が
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
の
も
お
菓
子
作

り
の
魅
力
だ
と
い
え
る
。

　

お
菓
子
作
り
を
実
際
に
や
っ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
知

ら
な
か
っ
た
お
菓
子
や
様
々
な
材
料
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
そ
れ
ら
の
材
料
を
使
っ
て
お
菓
子
を
作
り
、
成
功
や
失
敗
を
繰

り
返
す
こ
と
で
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
し
、
面
白

い
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
菓
子
作
り
に
は
、
多
く
の
人
が
ま

だ
気
づ
く
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
た
く
さ
ん
の
魅
力
が
あ
る
の
だ
。

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
河
野　

敏
宏

　
　

今
年
度
の
教
養
セ
ミ
ナ
ー
Ⅰ
・
Ⅱ
で
は
三
種
類
の
文
章
執
筆
練

習
を
し
た
。
ひ
と
つ
は
春
学
期
に
実
施
し
た
「
自
画
像
」
の
執
筆

練
習
で
あ
り
、
あ
と
ふ
た
つ
は
、
秋
学
期
に
実
施
し
た
「
推
薦
し

た
い
も
の
」「『
少
子
化
対
策
』
に
賛
成
か
反
対
か
」
と
い
う
テ
ー

マ
に
よ
る
執
筆
練
習
で
あ
る
。
堀
部
君
の
文
章
は
こ
れ
ら
の
う
ち

の
「
推
薦
し
た
い
も
の
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
よ
る
文
章
で
あ
り
、

説
得
力
の
あ
る
文
章
を
書
く
練
習
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
堀
部

君
は
「
お
菓
子
作
り
」
の
魅
力
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
お
菓
子
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推
薦
し
た
い
も
の

早　

野　

康　

生

（
商
学
科
一
年
）

　

私
は
音
楽
を
推
薦
し
た
い
。

　

音
楽
と
は
言
わ
ず
も
が
な
誰
も
が
生
ま
れ
た
時
か
ら
耳
に
し
て
き

た
も
の
で
あ
る
。
街
に
出
れ
ば
広
告
の
Ｂ
Ｇ
Ｍ
と
し
て
、
ス
ー
パ
ー

に
入
れ
ば
店
内
放
送
と
し
て
、
い
つ
も
流
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ほ
と

ん
ど
の
人
に
、
自
分
の
お
気
に
入
り
の
曲
が
あ
り
、
お
気
に
入
り
の

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
が
い
る
。
し
か
し
多
く
の
人
は
音
楽
を
聞
き
流
し

て
し
ま
っ
て
い
る
と
私
は
感
じ
る
。
私
の
周
り
の
友
人
に
も
音
楽
好

き
が
多
く
い
る
が
、
彼
ら
の
多
く
は
カ
ラ
オ
ケ
で
歌
い
や
す
い
と
い

う
理
由
や
、
テ
ン
ポ
が
い
い
と
い
う
理
由
な
ど
で
音
楽
を
聞
い
て
い

た
。
彼
ら
に
今
の
音
楽
の
聴
き
方
で
満
足
か
と
尋
ね
て
み
る
と
「
た

か
が
音
楽
だ
か
ら
、
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
」
と
い
う
よ
う

な
回
答
が
来
る
。

　

し
か
し
、
音
楽
に
は
多
く
の
人
が
気
づ
い
て
い
な
い
魅
力
が
明
確

に
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
共
感
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
自
身
の
感
性
を
曲
と
い
う
形
で
世
の

中
に
出
し
て
い
る
。
私
は
、
私
た
ち
聞
き
手
が
そ
れ
に
共
感
し
て
い

く
こ
と
こ
そ
が
音
楽
の
魅
力
だ
と
考
え
て
い
る
の
だ
。
た
だ
、
共
感

と
い
っ
て
も
方
法
は
様
々
で
あ
る
。

は
、
生
存
に
必
要
な
栄
養
を
摂
取
す
る
た
め
の
一
般
的
な
料
理
で

は
な
い
た
め
、
と
も
す
れ
ば
料
理
の
「
脇
役
」
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
厳
格
な

過
程
を
経
て
作
ら
れ
て
い
る
、
独
立
し
た
世
界
を
も
つ
食
品
で
あ

る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
堀
部
君
は
、
そ
の
厳
格
な
製
作
過
程
を

非
常
に
わ
か
り
や
す
く
的
確
に
説
明
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
厳
格

さ
に
こ
そ
「
楽
し
み
」
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
特
に
、
文
章

の
後
半
で
は
、「
お
菓
子
作
り
は
〇
点
か
一
〇
〇
点
か
（
失
敗
か

成
功
か
）
の
二
つ
し
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
そ

の
中
間
段
階
の
で
き
あ
が
り
か
た
も
あ
る
一
般
的
な
料
理
の
作
り

方
と
の
根
本
的
な
相
違
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
お

菓
子
作
り
の
本
質
を
見
抜
い
て
い
て
秀
逸
で
あ
る
。
自
分
自
身
の

お
菓
子
作
り
の
経
験
を
も
と
に
し
た
、
豊
富
な
実
例
を
あ
げ
た
文

章
に
は
強
い
説
得
力
が
あ
り
、
こ
の
テ
ー
マ
に
よ
る
文
章
練
習
の

目
的
を
十
分
に
達
成
し
て
い
る
。
堀
部
君
に
は
、
今
後
も
、
こ
の

よ
う
な
本
質
を
見
抜
く
力
を
養
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
分
析
し

て
い
っ
て
ほ
し
い
。
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私
が
一
番
よ
く
体
感
し
て
い
る
共
感
は
風
景
や
季
節
を
楽
し
む
聴

き
方
で
あ
る
。
私
は
四
季
や
一
日
の
時
間
帯
ご
と
に
聞
く
音
楽
の
プ

レ
イ
リ
ス
ト
を
変
え
て
い
る
。
例
え
ば
夕
暮
れ
時
の
三
〇
分
間
だ
け

聞
く
た
め
の
プ
レ
イ
リ
ス
ト
や
、
夏
で
気
温
が
三
〇
度
を
超
え
た
と

き
に
だ
け
聞
く
プ
レ
イ
リ
ス
ト
な
ど
様
々
あ
る
。
こ
の
リ
ス
ト
に

よ
っ
て
、
音
楽
を
、
そ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
情
景
を

体
感
し
な
が
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
、
一
度
聞
く
だ
け
で
音
楽
と
風
景

の
二
つ
を
楽
し
め
る
と
い
う
素
晴
ら
し
さ
を
持
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
私
が
体
感
し
て
い
る
楽
し
み
方
が
あ
る
。
そ
れ

は
記
憶
を
思
い
出
す
と
い
う
聞
き
方
で
あ
る
。
人
生
の
大
切
な
節
目

で
流
れ
て
い
た
曲
や
旅
行
先
で
聞
い
て
い
た
曲
な
ど
、
生
き
て
き
た

中
で
印
象
深
い
シ
ー
ン
な
ど
に
音
楽
が
関
係
し
て
く
る
こ
と
が
多
く

あ
る
。
こ
れ
は
誰
し
も
が
体
験
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
卒
業
式
で
流
れ
て
い
た
「
3
月
９
日
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ

の
曲
は
本
来
卒
業
式
で
は
な
く
結
婚
式
の
た
め
に
作
ら
れ
た
そ
う
だ

が
、
こ
れ
が
新
た
な
門
出
を
祝
う
歌
と
し
て
多
く
の
人
か
ら
共
感
さ

れ
、
卒
業
式
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
誰
も
が

思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
で
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
曲
に
込
め
た
思
い
を

様
々
な
形
で
体
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

私
は
、
こ
の
よ
う
に
、
自
分
な
り
の
共
感
の
方
法
を
見
つ
け
る
と

音
楽
を
楽
し
め
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
音
楽
の
本
当
の
面
白

さ
は
、
た
だ
聞
き
流
す
こ
と
で
は
な
く
、
共
感
す
る
こ
と
に
あ
る
の

だ
。
多
く
の
人
が
こ
れ
に
気
付
い
て
い
な
い
の
は
と
て
も
残
念
で
あ

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
多
く
の
人
は
ど
う
し
て
音
楽
の
共
感
す
る
と
い
う
魅

力
に
気
付
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う

に
、
単
に
音
楽
を
聴
き
流
し
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
て
い
る
。
誰
し

も
幼
少
期
か
ら
音
楽
に
触
れ
て
き
た
と
思
う
が
、
時
代
や
技
術
が
進

ん
で
い
く
に
つ
れ
て
、
音
楽
が
よ
り
身
近
な
存
在
に
な
り
す
ぎ
て
し

ま
っ
た
。
例
え
ば
現
代
の
社
会
で
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
普
及
や
街

中
の
広
告
な
ど
に
よ
っ
て
音
楽
と
触
れ
合
う
機
会
が
あ
ま
り
に
も
増

え
す
ぎ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
音
楽
が
社
会
に
あ
ふ
れ
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
影
響
に
よ
り
、
聞
き
流
す
癖
が
つ
い
て
し
ま
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
癖
が
つ
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
多
く
の
人
た
ち
は
、
私
の
考
え
る
音
楽
の
楽
し
み
方
の
半
分
以

下
し
か
体
験
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
自
分
で
音
楽
を
楽
し
む
道
を

閉
ざ
し
て
し
ま
い
、
受
動
的
に
音
楽
を
聞
い
て
し
ま
う
の
は
も
っ
た

い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
、
ど
う
し
て
私
は
音
楽
に
共
感
す
る
こ
と
の
魅
力
に
気
付
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
幼
少
期
か
ら
常
に
音
楽
を
聴
く
環
境

が
あ
り
、
楽
し
い
音
楽
の
聴
き
方
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
の
家

族
は
み
な
音
楽
好
き
で
、
特
に
兄
と
は
音
楽
の
趣
味
が
よ
く
合
っ
て

い
た
。
私
は
、
そ
の
兄
か
ら
音
楽
の
聴
き
方
に
つ
い
て
教
え
て
も

ら
っ
て
い
た
。
そ
の
中
の
一
つ
が
、
前
述
し
た
四
季
や
一
日
の
時
間

帯
ご
と
に
聞
く
プ
レ
イ
リ
ス
ト
を
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
私
は
兄
か
ら
様
々
な
こ
と
を
教
わ
り
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な

り
、
音
楽
に
共
感
す
る
魅
力
に
の
め
り
こ
ん
で
い
っ
た
の
だ
。

　

私
が
考
え
る
音
楽
の
本
当
の
魅
力
は
共
感
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
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の
面
白
さ
を
理
解
す
る
に
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
自
身
の
感
性
を
込

め
た
曲
の
意
図
を
私
た
ち
聞
き
手
が
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
。
音
楽

を
楽
し
む
こ
と
の
本
質
は
、
私
た
ち
聞
き
手
が
そ
の
音
楽
を
い
か
に

解
釈
し
、
そ
の
内
容
に
ど
の
よ
う
に
共
感
す
る
か
、
で
あ
る
。
一
つ

の
曲
で
も
人
に
よ
っ
て
共
感
す
る
も
の
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
従
っ

て
、
自
分
自
身
で
音
楽
を
解
釈
し
、
自
分
な
り
の
共
感
の
道
を
開
拓

し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
音
楽
の
面
白
さ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
河
野　

敏
宏

　
　

早
野
君
の
文
章
も
「
推
薦
し
た
い
も
の
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
よ

る
文
章
で
あ
る
。
早
野
君
は
「
音
楽
」
の
魅
力
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。
音
楽
の
魅
力
は
人
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
が
、
早
野
君
は

「
共
感
」
と
い
う
点
に
着
目
し
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

す
べ
て
の
音
楽
に
は
そ
の
作
成
者
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

早
野
君
は
、
そ
の
作
成
者
の
思
い
に
共
感
す
る
こ
と
が
音
楽
の
極

め
て
重
要
な
魅
力
の
一
つ
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
共
感
を
楽
し
む
た
め
の
工
夫
と
し
て
、
自
分
な
り
の

「
プ
レ
イ
リ
ス
ト
」
を
作
成
し
て
音
楽
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
風

景
や
季
節
を
実
際
に
体
感
す
る
こ
と
と
結
び
付
け
た
り
、
音
楽
と

自
分
の
記
憶
と
を
結
び
付
け
た
り
す
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
り
、

こ
の
共
感
を
さ
ら
に
高
め
る
た
め
の
手
立
て
が
説
得
力
を
持
っ
て

提
示
さ
れ
て
い
る
。
早
野
君
の
い
う
と
お
り
、
最
近
で
は
、
あ
ま

り
に
も
多
く
の
音
楽
が
溢
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て

人
々
は
音
楽
に
共
感
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
早
野
君
の
、
自
分
自
身
の
音
楽
に
関
わ
る
経
験
を
も
と

に
し
た
文
章
に
は
強
い
説
得
力
が
あ
り
、
こ
の
テ
ー
マ
に
よ
る
文

章
練
習
の
目
的
を
十
分
に
達
成
し
て
い
る
。
早
野
君
に
は
、
今
後

も
、
こ
の
よ
う
な
身
近
な
経
験
の
中
に
隠
れ
て
い
る
本
質
を
見
抜

き
、
よ
り
豊
か
な
生
き
方
を
め
ざ
し
て
ほ
し
い
。
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「
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
」の
感
想

後　

藤　

珠　

心

（
商
学
科
一
年
）

一
、
は
じ
め
に

　

教
養
セ
ミ
ナ
ー
Ⅱ
で
は
「
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
」
を
行
っ
た
。
本
レ

ポ
ー
ト
で
は
、
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
に
つ
い
て
論
じ
る
。

二
、
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル

　

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
と
は
本
を
紹
介
す
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

ゲ
ー
ム
で
あ
る
。

　

谷
口
忠
大
氏
は
、『
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
』
で
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
に

は
、

　

１
、 「
参
加
者
で
本
の
内
容
を
共
有
で
き
る
」（
書
籍
情
報
共
有
機

能
）

　

２
、 「
ス
ピ
ー
チ
の
訓
練
に
な
る
」（
ス
ピ
ー
チ
能
力
向
上
機
能
）

　

３
、「
い
い
本
が
見
つ
か
る
」（
良
書
探
索
機
能
）

　

４
、 「
お
互
い
の
理
解
が
深
ま
る
」（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
開
発
機
能①

）

　
　

の
四
つ
の
機
能
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

三
、
私
が
選
ん
だ
本
に
つ
い
て

　
「
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
」
で
は
井
上
夢
人
さ
ん
の
『
魔
法
使
い
の
弟

子
た
ち
』
を
紹
介
し
た
。

　
『
魔
法
使
い
の
弟
子
た
ち
』
は
、
二
〇
一
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
ミ

ス
テ
リ
ー
サ
ス
ペ
ン
ス
小
説
で
あ
る
著
者
の
井
上
夢
人
さ
ん
の
作
品

は
独
特
な
世
界
観
と
設
定
に
引
き
込
ま
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
私

が
『
魔
法
使
い
の
弟
子
た
ち
』
に
出
会
っ
た
の
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
が
世
界
で
大
流
行
し
て
い
た
高
校
生
の
時
で
あ
る
。

読
む
本
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
ウ
イ
ル
ス
が
出
て
く
る
面
白
い
本

が
あ
る
と
父
か
ら
勧
め
ら
れ
た
。『
魔
法
使
い
の
弟
子
た
ち
』
と
い

う
タ
イ
ト
ル
と
ウ
イ
ル
ス
が
ど
う
関
係
し
て
く
る
の
か
が
気
に
な

り
、
こ
の
本
を
読
む
こ
と
に
し
た
。

　
『
魔
法
使
い
の
弟
子
た
ち
』
の
あ
ら
す
じ
は
、
以
下
の
通
り
で
あ

る
。

　
　
　

山
梨
県
内
で
発
生
し
た
致
死
率
百
パ
ー
セ
ン
ト
近
い
新
興
感

染
症
。
週
刊
誌
記
者
の
仲
屋
京
介
は
取
材
中
に
感
染
し
て
し
ま

う
。
感
染
者
は
四
〇
〇
名
近
く
に
膨
れ
上
が
っ
て
し
ま
う
。
感

染
者
は
四
〇
〇
名
近
く
に
膨
れ
上
が
り
、
死
者
も
続
出
。
結

果
、“
竜
脳
炎
”
感
染
者
で
、
意
識
が
戻
っ
た
の
は
京
介
を
含

め
た
三
名
だ
け
だ
っ
た
。
隔
離
生
活
を
続
け
る
う
ち
、
三
人
は

不
思
議
な
「
後
遺
症
」
を
身
に
付
け
て
い
る
こ
と
に
気
づ

②く
。

　

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
な
世
界
観
を
想
像
さ
せ
る
タ
イ
ト
ル
だ
が
、
実
際

の
ス
ト
ー
リ
ー
は
タ
イ
ト
ル
か
ら
得
る
印
象
と
は
異
な
っ
て
お
り
、

ま
た
、
井
上
夢
人
さ
ん
の
Ｓ
Ｆ
、
ミ
ス
テ
リ
ー
、
ア
ク
シ
ョ
ン
を
取

り
入
れ
た
独
特
な
世
界
観
が
面
白
く
、
最
後
ま
で
飽
き
ず
に
読
め
る
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こ
と
を
紹
介
し
た
い
と
思
っ
て
こ
の
本
を
選
ん
だ
。

　

発
表
す
る
内
容
を
考
え
る
と
き
に
、
聞
い
て
い
る
人
が
飽
き
な
い

よ
う
に
気
を
付
け
た
点
は
、
二
つ
で
あ
る
。

　

一
つ
目
は
、
ポ
イ
ン
ト
を
二
つ
挙
げ
て
お
す
す
め
の
理
由
を
紹
介

し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
構
成
に
す
る
こ
と
で
本
の
良
さ
が
伝
わ
り

や
す
く
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
、
読
み
や
す
さ
の
ア
ピ
ー
ル
を
し
た
こ
と
で
あ
る
。

『
魔
法
使
い
の
弟
子
た
ち
』
は
上
下
巻
あ
る
長
編
小
説
で
あ
る
が
、

ス
ト
ー
リ
ー
展
開
が
面
白
く
最
後
ま
で
飽
き
な
い
こ
と
。
ま
た
、
ウ

イ
ル
ス
の
話
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
流
行
っ
た
時
に
体

験
し
た
こ
と
と
、
似
た
よ
う
な
世
界
が
描
か
れ
て
い
た
た
め
、
実
際

に
体
験
し
た
こ
と
と
比
べ
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
を
話
し
た
。
長
編
だ
か
ら
読
む
の
が
大
変
そ
う
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
な
く
す
た
め
に
、
読
み
や
す
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
。

四
、
お
わ
り
に

　

発
表
す
る
前
は
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
に
四
つ
の
機
能
が
あ
る
と
い
う

こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
を
実
際
に
行
っ
て
み

て
、
本
の
魅
力
や
プ
レ
ゼ
ン
の
方
法
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き

た
。
普
段
人
前
で
発
表
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
発
表
の
時
は
緊
張
し

た
。
し
か
し
、
自
分
で
発
表
す
る
内
容
を
一
か
ら
決
め
て
行
う
こ
と

で
ス
ピ
ー
チ
の
訓
練
に
な
っ
た
と
思
う
。
五
分
間
の
な
か
で
本
の
魅

力
を
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
伝
わ
る
の
か
考
え
る
の
が
難
し
か
っ
た
。

　

ほ
か
の
人
の
プ
レ
ゼ
ン
を
聞
い
て
、
大
学
生
の
今
だ
か
ら
読
む
べ

き
本
や
プ
レ
ゼ
ン
の
発
表
技
術
な
ど
参
考
に
な
る
点
も
あ
っ
た
。
今

回
の
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
で
紹
介
さ
れ
た
本
は
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
も

の
が
多
か
っ
た
。
自
分
で
は
手
に
取
ら
な
い
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
の
紹

介
も
あ
り
、
読
ん
で
み
た
い
と
思
え
る
い
い
本
も
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
た
。
就
活
な
ど
の
情
報
を
、
小
説
を
通
し
て
知
る
こ
と
も
で
き

る
こ
と
が
分
か
り
、
改
め
て
本
を
読
む
こ
と
で
得
ら
れ
る
知
識
は
た

く
さ
ん
あ
る
と
感
じ
た
。
空
き
時
間
を
利
用
し
て
、
今
回
気
に
な
っ

た
本
を
読
も
う
と
思
う
。

引
用
資
料

① 

谷
口
忠
大
『
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
』
文
春
新
書
・
二
〇
一
三
年　

九
五
│
九

七
頁

② 

井
上
夢
人
『
魔
法
使
い
の
弟
子
た
ち
』
講
談
社
文
庫
・
二
〇
一
三
年　

裏

表
紙

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
菅
原　

研
州

　
　

今
年
度
の
教
養
セ
ミ
ナ
ー
Ⅱ
は
、
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
を
行
い
な

が
ら
、
受
講
者
全
体
の
読
書
習
慣
の
確
立
、
あ
る
い
は
、
読
書
量

の
増
加
を
目
指
し
た
。

　
　

後
藤
珠
心
さ
ん
は
、
読
書
は
行
う
方
の
受
講
者
で
あ
っ
た
。
今

回
は
井
上
夢
人
さ
ん
の
『
魔
法
使
い
の
弟
子
た
ち
』（
講
談
社
文

庫
・
二
〇
一
三
年
）
を
選
び
、
そ
の
魅
力
な
ど
を
発
表
し
て
く
れ

た
。
当
日
の
発
表
は
非
常
に
巧
み
で
あ
り
、
特
に
同
書
の
内
容
が

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
同
じ
よ
う
な

事
態
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
最
後
に
実
際
の
パ
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ン
デ
ミ
ッ
ク
よ
り
も
前
に
書
か
れ
た
こ
と
を
強
調
し
た
。

　
　

後
藤
さ
ん
は
、
本
書
を
た
だ
読
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
自
分
の

経
験
を
客
観
化
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
た
が
、
そ
の
内
容
は
同
じ

く
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
経
験
し
た
他
の
受
講
者
に
も
響
い
た
と
思
わ

れ
る
。

　
　

な
お
、
本
書
の
選
定
基
準
や
、
事
前
の
準
備
な
ど
を
書
い
た
レ

ポ
ー
ト
か
ら
は
、
緻
密
に
用
意
し
た
様
子
が
理
解
出
来
、
更
に
は

他
の
受
講
者
の
発
表
か
ら
も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
様
子
が
見
え

た
。
人
前
で
発
表
す
る
経
験
は
多
く
な
く
、
実
際
に
当
日
も
緊
張

し
て
い
た
よ
う
に
思
う
が
、
し
っ
か
り
と
発
表
し
て
い
た
の
は
、

事
前
の
準
備
が
熱
心
に
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
　

後
藤
さ
ん
に
は
今
回
の
経
験
を
活
か
し
、
更
に
大
学
で
の
学
び

に
力
を
入
れ
て
欲
し
い
と
願
う
。

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』（
第
一
部
・
第
二
部
）

 

を
読
ん
で　

大　

野　

真　

穂

（
心
理
学
科
一
年
）

　
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
は
多
く
の
魅
力
的
な
人
物
が
登
場
す
る
が
、

私
は
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
に
興
味
を
抱
い
た
。

　

第
一
部
、
第
二
部
を
通
し
て
読
ん
だ
と
き
に
、
私
は
メ
フ
ィ
ス
ト

に
対
し
て
、
恐
怖
や
不
気
味
さ
を
感
じ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

彼
の
行
動
の
根
底
に
あ
る
考
え
が
見
え
な
い
こ
と
、
彼
の
行
動
に
一

貫
性
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
登
場
す
る
メ
フ
ィ
ス
ト
以
外
の
登
場
人
物
の

行
動
に
は
一
貫
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
フ
ァ
ウ
ス

ト
に
は
第
一
部
、
第
二
部
の
行
動
の
根
幹
に
共
通
す
る
点
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
と
き
も
自
身
の
興
味
の
あ
る
こ
と
を
追

求
し
、
生
じ
た
欲
求
を
叶
え
よ
う
と
行
動
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
第
一

部
で
は
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
世
界
の
根
源
の
力
を
知
る
た
め
に
、
あ
ら

ゆ
る
学
問
を
修
め
て
い
た
。
メ
フ
ィ
ス
ト
と
は
、
生
き
て
い
る
喜
び

を
知
る
た
め
に
契
約
を
交
わ
し
た
。
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
を
知
っ
て
か
ら

は
、
彼
女
と
の
恋
を
育
み
続
け
た
。
第
二
部
で
は
、
ヘ
レ
ナ
に
恋
い

焦
が
れ
た
。
現
実
に
戻
っ
て
き
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
、
皇
帝
軍
と
反
乱

軍
の
戦
い
を
見
た
の
ち
、「
自
由
な
社
会
」
を
望
む
よ
う
に
な
る
。
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そ
し
て
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
大
事
業
を
計
画
し
、

実
行
す
る
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
持
つ
価
値
観
や
彼
が
重
要
視
す
る
対
象

は
時
と
場
合
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
が
、
そ
の
差
異
や
変
化
は
人
間
が

生
き
て
い
る
以
上
、
当
然
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
よ
う

な
小
さ
な
差
は
あ
っ
た
が
、
自
身
の
興
味
を
追
求
し
、
欲
求
を
叶
え

よ
う
と
す
る
彼
の
姿
勢
が
ぶ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

一
方
で
、
メ
フ
ィ
ス
ト
に
は
行
動
に
一
貫
性
が
な
い
。
第
一
部
で

は
、
主
に
言
わ
れ
、
約
束
し
た
と
い
う
理
由
は
あ
る
も
の
の
、
人
間

に
さ
ほ
ど
興
味
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
行
動
を

共
に
し
た
。
恋
愛
に
う
つ
つ
を
抜
か
す
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
呆
れ
て
い
た

が
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
恋
が
実
る
よ
う
に
手
助
け
を
し
た
。
第
二
部
で

は
、
人
間
の
愚
か
さ
に
呆
れ
な
が
ら
も
、
皇
帝
に
協
力
す
る
こ
と
を

楽
し
ん
だ
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
手
が
け
る
事
業
を
自
ら
手
伝
っ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
意
志
に
反
し
た
も

の
を
死
霊
に
命
じ
て
作
ら
せ
た
。

　

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
考
え
に
否
定
的
な
意
見
を
述
べ
た
か
と
思
え
ば
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
に
協
力
す
る
姿
勢
を
見
せ
る
。
人
間
の
愚
か
さ
に
呆

れ
、
小
馬
鹿
に
し
た
か
と
思
え
ば
、
人
間
と
行
動
す
る
こ
と
を
楽
し

む
。
メ
フ
ィ
ス
ト
自
身
が
神
で
あ
る
か
の
よ
う
に
状
況
を
俯
瞰
し
て

い
た
か
と
思
え
ば
、
主
観
的
な
立
場
か
ら
物
事
を
捉
え
行
動
す
る
。

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
全
編
を
通
し
て
、
こ
の
よ
う
に
メ
フ
ィ
ス
ト
に

は
一
貫
性
が
な
く
、
矛
盾
し
た
行
動
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　

私
は
、
メ
フ
ィ
ス
ト
の
行
動
に
見
ら
れ
る
こ
の
一
貫
性
の
な
さ

は
、
メ
フ
ィ
ス
ト
が
悪
魔
と
い
う
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
生
じ
て
い

る
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
。
メ
フ
ィ
ス
ト
の
行
動
に
矛
盾
を
生

じ
さ
せ
る
こ
と
で
、
人
間
を
超
越
す
る
存
在
の
特
異
性
を
ゲ
ー
テ
が

表
現
し
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
だ
。
実
際
に
、
ゲ
ー
テ
は
そ
う
し
た

意
図
を
持
っ
て
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
執
筆
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
私
は
講
義
中
に
示
さ
れ
た
、
メ
フ
ィ
ス
ト
が
「
人
間
の
本
質

の
一
部
」
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
が
よ
り
腑
に
落
ち
た
。

　
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
読
ん
で
、
私
は
人
間
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

考
え
た
。
正
し
い
行
い
を
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
間
違
い
を
犯
す
こ

と
も
あ
る
。
綺
麗
な
部
分
も
あ
れ
ば
、
汚
い
部
分
も
あ
る
。
賢
さ

も
、
愚
か
さ
も
持
つ
。
生
き
て
い
く
な
か
で
、
意
志
や
価
値
観
、
行

動
理
念
は
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
変
化
し
て
い
く

な
か
で
、
矛
盾
や
相
反
す
る
感
情
が
生
じ
る
。

　

人
間
の
こ
う
し
た
様
々
な
姿
に
は
、
共
通
す
る
点
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
人
間
は
常
に
大
な
り
小
な
り
矛
盾
を
抱
え
て
生
き
て
い
る
と
い

う
こ
と
だ
。
私
は
、
こ
の
点
こ
そ
、「
人
間
の
本
質
」
と
言
え
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
メ
フ
ィ
ス
ト
に
見
ら
れ
る

一
貫
性
の
な
さ
も
、
ま
さ
に
「
人
間
の
本
質
」
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
考
え
、
私
は
メ
フ
ィ
ス
ト
が
「
人
間
の
本
質
の
一

部
」
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
に
納
得
し
た
。
メ
フ
ィ
ス
ト
の
持
つ
興

味
も
、
感
情
も
、
狂
気
も
、
純
粋
さ
も
最
初
か
ら
最
後
ま
で
一
貫
し

て
い
な
か
っ
た
の
は
、
メ
フ
ィ
ス
ト
が
悪
魔
で
あ
る
と
同
時
に
「
人

間
の
本
質
」
を
備
え
て
い
る
か
ら
だ
っ
た
の
だ
。

　

メ
フ
ィ
ス
ト
の
根
幹
に
あ
る
、
人
間
で
は
な
い
悪
魔
と
い
う
生
き
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物
で
あ
り
な
が
ら
、「
人
間
の
本
質
」
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
歪

い
び
つ

な
対
比
。
一
貫
し
て
人
間
ら
し
い
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
行
動
と
、
不
気
味

さ
さ
え
感
じ
さ
せ
る
メ
フ
ィ
ス
ト
の
行
動
と
の
対
比
。
そ
れ
ら
の
対

比
を
受
け
て
、
人
間
ら
し
い
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
並
ぶ
と
、
人
間
味
を
感

じ
な
い
部
分
が
際
立
つ
メ
フ
ィ
ス
ト
だ
が
、
実
際
に
は
メ
フ
ィ
ス
ト

こ
そ
が
「
人
間
の
本
質
の
一
部
」
で
あ
る
と
い
う
事
実
。
こ
の
事
実

か
ら
は
、
歪
で
あ
り
、
皮
肉
の
よ
う
な
面
白
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

一
貫
性
の
な
さ
や
矛
盾
、
歪
さ
と
い
う
「
人
間
の
本
質
」
こ
そ
が

メ
フ
ィ
ス
ト
を
魅
力
的
な
登
場
人
物
に
仕
立
て
上
げ
て
い
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
私
は
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
読
ん
で
、
メ
フ
ィ
ス
ト
に
最
も

興
味
を
抱
い
た
の
だ
。

〈
テ
キ
ス
ト
〉

ヨ
ハ
ー
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ゲ
ー
テ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』（
第
一
部
、
第

二
部
）、
池
内
紀
訳
、
集
英
社
文
庫
、
二
〇
〇
四
年

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
糸
井
川　

修

　
　

こ
の
授
業
で
は
一
年
を
か
け
て
ド
イ
ツ
の
文
豪
ゲ
ー
テ
の
戯
曲

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
読
ん
で
い
ま
す
（
春
学
期
は
第
一
部
、
秋
学

期
は
第
二
部
）。
そ
し
て
学
生
の
皆
さ
ん
は
、
毎
回
そ
の
日
に
読

み
進
め
た
分
の
感
想
を
提
出
し
、
学
期
末
に
そ
れ
を
ま
と
め
た
レ

ポ
ー
ト
を
提
出
し
ま
す
。

　
　

大
野
さ
ん
は
、
毎
回
短
い
時
間
の
中
で
、
自
分
の
伝
え
た
い
内

容
を
う
ま
く
ま
と
め
、
読
み
や
す
く
て
、
き
れ
い
な
文
章
の
感
想

を
提
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
中
で
は
、
多
く

の
読
者
が
心
を
惹
か
れ
る
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
に
興
味
を
抱
い

た
よ
う
で
す
。
メ
フ
ィ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
作
品
の
至
る
所
で
、

彼
の
人
間
観
察
力
や
機
知
の
利
い
た
言
葉
に
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
、

思
わ
ず
頷
か
さ
れ
た
り
も
し
ま
す
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
作
家
と

し
て
だ
け
で
な
く
、
政
治
家
と
し
て
も
多
く
の
人
間
と
苦
楽
を
共

に
し
、
人
間
を
探
求
し
続
け
た
ゲ
ー
テ
の
経
験
に
基
づ
く
も
の
で

す
。「
善
人
に
も
悪
人
に
も
必
要
で
、
善
人
に
は
禁
欲
の
剣
、
悪

人
に
は
愚
行
の
道
づ
れ
」（
第
二
部
、
一
四
九
頁
）
と
語
ら
れ
る

悪
魔
メ
フ
ィ
ス
ト
は
、
ま
さ
に
経
験
豊
か
な
ゲ
ー
テ
が
捉
え
た
人

間
の
本
質
の
一
部
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
大
野
さ
ん
が
メ
フ
ィ
ス

ト
の
行
動
に
一
貫
性
の
な
さ
を
見
出
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ

に
つ
い
て
考
え
、
導
き
出
し
た
答
え
が
分
か
り
や
す
く
書
か
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
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『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』（
第
一
部
・
第
二
部
）

 

を
読
ん
で　

藤　

枝　

奈
南
子

（
心
理
学
科
一
年
）

　

春
学
期
か
ら
引
き
続
き
読
ん
で
き
た
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』。
私
が
最

も
印
象
に
残
っ
た
場
面
は
、
物
語
終
盤
、
年
老
い
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
が

長
年
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
（
悪
魔
）
の
力
の
恩
恵
を
受
け
て
作
り

上
げ
た
も
の
に
対
し
、
不
安
と
満
た
さ
れ
な
い
心
か
ら
生
じ
た
空
虚

さ
を
感
じ
る
場
面
で
あ
る
。

　

第
一
部
は
、
自
身
の
研
究
室
で
自
ら
毒
を
服
用
し
、
自
殺
を
図
ろ

う
と
し
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
彼
の
前
に
表
れ
た
悪
魔
と
の
契
約
か
ら
始

ま
っ
た
。
そ
の
後
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
青
年
期
の
恋
愛
模
様
な
ど
が
描

か
れ
、
彼
の
人
生
を
豊
か
で
生
き
生
き
と
過
ご
す
姿
が
見
受
け
ら
れ

る
場
面
が
多
く
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第
二
部
で
は
対
照
的
に
、
老
い

に
向
か
っ
て
突
き
進
む
彼
の
体
の
衰
え
や
、
死
期
が
近
づ
い
て
い
る

自
身
の
半
生
を
振
り
返
る
独
白
な
ど
、
人
生
の
後
半
部
分
の
人
間
と

し
て
の
苦
悩
が
描
か
れ
て
い
た
。

　

私
は
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
と
い
う
文
学
作
品
を
通
し
て
ゲ
ー
テ
が

描
き
た
か
っ
た
の
は
、
人
間
の
本
質
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
例
え

ば
、
第
一
部
で
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
町
娘
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
と
の
恋
模
様
が

描
か
れ
る
際
に
は
、
さ
っ
さ
と
恋
愛
が
成
就
し
て
ほ
し
い
と
考
え
る

メ
フ
ィ
ス
ト
の
思
惑
が
介
入
し
て
い
る
も
の
の
、
割
と
ト
ン
ト
ン
拍

子
に
こ
と
が
進
み
、
青
年
期
の
焦
り
や
ワ
ク
ワ
ク
ド
キ
ド
キ
感
が
散

り
ば
め
ら
れ
て
い
た
。
一
方
、
第
二
部
で
は
、
過
去
の
場
面
が
回
想

と
し
て
現
れ
た
り
、
直
接
的
に
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

文
章
か
ら
時
が
ゆ
っ
く
り
経
過
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ

た
。

　

フ
ァ
ウ
ス
ト
と
比
べ
れ
ば
、
私
の
人
生
は
ま
だ
浅
い
。
だ
が
、
自

分
の
過
去
を
振
り
返
っ
た
と
き
、
自
身
の
誇
っ
て
き
た
功
績
が
誰
か

の
力
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
力
で
得
た
も

の
で
な
か
っ
た
と
気
づ
か
さ
れ
た
ら
、
私
は
絶
望
す
る
だ
ろ
う
。
自

分
の
人
生
を
主
役
と
し
て
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
悔
い
て
や

ま
な
い
だ
ろ
う
と
も
想
像
で
き
る
。

　

フ
ァ
ウ
ス
ト
は
、
自
分
を
満
足
さ
せ
ら
れ
た
ら
、
死
ん
だ
あ
と
の

魂
を
悪
魔
メ
フ
ィ
ス
ト
に
渡
す
と
い
う
契
約
を
し
て
い
た
が
、
実
際

に
は
生
き
て
い
る
間
の
人
生
す
ら
も
悪
魔
に
捧
げ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、
彼
の
最
期
の
場
面
で
あ

る
。
目
が
見
え
な
く
な
っ
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
、
工
事
の
槌
音
を
聞

き
、
自
分
の
願
い
で
あ
っ
た
干
拓
事
業
が
完
成
し
て
人
々
が
幸
せ
な

生
活
を
送
る
姿
を
想
像
す
る
。
そ
し
て
、「
時
よ
、
と
ど
ま
れ
、
お

ま
え
は
じ
つ
に
美
し
い
」
と
い
う
あ
の
約
束
の
言
葉
を
口
に
し
て
倒

れ
る
。
し
か
し
、
槌
音
が
悪
霊
に
よ
っ
て
自
身
の
墓
が
掘
ら
れ
て
い

る
音
で
あ
っ
た
の
は
皮
肉
極
ま
り
な
い
。
人
生
の
楽
し
さ
は
他
者
か

ら
与
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
死
ぬ
間
際
、
自
分
が
自
分
を
誇
れ

る
よ
う
な
人
生
を
歩
む
こ
と
の
大
切
さ
、
そ
し
て
自
分
の
人
生
を
主
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人
公
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
い
か
に
大
変
な
こ
と
か
を
、
ゲ
ー
テ
は

伝
え
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ゲ
ー
テ
は
ま
た
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
視
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
メ

フ
ィ
ス
ト
を
通
し
て
も
私
達
に
訴
え
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ

れ
は
読
者
に
一
度
好
感
度
を
持
た
せ
た
の
ち
に
裏
切
る
手
法
で
あ

る
。
私
が
特
に
そ
の
印
象
を
受
け
た
の
は
、
所
々
で
垣
間
見
え
る
メ

フ
ィ
ス
ト
（
悪
魔
）
の
人
間
ら
し
さ
で
あ
る
。
悪
魔
と
い
う
と
悪
い

イ
メ
ー
ジ
で
考
え
が
ち
だ
が
、
メ
フ
ィ
ス
ト
は
き
れ
い
な
女
性
を
前

に
口
が
上
手
く
な
っ
た
り
、
と
き
に
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
（
人
間
）
よ
り

も
謙
虚
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
り
と
、
読
者
は
メ
フ
ィ
ス
ト
に
対
し
妙

に
良
い
親
近
感
を
持
た
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

だ
が
、
ラ
ス
ト
で
描
か
れ
る
メ
フ
ィ
ス
ト
の
悪
魔
っ
ぷ
り
は
、
読

者
の
好
感
を
裏
切
る
も
の
で
あ
る
。
や
は
り
悪
魔
は
悪
魔
な
の
だ
、

期
待
し
た
側
が
悪
い
、
と
読
み
手
に
思
わ
せ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た

シ
ナ
リ
オ
だ
。
も
と
も
と
悪
魔
と
し
て
登
場
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
悪
魔
で
あ
っ
て
も
良
い
性
格
の
持
ち
主
か
も
し
れ
な
い
と
読

者
に
思
わ
せ
、
そ
の
勝
手
に
抱
い
た
信
頼
感
を
突
き
崩
し
て
い
る
の

は
、
も
し
か
し
た
ら
人
間
の
本
質
の
変
わ
り
に
く
さ
、
人
間
の
奥
深

さ
の
一
面
を
示
そ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

私
が
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
一
部
・
第
二
部
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
は
、

自
分
の
人
生
を
生
き
る
こ
と
の
大
切
さ
で
あ
る
。
日
本
の
現
代
社
会

に
は
協
調
性
や
同
調
圧
力
と
い
っ
た
も
の
が
強
く
存
在
し
、
自
分
の

主
体
性
を
重
ん
じ
、
自
分
の
考
え
を
は
っ
き
り
主
張
す
る
こ
と
が
難

し
い
ケ
ー
ス
も
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
の
目
を
気

に
し
て
し
ま
い
、
あ
る
意
味
、
自
分
で
は
な
い
他
者
に
自
分
を
ゆ
だ

ね
て
し
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

　

私
は
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
か
ら
学
ん
だ
ゲ
ー
テ
の
思
考
を
取
り
入

れ
、
自
分
の
意
思
を
し
っ
か
り
と
持
ち
、
そ
れ
を
他
者
に
主
張
で
き

る
よ
う
な
人
間
に
な
り
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
も
し
自
分
の
目
の

前
に
メ
フ
ィ
ス
ト
が
現
れ
た
と
し
て
も
、
き
っ
ぱ
り
と
契
約
を
断
れ

る
意
志
の
強
さ
を
持
て
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
き
た
い
。

〈
テ
キ
ス
ト
〉

ヨ
ハ
ー
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ゲ
ー
テ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』（
第
一
部
、
第

二
部
）、
池
内
紀
訳
、
集
英
社
文
庫
、
二
〇
〇
四
年

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
糸
井
川　

修

　
　

こ
の
授
業
で
は
一
年
を
か
け
て
ド
イ
ツ
の
文
豪
ゲ
ー
テ
の
戯
曲

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
読
ん
で
い
ま
す
（
春
学
期
は
第
一
部
、
秋
学

期
は
第
二
部
）。
そ
し
て
学
生
の
皆
さ
ん
は
、
毎
回
そ
の
日
に
読

み
進
め
た
分
の
感
想
を
提
出
し
、
学
期
末
に
そ
れ
を
ま
と
め
た
レ

ポ
ー
ト
を
提
出
し
ま
す
。

　
　

藤
枝
さ
ん
の
感
想
は
い
つ
も
提
出
用
紙
い
っ
ぱ
い
に
書
か
れ
て

お
り
、
真
剣
に
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
と
向
き
合
お
う
と
し
て
い
る
姿

勢
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
藤
枝
さ
ん
が
レ
ポ
ー
ト
で
注
目
し
た
の

は
、
作
品
の
最
後
で
高
齢
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
忍
び
寄
る
「
憂
い
」

と
向
き
合
う
場
面
で
す
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
、
自
分
に
は
「
憂
い
」

の
つ
け
入
る
よ
う
な
隙
は
な
い
と
強
が
り
ま
す
が
、
結
局
彼
は
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「
憂
い
」
に
息
を
吹
き
か
け
ら
れ
、
目
が
見
え
な
く
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
悪
魔
の
力
を
借
り
て
欲
望
を
満
た
し
て
き
た
フ
ァ
ウ
ス

ト
に
、
拭
え
な
い
心
の
空
虚
さ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
さ
に

藤
枝
さ
ん
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
自
分
の
意
志
と
力
で
「
自
分
の

人
生
」
を
生
き
て
い
る
と
い
う
実
感
が
欠
け
て
い
た
か
ら
だ
と
思

い
ま
す
。
藤
枝
さ
ん
の
文
章
は
、
こ
の
「
自
分
の
人
生
を
生
き

る
」
こ
と
の
大
切
さ
を
中
心
に
据
え
て
、
う
ま
く
ま
と
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
最
後
に
書
か
れ
て
い
る
「
自
分
の
意
思
を
し
っ
か
り
と

持
ち
、
そ
れ
を
他
者
に
主
張
で
き
る
よ
う
な
人
間
」
を
目
指
し
、

自
分
を
磨
く
、
充
実
し
た
学
生
時
代
を
送
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て

い
ま
す
。

大
学
生
と
労
働
法

伊　

藤　

光　

希

（
心
理
学
科
一
年
）

一
、
は
じ
め
に

　

大
学
生
に
な
っ
て
校
則
の
制
限
が
な
く
な
り
、
時
間
に
も
余
裕
が

で
き
た
こ
と
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
人
が
周
り
に
増
え
た
。
こ
れ
に

よ
り
「
ア
ル
バ
イ
ト
で
新
た
な
経
験
・
交
友
関
係
が
で
き
る
」
と
い

う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
見
を
聞
く
一
方
で
、「
ア
ル
バ
イ
ト
で
疲
れ

た
」
な
ど
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
見
を
聞
く
こ
と
も
多
い
。
そ
の
よ
う

な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
見
を
話
す
学
生
の
中
に
は
、
授
業
中
に
居
眠
り

を
し
て
し
ま
う
、
課
題
を
提
出
し
そ
び
れ
る
な
ど
の
よ
う
な
大
学
生

活
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
よ
う
な
者
も
多
い
。

　

ア
ル
バ
イ
ト
に
よ
っ
て
生
じ
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面
の
一
部
は

「
ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト
」
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。「
ブ
ラ
ッ
ク
バ

イ
ト
」
は
大
内
（
大
内 

二
〇
一
五
）
の
造
語
で
あ
る
が
、
こ
の
単

語
が
登
場
し
た
背
景
に
は
三
つ
の
要
因
が
挙
げ
ら
れ
、
一
つ
目
は
保

護
者
の
収
入
源
に
伴
う
仕
送
り
額
の
減
少
、
二
つ
目
は
奨
学
金
制
度

の
悪
化
、
三
つ
目
は
非
正
規
雇
用
に
よ
る
労
働
環
境
の
変
化
と
さ

れ
、
い
ず
れ
も
学
生
の
負
担
が
増
え
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
現
在
の
大
学
生
の
労
働
環
境
の
悪
化
を
踏
ま
え
、
大
学
生
ア
ル

バ
イ
タ
ー
が
身
を
守
る
た
め
に
は
、
労
働
法
へ
の
意
識
や
働
き
方
の
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知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
必
要
だ
と
感
じ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
今

の
環
境
や
生
活
を
充
実
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
将
来
社
会
で
働
く
際

に
自
分
を
守
る
た
め
に
役
に
立
つ
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
に
も
つ
な

が
る
。

　

本
稿
で
は
、
上
記
の
事
柄
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、「
１
、
大
学

生
が
ど
れ
ほ
ど
労
働
基
準
法
に
関
す
る
知
識
を
持
っ
て
い
る
の
か
」、

「
２
、
労
働
に
関
す
る
相
談
場
所
や
方
法
に
つ
い
て
関
心
を
も
っ
て

い
る
の
か
」
を
明
ら
か
に
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
に
し
た
。
ま
た
こ

の
調
査
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、「
①
大
学
生
は
労
働
者
を
守
る
法
律

に
つ
い
て
知
識
・
関
心
が
な
い
」、「
②
大
学
生
は
相
談
場
所
や
相
談

方
法
に
つ
い
て
関
心
が
な
い
」
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
。
調
査
方
法

は
、
愛
知
学
院
大
学
の
一
│
四
年
生
を
対
象
に
、
一
一
月
一
六
日
│

三
〇
日
の
期
間
でG

oogle Form
s 

を
用
い
て
Ｗ
Ｅ
Ｂ
調
査
を
行
っ

た
。
有
効
回
収
票
数
は
一
〇
四
名
で
あ
る
。

二
、
調
査
結
果

　

は
じ
め
に
、「
ⅰ
現
在
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
る
か
」
と
い
う
質

問
を
し
た
と
こ
ろ
、
九
割
以
上
の
学
生
に
ア
ル
バ
イ
ト
経
験
が
あ
る

こ
と
が
分
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
ⅰ
の
質
問
で
「
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て

い
る
／
し
て
い
た
と
」
答
え
た
学
生
に
「
ⅱ
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い

て
不
安
や
不
満
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
か
」
と
質
問
を
し
た
と
こ

ろ
、
約
七
割
が
不
安
や
不
満
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
と
回
答
が
あ
っ

た
。

　

ⅱ
の
質
問
を
踏
ま
え
、「
ⅲ
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
不
安
や
不
満

を
感
じ
た
か
」
に
対
し
て
回
答
を
求
め
た
と
こ
ろ
、「
突
然
シ
フ
ト

が
変
更
さ
れ
た
」、「
採
用
時
の
約
束
と
業
務
内
容
や
時
給
な
ど
が

違
っ
た
」、「
深
夜
料
金
・
残
業
代
・
給
料
が
支
払
わ
れ
な
い
」
と
い

う
回
答
が
多
く
得
ら
れ
た
（
図
１
）。

　
「
突
然
シ
フ
ト
が
変
更
さ
れ
た
」
は
労
働
契
約
法
第
八
条
に
違
反

す
る
立
派
な
法
律
違
反
で
あ
り
、
労
働
日
・
労
働
時
間
を
変
更
す
る

に
は
労
働
者
と
使
用
者
の

間
で
合
意
が
必
要
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、「
採
用

時
の
約
束
と
業
務
内
容
や

時
給
な
ど
が
違
っ
た
」
は

労
働
基
準
法
第
三
条
で
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
労
働

通
知
書
の
受
け
取
り
で
採

用
時
の
約
束
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
労
働
通

知
書
は
、
労
働
基
準
法
第

一
五
条
で
明
示
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

「
年
大
学
生
等
に
対
す
る

ア
ル
バ
イ
ト
に
関
す
る
意

識
等
調
査
」（
厚
生
労
働

省 

二
〇
一
五
）
に
よ
る

と
約
六
〇
％
の
人
が
渡
さ

図１　アルバイトをしていて感じた不安や不満
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れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
労
働
通
知
書
は
雇
用
期
間
や

勤
務
地
・
業
務
内
容
・
勤
務
時
間
・
給
料
計
算
な
ど
が
記
載
さ
れ
て

お
り
、
知
っ
て
お
か
な
い
と
シ
フ
ト
の
相
談
や
不
満
を
持
っ
た
際
に

不
利
に
な
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
重
要
な
書

類
で
あ
る
。
給
料
の
内
訳
を
確
認
で
き
る
給
料
明
細
を
渡
さ
れ
て
い

な
い
大
学
生
ア
ル
バ
イ
タ
ー
が
多
い
こ
と
も
わ
か
っ
て
お
り
、
給
料

明
細
の
発
行
が
行
わ
れ
な
い
の
は
所
得
税
法
第
二
三
一
条
に
違
反
す

る
こ
と
に
な
る
。「
深
夜
料
金
・
残
業
代
・
給
料
が
支
払
わ
れ
な

い
」
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
説
明
し
た
労
働
通
知
書
・
給
料
明
細
の

ほ
か
に
も
、
労
働
基
準
法
第
三
七
条
に
「
使
用
者
が
、
一
日
八
時
間

ま
た
は
週
四
〇
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
た
場
合
に
は
、
通
常
の
賃

金
の
二
五
％
以
上
の
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

定
め
ら
れ
て
お
り
、
午
後
一
〇
時
か
ら
翌
日
午
前
五
時
の
深
夜
労
働

に
お
い
て
も
同
じ
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
法
律
で

決
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
違
反
が
あ
る
場
合
に
は
雇
用
主
に
不

満
と
し
て
相
談
し
、
不
当
だ
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
大
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
が
抱
え
て
い
る
不
安
や
不

満　

の
多
く
は
法
律
で
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し

か
し
、「
ⅳ
不
安
や
不
満
を
解
決
す
る
行
動
を
と
っ
た
か
」
と
い
う

質
問
に
対
し
て
、「
い
い
え
」
と
回
答
し
た
学
生
は
約
六
割
と
な
っ

て
お
り
、
学
生
の
多
く
が
対
処
す
る
行
動
を
と
れ
て
い
な
い
こ
と
が

読
み
と
れ
る
。

　

ま
た
、
ⅳ
の
結
果
か
ら
、「
ⅴ
不
安
や
不
満
を
解
決
す
る
よ
う
な

行
動
を
と
ら
な
か
っ
た
理

由
」
に
対
す
る
回
答
を
求

め
た
。
回
答
の
上
位
に
は

「
面
倒
だ
っ
た
」・「
解
決

さ
れ
る
と
思
わ
な
か
っ

た
」・「
相
談
す
る
ほ
ど
の

事
で
も
な
い
」
が
挙
げ
ら

れ
た
（
図
２
）。
こ
の
回

答
か
ら
は
、
相
談
す
る
こ

と
に
対
し
て
諦
め
る
よ
う

な
消
極
的
な
姿
勢
が
読
み

取
れ
る
。
前
述
し
た
と
お

り
、
不
満
の
多
く
は
法
律

違
反
を
伴
う
も
の
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
不
当
な

扱
い
を
解
決
す
る
法
律
が

存
在
し
、
さ
ら
に
相
談
場

所
も
あ
る
と
い
う
知
識
が

あ
れ
ば
解
決
可
能
で
あ
る
。
相
談
場
所
に
は
労
働
組
合
、
法
律
相
談

所
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
学
生
に
身
近
な
場
所
と
し
て
は
、
愛
知

学
院
大
学
の
「
愛
学
リ
ー
ガ
ル
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
無
料
法
律
相
談
所
」

が
あ
る
。
こ
こ
に
は
簡
単
に
大
学
公
式
ア
プ
リ
か
ら
検
索
し
て
問
い

合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
法
律
相
談
に
対
し
堅
苦
し
く
面
倒

な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
て
も
、
当
相
談
所
で
あ
れ
ば
身
近
で
気
軽 図２　不安や不満を解決する行動をとらなかった理由
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に
相
談
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
今
回
の
調
査
で
は
、「『
は
た
ら
く
』
へ
の
ト
ビ
ラ
」（
厚

生
労
働
省　

二
〇
二
三
ａ
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
労
働
法
ク
イ
ズ

A
・
B
」
を
引
用
し
て
労
働
法
の
理
解
度
を
測
る
選
択
問
題
（
三

問
）
に
も
回
答
を
求
め
た
。

　

一
題
目
は
「
ⅵ
一
日
六
時
間
以
上
働
く
と
、
何
分
の
休
憩
時
間
が

必
要
と
な
る
か
」
で
あ
る
。
選
択
肢
は
「
①
忙
し
さ
に
よ
っ
て
変
わ

る
」、「
②
三
〇
分
以
上
」、「
③
四
五
分
以
上
」、「
④
わ
か
ら
な
い
」

と
し
た
。
正
解
は
労
働
基
準
法
第
三
四
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
通

り
、「
③
四
五
分
以
上
」
と
な
っ
て
い
る
。
回
答
は
「
③
」
が
一
番

多
い
と
い
う
結
果
に
な
り
、
次
い
で
「
②
三
〇
分
以
上
」、「
①
忙
し

さ
に
よ
っ
て
変
わ
る
」
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
し
か
し
「
③
四
五

分
以
上
」
と
回
答
し
た
割
合
は
約
四
割
に
過
ぎ
ず
、
多
く
の
者
が
正

し
い
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

二
題
目
は
「
ⅶ
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
休
日
の
日
数
」
で
あ

る
。
選
択
肢
は
「
①
一
週
間
の
う
ち
に
一
回
」、「
②
一
週
間
の
う
ち

に
二
回
」、「
③
四
週
間
の
う
ち
に
八
回
」、「
④
わ
か
ら
な
い
」
と
し

た
。
正
解
は
、
労
働
基
準
法
第
三
五
条
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
通

り
、
一
週
間
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
回
の
休
日
を
与
え
な
く
て
は
な

ら
な
い
、
と
な
っ
て
お
り
「
①
一
週
間
の
う
ち
に
一
回
」
が
正
解
で

あ
る
。
調
査
結
果
で
は
「
②
一
週
間
の
う
ち
に
二
回
」
が
一
番
多
い

結
果
と
な
り
、
次
い
で
「
①
一
週
間
の
う
ち
に
一
回
」、「
④
わ
か
ら

な
い
」
と
な
っ
て
い
た
。「
①
一
週
間
の
う
ち
に
一
回
」
へ
の
回
答

は
約
三
割
と
少
な
い
よ
う
に
感
じ
る
が
、「
②
一
週
間
の
う
ち
に
二

回
」
と
併
せ
る
と
合
計
し
て
八
割
が
一
週
間
の
う
ち
一
回
は
休
み
が

必
要
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
結
果
は
、
企
業
が

採
用
の
際
に
提
示
す
る
週
休
二
日
制
の
よ
う
な
採
用
基
準
を
法
律
で

定
め
ら
れ
た
休
日
日
数
と
誤
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
と
考
え

ら
え
る
。
一
方
で
、
約
二
割
の
人
は
休
日
の
回
数
に
つ
い
て
わ
か
ら

な
い
と
回
答
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
全
員
が
休
日
の
回
数
に

関
し
て
正
し
い
認
識
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が

わ
か
り
、
就
活
を
控
え
た
大
学
生
に
と
っ
て
必
要
な
休
日
日
数
を
知

ら
な
い
こ
と
、
ま
た
は
そ
れ
を
自
ら
学
ぼ
う
と
し
て
い
な
い
こ
と
は

問
題
と
考
え
ら
れ
る
。

　

三
題
目
は
「
ⅷ
給
料
日
な
の
に
お
金
が
な
い
と
い
う
理
由
で
給
料

の
支
払
い
を
断
ら
れ
た
際
、
ど
こ
に
相
談
す
れ
ば
い
い
か
」
に
つ
い

て
回
答
を
求
め
た
。
選
択
肢
は
「
①
警
察
署
」「
②
労
働
基
準
監
督

署
」「
③
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」「
④
わ
か
ら
な
い
」
と
し
た
。
正
解
は
、

「
②
労
働
基
準
監
督
署
」
と
な
っ
て
お
り
、
約
八
割
の
人
が
答
え
ら

れ
て
い
る
が
、
労
働
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
と
し
て
考
え
る
と
八

割
の
正
答
率
は
低
い
。

三
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、「
①
大
学
生
は
労
働
者
を
守
る
法
律
に
つ
い
て
知

識
・
関
心
が
な
い
」、「
②
大
学
生
は
相
談
場
所
や
相
談
方
法
に
つ
い

て
関
心
が
な
い
」
と
い
う
仮
説
を
検
証
し
た
。
今
回
実
施
し
た
調
査

で
質
問
し
た
項
目
は
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
る
人
な
ら
知
っ
て
い
て

当
た
り
前
と
思
わ
れ
る
知
識
で
あ
る
が
、
答
え
ら
れ
な
い
人
は
想
像
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以
上
に
多
か
っ
た
。
調
査
結
果
か
ら
は
、
仮
説
①
は
、
基
本
的
な
労

働
法
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
答
え
ら
れ
な
い
大
学
生
が
多
く
、
大

学
生
は
労
働
者
を
守
る
法
律
に
つ
い
て
関
心
が
な
い
こ
と
が
支
持
さ

れ
た
と
い
え
る
。
一
方
で
仮
説
②
は
支
持
さ
れ
な
い
。「
不
安
や
不

満
を
解
決
す
る
行
動
を
と
ら
な
か
っ
た
理
由
」
と
し
て
「
面
倒
だ
っ

た
か
ら
」
が
一
番
多
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
関
心
が
な
い
と
い
う
よ
り
は
、
大
学
生
は
そ
も
そ
も
行
動
す
る

こ
と
が
面
倒
で
あ
り
相
談
す
る
こ
と
に
対
し
て
消
極
的
な
態
度
を
み

せ
る
。
し
か
し
、
知
識
や
関
心
が
な
い
こ
と
で
自
信
が
持
て
ず
結
果

と
し
て
「
面
倒
」
と
答
え
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
大
学
生
は
「
ア

ル
バ
イ
ト
」
と
し
て
社
会
で
働
く
よ
う
に
な
っ
た
今
こ
そ
、
関
心
を

も
っ
て
自
ら
知
識
を
つ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

新
し
く
知
識
を
つ
け
学
ん
で
い
く
こ
と
は
億
劫
な
こ
と
で
は
あ
る

が
、
こ
れ
か
ら
社
会
で
働
い
て
い
く
際
に
必
要
な
労
働
に
関
す
る
知

識
を
つ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
、「
知
ら
な
い
」
で
不
利
に
な
る
可
能

性
が
出
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
た
め
に

も
、
大
学
生
の
う
ち
に
ア
ル
バ
イ
ト
を
通
し
て
社
会
や
労
働
に
つ
い

て
学
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
厚
生
労
働
省
は
学
生
向
け

に
労
働
法
に
つ
い
て
学
べ
る
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
公
開
し
て
い
る
（
厚

生
労
働
省　

二
〇
二
三
ｂ
）。
さ
ら
に
は
漫
画
で
労
働
法
を
わ
か
り

や
す
く
学
べ
る
も
の
も
公
開
さ
れ
て
お
り
、
一
つ
ず
つ
自
ら
調
べ
て

い
か
な
く
と
も
簡
単
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
（
厚
生
労
働
省　

二
〇

二
三
ｃ
）。
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
搾
取
さ
れ
る
よ
う
な
悪
い
経

験
で
な
く
、
新
し
い
ス
キ
ル
や
知
識
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な

「
い
い
経
験
」
と
な
る
よ
う
に
大
学
生
は
労
働
に
関
す
る
法
律
を
学

ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
松
井　

真
一

　
　

本
レ
ポ
ー
ト
は
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ

ト
」
の
課
題
の
あ
り
か
を
探
ろ
う
と
す
る
意
欲
的
な
レ
ポ
ー
ト
で
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あ
る
。
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
学
生
自
身
が
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
労
働
法
の
観
点
か
ら
自
衛

策
の
知
識
や
問
題
が
生
じ
た
際
の
行
動
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
。

ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト
発
生
の
背
景
を
先
行
研
究
か
ら
丁
寧
に
読
み
解

き
な
が
ら
、
現
在
の
自
分
た
ち
で
調
査
で
き
る
範
囲
を
見
極
め
た

う
え
で
問
い
を
導
出
し
て
い
く
過
程
は
「
課
題
発
見
能
力
」
を
十

分
に
発
揮
し
て
お
り
高
く
評
価
で
き
る
。
労
働
法
や
相
談
場
所
の

「
知
識
」
が
あ
る
か
否
か
が
直
接
的
に
「
関
心
」
の
有
無
に
結
び

つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
部
分
に
や
や
分
析
の
粗
さ
は
残
る
も

の
の
、
今
回
の
調
査
で
は
設
問
数
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮

す
れ
ば
で
き
る
範
囲
の
考
察
に
真
摯
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
結
論

部
分
で
は
、
調
査
結
果
の
概
要
の
他
に
労
働
法
に
関
す
る
著
作
が

数
点
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
伊
藤
さ
ん
の
こ
の
課
題
へ
の
高
い
関
心

が
窺
い
知
れ
る
。
社
会
問
題
へ
の
関
心
の
高
さ
と
鋭
い
視
点
は
他

の
学
生
の
模
範
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
引
き
続
き
勉
学
に

励
み
十
分
に
能
力
を
高
め
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

大
学
生
の
就
職
不
安
の

　
　
　
　
　
　

特
徴
に
つ
い
て

角　

田　

美　

柚

（
心
理
学
科
一
年
）

一
、
は
じ
め
に

　

二
〇
一
九
年
の
一
二
月
に
中
国
の
武
漢
市
で
第
一
例
目
の
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
者
が
発
表
さ
れ
た
（TH

EPAG
E　

二
〇
二
〇
）。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
に
よ
り
、
世
界
的
に
企
業
の
売
上
が
低
下

し
、
新
規
採
用
を
控
え
る
企
業
が
増
加
す
る
こ
と
で
学
生
は
就
職
難

に
陥
っ
た
（
株
式
会
社
マ
イ
ナ
ビ　

二
〇
二
一
）。
現
在
は
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
者
数
が
再
び
増
加
し
て
お
り
愛
知
県
な
ど
で
は
第
一

〇
波
に
突
入
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
名
古
屋
テ
レ
ビ
放
送
株
式
会

社　

二
〇
二
四
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
大
学
生
の
就
職
不
安
は

増
大
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
個
人
的
に
も
大
学
生
に

な
っ
て
就
職
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
が
増
え
た
。
以
上
の
こ
と
か

ら
、
本
稿
で
は
就
職
不
安
を
持
つ
大
学
生
の
特
徴
に
つ
い
て
Ｗ
Ｅ
Ｂ

調
査
を
用
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

二
、
先
行
研
究
・
仮
説
と
調
査
方
法

　

坂
柳
（
一
九
九
六
）
は
職
業
的
不
安
の
内
容
領
域
を
自
己
理
解
不

安
、
職
業
情
報
不
安
、
経
験
欠
如
不
安
、
相
談
欠
如
不
安
、
選
択
決
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定
不
安
、
職
業
適
応
不
安
の
六
つ
に
分
け
た
う
え
で
、
性
別
・
学
年

別
に
職
業
的
不
安
と
大
学
進
路
指
導
へ
の
要
望
度
と
の
関
連
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
女
子
の
ほ
う
が
不
安
は

大
き
く
、
学
年
で
は
三
年
生
の
不
安
が
最
も
大
き
い
こ
と
が
判
明
し

た
。
さ
ら
に
、
男
子
で
は
、
学
年
を
通
し
て
の
発
達
的
変
化
の
パ

タ
ー
ン
が
、
自
己
理
解
不
安
、
選
択
決
定
不
安
、
職
業
的
不
安
の
三

つ
の
領
域
で
は
、
三
年
生
を
ピ
ー
ク
と
し
た
逆
Ｖ
字
型
を
示
し
て
い

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
、
職
業
的
不
安
の
六
つ
の
内
容
領
域

の
な
か
で
は
、
職
業
情
報
不
安
と
選
択
決
定
不
安
の
二
つ
の
不
安
が

最
も
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
坂
柳
は
、

職
業
情
報
は
職
業
選
択
の
根
幹
の
一
つ
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
が
不
足

し
て
い
る
と
認
知
し
た
と
き
に
不
安
を
喚
起
さ
せ
る
と
考
察
し
て
い

る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
不
安
が
選
択
決
定
不
安
に
も
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
で
は
、
六
つ
の
領
域
か
ら
大
学
生
の
職

業
的
不
安
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
総
体
と
し
て
の
職

業
不
安
の
特
徴
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、

大
学
に
は
様
々
な
学
部
が
あ
り
学
び
や
進
路
が
異
な
る
は
ず
で
あ
る

が
、
学
部
に
よ
る
違
い
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
以

上
の
こ
と
か
ら
本
稿
で
は
、
就
職
不
安
に
つ
い
て
の
特
徴
の
中
で

も
、
学
年
と
学
部
に
よ
る
特
徴
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

　

学
年
に
つ
い
て
は
、
三
、
四
年
生
ほ
ど
就
職
活
動
を
行
っ
て
い
る

た
め
不
安
が
高
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
学
部
に
つ
い
て
は
、
本
学
の

心
理
学
部
で
は
三
年
生
か
ら
公
認
心
理
士
の
資
格
を
目
指
す
「
公
認

心
理
士
コ
ー
ス
」
が
存
在
す
る
な
ど
進
路
と
強
く
結
び
つ
い
た
学
部

も
あ
る
た
め
、
学
部
に
よ
っ
て
就
職
不
安
の
大
き
さ
が
異
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
二
つ
の
仮
説
を
立
て
た
。

　

①
「
高
学
年
で
あ
る
ほ
ど
就
職
不
安
が
大
き
い
」

　

②
「
学
部
に
よ
っ
て
就
職
不
安
の
大
き
さ
が
異
な
る
」

　

調
査
は
愛
知
学
院
大
学
の
一
│
四
年
生
を
対
象
に
、
一
一
月
一
六

日
│
三
〇
日
の
期
間
でG

oogle Form
s

を
用
い
て
Ｗ
Ｅ
Ｂ
調
査
を

行
っ
た
。
有
効
回
収
票
数
は
一
〇
二
票
で
あ
る
。
調
査
項
目
に
は
就

職
不
安
度
、
学
年
、
学
部
等
が
含
ま
れ
る
。

三
、
結
果
と
考
察

　

表
1
は
性
別
、
表
2
は
学
年
別
、
表
3
は
学
部
別
の
単
純
集
計
結

果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
性
別
で
は
男
が
や
や
多
い
こ
と
、
学
年

表１　回答者の性別

表２　回答者の学年
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で
は
四
年
生
が
少
な
い
こ
と
、
学
部
で
は
健
康
科
学
部
が
少
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
図
１
は
就
職
不
安
を
五
段
階
の
尺
度
で
尋

ね
た
結
果
で
あ
る
。「
と
て
も
あ
る
」、「
や
や
あ
る
」
を
合
計

す
る
と
八
割
を
超
え
て
お
り
、
多
く
の
学
生
が
就
職
不
安
を
抱

え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
に
、
図
2
と
図
3
は
就
職
不
安
を
学
年
別
、
学
部
別
に
集

計
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

図
2
か
ら
は
、
就
職
不
安
を
感
じ
て
い
る
者
（「
と
て
も
あ

る
」＋「
や
や
あ
る
」
の
合
計
）
の
割
合
が
、
一
年
生
は
七
七
・

四
％
、
二
年
生
は
九
〇
％
、
三
年
生
は
八
四
・
四
％
、
四
年
生

は
五
五
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ど
の
学

表３　回答者の学部

図１　回答者の就職不安度
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年
も
五
割
を
超
え
て
い
る
こ
と
、
学
年
が
上
が
る
ほ
ど
「
全
く
な

い
」
の
割
合
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

図
2
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
の
は
、
一
、
二
年
生
は
就
職
活
動

が
遠
い
将
来
で
あ
る
た
め
漠
然
と
し
た
不
安
を
抱
え
て
お
り
、
三
年

生
は
イ
ン
タ
ー
ン
や
就
職
説
明
会
を
通
し
て
具
体
的
な
就
職
活
動
に

接
し
自
分
自
身
に
差
し
迫
る
問
題
と
捉
え
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
リ
ク
ル
ー
ト
（
二
〇
二
二
）
に
よ
れ
ば
、
就
職
活
動
は

大
学
三
年
生
の
六
月
か
ら
開
始
し
、
大
学
四
年
生
の
一
〇
月
一
日
に

内
定
式
を
行
う
企
業
も
多
く
あ
る
。
こ
の
た
め
四
年
生
は
本
調
査
を

実
施
し
た
一
一
月
に
は
既
に
就
職
活
動
を
終
え
て
い
る
者
が
多
数
含

ま
れ
て
い
る
た
め
他
の
学
年
よ
り
も
「
全
く
な
い
」
と
答
え
た
者
の

割
合
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

図
3
か
ら
は
。
就
職
不
安
を
感
じ
て
い
る
者
の
割
合
が
、
健
康
科

学
部
は
一
〇
〇
％
、
心
理
学
部
は
七
八
・
二
％
、
総
合
政
策
学
部
は

七
六
・
七
％
、
文
学
部
は
九
二
％
と
な
り
、
ど
の
学
部
も
七
割
を
超

え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

学
部
に
よ
る
違
い
は
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
心
理
学
部
で
考
え
ら

れ
た
よ
う
な
就
職
と
結
び
つ
く
学
部
と
そ
れ
以
外
の
学
部
の
間
に

は
っ
き
り
と
し
た
違
い
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
結
果

に
な
っ
た
の
は
、
学
部
ご
と
の
人
数
に
偏
り
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
総
合
政
策
学
部
は
四
三
人
が
回
答
し
て
い
る

が
、
健
康
科
学
部
の
回
答
者
は
二
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
学
部

に
よ
っ
て
人
数
に
か
な
り
の
バ
ラ
つ
き
が
み
ら
れ
た
。
し
た
が
っ

て
、
本
調
査
で
は
学
部
ご
と
の
人
数
の
偏
り
が
、
学
部
間
の
違
い
を

説
明
す
る
際
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
大
学
生
の
就
職
不
安
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
①「
高
学
年
で
あ
る
ほ
ど
就
職
不
安
が
大
き
い
」、
②「
学
部
に

よ
っ
て
、
就
職
不
安
の
大
き
さ
が
異
な
る
」
の
二
つ
の
仮
説
を
検
証

し
た
。
仮
説
①
で
は
、
全
て
の
学
年
で
不
安
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が

判
明
し
た
。
よ
っ
て
、
仮
説
①
は
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
結
果
に
な
っ
た
の
は
、
一
、
二
年
生
は
漠
然
と
し
た
不
安
が
あ
る

た
め
、
三
年
生
は
実
際
に
就
職
活
動
を
行
っ
て
お
り
差
し
迫
っ
た
問

題
と
捉
え
て
い
る
た
め
、
四
年
生
は
就
職
活
動
自
体
を
終
了
し
て
い

る
学
生
も
少
な
く
な
い
た
め
だ
と
考
え
た
。

　

次
に
、
仮
説
②
も
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
調
査
結
果
で
は
、
学
部

ご
と
に
不
安
の
大
き
さ
が
極
端
に
異
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
の
は
、
回
答
し
た
学
部
の
人
数
に
大
き
な
偏

り
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え
た
。

　

本
調
査
で
は
、
ど
の
よ
う
な
学
生
が
就
職
に
対
し
て
不
安
が
あ
る

か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
学
生
は
不
安
が
な
い
の
か
を
明
確
に
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
結
果
に
な
っ
た
一
因

は
、
対
象
と
な
る
学
生
の
大
学
の
偏
差
値
を
考
慮
し
な
か
っ
た
た
め

だ
と
考
え
る
。
日
本
は
学
力
社
会
で
あ
る
。
採
用
に
関
し
て
タ
ー

ゲ
ッ
ト
大
学
を
設
定
し
て
い
る
日
本
の
企
業
は
約
四
〇
％
で
あ
り
、

ま
た
、
学
歴
フ
ィ
ル
タ
ー
を
実
感
す
る
就
活
生
は
約
六
〇
％
と
も
言

わ
れ
て
い
る
（
株
式
会
社
就
活
キ
ャ
リ
ア　

二
〇
二
三
）。
し
た
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が
っ
て
、
今
回
の
調
査
よ
り
も
偏
差
値
が
低
い
大
学
で
は
学
生
は
就

職
に
対
し
て
不
安
を
持
ち
や
す
い
の
で
は
だ
ろ
う
か
。
こ
の
仮
定
が

妥
当
で
あ
る
か
否
か
は
本
調
査
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
今
後

は
対
象
と
な
る
学
生
の
大
学
の
偏
差
値
を
含
め
て
調
査
を
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

参
考
・
引
用
文
献
一
覧

株
式
会
社
就
活
キ
ャ
リ
ア
、
二
〇
二
三
、「
日
本
は
学
歴
社
会
？ 

現
状
の

デ
ー
タ
で
見
る
就
活
と
学
歴
の
関
係
性
、
対
策
方
法
を
解
説
」、
リ
ク
ペ

デ
ィ
ア
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

（
二
〇
二
四
年
一
月
二
九
日
取
得　

https://w
w
w.shukatsu-career.

co.jp/blog/syukatsu/m
eritocracy

）．

株
式
会
社
ド
リ
ー
ム
キ
ャ
リ
ア
、
二
〇
二
一
、「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス　

就
活

へ
の
影
響
」、
理
系
ナ
ビ
就
活
ガ
イ
ド

 

（
二
〇
二
四
年
一
月
二
九
日
取
得　

https://rikeinavi.com
/guide/

practice_coronavirus

）．

株
式
会
社
リ
ク
ル
ー
ト
、
二
〇
二
二
、「
い
つ
、
何
を
や
る
？ 
就
活
の
流
れ

を
解
説
！
」、
リ
ク
ナ
ビ
就
活
準
備
ガ
イ
ド
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

（
二
〇
二
四
年
一
月
二
九
日
取
得　

https://job.rikunabi.com
/

contents/how
to/10144

）．

坂
柳
恒
夫
、
一
九
九
六
、「
大
学
生
の
職
業
的
不
安
に
関
す
る
研
究
」、『
広

島
大
学
大
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー　

大
学
論
集
』
第
二
五
集
：
二
〇
七
│

二
二
七
頁
．

名
古
屋
テ
レ
ビ
放
送
株
式
会
社
、
二
〇
二
四
、「
愛
知
県
大
村
知
事
『
第
10

波
に
入
っ
た
』
と
独
自
宣
言　

新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
者
が
愛
知
で
全
国
平

均
の
2
倍
近
く
に
」、
メ
ー
テ
レ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

（
二
〇
二
四
年
一
月
一
六
日
取
得　

https://w
w
w.nagoyatv.com

/

new
s/?id =

022529

）．

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
、
二
〇
二
〇
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
『
こ

れ
ま
で
起
き
た
こ
と
』
時
系
列
で
振
り
返
る
」、Yahoo!

ニ
ュ
ー
スThe 

PAG
E

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

（
二
〇
二
四
年
一
月
二
九
日
取
得　

https://new
s.yahoo.co.jp/

articles/e771c91302c1758d
3c6f23788119c60130125452

）．

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
松
井　

真
一

　
　

本
レ
ポ
ー
ト
は
自
ら
の
関
心
を
大
学
生
全
体
が
抱
え
る
課
題
に

ま
で
昇
華
し
、
大
学
生
活
の
向
上
に
資
す
る
研
究
と
な
る
よ
う
取

り
組
ん
だ
意
欲
的
な
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
先
行
研
究
を
丁
寧
に
読

み
込
み
そ
の
知
見
を
抑
え
な
が
ら
自
ら
の
仮
説
を
導
出
し
た
点

は
、
基
本
的
な
こ
と
な
が
ら
地
道
な
取
り
組
み
に
裏
打
ち
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
高
く
評
価
で
き
る
。
ま
た
結
果
の
提
示
と
解
釈
、

そ
し
て
当
該
の
結
果
が
導
き
出
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
の
考
察
も

妥
当
で
あ
り
、
他
の
学
生
の
模
範
と
な
る
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
調

査
に
基
づ
い
た
レ
ポ
ー
ト
執
筆
の
基
礎
部
分
つ
い
て
は
適
切
に
修

得
し
て
い
る
た
め
、
今
後
は
統
計
学
的
知
識
も
含
め
て
考
察
が
で

き
る
よ
う
引
き
続
き
勉
学
に
励
む
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
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大
叔
父
へ
の
聞
き
書
き西　

岡　

奏　

太

（
経
済
学
部
一
年
）

　

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
：
Ａ
さ
ん
（
一
九
四
八
年
愛
知
県
江
南
市
生

ま
れ
、
愛
知
県
犬
山
市
在
住
、
大
叔
父
）

大
叔
父
の
幼
少
期

　

私
は
大
東
亜
戦
争
の
直
後
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
は
み
ん

な
生
き
る
の
に
必
死
で
し
た
。
父
親
は
名
古
屋
鉄（

１
）道

で
働
い
て
い

て
、
母
親
は
ミ
シ
ン
で
内
職
を
し
て
い
ま
し
た
。
生
き
る
の
に
必
死

だ
っ
た
の
で
、
子
供
た
ち
は
ほ
っ
た
ら
か
し
で
し
た
。
う
ち
に
帰
る

前
に
、
み
ん
な
で
近
く
の
神
社
に
集
ま
っ
て
、
ラ
ン
ド
セ
ル
を
置
い

て
遊
び
に
行
き
ま
し
た
。
今
と
は
違
っ
て
親
も
怒
ら
な
か
っ
た
し
、

習
い
事
や
塾
に
行
く
子
供
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
分
本
位
の
遊
び

を
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
今
思
い
返
す
と
、
楽
し
か
っ
た
で
す
。

　

一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
川
で
魚
取
り
を
し
て
い
る
と

き
の
、
他
校
の
子
供
と
の
喧
嘩
で
す
。
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
け

ど
、
理
由
は
な
か
っ
た
の
に
つ
か
み
合
い
を
し
て
、
暗
く
な
る
と
自

然
と
終
わ
っ
て
帰
り
ま
し
た
。
野
性
的
だ
っ
た
小
学
生
時
代
で
し

た
。
桃
や
ス
イ
カ
を
こ
っ
そ
り
食
べ
た
り
も
し
た
け
ど
、
今
と
違
っ

て
大
人
も
寛
大
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
大
人
に
叱
ら
れ
た
こ
と
も
少

な
か
っ
た
で
す
。

小
学
生
時
代
に
自
分
に
影
響
を
与
え
た
出
来
事

　

小
学
生
四
年
生
の
時
の
出
来
事
で
す
。
そ
の
当
時
、
音
楽
の
授
業

と
い
う
の
は
女
の
子
が
や
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
音
楽
の

授
業
の
と
き
に
は
、
担
任
の
先
生
の
ほ
か
に
女
の
音
楽
の
先
生
が
き

て
い
て
、
男
の
子
た
ち
は
こ
っ
そ
り
と
授
業
を
抜
け
出
し
て
裏
山
へ

遊
び
に
行
っ
た
り
し
て
、
私
は
音
楽
に
は
興
味
が
な
か
っ
た
で
す
。

あ
る
日
、
音
楽
の
先
生
が
休
ん
だ
時
、
男
の
担
任
の
先
生
が
代
わ
り

に
き
て
、
い
き
な
り
ピ
ア
ノ
を
演
奏
し
て
く
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
は

び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
男
の
先
生
が
ピ
ア
ノ
を
弾
く
な
ん
て
考
え
て

な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
次
に
、
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
を
取
り
出
し

て
、
私
た
ち
が
好
き
だ
っ
た
漫
画
の
「
赤
胴
鈴
之（

２
）助

」
の
主
題
曲
を

吹
い
て
く
れ
ま
し
た
。
私
は
そ
の
時
感
動
し
て
音
楽
に
す
ご
く
興
味

を
持
ち
ま
し
た
。
一
人
目
の
恩
師
で
す
。

　

四
、
五
、
六
年
生
と
過
ご
し
て
き
て
、
私
は
ふ
と
吹
奏
楽
を
や
り

た
い
と
思
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
近
く
の
中
学
校
に
は
吹
奏
楽
部
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
少
し
離
れ
た
私
立
中
学
校
な
ら
吹
奏

楽
部
が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
私
は
そ
こ
の
私
立
中
学
校
に
行

き
た
く
な
り
ま
し
た
が
、
す
ぐ
に
い
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
入
学
試
験

が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
一
二
月
の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
約
三
か
月
必
死

に
勉
強
し
て
合
格
し
ま
し
た
。
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私
立
中
学
校
、
高
校
で
の
生
活

　

中
学
校
、
高
校
で
は
吹
奏
楽
部
で
楽
器
を
演
奏
す
る
の
に
夢
中
で

し
た
。
私
に
と
っ
て
音
楽
は
勉
強
以
上
に
大
切
な
も
の
で
し
た
。
六

年
間
演
奏
し
て
、
高
校
三
年
生
に
な
り
受
験
生
に
な
っ
て
も
部
活
動

を
続
け
て
い
ま
し
た
。
大
学
入
試
の
一
〇
日
前
に
な
っ
て
も
演
奏
を

し
て
い
る
と
、
後
輩
に
「
も
う
来
な
い
で
く
だ
さ
い
。
勉
強
し
て
く

だ
さ
い
。」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
部
活
動
が
終
わ
っ
て
か

ら
は
勉
強
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
は
勉
強
に
専
念
し
ま
し

た
。

キ
ャ
リ
ア
の
始
ま
り
、
き
っ
か
け

　

最
初
私
は
音
楽
の
教
員
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
ピ
ア
ノ
が
弾
け
な
か
っ
た
の
で
諦
め
ま
し
た
。
中
学
二
年
生
の

と
き
に
あ
る
先
生
に
出
会
い
、
英
語
が
好
き
に
な
り
、
学
年
で
五
番

以
内
に
入
る
ぐ
ら
い
の
点
数
を
取
る
ほ
ど
に
勉
強
し
ま
し
た
。
そ
の

先
生
は
二
人
目
の
恩
師
だ
と
思
い
ま
す
。
ほ
か
の
教
科
で
は
だ
め
で

し
た
が
、
英
語
は
常
に
成
績
は
良
か
っ
た
で
す
。
そ
れ
が
英
語
の
教

員
に
な
ろ
う
と
し
た
き
っ
か
け
で
す
。

　

大
学
で
は
英
語
を
ず
っ
と
や
っ
て
き
ま
し
た
。
就
職
の
際
に
公
立

の
教
員
、
私
立
の
教
員
、
会
社
員
に
な
る
と
い
う
選
択
肢
を
持
っ
て

い
ま
し
た
。
公
立
の
教
員
は
転
勤
な
ど
が
あ
り
、
ず
っ
と
吹
奏
楽
が

や
れ
る
保
証
が
な
い
の
で
、
私
立
の
学
校
の
教
員
を
希
望
し
て
い
ま

し
た
。
で
も
、
学
校
の
求
人
は
な
か
っ
た
の
で
、
大
学
四
年
生
の
と

き
に
一
般
の
企
業
の
入
社
試
験
を
受
け
ま
し
た
。
結
果
は
合
格
で
し

た
。
そ
こ
に
入
社
す
る
つ
も
り
で
し
た
。
し
か
し
そ
の
直
後
、
僕
に

英
語
を
教
え
て
く
れ
て
い
た
吹
奏
楽
部
の
顧
問
が
亡
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
の
先
生
も
恩
師
だ
と
思
い
ま
す
。

　

教
頭
先
生
か
ら
電
話
で
呼
ば
れ
て
、
英
語
の
教
員
に
な
ら
な
い
か

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
は
講
師
と
し
て
学
校
に
行
っ
て
い
ま

し
た
が
、
会
社
を
断
っ
て
正
式
に
教
員
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が

キ
ャ
リ
ア
の
始
ま
り
で
す
。

働
い
て
い
た
と
き
に
大
事
に
し
て
い
た
考
え
方

　

教
師
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。「
師
」

と
い
う
言
葉
が
自
分
に
あ
て
は
ま
る
の
に
は
ま
だ
若
か
っ
た
の
で
、

で
き
る
だ
け
教
員
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
も
う
一
つ

は
、
英
語
は
「
教
え
る
」、
人
生
の
経
験
な
ど
の
こ
と
は
「
話
す
」

よ
う
に
し
て
き
ま
し
た
。

　

僕
は
実
体
験
す
る
と
い
う
こ
と
を
何
よ
り
も
大
切
に
し
て
い
ま

す
。
生
徒
た
ち
に
は
、
実
体
験
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
授
業
の
な
か
で
は
、
生
徒
た
ち
に

怒
る
の
で
は
な
く
笑
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。
雑
談
を
す
る

と
、
集
中
し
て
く
れ
る
と
気
が
付
き
ま
し
た
。
そ
の
三
つ
の
考
え
方

を
私
は
大
切
に
し
て
い
ま
し
た
。

心
に
残
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

　

私
は
教
え
る
こ
と
よ
り
も
生
徒
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
多
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
私
の
働
い
て
い
た
学
校
で
は
、
欠
点
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（
赤
点
）
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
毎
年
五
人
ぐ
ら
い
が
留
年
し
ま
し

た
。

　

高
校
三
年
生
を
持
っ
た
時
、
英
語
が
全
然
で
き
な
い
女
の
子
が
い

ま
し
た
。
最
後
の
テ
ス
ト
で
は
、
ほ
と
ん
ど
白
紙
で
「
こ
の
子
は
欠

点
か
な
」
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
答
案
用
紙
の
裏
を
見
て
み
る
と

料
理
の
レ
シ
ピ
が
び
っ
し
り
と
書
い
て
あ
っ
た
の
で
、
追
試
に
て
合

格
に
し
ま
し
た
。
私
は
本
当
に
感
動
し
ま
し
た
。
人
間
生
き
て
い
く

に
は
英
語
だ
け
で
は
な
い
と
思
っ
て
、
点
数
を
あ
げ
ま
し
た
。
他
に

秀
で
た
も
の
も
あ
る
の
に
、
留
年
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
い
ま

し
た
。

　

二
人
目
は
遠
く
か
ら
き
て
い
る
男
の
子
が
い
ま
し
た
。
そ
の
子
に

は
事
情
が
あ
り
、
出
席
日
数
が
足
り
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
な
ん
と

か
卒
業
さ
せ
て
や
り
た
い
と
思
い
、
校
長
先
生
、
教
頭
と
協
議
し
、

三
月
の
二
三
日
ま
で
出
席
さ
せ
ま
し
た
。
校
長
先
生
や
私
な
ど
の
七

人
で
卒
業
式
を
し
ま
し
た
。
本
当
に
感
動
し
ま
し
た
。
初
め
て
の
経

験
で
あ
っ
た
の
で
、
教
員
を
や
め
る
覚
悟
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
一

人
だ
け
の
卒
業
式
は
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。

　

そ
う
い
っ
た
生
徒
た
ち
は
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
い
ま
だ
に
連

絡
を
取
る
生
徒
も
い
ま
す
が
、
い
い
経
験
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
思

い
ま
す
。
教
員
は
生
徒
に
教
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

苦
労
し
た
こ
と

　

苦
労
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
で
す
。
偉
そ
う
な
考
え

か
も
し
れ
な
い
で
す
が
、
人
に
で
き
て
自
分
は
で
き
な
い
こ
と
は
な

い
と
思
う
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。
先
生
に
よ
っ
て
は
、
学
校
に
こ

ら
れ
な
く
な
る
人
は
い
ま
し
た
が
、
私
は
楽
観
的
な
性
格
だ
っ
た
な

と
今
振
り
返
っ
て
思
い
ま
す
。

　

働
い
て
い
た
最
後
の
五
年
間
は
学
校
の
運
営
を
し
て
い
ま
し
た
。

大
変
そ
う
だ
と
い
わ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
が
、
私
に
と
っ
て
は

運
営
の
経
験
は
人
生
で
と
て
も
い
い
経
験
に
な
り
ま
し
た
。

ア
ド
バ
イ
ス

　

実
体
験
を
大
切
に
す
る
こ
と
と
修
羅
場
を
潜
り
抜
け
る
こ
と
で

す
。
奏
太
（
取
材
者
）
は
ま
だ
若
い
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
が
で
き
る

と
思
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
体
験
を
し
て
修
羅
場
を
抜
け
る
こ
と
で
人

生
を
よ
り
良
い
も
の
に
し
て
く
だ
さ
い
。

聞
き
書
き
を
終
え
て

　
「
学
ん
だ
こ
と
、
気
づ
き
」
課
題
を
こ
な
す
際
に
、
話
す
、
質
問

す
る
、
ま
と
め
る
、
こ
の
三
つ
を
し
っ
か
り
で
き
る
よ
う
に
今
回
意

識
し
た
。
対
話
形
式
に
し
よ
う
か
迷
っ
た
が
、
読
み
や
す
く
わ
か
り

や
す
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
今
回
は
ま
と
め
る
形
式
に
し
た
。
学
ん

だ
こ
と
は
、
対
話
形
式
だ
と
聞
く
側
は
よ
り
分
か
り
や
す
い
質
問
に

し
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
だ
。
誰
に
と
っ
て
も
わ
か
り
や
す
い
質
問

を
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
を
学
ん
だ
。
気
づ
き
は
、
聞
き
書
き
は

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
考
え
る
と
、

聞
き
や
す
く
な
っ
た
と
感
じ
た
。

　
「
苦
労
し
た
点
」
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
大
叔
父
が
伝
え
よ
う
と
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し
た
こ
と
、
意
図
し
た
こ
と
を
う
ま
く
ま
と
め
る
の
は
と
て
も
大
変

だ
っ
た
。
そ
し
て
、
話
し
て
い
る
内
容
に
矛
盾
点
が
な
い
よ
う
に
埋

め
て
い
く
の
は
す
こ
し
時
間
が
か
か
っ
た
。

　
「
反
省
点
」
反
省
点
は
三
点
あ
る
。
一
点
目
は
、
聞
き
書
き
の
際

の
時
間
配
分
で
あ
る
。
聞
き
書
き
は
約
一
時
間
三
〇
分
行
っ
た
が
、

聞
き
書
き
の
中
盤
か
ら
少
し
長
く
な
っ
て
し
ま
い
、
予
定
し
て
い
た

質
問
を
一
つ
飛
ば
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
章
ご
と
に
時
間
を

決
め
て
お
く
と
よ
い
と
思
っ
た
。
二
点
目
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト

の
幼
少
期
な
ど
の
時
代
背
景
の
予
備
知
識
の
準
備
不
足
で
あ
る
。
習

い
事
に
行
く
子
が
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
こ
と
や
川
遊
び
を
し
て
い
た

こ
と
に
つ
い
て
は
知
ら
な
か
っ
た
。
事
前
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に

確
認
す
る
こ
と
や
、
文
献
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
昔
の
写
真
を
少
し

で
も
情
報
収
集
し
て
お
く
と
、
よ
り
円
滑
に
聞
き
書
き
が
で
き
た
と

振
り
返
っ
て
思
っ
た
。
三
点
目
は
、
学
校
の
事
務
局
の
こ
と
に
つ
い

て
詳
し
く
聞
け
な
か
っ
た
こ
と
だ
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
は
事
務
局

で
の
経
験
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
そ
う
だ
が
、
今
回

は
時
間
の
関
係
や
フ
ォ
ー
カ
ス
を
幼
少
期
や
学
生
時
代
に
充
て
た

か
っ
た
の
で
、
聞
け
な
か
っ
た
。
深
堀
し
て
聞
く
と
よ
り
よ
い
も
の

に
な
っ
た
だ
ろ
う
。

　

今
回
の
聞
き
書
き
の
課
題
が
出
た
と
き
に
誰
に
話
し
て
も
ら
お
う

か
す
ご
く
悩
ん
だ
。
大
叔
父
に
は
し
ば
し
ば
私
の
大
学
で
の
過
ご
し

方
や
勉
強
の
こ
と
を
相
談
に
乗
っ
て
も
ら
い
、
人
生
で
大
切
に
し
た

ほ
う
が
良
い
こ
と
な
ど
を
よ
く
話
し
て
く
れ
て
い
る
。
今
回
初
め
て

し
っ
か
り
大
叔
父
と
は
ど
う
い
う
人
な
の
か
な
ど
に
つ
い
て
聞
け
た

の
で
と
て
も
い
い
機
会
に
な
っ
た
。
春
学
期
は
情
報
を
集
め
る
力
や

レ
ジ
ュ
メ
と
は
ど
う
や
っ
て
作
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
修
得
し
た

が
、
秋
学
期
の
課
題
の
聞
き
書
き
で
は
、
ま
と
め
る
力
が
身
に
つ
い

た
と
思
う
。

注１
、
名
古
屋
鉄
道
：
東
海
地
方
の
愛
知
県
・
岐
阜
県
を
基
盤
と
す
る
鉄
道
会

社
で
あ
る
。
通
称
、
名
鉄
（
め
い
て
つ
、M

eitetsu

）。
日
本
の
大
手
私

鉄
の
一
つ
で
、
民
営
鉄
道
と
し
て
は
日
本
で
三
番
目
の
歴
史
を
持
つ
老
舗

企
業
で
あ
る

２
、
赤
胴
鈴
之
助
：
福
井
英
一
と
武
内
つ
な
よ
し
に
よ
る
日
本
の
漫
画
作

品
、
お
よ
び
そ
れ
を
原
作
と
す
る
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
、
映
画
、
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
、
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
で
あ
る
。

参
考
文
献

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
「
名
古
屋
鉄
道
」

 
https://ja.w

ikipedia.org/w
iki/

名
古
屋
鉄
道
（
閲
覧
二
〇
二
四
年
一

月
一
六
日
）

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
「
赤
胴
鈴
之
助
」

 
https://ja.w

ikipedia.org/w
iki/

赤
胴
鈴
之
助
（
閲
覧
二
〇
二
四
年
一

月
一
六
日
）

　
〈
寸
評
〉 

担
当
教
員
：
富
田　

啓
介

　
　

例
年
、
担
当
の
教
養
セ
ミ
ナ
ー
Ⅱ
で
は
、「
聞
き
書
き
」
を
実

施
し
て
い
る
。
聞
き
書
き
は
、
相
手
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

と
り
な
が
ら
情
報
を
引
き
出
す
技
術
、
わ
か
り
や
す
く
相
手
に
伝



88

わ
る
よ
う
に
発
表
す
る
技
術
、
情
報
を
整
理
し
て
ま
と
め
る
技

術
、
そ
し
てW

ord

を
は
じ
め
と
す
る
Ｐ
Ｃ
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を

操
作
す
る
技
術
な
ど
を
総
合
的
に
学
ぶ
た
め
の
よ
い
手
段
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。

　
　

西
岡
奏
太
さ
ん
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
以
前
か
ら
折
に
触
れ
て
相
談

に
乗
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
、
大
叔
父
へ
の
取
材
内
容
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。
大
叔
父
は
か
つ
て
学
校
の
教
員
を
し
て
い
た
が
、

教
職
に
就
く
き
っ
か
け
と
し
て
、
何
人
か
の
「
恩
師
」
と
言
え
る

人
物
の
存
在
が
あ
っ
た
と
い
う
。
西
岡
さ
ん
は
、
そ
の
一
つ
ひ
と

つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
丁
寧
に
聞
き
取
っ
て
い
る
。
ま
た
、
実
際
に

教
員
と
し
て
働
い
て
い
た
際
の
印
象
深
い
経
験
に
つ
い
て
も
、
簡

潔
で
は
あ
る
が
、
そ
の
人
と
な
り
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
記
述

し
て
い
る
。

　
　

人
か
ら
聞
い
た
内
容
を
、
う
ま
く
自
分
の
中
で
消
化
し
て
文
章

に
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
こ
の
点
、
西
岡
さ
ん
は
第
三

者
に
も
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
も
ち

ろ
ん
西
岡
さ
ん
の
努
力
が
あ
る
の
だ
ろ
が
、
大
叔
父
と
の
信
頼
関

係
や
、
そ
の
中
で
教
わ
っ
た
事
柄
も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と

感
じ
た
次
第
で
あ
る
。
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食
べ
な
い
で
肌
に
譲
っ
て
く
だ
さ
い

山　

田　

菜
々
花

（
心
理
学
科
三
年
）

※
本
レ
ポ
ー
ト
は
、「
駐
名
古
屋
大
韓
民
国
総
領
事
杯 

韓
日
ス
ピ
ー

チ
コ
ン
テ
ス
ト
二
〇
二
三
年
度 
最
優
秀
賞
」
を
受
賞
し
た
作
文

で
あ
る
。（
文
嬉
眞 

記
）

〈
日
本
語
訳
〉

　

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
心
理
学
を
専
攻
し
て
い
る
山
田
菜
々

花
と
言
い
ま
す
。

　

少
し
急
で
す
が
、
私
を
一
度
見
て
み
て
く
だ
さ
い
。
も
し
か
し

て
、
私
か
ら
「
韓
国
っ
ぽ
い
」
感
じ
が
し
ま
せ
ん
か
。

　

私
は
最
近
韓
国
の
美
容
に
興
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
前
髪

を
韓
国
人
の
よ
う
に
カ
ッ
ト
し
て
み
た
り
、
メ
イ
ク
も
韓
国

YouTuber

を
見
て
勉
強
を
し
た
り
、
韓
国
化
粧
品
を
買
っ
て
み
た

り
も
し
ま
す
。
皆
さ
ん
も
道
を
歩
く
時
、
韓
国
人
の
よ
う
に
服
を
着

て
い
る
人
々
を
目
に
し
ま
せ
ん
か
。
な
ぜ
最
近
の
人
々
は
韓
国
の
美

容
を
熱
心
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

日
本
と
韓

国
の
美
容
は
何
が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
が
実
際
に
韓
国
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
Ｋ
│
Ｐ

Ｏ
Ｐ
の
影
響
で
し
た
。
偶
然YouTube

で
韓
国
芸
能
人
を
見
て
い

た
ら
「
食
べ
な
い
で
お
肌
に
譲
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
字
幕
を
見

ま
し
た
。
初
め
は
、
私
は
動
画
の
字
幕
が
間
違
っ
て
い
る
の
だ
と
思

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
韓
国
人
の
友
達
に
聞
い
て
み
る
と
、
字
幕
が

間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
以
前
は
そ
の
よ
う
な
広
告
が
あ
っ
た

の
だ
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
私
は
食
べ
る
の
で
は
な
く
、
お
肌
に

順
位
を
譲
る
と
い
う
言
葉
が
少
し
衝
撃
的
で
し
た
。
し
か
し
、
よ
く

考
え
て
み
る
と
、
こ
の
言
葉
こ
そ
韓
国
の
美
容
を
代
表
す
る
言
葉
な

の
で
は
な
い
か
、
と
感
じ
ま
し
た
。

　

こ
の
言
葉
を
知
っ
た
頃
、
私
は
韓
国
語
の
単
語
を
一
生
懸
命
覚
え

て
い
て
、
韓
国
語
と
日
本
語
は
よ
く
似
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
し

た
。
例
え
ば
文
法
や
単
語
、
ま
た
発
音
が
似
て
い
る
こ
と
が
多
い
で

す
。
し
か
し
、
同
時
に
同
じ
漢
字
を
使
う
単
語
で
も
、
ま
っ
た
く
異

な
る
意
味
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
特
に
「
자
기
관

리
」
す
な
わ
ち
「
自
己
管
理
」
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
に
当
た
る
と
思

い
ま
す
。

　

日
本
語
で
の
自
己
管
理
と
い
う
言
葉
は
、
健
康
的
な
生
活
、
ま
た

は
規
則
的
な
生
活
を
目
標
に
ご
飯
を
よ
く
食
べ
て
、
遅
い
時
間
に
寝

ず
に
早
く
起
き
る
な
ど
の
生
活
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
し
か

教
養
教
育
を
振
り
返
っ
て
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し
、
韓
国
で
使
用
さ
れ
る
自
己
管
理
の
意
味
と
は
、
規
則
的
な
生
活

を
す
る
だ
け
で
な
く
、
肌
、
体
型
な
ど
の
外
面
的
な
部
分
を
含
む
よ

う
な
意
味
で
使
わ
れ
る
そ
う
で
す
。
例
え
ば
韓
国
で
は
、
肌
に
ニ
キ

ビ
が
出
来
た
ら
、
肌
治
療
を
受
け
に
直
ぐ
に
皮
膚
科
に
行
く
人
が
多

い
そ
う
で
す
。
ま
た
、
女
性
だ
け
で
な
く
男
性
も
毎
日
運
動
を
し
て

定
期
的
に
ス
キ
ン
ケ
ア
を
受
け
た
り
、
美
白
、
保
湿
な
ど
の
「
自
己

管
理
」
を
し
た
り
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
韓
国
で
は
社
会
的
な
認
識

に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
自
己
管
理
を
全
く
お
か
し
な
こ
と
だ
と
は
考

え
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

　

私
は
初
め
、
韓
国
の
言
う
「
美
容
」
が
外
見
に
だ
け
集
中
す
る
よ

う
な
感
じ
が
し
ま
し
た
。
し
か
し
実
際
の
韓
国
人
は
、
内
面
的
な
部

分
も
重
要
で
す
が
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
外
面
的
な
部
分
も
重
要
だ
と
い

う
認
識
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、「
食
べ
な
い
で
お
肌
に

譲
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
広
告
が
作
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
私
は
外

面
的
な
美
し
さ
も
重
要
な
価
値
で
あ
る
と
思
い
、
さ
ら
に
自
分
を
愛

し
て
大
切
に
す
る
姿
も
重
要
で
、
そ
う
考
え
る
韓
国
人
の
考
え
方
を

素
敵
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

初
め
て
韓
国
語
の
勉
強
を
始
め
た
と
き
、
言
語
の
勉
強
は
国
語
や

数
学
の
よ
う
な
勉
強
だ
と
思
い
ま
し
た
。
言
語
を
勉
強
す
る
こ
と

は
、
単
に
言
葉
を
覚
え
て
会
話
を
交
わ
す
こ
と
で
止
ま
る
の
で
は
な

く
、
新
し
い
文
化
や
考
え
方
、
人
生
に
対
す
る
態
度
を
学
ぶ
良
い
機

会
に
な
る
と
思
い
ま
し
た
。
今
お
話
し
た
自
己
管
理
と
美
容
の
よ
う

な
面
白
い
も
の
を
知
る
た
び
に
、
次
は
何
を
知
る
事
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
と
い
う
期
待
が
膨
ら
み
ま
す
。

　

以
上
に
な
り
ま
す
、
発
表
を
聞
い
て
く
だ
さ
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

〈
原
文
〉

먹
지 

말
고 

피
부
에 

양
보
하
세
요

　
여
러
분 

안
녕
하
세
요
．
저
는 

대
학
교
에
서 

심
리
학
을 

전
공
하

고 

있
는 

야
마
나 

나
나
카
라
고 

합
니
다
．

　
잘 

부
탁
드
립
니
다
．

　
조
금 

뜬
금 

없
지
만
，
저
를 

한 

번 

봐
주
세
요
．
혹
시 

저
한
테

서
，
한
국
적
인
，
느
낌
이 

있
을
까
요
？ 

저
는 

요
즘 

한
국
의 

미

용
에 

대
해 

관
심
을 

갖
고 

있
습
니
다
．
그
래
서 

앞
머
리
를 

한
국

사
람
처
럼 

잘
라
보
기
도 

하
고
，
한
국 

유
튜
브
를 

보
고 

메
이
크

업 

공
부
를 

하
고
，
한
국 

화
장
품
을 

사
기
도 

합
니
다
．
여
러
분

도 

길
을 

걸
을 

때 

한
국
사
람
처
럼 

옷
을 

입
고 

있
는 

사
람
들
이 

눈
에 

보
이
시
나
요
？ 

왜 

요
즘 

일
본
사
람
들
이 

한
국
의 

미
용
에 

열
광
할
까
요
？ 

일
본
과 

한
국
의 

미
용
은 

무
엇
이 

다
를
까
요
？

　
사
실 

저
도 

한
국
에 

관
심
을 

갖
게 

된 

것
은
Ｋ
│
Ｐ
Ｏ
Ｐ
이
었

습
니
다
．

　
우
연
히 

유
튜
브
에
서 

한
국 

예
능
을 

보
다
가
〝
먹
지 

말
고 

피

부
에 
양
보
하
세
요
〞
라
는 

자
막
을 

보
게 

되
었
습
니
다
．
처
음
에 

저
는 
영
상 

자
막
이 

잘
못
된 

줄 

알
았
습
니
다
．
하
지
만 

한
국
인 

친
구
에
게 
물
어
보
니 

자
막
이 

잘
못 

된 

것
이 

아
니
고 

예
전
에 

그
런 

광
고
가 
있
었
다
고 

알
려
주
었
습
니
다
．
저
는 

먹
지 

말
고 
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피
부
에 

양
보
하
라
는 

말
이 

조
금 

충
격
적
이
었
습
니
다
．
하
지
만 

곰
곰
이 

생
각
해
보
니 

이 

말
이
야
말
로 

한
국
의 

미
용
을 

대
표
하

는 

말
인 
것 

같
다
는 

느
낌
이 

들
었
습
니
다
．

　
그
때
쯤 
저
는 

한
국
어 

단
어
를 

열
심
히 

외
우
고 

있
었
는
데
， 

한
국
어
와 

일
본
어
는 

비
슷
한 

부
분
이 

많
았
습
니
다
．
특
히 

문

법
이
나 

단
어 

또
는 
발
음
이 

비
슷
한 

것
이 

많
았
습
니
다
．
하
지

만 

동
시
에 

같
은 

한
자
를 

사
용
하
는 

단
어
이
지
만
，
전
혀 

다
른 

의
미
가 

되
는 

경
우
도 
있
었
습
니
다
．
그
중
에
서 

저
는 

지
코
칸

리
（
自
己
管
理
）
즉
〝
자
기 
관
리
〞
라
는 

말
이 

인
상
깊
었
습
니

다
．
일
본
어
에
서 

자
기
관
리 
라
는 
말
은 

건
강
한 

삶
，
또
는 

규

칙
적
인 

삶
을 

목
적
으
로 

밥
을 
잘 
챙
겨 

먹
고 

늦
은 

시
간
에 

자
지 

않
고 

일
찍 

일
어
나
는 

등
의 

생
활
을 

하
는 

것
을 

의
미
합

니
다
．
하
지
만 

한
국
에
서 

자
기
관
리
는 
규
칙
적
인 

생
활
을 

하

는 

것
뿐
만 

아
니
라 

피
부
，
체
형
과 

같
은 
외
적
인 

부
분
을 

포

함
하
는 

느
낌
으
로
도 

사
용
됩
니
다
．
예
를 

들
어 
한
국
에
서
는 

피
부
에 

여
드
름
이 

생
기
면 

관
리
를 

받
으
러 

피
부
과
에 

가
는 

사
람
들
이 

많
다
고 

합
니
다
．
또 

여
성 

뿐
만
아
니
라 

남
성
들
도 

매
일 

운
동
을 

하
고 

정
기
적
으
로 

피
부 

관
리
를 

받
거
나 
미

백
，
보
습 

등
의
〝
자
기 

관
리
〞
를 

한
다
고 

합
니
다
．
한
국
에
서

는 

사
회
적
인 

인
식
에 

있
어 

이
런 

자
기 

관
리
를 

전
혀 

이
상
하

게 

생
각
하
지 

않
습
니
다
．

　
처
음
에 

한
국
의
〝
미
용
〞
이 

외
모
에
만 

집
중 

하
는 

듯
한 

느

낌
이 

있
었
습
니
다
．
하
지
만 

내
면
의 

가
치
를 

외
면
의 

아
름
다

움
으
로 

표
현
할 

수 

있
어
서 

외
적
인 

부
분
도 

중
요
하
지
만 

그

에 

못
지 

않
게 

내
적
인 

부
분
도 

중
요
하
다
는 

인
식
을 

갖
고
있

는 

것 

같
습
니
다
．
그
래
서
〝
먹
지 

말
고 

피
부
에 

양
보
하
세 

요
〞
라
는 

광
고
가 

나
올 

수 

있
었
던 

것 

같
습
니
다
．
저
는 

외

적
인 

아
름
다
움
도 

중
요
한 

가
치
이
고
，
자
신
을 

사
랑
하
고 

아

끼
는 

모
습 

또
한 

중
요
하
며 

그
렇
게 

생
각
하
는 

한
국
사
람
들
의  

사
고
방
식
을 

본
받
을 

만
하
다
고 

생
각
했
습
니
다
．

　
처
음 

한
국
어 

공
부
를 

시
작
할 

때 

언
어 

공
부
는 

국
어
와 

수

학 

같
은 

공
부
인
줄 

알
았
습
니
다
．
언
어
를 

공
부
하
는 

것
이 

단

순
히 

단
어
를 

외
우
고 

대
화
를 

나
누
는 

것
에
서 

멈
추
는 

것
이 

아
닌 

새
로
운 

문
화
와 

사
고 

방
식
，
삶
을 

대
하
는 

태
도
를 

배

우
는 

좋
은 

기
회
가 

된
다
는 

생
각
이 

들
었
습
니
다
．
저
는 

앞
에

서 

이
야
기
한 

자
기
관
리
와 

미
용
，
같
은 

재
미
있
는 

것
들
을
알

게 

될 

때
마
다 

다
음
에
는 

무
엇
을 

알
게 

될
지 

기
대
가 

됩
니

다
．
자
금
까
지 

발
표
를 

들
어
주
셔
서 

감
사
합
니
다
．



　
令
和
五
年
年
度

　
教
養
セ
ミ
ナ
ー
・
テ
ー
マ
一
覧

教
養
セ
ミ
ナ
ー
Ⅰ
・
Ⅱ

文
学
部

教　

員　

名

テ　
　
　

ー　
　
　

マ

浅
原　

正
和

本
を
起
点
に
知
識
の
源
流
を
探
る
旅
に
出
よ
う

池
田　
　

健

科
学
を
楽
し
も
う

岩
佐　

宣
明

論
理
ト
レ
ー
ニ
ン
グ 
│
も
の
ご
と
を
正
確
に
表
現
す
る
力
を
身

に
つ
け
よ
う
│

遠
藤　

哲
也

自
分
で
物
事
を
考
え
ら
れ
る
、
自
立
し
た
大
人
に
な
ろ
う

大
松　

久
規

90
分
で
「
今
」
を
読
む

河
合　

泰
弘

趣
味
か
ら
始
め
る
学
問
入
門

Ｈ
・ 

ド
イ
ロ
ン

Active Reading

境
田　

雅
章

サ
ッ
カ
ー
を
通
し
て
ス
ポ
ー
ツ
の
社
会
を
考
え
る

杉
浦　

克
哉

昔
の
英
字
新
聞
を
読
む

塚
本　

早
織

多
様
性
に
つ
い
て
考
え
よ
う 

│「
違
い
」
の
視
点
か
ら
み
た
自
分

と
社
会
│

富
田　

啓
介

身
近
な
自
然
環
境
を
考
え
る

野
田　

大
志

適
切
で
効
果
的
な
日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
目
指
そ

う
！

Ｒ
・
Ｌ
・
ノ
テ
ス
タ
イ
ン

ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
と
音
楽
で
１
９
６
０
年
代
の
文
化
を
紹
介
す

る

藤
田　

淳
志

ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ス
や
ヒ
ッ
ト
ソ
ン
グ
を
通
し
て
広
い
視
野

を
身
に
つ
け
よ
う

文　

 

嬉 

眞

異
文
化
・
自
国
文
化
を
考
え
よ
う
！

山
下　

あ
や

デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
映
画
を
深
く
考
え
よ
う

山
下　

秀
康

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
入
門

山
口　

拓
史

学
び
続
け
る
チ
カ
ラ

経
営
学
部

教　

員　

名

テ　
　
　

ー　
　
　

マ

有
馬　

義
康

目
指
せ
！　

プ
レ
ゼ
ン
の
達
人
!!

糸
井
川　

修

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
読
む

勝
股　

高
志

現
代
中
国
を
知
る

北
村
伊
都
子

生
活
習
慣
と
健
康
に
つ
い
て
考
え
よ
う

朱　

 

新 

建

歴
史
は
鑑
で
あ
る

城　
　

貞
晴

四
季
の
星
空
さ
ん
ぽ

菅
原　

研
州

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
を
通
し
て
読
書
を
好
き
に
な
ろ
う
！

清　
　

忠
師

暮
ら
し
の
中
の
科
学

高
田　

正
義

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
鍛
え
て
、
夢
を
つ
か
も
う
！

南　
　

裕
明

数
学
の
営
み

山
名　

賢
治

Ⅰ
、
伝
わ
る
文
章
の
書
き
方

Ⅱ
、
問
題
解
決
力
を
身
に
つ
け
よ
う

鷲
嶽　

正
道

ア
イ
デ
ア
を
表
現
し
よ
う
！



法
学
部

教　

員　

名

テ　
　
　

ー　
　
　

マ

石
川　

一
久

英
語
の
歴
史（
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
民
族
支
配
の
影
響
を
受
け
て
）

岩
佐　

宣
明

論
理
ト
レ
ー
ニ
ン
グ 

│
も
の
ご
と
を
正
確
に
表
現
す
る
力
を
身

に
つ
け
よ
う
│

上
原　

宏
行

日
常
生
活
に
は
科
学
が
い
っ
ぱ
い
！　

理
解
し
て
、
よ
り
便
利
な

生
活
を
！

梅
田　
　

豊

裁
判
員
裁
判
を
体
験
し
よ
う
！

Ｇ
・
Ｄ
・
ガ
ニ
エ

比
較
文
化
と
実
用
英
語

河
合　

泰
弘

趣
味
か
ら
始
め
る
学
問
入
門

澤
田　

真
由
美

英
語
の
ふ
し
ぎ

柴
田　

哲
雄

キ
ャ
リ
ア
の
基
礎
を
固
め
よ
う
！

高
田　

正
義

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
鍛
え
て
、
夢
を
つ
か
も
う
！

田
中　

淳
子

法
的
思
考
の
す
す
め

中
村　
　

綾

日
本
と
中
国
の
文
化
を
テ
ー
マ
に
表
現
力
を
身
に
付
け
よ
う
！

松
永　
　

諭

量
で
物
事
を
考
え
る 

│「
あ
る
」「
な
し
」
だ
け
じ
ゃ
な
い
モ
ノ
の

見
方
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
│

商
学
部

教　

員　

名

テ　
　
　

ー　
　
　

マ

上
原　

宏
行

日
常
生
活
に
は
科
学
が
い
っ
ぱ
い
！　

理
解
し
て
、
よ
り
便
利
な

生
活
を
！

海
野　

勇
三

国
際
協
力
に
つ
い
て
考
え
る

岡
島　

秀
隆

絵
本
読
書
会 

│
読
み
・
考
え
・
語
り
・
書
く
力
を
磨
こ
う

河
野　

敏
宏

日
本
語
の
文
章
表
現
力
を
身
に
つ
け
よ
う
！

近
藤　
　

浩

読
ま
せ
る
文
章
を
書
け
る
よ
う
に
な
ろ
う
！

佐
々
木　

真

伝
え
る
力　

伝
わ
る
力

柴
田　

哲
雄

キ
ャ
リ
ア
の
基
礎
を
固
め
よ
う
！

白
木　

優
馬

「
あ
た
り
ま
え
」
を
見
直
し
て
み
よ
う

菅
原　

研
州

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
を
通
し
て
読
書
を
好
き
に
な
ろ
う
！

虎
澤　

慶
太

論
理
的
思
考
を
鍛
え
よ
う

心
理
学
部

教　

員　

名

テ　
　
　

ー　
　
　

マ

青
山　

健
太

大
学
で
の
学
び
の
ス
タ
ー
ト
！　

知
識
や
技
術
を
活
用
し
よ

う
！

糸
井
川　

修

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
読
む

内
田　

康
弘

学
校
の
「
当
た
り
前
」
を
見
つ
め
直
そ
う
！ 

│
教
育
を
論
理
的
・

客
観
的
に
考
え
る
│

小
出　

龍
郎

Ⅰ
、 『
脳
と
こ
こ
ろ
』
の
サ
イ
エ
ン
ス

Ⅱ
、『
生
（
い
の
ち
）
と
死
』
の
サ
イ
エ
ン
ス

白
木　

優
馬

「
あ
た
り
ま
え
」
を
見
直
し
て
み
よ
う

松
井　

真
一

「
社
会
」
の
見
方
・
測
り
方 

│
社
会
を
題
材
に
論
理
的
思
考
を
身

に
つ
け
よ
う
│

経
済
学
部

教　

員　

名

テ　
　
　

ー　
　
　

マ

岩
田　

荘
平

筋
道
だ
っ
た
思
考
と
説
得
力
の
あ
る
叙
述
の
た
め
に 

│
初
歩
か

ら
学
ぶ
論
理
学
│

梅
田　
　

豊

裁
判
員
裁
判
を
体
験
し
よ
う
！



久
馬　

栄
道

超
難
解
折
り
紙
で
、
論
理
脳
を
鍛
え
よ
う

香
ノ
木　

隆
臣

詩
は
世
に
つ
れ　

世
は
詩
に
つ
れ 

│
20
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
詩
│

小
栁　

竜
太

技
術
と
し
て
の
教
養
を
身
に
つ
け
る

朱　

 

新 
建

歴
史
は
鑑
で
あ
る

菅
井　

大
地

文
学
を
通
し
て
環
境
に
つ
い
て
考
え
よ
う

杉
浦　

克
哉

昔
の
英
字
新
聞
を
読
む

富
田　

啓
介

身
近
な
自
然
環
境
を
考
え
る

吉
村　

正
宏

科
学
的
な
思
考
の
レ
ッ
ス
ン

教
養
セ
ミ
ナ
ー 

Ⅲ

教　

員　

名

テ　
　
　

ー　
　
　

マ

小
栁　

竜
太

自
身
の
競
技
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
高
め
る
術
を
知
ろ
う 

│
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
理
論
の
学
習
と
実
践
│

上
原　

宏
行

数
的
推
理
の
問
題
を
通
し
て
論
理
的
な
考
え
方
を
養
う 

山
森　

忠
直

プ
ロ
棋
士
に
学
ぶ
囲
碁
の
基
本 

│
囲
碁
を
通
し
て「
思
考
力
」「
判

断
力
」「
分
析
力
」「
集
中
力
」
を
養
う

山
名　

賢
治

環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
つ
い
て
考
え
る  

朱　

 

新 

建

映
画
と
音
楽
を
通
し
て
異
文
化
の
共
有
と
創
新
を
学
ぶ 

海
野　

勇
三

現
代
に
お
け
る
子
ど
も
の
人
権
状
況

文　

 

嬉 

眞

異
文
化
・
自
国
文
化
を
考
え
よ
う
！

金　

 

芝 

恵

ハ
ン
グ
ル
能
力
検
定
試
験
４
級
合
格
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

齋
藤　

和
佳
子

「
ボ
ン
ジ
ョ
ル
ノ
！ 

イ
タ
リ
ア
」
│
文
化
と
会
話
を
楽
し
も
う
│

糸
井
川　

修

ド
イ
ツ
語
で
読
む
『
白
雪
姫
』

高
田　

正
義

メ
ン
タ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
土
台
を
作
ろ
う

教
養
セ
ミ
ナ
ー 

Ⅳ

教　

員　

名

テ　
　
　

ー　
　
　

マ

小
栁　

竜
太

自
身
の
競
技
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
高
め
る
術
を
知
ろ
う 

│
有
酸
素

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
理
論
の
学
習
と
実
践
│

朱　

 

新 

建

映
画
と
音
楽
を
通
し
て
異
文
化
の
共
有
と
創
新
を
学
ぶ

文　

 

嬉 

眞

異
文
化
・
自
国
文
化
を
考
え
よ
う
！ 

金　

 

芝 

恵

ハ
ン
グ
ル
能
力
検
定
試
験
４
級
合
格
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

齋
藤　

和
佳
子

「
ボ
ン
ジ
ョ
ル
ノ
！ 

イ
タ
リ
ア
」
│
文
化
と
会
話
を
楽
し
も
う
│

糸
井
川　

修

ド
イ
ツ
語
で
読
む
『
い
ば
ら
姫
』
と
『
ラ
プ
ン
ツ
ェ
ル
』

高
田　

正
義

メ
ン
タ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
展
開
し
ま
す



表
紙
絵
の
思
い
出

│
イ
ギ
リ
ス
の
レ
ッ
ド
・
ブ
リ
ッ
ク
ス
大
学
│

教
養
部
数
学
教
室
　
久
　
馬
　
栄
　
道

　
私
は
二
〇
〇
一
年
度
に
在
外
研
究
に
い
く
機
会
を
い
た
だ
き
、
イ

ギ
リ
ス
の
リ
ー
ズ
大
学
で
一
年
間
、
研
究
に
専
念
す
る
機
会
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
リ
ー
ズ
大
学
は
、
秋
篠
宮
ご
夫
婦
の
次
女
、
佳
子
さ

ま
が
留
学
さ
れ
た
こ
と
で
有
名
で
す
が
、
そ
れ
は
私
が
リ
ー
ズ
大
学

に
滞
在
し
た
後
の
話
で
あ
り
、
当
時
は
ま
さ
か
そ
ん
な
こ
と
に
な
る

と
は
、
ま
っ
た
く
想
像
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
も
そ
も
リ
ー
ズ
は
、
訛
り
の
強
い
北
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
中
で

も
、
さ
ら
に
訛
り
が
強
い
地
域
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
、
イ
ギ
リ
ス

人
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
か
そ
ん
な
地
域
に
日
本
の
プ
リ
ン
セ
ス
が
留

学
す
る
と
は
、
驚
き
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
リ
ー
ズ
大
学
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
の
中
で
も
ラ
ッ
セ
ル
・
グ

ル
ー
プ
と
言
わ
れ
る
上
位
二
四
校
に
入
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
国
の
研
究

費
の
三
分
の
二
を
ラ
ッ
セ
ル
・
グ
ル
ー
プ
に
注
い
で
い
る
の
で
、
か

な
り
の
有
力
校
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
そ
の
中
で
も
リ
ー
ズ
大
学
を
含
む
七
つ
が
レ
ッ
ド
・
ブ
リ
ッ
ク
ス

（
赤
レ
ン
ガ
）
大
学
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
お
も
に
産
業
革
命
の
後

で
作
ら
れ
た
大
学
で
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
や
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
が
石
で
造
ら
れ
て
い
る
校
舎
が
多
い
の
に
対
し
、
赤
レ
ン
ガ
で

作
ら
れ
た
校
舎
が
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
前
が
つ
き
ま
し
た
。

　
リ
ー
ズ
大
学
は
二
〇
世
紀
の
初
頭
に
造
ら
れ
た
の
で
、
比
較
的
新

し
い
大
学
で
す
が
、
表
紙
絵
は
そ
の
リ
ー
ズ
大
学
の
グ
レ
ー
ト
・

ホ
ー
ル
と
言
わ
れ
る
講
堂
で
、
赤
レ
ン
ガ
で
造
ら
れ
て
お
り
、
ま
さ

に
レ
ッ
ド
・
ブ
リ
ッ
ク
ス
大
学
を
代
表
す
る
建
造
物
で
す
。

　
九
月
が
入
学
シ
ー
ズ
ン
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
七
月
が
卒
業
シ
ー
ズ

ン
で
、
そ
の
季
節
に
な
り
ま
す
と
、
大
学
の
ス
ク
ー
ル
・
カ
ラ
ー
の

マ
ン
ト
と
帽
子
を
着
込
ん
だ
卒
業
生
で
華
や
か
な
雰
囲
気
を
醸
し
て

い
ま
す
。

　
卒
業
式
は
マ
ン
ト
と
帽
子
を
着
用
す
れ
ば
、
あ
と
は
自
由
な
の

で
、
も
ち
ろ
ん
マ
ン
ト
の
下
が
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る

学
生
も
多
数
い
て
楽
し
い
で
す
。



　 
編
　
集
　
後
　
記

　『
知
の
旅
立
ち
』
第
28
号
を
お
届
け
致
し
ま
す
。
今
号
に
は
二
十

八
編
の
原
稿
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
レ
ポ
ー
ト
を
投
稿

し
て
く
だ
さ
っ
た
学
生
の
皆
さ
ん
、
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
の
過
程
で

様
々
な
形
で
ご
尽
力
く
だ
さ
っ
た
教
養
部
の
先
生
方
に
、
こ
の
場
を

借
り
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
投
稿
さ
れ
た
二
十
八
編
中
二
十
七
編
は
一
年
生
の
教
養
セ
ミ
ナ
ー

の
授
業
か
ら
生
ま
れ
た
成
果
、
一
編
が
韓
国
語
の
ス
ピ
ー
チ
コ
ン
テ

ス
ト
に
出
場
し
、
見
事
、
最
優
秀
賞
を
受
賞
し
た
際
の
ス
ピ
ー
チ
原

稿
で
す
。
学
生
の
皆
さ
ん
が
教
養
科
目
の
授
業
に
一
生
懸
命
取
り
組

ん
だ
証
で
あ
り
、
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

　
今
回
こ
の
冊
子
の
編
集
に
携
わ
り
、
学
生
の
皆
さ
ん
の
レ
ポ
ー
ト

を
拝
読
し
て
、
私
は
様
々
な
授
業
の
ヒ
ン
ト
を
頂
戴
し
た
気
が
し
ま

す
。
学
生
の
皆
さ
ん
に
も
大
き
な
励
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ

う
。

　
二
〇
二
〇
年
春
、
世
の
中
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
で

様
々
な
規
制
が
敷
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
『
知
の
旅
立

ち
』
に
レ
ポ
ー
ト
を
寄
せ
て
下
さ
っ
た
皆
さ
ん
の
多
く
は
高
校
の
三

年
間
を
コ
ロ
ナ
禍
の
最
中
に
送
っ
た
人
で
し
ょ
う
。
高
校
生
活
が
コ

ロ
ナ
禍
の
下
に
あ
っ
た
皆
さ
ん
は
、
そ
れ
ま
で
の
当
た
り
前
が
当
た

り
前
で
は
な
か
っ
た
中
で
勉
学
に
励
ん
で
き
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
二
〇
二
三
年
五
月
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
五
類
に

変
更
さ
れ
ま
し
た
。
本
学
で
は
授
業
体
制
や
そ
の
他
の
多
く
を
コ
ロ

ナ
前
に
大
分
戻
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
大
人
数
の
授
業

は
極
力
控
え
ら
れ
、
教
室
の
収
容
人
数
に
も
規
制
が
か
か
っ
て
い
ま

し
た
が
、
今
年
度
は
そ
れ
が
な
く
な
り
、
教
養
セ
ミ
ナ
ー
の
授
業
で

も
合
同
発
表
会
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
大
変
喜
ば
し
い
こ

と
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
高
校
時
代
の
土
台
が
平
常
運
行
で
は
な

か
っ
た
皆
さ
ん
が
大
学
生
に
な
っ
て
迎
え
た
「
普
通
」
の
大
学
生
活

に
は
戸
惑
う
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
ま

す
。

　
そ
ん
な
中
で
、
た
だ
で
さ
え
高
校
ま
で
と
は
違
う
、
レ
ポ
ー
ト
、

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト

と
い
っ
た
様
々
な
課
題
に
取
り
組
ん
だ
皆
さ
ん
の
成
果
が
こ
の
『
知

の
旅
立
ち
』
で
す
。
若
い
皆
さ
ん
の
柔
軟
な
考
え
方
に
、
教
養
セ
ミ

ナ
ー
の
授
業
で
修
得
し
た
論
理
の
組
み
立
て
方
や
有
効
な
発
表
の
仕

方
な
ど
が
し
っ
か
り
と
添
え
ら
れ
て
完
成
さ
せ
た
こ
れ
ら
の
成
果

は
、
皆
さ
ん
が
懸
命
に
大
学
生
活
か
ら
学
び
取
っ
た
結
晶
な
の
で

す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
多
く
の
規
制
が
あ
っ
た
あ
の
時
期
を
振
り
返
る
時
期
に
な
り
つ

つ
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
は
懸
命
に
コ
ロ
ナ
禍
を
く
ぐ
り
抜
け
、
様
々

な
「
知
」
を
実
ら
せ
た
の
だ
と
い
う
自
信
を
持
っ
て
こ
れ
か
ら
の
人

生
に
向
か
っ
て
下
さ
い
。
さ
ら
な
る
飛
躍
を
遂
げ
る
こ
と
を
願
っ
て

い
ま
す
。 

（
中
村 

記
）
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