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《
報
告
》
国
文
学�

科�

近
現
代
文
学
ゼ
ミ
に
お
け
る
演
習
発
表
の
事
例
と
〈
ゼ
ミ
風
景
を
再
現
す
る
〉
取
り
組
み
に
つ
い
て�

―
短
期
大
学
で
文
学
を
通
し
て
何
を
学
ぶ
の
か
―

�

本
庄
　
あ
か
ね

抄
録
：
本
稿
は
、
本
学
国
文
学
科
で
開
講
す
る
近
現
代
文
学
の
ゼ
ミ
に
つ
い
て
、
そ
の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
ゼ
ミ
に
お
け
る
演
習
発
表
の
一
事
例
と
し
て
、
有
島
武

郎
「
一
房
の
葡
萄
」
を
扱
っ
た
発
表
回
を
取
り
上
げ
、
中
等
教
育
の
国
語
科
で
行
わ
れ
る
物
語
内
容
を
中
心
に
し
た
読
解
か
ら
、
作
品
が
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
物

語
言
説
を
重
視
し
た
読
解
へ
と
転
換
さ
せ
る
、
指
導
の
試
み
の
具
体
的
な
様
相
を
記
述
し
た
。
ま
た
、
ゼ
ミ
の
学
習
成
果
発
表
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
も
述
べ
、
授
業
報
告
と
し
た
。

こ
の
よ
う
な
ゼ
ミ
の
実
践
に
基
づ
き
、
短
期
大
学
に
お
い
て
文
学
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
を
考
察
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
ゼ
ミ
、
文
学
教
育
、
有
島
武
郎
、「
一
房
の
葡
萄
」、
主
体
的
、
対
話
的
な
深
い
学
び

一
、
は
じ
め
に

　

本
学
国
文
学
科
で
は
、
学
生
が
主
体
的
に
関
与
し
て
専
門
分
野
を
学
ぶ
ゼ
ミ
形
式
の

授
業
を
開
講
し
て
お
り
、
ゼ
ミ
は
学
科
を
特
色
づ
け
る
授
業
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

令
和
四
年
度
は
、
古
典
文
学
、
近
現
代
文
学
、
映
像
文
化
の
各
分
野
を
学
ぶ
、
三
つ
の

ゼ
ミ
が
開
講
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
近
現
代
文
学
の
ゼ
ミ
に
つ
い
て
、
担

当
教
員
が
そ
の
取
り
組
み
の
一
端
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

先
ず
、
本
ゼ
ミ
は
、
国
文
学
科
の
専
門
科
目
―
特
に
、「
小
説
」「
近
現
代
詩
」「
近

代
の
文
学
」
等
、
近
現
代
文
学
に
関
す
る
科
目
群
―
の
履
修
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
文

学
作
品
を
研
究
的
に
読
む
姿
勢
や
、
研
究
的
に
読
む
手
法
と
い
っ
た
、
文
学
分
野
に
お

け
る
学
び
の
基
本
を
身
に
着
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
開
講
し
て
い
る
。

扱
う
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
度
か
ら
、
近
現
代
文
学
の
う
ち
特
に
児

童
文
学
作
品
を
研
究
対
象
と
定
め
て
お
り
、
近
現
代
文
学
の
研
究
に
お
け
る
態
度
や
方

法
を
用
い
て
児
童
文
学
作
品
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

扱
う
対
象
を
児
童
文
学
と
限
定
す
る
の
は
、
平
成
三
十
年
度
に
は
、
近
代
文
学
を
学

ぶ
ゼ
ミ
が
他
に
開
講
さ
れ
て
お
り
、
当
初
そ
れ
と
の
差
別
化
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
と

い
う
経
緯
に
よ
る
。
ま
た
、
国
文
学
科
の
多
く
の
学
生
が
司
書
資
格
の
取
得
を
希
望
し

て
本
学
に
入
学
し
、
入
学
後
ほ
と
ん
ど
の
学
生
が
司
書
資
格
に
関
す
る
科
目
を
履
修
し

て
い
る
こ
と
も
理
由
の
一
つ
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
子
ど
も
の
読
書
推
進
の
取
り

組
み
が
進
む
近
年
、
司
書
に
求
め
ら
れ
る
知
識
、
技
能
と
し
て
、
児
童
サ
ー
ビ
ス
に
係

る
も
の
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
司
書
を
志
望
す
る
学
生
が
児
童

文
学
の
知
識
を
学
ぶ
意
義
が
見
出
せ
た
と
い
う
こ
と
を
指
す
。

　

学
科
の
教
育
課
程
編
成
上
の
ゼ
ミ
の
位
置
づ
け
は
、
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

こ
こ
に
付
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ゼ
ミ
担
当
教
員
と
し
て
ゼ
ミ
を
ど
の
よ
う
な
内
容

に
す
る
べ
き
か
を
考
え
構
想
を
立
て
る
際
に
、
短
期
大
学
の
学
生
の
等
身
大
の
あ
り
よ

う
に
即
し
、
か
つ
専
門
の
学
び
を
深
め
る
も
の
と
す
る
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
強
く
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働
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　

こ
こ
で
言
う
等
身
大
の
あ
り
よ
う
と
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
学
生
と
の
や
り
と

り
の
中
に
表
れ
る
姿
を
指
す
。
短
期
大
学
で
近
現
代
文
学
に
関
す
る
科
目
を
担
当
す
る

な
か
で
、
特
に
一
年
生
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
読
ん
で
き
た
日
本
近
現
代
の
文
学
作
品

の
う
ち
最
も
印
象
深
か
っ
た
も
の
は
何
か
、
あ
る
い
は
、
大
学
で
自
ら
探
究
し
て
み
た

い
と
思
う
作
品
は
何
か
と
い
う
問
い
か
け
を
様
々
な
機
会
で
行
っ
て
き
た
。
前
者
の
問

い
に
対
し
、
多
く
の
学
生
は
、
夏
目
漱
石
『
こ
こ
ろ
』（
大
正
三
年
）
や
、
芥
川
龍
之

介
「
羅
生
門
」（
大
正
六
年
）、
宮
澤
賢
治
「
よ
だ
か
の
星
」（
昭
和
九
年
）
な
ど
を
挙

げ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
は
中
等
教
育
に
お
け
る
国
語
科
の
定
番
教
材
と
し
て

知
ら
れ
る
作
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
ほ
か
の
回
答
と
し
て
は
、
太
宰
治
や
三
島
由
紀
夫

と
い
っ
た
昭
和
期
の
文
豪
に
よ
る
諸
作
や
、
中
に
は
、
江
戸
川
乱
歩
や
夢
野
久
作
ら
に

よ
る
探
偵
小
説
、
柳
田
国
男
『
遠
野
物
語
』（
明
治
四
十
三
年
）
と
い
っ
た
近
代
に
採

録
さ
れ
た
伝
承
説
話
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
学
生
自
身
の

関
心
に
基
づ
き
返
答
さ
れ
る
の
だ
が
、
回
答
で
や
は
り
目
立
つ
の
は
、
中
等
教
育
で
馴

染
み
の
作
品
群
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
大
学
一
年
生
を
対
象
と
す
る
こ
と
を
差
し
引
い
て

も
、
一
部
の
学
生
を
除
き
、
文
学
作
品
の
自
発
的
な
読
書
が
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
姿
で
あ
る
。
ま
た
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
大
学
一
年
生
に
あ
っ
て
は
、
中
等

教
育
ま
で
の
国
語
科
に
お
け
る
学
習
が
刻
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
の
関
心
が
持
続

し
た
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

さ
て
、
後
者
の
質
問
に
対
し
て
は
、
芥
川
龍
之
介
「
蜘
蛛
の
糸
」（
大
正
八
年
）、
有

島
武
郎
「
一
房
の
葡
萄
」（
大
正
十
一
年
）、
宮
澤
賢
治
の
諸
作
、
新
美
南
吉
「
ご
ん
狐
」

（
昭
和
十
八
年
）
等
、
大
正
期
以
降
の
児
童
文
学
作
品
が
た
び
た
び
挙
げ
ら
れ
る
。
自

ら
の
読
書
経
験
を
幼
少
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
中
で
の
回
答
で
あ
る
。
学
生
自

身
が
作
品
を
選
択
し
、
そ
の
作
品
を
自
ら
で
掘
り
下
げ
て
捉
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
際
に
は
、
子
ど
も
の
頃
の
読
書
が
後
々
ま
で
深
い
印
象
を
残
し
て
い
る
と

い
う
学
生
自
身
の
真
実
に
加
え
、
作
品
の
取
り
組
み
や
す
さ
が
考
慮
さ
れ
て
、
回
答
が

な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
上
述
の
児
童
文
学
作
品
は
、
平
易
な
文
章
で
書
か
れ
て
い
る

と
い
う
点
や
、
国
語
科
で
既
に
学
習
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
点
で
親
近
感
が
持
た
れ

る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
素
朴
な
興
味
―
子
ど
も
の
頃
に
出
会
っ
た
作
品
を
、
時
を

隔
て
て
改
め
て
読
む
と
き
、
そ
の
作
品
は
ど
の
よ
う
な
相
貌
で
た
ち
現
れ
て
く
る
の
だ

ろ
う
か
―
と
い
っ
た
視
点
が
加
わ
り
、
先
の
質
問
に
、
児
童
文
学
作
品
を
も
っ
て
回
答

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

述
べ
て
き
た
よ
う
な
学
生
の
姿
や
声
を
捉
え
る
な
か
で
、
ゼ
ミ
で
扱
う
対
象
を
児
童

文
学
と
定
め
た
次
第
で
あ
る
。
ゼ
ミ
の
入
り
口
で
は
、
対
象
に
対
す
る
学
生
の
親
し
み

や
す
さ
を
重
視
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
以
後
に
お
い
て
、
科
学
的
手
法
を
用
い
た
対
象

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
、
ま
た
、
多
様
な
解
釈
と
自
ら
の
解
釈
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
客
観

性
の
あ
る
論
に
仕
立
て
て
い
く
こ
と
の
訓
練
を
重
ね
る
。
ゼ
ミ
の
出
口
に
お
い
て
は
、

研
究
的
に
作
品
を
読
む
姿
勢
や
研
究
手
法
を
、
ま
た
、
表
現
力
や
思
考
力
と
い
っ
た
汎

用
的
能
力
を
、
高
等
教
育
に
お
け
る
学
習
成
果
と
し
て
獲
得
す
る
―
。
そ
の
よ
う
な
流

れ
を
思
い
描
き
ゼ
ミ
を
構
想
し
た
。
以
下
で
は
、
ゼ
ミ
の
内
容
や
そ
の
実
際
に
つ
い
て
、

述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
、
ゼ
ミ
の
概
要
と
各
回
の
授
業
内
容

　

ゼ
ミ
は
、
春
学
期
、
秋
学
期
と
も
十
五
コ
マ
、
通
年
で
三
十
コ
マ
が
あ
て
ら
れ
て
い

る
。
対
象
は
二
年
生
で
、
令
和
四
年
度
の
本
ゼ
ミ
の
受
講
者
数
は
六
名
で
あ
っ
た
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
秋
学
期
の
十
五
コ
マ
目
の
み
合
同
授
業
と
し
、
他
の
ゼ
ミ
の
学
生
及

び
国
文
学
科
一
年
生
が
参
加
し
た
。
ゼ
ミ
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

〈
ゼ
ミ
Ⅰ
〉（
二
年
生
・
春
学
期
）

　

絵
本
を
含
め
た
児
童
文
学
を
、
一
年
間
の
ゼ
ミ
の
テ
ー
マ
と
す
る
。
作
品
ご
と

に
グ
ル
ー
プ
を
組
み
、
資
料
を
作
成
し
、
口
頭
発
表
を
す
る
こ
と
を
中
心
に
、
授

業
を
進
め
て
い
く
。
発
表
に
際
し
て
は
、
質
疑
応
答
に
よ
り
受
講
者
全
員
で
問
題

点
を
共
有
・
議
論
し
、
よ
り
高
次
な
鑑
賞
の
た
め
の
〈
場
〉
と
な
る
よ
う
働
き
か

け
る
。
作
品
を
読
む
方
法
や
読
む
た
め
の
理
論
を
習
得
し
、
具
体
的
な
作
品
の
あ
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り
よ
う
に
基
づ
き
な
が
ら
重
要
な
理
論
的
視
点
を
盛
り
込
ん
だ
論
じ
方
が
で
き
る

よ
う
、
指
導
す
る
。

　

ま
た
、
文
学
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
読
書
と
い
う
観
点
か
ら
も
児

童
文
学
を
講
じ
、
子
ど
も
の
読
書
推
進
と
い
う
社
会
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
理

解
を
促
す
。

〈
ゼ
ミ
Ⅱ
〉（
二
年
生
・
秋
学
期
）

　

ゼ
ミ
Ⅰ
に
引
き
続
き
、
児
童
文
学
作
品
に
つ
い
て
、
資
料
を
作
成
し
、
口
頭
発

表
を
す
る
演
習
形
式
で
行
う
。
ゼ
ミ
Ⅱ
で
は
、
指
定
の
作
品
で
は
な
く
受
講
生
自

身
が
選
ん
だ
作
品
を
題
材
と
し
て
発
表
し
、
最
後
に
レ
ポ
ー
ト
作
成
を
し
て
も
ら

う
。

　

演
習
発
表
の
前
は
、
発
表
に
先
立
ち
、
問
題
意
識
や
発
表
の
構
成
等
に
つ
い
て

個
別
に
指
導
す
る
。
ま
た
演
習
発
表
の
後
も
、
研
究
内
容
を
文
章
に
ま
と
め
る
と

い
う
過
程
に
お
い
て
、
受
講
生
一
人
ひ
と
り
の
研
究
テ
ー
マ
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
、

個
別
指
導
を
行
う
。

　

ま
た
、
一
年
を
通
し
た
ゼ
ミ
の
学
習
成
果
を
、
ゼ
ミ
外
部
に
向
け
て
発
信
す
る

取
り
組
み
を
行
う
。

 

（
シ
ラ
バ
ス
よ
り
抜
粋
）

　

続
い
て
、
各
回
に
実
施
し
た
授
業
内
容
を
以
下
に
示
す
。

〈
ゼ
ミ
Ⅰ
〉

第
一
回
～
五
回　
　

児
童
文
学
の
基
礎
概
念
と
児
童
文
学
史
の
講
義　

第
六
回
～
十
二
回　

演
習
発
表

　
　
　
　
　
　
　
　

第
六
、七
回　
　

新
美
南
吉
「
手
袋
を
買
ひ
に
」

　
　
　
　
　
　
　
　

第
八
、九
回　
　

小
川
未
明
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」

　
　
　
　
　
　
　
　

第
十
～
十
二
回　

有
島
武
郎
「
一
房
の
葡
萄
」

第
十
三
、十
四
回　

読
み
聞
か
せ
の
説
明
と
実
践

第
十
五
回　
　
　
　

ま
と
め

〈
ゼ
ミ
Ⅱ
〉

第
一
～
四
回　
　
　

個
別
指
導
と
発
表
準
備

第
五
～
十
回　
　
　

演
習
発
表

　
　
　
　
　
　
　
　

第
五
回　
　

モ
ー
リ
ス
・
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
『
青
い
鳥
』

　
　
　
　
　
　
　
　

第
六
回　
　

宮
澤
賢
治
「
よ
だ
か
の
星
」

　
　
　
　
　
　
　
　

第
七
回　
　

新
美
南
吉
「
ご
ん
狐
」

　
　
　
　
　
　
　
　

第
八
回　
　

宮
澤
賢
治
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」

　
　
　
　
　
　
　
　

第
九
回　
　

壷
井
栄
『
二
十
四
の
瞳
』

　
　
　
　
　
　
　
　

第
十
回　
　

 

ラ
イ
マ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
・
ボ
ー
ム
『
オ
ズ
の
魔

法
使
い
』

第
十
一
～
十
五
回　

学
習
成
果
発
表
の
準
備
と
実
施

　

こ
こ
に
示
し
た
よ
う
に
、
十
五
回
の
授
業
計
画
は
演
習
発
表
を
中
心
に
構
成
し
た
。

「
ゼ
ミ
Ⅰ
」
と
「
ゼ
ミ
Ⅱ
」
と
で
は
、
発
表
の
条
件
を
異
な
る
も
の
と
し
て
お
り
、「
ゼ

ミ
Ⅰ
」
で
は
、
日
本
近
代
の
児
童
文
学
を
代
表
す
る
短
篇
作
品
を
指
定
し
、
学
生
が
二

人
一
組
で
、
レ
ジ
ュ
メ
を
用
い
て
口
頭
発
表
す
る
も
の
と
し
た
。「
ゼ
ミ
Ⅱ
」
で
は
、

発
表
で
扱
う
作
品
は
学
生
自
身
が
選
択
す
る
も
の
と
し
、
外
国
の
児
童
文
学
作
品
も
、

日
本
に
お
け
る
受
容
や
翻
訳
の
問
題
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
を
条
件
に
選
択
可
能
と
し

た
。
ま
た
、「
ゼ
ミ
Ⅱ
」
は
グ
ル
ー
プ
で
は
な
く
個
人
の
発
表
と
し
た
。

　

ま
た
、
発
表
の
事
前
指
導
に
つ
い
て
は
、「
ゼ
ミ
Ⅰ
」
の
第
一
回
目
で
、
教
育
課
程

上
の
近
現
代
文
学
関
連
科
目
と
本
ゼ
ミ
と
の
つ
な
が
り
に
言
及
し
、
そ
れ
ら
の
つ
な
が

り
あ
る
科
目
に
お
け
る
指
導
内
容
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
レ
ジ
ュ
メ
作
成
と
文
献
収
集
の

方
法
を
講
義
し
た
。
具
体
的
に
は
、
レ
ジ
ュ
メ
を
〈
作
品
の
初
出
誌
及
び
初
刊
〉
―
〈
初

出
と
決
定
版
全
集
の
底
本
と
の
校
異
〉
―
〈
先
行
研
究
〉
―
〈
作
品
分
析
〉
―
〈
ま
と

め
〉
と
い
っ
た
構
成
で
作
成
す
る
よ
う
、
各
項
目
の
説
明
、
注
意
点
等
を
記
し
た
プ
リ

ン
ト
を
配
布
し
て
伝
え
た
。
同
時
に
、
レ
ジ
ュ
メ
の
作
成
例
も
、
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
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て
提
示
し
た
。

　

文
献
収
集
は
、
単
行
本
研
究
書
を
各
図
書
館
のO

PA
C

で
検
索
す
る
こ
と
、
国
立

情
報
学
研
究
所
が
提
供
す
る
検
索
・
本
文
表
示
サ
ー
ビ
スCiN

ii

を
活
用
す
る
こ
と
、

ま
た
、
国
立
国
会
図
書
館
の
、N

D
L Search

で
の
検
索
や
、
図
書
や
雑
誌
の
全
文
を

ウ
ェ
ブ
経
由
で
閲
覧
で
き
る
「
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
を
活
用
す
る

こ
と
を
指
導
し
た
。

三
、
ゼ
ミ
に
お
け
る
演
習
発
表
―
「
一
房
の
葡
萄
」
に
つ
い
て
の
発
表
を
事
例
に
―

　

以
下
で
は
、
ゼ
ミ
の
具
体
的
な
様
相
を
伝
え
る
た
め
、
授
業
事
例
を
紹
介
す
る
こ
と

と
し
た
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
春
学
期
の
「
ゼ
ミ
Ⅰ
」
に
お
い
て
、
有
島
武

郎
「
一
房
の
葡
萄
」
を
扱
っ
た
第
十
～
第
十
二
回
の
授
業
で
あ
る
。

　

先
ず
、
発
表
の
前
週
に
あ
た
る
第
十
回
の
授
業
で
は
、
教
員
が
あ
ら
か
じ
め
作
品
に

つ
い
て
の
講
義
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
作
品
の
特
色
を
掴
む
た
め
の
重
要
な
観
点
を
ゼ

ミ
内
部
で
共
有
し
、
発
表
後
の
質
疑
応
答
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
の
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
発
表
前
に
教
員
が
作
品
の
評
価
や
位
置
づ
け
を
確
定
さ
せ
て

し
ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
、
学
生
へ
問
い
か
け
る
と
い
う
形
で
進
め
た
。「
ゼ

ミ
Ⅰ
」
は
、
本
作
以
外
に
お
い
て
も
、
講
義
と
演
習
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
同
様
の

流
れ
で
実
施
し
た
。

　
「
一
房
の
葡
萄
」
に
つ
い
て
、
発
表
前
の
講
義
で
は
、〈
語
り
手
と
回
想
形
式
〉、〈
冒

頭
と
結
末
の
呼
応
―
色
彩
へ
の
注
目
―
〉
の
二
点
を
重
要
な
観
点
と
し
て
示
し
、
前
者

に
つ
い
て
は
、
本
作
の
語
り
手
は
全
知
の
語
り
手
か
、
そ
れ
と
も
、
出
来
事
と
関
わ
り

な
が
ら
観
察
や
感
想
を
語
る
限
定
視
点
の
語
り
手
か
を
選
択
式
で
問
う
た
。

　

問
い
と
そ
の
応
答
に
よ
っ
て
進
め
た
授
業
内
で
の
や
り
と
り
を
さ
ら
に
述
べ
る
と
、

先
の
問
い
に
対
し
て
は
、
即
座
に
、
語
り
手
が
「
僕
」
で
あ
り
、
物
語
世
界
の
内
部
に

い
る
限
定
視
点
の
語
り
手
で
あ
る
と
の
回
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
次
の

図
を
示
し
、
こ
の
小
説
が
回
想
体
形
式
で
あ
る
点
に
着
目
し
て
本
作
の
語
り
に
つ
い
て

考
え
て
ほ
し
い
と
さ
ら
な
る
考
察
を
促
し
た
。

「
僕
は
小
さ
い
時
に
絵
を
描
く
こ
と
が
好
き
で
し
た
」〈
作
品
冒
頭
〉

僕
が
学
校
で
同
級
生
の
ジ
ム
の
絵
具
を
盗
ん
だ
後
、
そ
れ
を

知
ら
れ
て
諍
い
と
な
る
が
、
先
生
の
計
ら
い
で
仲
直
り
で
き
た
物
語

　
　
　
　

回
想
さ
れ
る
過
去
・
子
ど
も
時
代
と
い
う
物
語
世
界

　

あ
の
時
仲
直
り
を
さ
せ
て
く
れ
た
先
生
の
「
白
い
美
し
い
手
は

　

ど
こ
に
も
見
つ
か
り
ま
せ
ん
」〈
作
品
結
末
〉

　
　
　
　
　

回
想
す
る
現
在
・
成
長
し
た
〈
僕
〉
が
い
る
物
語
世
界

こ
こ
で
、
改
め
て
語
り
手
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
全
篇
に
お
い
て
語
り
手
は
成
長
し
た

4

4

4

4

〈
僕
〉
で
あ
る
こ
と
、
本
作
の
額
縁
＝
外
枠
と
し
て
機
能
し
て
い
る
冒
頭
と
結
末
の
部

分
で
は
、
語
り
手
は
〈
僕
〉
の
子
ど
も
時
代
と
い
う
物
語
世
界
の
外
側
に
位
置
し
て
語
っ

て
い
る
こ
と
、
一
方
、
額
縁
の
内
に
お
い
て
は
、
語
り
手
は
子
ど
も
時
代
の
〈
僕
〉
に

ほ
ぼ
同
一
化
し
、
子
ど
も
時
代
と
い
う
物
語
世
界
の
内
側
に
位
置
し
て
い
る
か
の
よ
う

4

4

4

4

に4

語
っ
て
い
る
こ
と
が
次
々
と
回
答
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
時
代
と
い
う
物

語
世
界
の
外
側
を
、
成
長
し
た
〈
僕
〉
が
存
在
す
る
も
う
一
つ
の
物
語
世
界
が
覆
っ
て

い
る
と
い
う
、
本
作
の
重
層
的
な
作
品
構
造
を
確
認
し
つ
つ
、
本
作
の
語
り
に
つ
い
て

の
理
解
を
図
っ
た
。

　

ま
た
、
二
点
目
の
〈
冒
頭
と
結
末
の
呼
応
―
色
彩
へ
の
注
目
―
〉
に
関
し
て
は
、
次

に
引
用
す
る
箇
所
を
取
り
上
げ
た
。

　
　

 　

僕
は
小
さ
い
時
に
絵
を
描
く
こ
と
が
好
き
で
し
た
。
僕
の
通
っ
て
い
た
学
校
は

横
浜
の
山
の
手
と
い
ふ
所
に
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
い
ら
は
西
洋
人
ば
か
り
住
ん

で
ゐ
る
町
で
、
僕
の
学
校
も
教
師
は
西
洋
人
ば
か
り
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
学
校

の
行
き
か
へ
り
に
は
、
い
つ
で
も
ホ
テ
ル
や
西
洋
人
の
会
社
な
ど
が
、
な
ら
ん
で
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ゐ
る
海
岸
の
通
り
を
通
る
の
で
し
た
。
通
り
の
海
添
ひ
に
立
つ
て
見
る
と
、
真
青

な
海
の
上
に
軍
艦
だ
の
商
船
だ
の
が
一
ぱ
い
な
ら
ん
で
ゐ
て
、
煙
突
か
ら
煙
の
出

て
ゐ
る
の
や
、
檣
か
ら
檣
へ
万
国
旗
を
か
け
わ
た
し
た
の
や
が
あ
つ
て
、
眼
が
痛

い
よ
う
に
綺
麗
で
し
た
。
僕
は
よ
く
岸
に
立
つ
て
そ
の
景
色
を
見
渡
し
て
、
家
に

帰
る
と
、
覚
え
て
ゐ
る
だ
け
を
出
来
る
だ
け
美
し
く
絵
に
描
い
て
見
よ
う
と
し
ま

し
た
。
け
れ
ど
も
あ
の
透
き
と
ほ
る
や
う
な
海
の
藍
色
と
、
白
い
帆
前
船
な
ど
の

水
際
近
く
に
塗
つ
て
あ
る
洋
紅
色
と
は
、
僕
の
持
つ
て
ゐ
る
絵
具
で
は
ど
う
し
て

も
う
ま
く
出
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
く
ら
描
い
て
も
描
い
て
も
本
当
の
景
色
で
見
る

よ
う
な
色
に
は
描
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　

 　

ふ
と
僕
は
学
校
の
友
達
の
持
つ
て
ゐ
る
西
洋
絵
具
を
思
ひ
出
し
ま
し
た
。
そ
の

友
達
は
矢
張
西
洋
人
で
、
し
か
も
僕
よ
り
二
つ
位
齢
が
上
で
し
た
か
ら
、
身
長
は

見
上
げ
る
や
う
に
大
き
い
子
で
し
た
。
ジ
ム
と
い
ふ
そ
の
子
の
持
つ
て
ゐ
る
絵
具

は
舶
来
の
上
等
の
も
の
で
、
軽
い
木
の
箱
の
中
に
、
十
二
種
類
の
絵
具
が
、
小
さ

な
墨
の
や
う
に
四
角
な
形
に
か
た
め
ら
れ
て
、
二
列
に
な
ら
ん
で
ゐ
ま
し
た
。
ど

の
色
も
美
し
か
つ
た
が
、
と
り
わ
け
て
藍
と
洋
紅
と
は
吃
驚
す
る
ほ
ど
美
し
い
も

の
で
し
た
。（
傍
線
、
網
掛
け
と
も
に
引
用
者
。
以
下
同
様
）（
１
）

美
し
い
海
の
景
色
を
〈
僕
〉
が
絵
で
再
現
し
よ
う
と
試
み
る
も
そ
れ
に
失
敗
す
る
と
い

う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
作
品
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
〈
い
く
ら
描
い
て
も

描
い
て
も
本
当
の
景
色
で
見
る
よ
う
な
色
に
は
描
け
〉
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ

う
か
と
、
続
け
て
学
生
に
問
い
か
け
た
。
こ
れ
に
対
し
、〈
僕
〉
の
持
っ
て
い
る
日
本

製
の
絵
具
は
安
価
な
も
の
で
あ
り
、
品
質
が
劣
っ
て
い
る
た
め
美
し
い
色
が
出
な
い
と

い
う
こ
と
や
、
現
実
と
絵
に
描
く
景
色
と
の
色
の
相
違
を
鋭
く
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
、〈
僕
〉
が
微
妙
な
色
の
違
い
を
繊
細
に
識
別
で
き
る
画
家
的
な
眼
を
持
っ
て
い

る
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
か
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
他
に
、

商
船
や
軍
艦
、
万
国
旗
の
浮
か
ぶ
西
洋
的
な
海
の
風
景
を
〈
眼
が
痛
い
よ
う
に
綺
麗
〉

と
捉
え
て
い
る
の
は
東
洋
人
の
〈
僕
〉
の
眼
で
あ
り
、
固
有
の
内
面
を
抱
え
て
海
を
眺

め
る
〈
僕
〉
の
心
に
結
ば
れ
る
の
は
、
実
際
以
上
に
鮮
や
か
に
彩
ら
れ
た
、
再
現
困
難

な
海
の
像
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
挙
げ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
固
有
の

内
面
と
は
、〈
西
洋
人
ば
か
り
住
ん
で
ゐ
る
町
で
〉〈
学
校
も
教
師
も
西
洋
人
ば
か
り
〉

の
環
境
に
置
か
れ
る
東
洋
人
の
少
年
の
疎
外
感
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
増
長
さ
れ
る
西
洋

へ
の
憧
憬
を
指
す
。

　

次
に
、
こ
の
冒
頭
部
分
に
呼
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
結
末
部
分
に
は
、

　
　

 

先
生
は
真
白
な
リ
ン
ネ
ル
の
着
物
に
つ
つ
ま
れ
た
体
を
窓
か
ら
の
び
出
さ
せ
て
、

葡
萄
の
ひ
と
ふ
さ
を
も
ぎ
取
っ
て
、
真
白
い
左
手
の
上
に
粉
の
ふ
い
た
紫
色
の
房

を
乗
せ
て
、
細
長
い
銀
色
の
鋏
で
真
ん
中
か
ら
ぷ
つ
り
と
二
つ
に
切
っ
て
、
ジ
ム

と
僕
と
に
下
さ
い
ま
し
た
。
真
白
い
手
の
平
に
紫
色
の
葡
萄
の
粒
が
重
な
っ
て
乗
っ

て
い
た
そ
の
美
し
さ
を
僕
は
今
で
も
は
っ
き
り
と
思
い
出
す
こ
と
が
出
来
ま
す
。

（
中
略
）
秋
に
な
る
と
い
つ
で
も
葡
萄
の
房
は
紫
色
に
色
づ
い
て
美
し
く
粉
を
ふ

き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
受
け
た
大
理
石
の
や
う
な
白
い
美
し
い
手
は
ど
こ
に

も
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。

と
、
再
び
、
美
し
く
彩
ら
れ
た
絵
画
的
景
色
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、
こ
の
場

面
に
描
か
れ
て
い
る
対
象
や
色
の
象
徴
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
問
い
か

け
た
。
す
る
と
、〈
洋
紅
色
〉
と
〈
藍
色
〉
と
が
補
色
の
関
係
に
あ
る
こ
と
や
、〈
洋
紅

色
〉
と
〈
藍
色
〉
を
配
合
す
る
と
〈
紫
色
〉
に
な
る
と
い
う
こ
と
等
の
発
言
が
な
さ
れ

た
の
だ
が
、
こ
こ
で
、
授
業
終
了
時
間
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
発
表
担
当
者
に
作
品

に
お
け
る
色
と
、
美
景
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
〈
葡
萄
〉
や
〈
先
生
〉
の
〈
白
い
手
〉

と
い
う
題
材
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
考
察
を
深
め
て
ほ
し
い
と
伝
え
、

次
回
へ
つ
な
げ
る
こ
と
と
し
た
。

　

十
一
回
目
の
授
業
で
は
、
発
表
者
か
ら
先
行
研
究
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
報
告
が
な

さ
れ
た
。
本
作
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
の
は
、〈
先
生
〉
の
愛
の
力
に
よ
る
救
済
の
物

語
（
２
）
と
い
う
読
解
と
、
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
と
変
容
す
る
成
長
物
語
（
３
）
を
読
み
込

む
解
釈
で
あ
る
、
と
。
こ
う
し
た
従
来
の
読
み
方
に
対
し
、〈
先
生
〉
を
裁
判
官
と
見

な
し
、〈〈
先
生
〉
が
と
っ
た
措
置
は
こ
の
事
件
を
学
校
＝
共
同
関
係
と
個
人
と
の
融
和
、
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均
質
化
の
契
機
と
し
て
利
用
し
た
〉
と
断
じ
た
中
村
三
春
論
（
４
）
が
出
さ
れ
、
画
期
的

で
あ
っ
た
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
〈
共
同
体
＝
学
校
へ
加
入
す
る
〈
僕
〉

の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
〉（
５
）
の
物
語
と
読
み
替
え
ら
れ
て
い
く
本
作
の
研
究
史
の
変

遷
が
、
個
々
の
論
考
（
６
）
を
追
う
な
か
で
辿
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
に
お
い
て
作
中

の
〈
葡
萄
〉
は
、〈
先
生
〉
の
愛
を
象
徴
す
る
も
の
か
ら
、
融
和
を
象
徴
す
る
も
の
ま
で
、

幅
の
あ
る
解
釈
を
与
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
、
ゼ
ミ
内
部
で
共
有
さ
れ
た
。
ま

た
、
作
中
の
色
に
つ
い
て
も
先
行
研
究
で
言
及
が
あ
る
こ
と
（
７
）
が
報
告
さ
れ
、〈
友
情
〉

や
〈
融
和
〉
の
物
語
と
い
う
解
釈
は
、
別
の
色
を
配
合
さ
せ
て
一
つ
の
色
に
す
る
こ
と

と
関
連
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
近
年
で
は
、
色
や
〈
葡
萄
〉
に
付
与
さ
れ
た
象
徴
性
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

が
〈
先
生
〉
の
〈
白
い
美
し
い
手
〉
と
セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
重
視

（
８
）
さ
れ
考
察
さ
れ
て
お
り
、
本
作
を
〈
僕
〉
の
〈
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
記
憶
〉（
９
）
の
物

語
と
読
む
論
考
の
紹
介
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、〈
髪
の
毛
を
撫
で
上
げ
た
り
〉、〈
一
寸

首
を
か
し
げ
て
〉
と
い
っ
た
〈
先
生
〉
の
描
写
に
は
語
り
手
の
性
的
な
気
配
が
感
じ
ら

れ
、〈
先
生
に
抱
か
れ
た
ま
ゝ
死
ん
で
し
ま
ひ
た
い
〉
と
い
う
〈
僕
〉
の
心
持
な
ど
も
、

子
ど
も
の
〈
僕
〉
か
ら
は
逸
脱
す
る
大
人
の
関
心
に
よ
っ
て
物
語
が
再
構
築
さ
れ
て
い

る
故
だ
と
指
摘
す
る
論
考
で
あ
る
。

　

こ
の
論
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
ゼ
ミ
で
は
、
前
回
の
講
義
で
確
認
し
て

き
た
本
作
の
語
り
―
回
想
体
形
式
で
語
ら
れ
、
語
り
手
は
成
長
し
た
〈
僕
〉
で
あ
る
―

を
想
起
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
作
の
語
り
手
は
、
子
ど
も
時
代

と
い
う
物
語
世
界
の
内
部
に
い
る
語
り
手
に
見
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
物
語
世
界

は
時
間
的
な
隔
た
り
に
よ
っ
て
二
重
と
な
っ
て
お
り
、
子
ど
も
時
代
と
い
う
物
語
世
界

の
外
に
、
成
長
し
た
〈
僕
〉
が
存
在
す
る
も
う
一
つ
の
物
語
世
界
が
あ
る
。
語
り
手
た

る
成
長
し
た
〈
僕
〉
は
、
子
ど
も
時
代
と
い
う
物
語
世
界
の
外
か
ら
、
子
ど
も
時
代
の

〈
僕
〉
を
視
点
人
物
と
し
そ
の
心
の
中
に
ま
で
入
り
込
ん
で
語
る
。
こ
の
よ
う
に
、
成

長
し
た
〈
僕
〉
と
、
子
ど
も
時
代
の
〈
僕
〉
と
い
う
二
つ
の
視
点
が
作
中
に
は
常
に
存

す
る
は
ず
だ
が
、〈
現
在
か
ら
の
解
釈
は
交
え
ぬ
よ
う
に
配
慮
さ
れ
〉
て
語
ら
れ
て
い

る
た
め
、
本
作
の
額
縁
を
成
す
冒
頭
と
結
末
を
除
い
て
、
成
長
し
た
〈
僕
〉
と
い
う
語

り
手
の
視
点
は
見
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、〈
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
記
憶
〉

の
物
語
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
に
は
、
成
長
し
た
〈
僕
〉
と
い
う
見
え
に
く
い
語

り
手
の
位
相
を
、
顕
在
化
さ
せ
て
読
む
必
要
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
物

語
言
説
を
意
識
化
さ
せ
て
読
む
と
き
、〈
先
生
〉
の
愛
の
救
済
の
物
語
と
い
う
定
説
と

は
異
な
る
、
別
の
物
語
の
相
貌
が
現
れ
て
く
る
と
言
え
る
。
以
上
、
十
一
回
目
の
授
業

は
、
本
作
の
積
み
重
ね
ら
れ
た
研
究
史
を
辿
る
こ
と
で
閉
じ
た
。
発
表
者
の
報
告
を
通

し
て
、
物
語
内
容
に
つ
い
て
の
多
様
な
解
釈
を
知
る
と
と
も
に
、
物
語
内
容
と
深
く
関

わ
っ
て
い
る
物
語
言
説
に
も
着
目
し
な
が
ら
作
品
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

続
く
十
二
回
目
の
授
業
で
は
、
作
品
分
析
に
つ
い
て
発
表
が
な
さ
れ
た
。
発
表
で
は
、

発
表
者
に
よ
っ
て
複
数
の
項
目
が
立
て
ら
れ
、
項
目
ご
と
に
考
察
が
加
え
ら
れ
た
。
具

体
的
に
項
目
を
挙
げ
る
と
、〈
僕
に
つ
い
て
〉、〈
ジ
ム
に
つ
い
て
〉、〈
先
生
に
つ
い
て
〉、

〈
色
彩
の
対
比
に
つ
い
て
〉、〈
作
中
の
比
喩
表
現
に
つ
い
て
〉、〈
葡
萄
に
つ
い
て
〉、〈
語

り
手
に
つ
い
て
〉
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
な
か
で
特
に
興
味
深
く
思
わ
れ
た
の
は
、〈
語
り
手
に
つ
い
て
〉
の
考
察
で
あ
る
。

　
　

 

僕
は
も
う
駄
目
だ
と
思
ふ
と
急
に
頭
の
中
に
血
が
流
れ
こ
ん
で
来
て
顔
が
真
赤
に

な
つ
た
や
う
で
し
た
。
す
る
と
誰
だ
つ
た
か
そ
こ
に
立
つ
て
ゐ
た
一
人
が
い
き
な

り
僕
の
ポ
ッ
ケ
ッ
ト
に
手
を
さ
し
込
ま
う
と
し
ま
し
た
。
僕
は
一
生
懸
命
に
さ
う

は
さ
せ
ま
い
と
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
多
勢
に
無
勢
で
迚
も
叶
ひ
ま
せ
ん
。
僕
の

ポ
ッ
ケ
ッ
ト
の
中
か
ら
は
、
見
る
〳
〵
マ
ー
ブ
ル
球
（
今
の
ビ
ー
球
の
こ
と
で
す
）

や
鉛
の
メ
ン
コ
な
ど
と
一
緒
に
、
二
つ
の
絵
具
の
か
た
ま
り
が
掴
み
出
さ
れ
て
し

ま
ひ
ま
し
た
。

と
、〈
僕
〉
の
盗
み
が
暴
露
さ
れ
る
と
い
う
切
迫
し
た
場
面
が
引
用
さ
れ
、
本
文
中
の

括
弧
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
一
文
に
着
目
さ
れ
て
い
た
。
発
表
で
は
、
こ
こ
に
つ
い
て
、

〈
語
り
手
が
注
記
で
記
載
す
べ
き
情
報
を
本
文
中
に
置
い
て
〉お
り
、
括
弧
の
外
で
は〈
あ

え
て
マ
ー
ブ
ル
球
と
す
る
こ
と
で
子
ど
も
時
代
の
目
線
で
語
っ
て
い
る
〉（

10
）
と
の
見

解
が
示
さ
れ
た
。
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こ
れ
を
補
足
し
て
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。〈
マ
ー
ブ
ル
球
〉
と
語
ら
れ
て
い

る
の
は
、
成
長
し
た
語
り
手
が
子
ど
も
時
代
と
い
う
物
語
世
界
の
〈
僕
〉
と
同
一
化
し

て
語
っ
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ
る
。
一
方
で
、
括
弧
の
中
に
〈
ビ
ー
球
〉
と
し
て
い
る

の
は
、
語
り
手
の
現
在
と
同
じ
地
平
に
い
る
同
時
代
の
読
者
に
向
け
て
、
現
在
の
呼
び

方
に
言
い
換
え
る
行
為
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
括
弧
の
外
側
と
違
い
、
語
り
手
の
真
の

位
置
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
発
表
者
は
語
り
手
が
本
文
中
に
〈
ビ
ー
球
〉

と
い
う
言
い
換
え
を
し
、
子
ど
も
時
代
と
い
う
過
去
の
物
語
世
界
の
隙
間
に
、
語
り
手

と
読
者
が
存
在
す
る
現
在
と
い
う
別
次
元
を
意
図
的
に
覗
か
せ
て
い
る
点
に
注
目
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
述
べ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
、〈（
今
の
ビ
ー
球
の
こ
と
で
す
）〉
と
い

う
言
い
換
え
る
語
り
は
、
回
想
さ
れ
る
過
去
と
回
想
す
る
現
在
の
二
つ
の
時
間
の
隔
た

り
を
、
強
調
す
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
発
表
で
は
、
子
ど
も
の
遊
び
と
し
て
の
〈
ビ
ー
球
〉
に
つ
い
て
、

　
　

 

日
本
の
ビ
ー
玉
遊
び
の
歴
史
は
、
平
安
時
代
の
「
銭
打
ち
」
と
呼
ば
れ
る
大
人
の

賭
博
遊
戯
が
ル
ー
ツ
で
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
「
穴
一
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
、
子
ど
も
の
遊
び
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
。
用
い
る
も
の
も
、
銭
か
ら
泥
め

ん
こ
、
ム
ク
ロ
ジ
の
実
と
変
わ
り
、
明
治
時
代
に
な
る
と
泥
玉
が
つ
く
ら
れ
、
明

治
三
十
年
頃
か
ら
大
阪
で
ガ
ラ
ス
の
ビ
ー
玉
が
出
ま
わ
り
出
し
た
。
初
め
は
な
か

な
か
普
及
せ
ず
、
明
治
三
十
三
年
頃
か
ら
や
っ
と
普
及
し
た
様
で
あ
る
。
関
東
地

方
で
遊
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
明
治
三
十
五
、三
十
六
年
頃
で
、
全
国
に
普
及

す
る
の
は
明
治
の
終
り
ご
ろ
だ
と
思
わ
れ
る
。（

11
）

と
文
献
を
引
き
つ
つ
、
日
本
で
一
般
に
普
及
す
る
の
は
、
明
治
三
十
年
代
以
降
で
あ
る

と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
日
本
で
の
普
及
時
期
よ
り
早
く
、
作
中
の
〈
教

師
は
西
洋
人
ば
か
り
〉
の
〈
横
浜
の
山
の
手
〉
に
あ
る
学
校
―
実
在
し
た
横
浜
英
和
学

校
を
想
起
さ
せ
る
学
校
―
に
通
う
子
ど
も
ら
に
と
っ
て
は
、

　
　

 

一
八
七
〇
年
代
の
前
半
、
イ
ギ
リ
ス
の
ハ
イ
ラ
ム
・
コ
ッ
ド
が
陶
製
の
八
角
形
銅

の
壜
や
、
ガ
ラ
ス
製
の
き
う
り
壜
に
玉
詮
を
用
い
た
ソ
ー
ダ
水
の
壜
の
特
許
を
出

し
た
。
こ
の
た
め
、
玉
入
り
の
ラ
ム
ネ
壜
＝
玉
壜
の
こ
と
を
英
語
で
は
ふ
つ
う
、

こ
の
人
の
名
前
を
と
っ
て
、
コ
ッ
ド
の
ボ
ト
ル
＝
コ
ッ
ズ
・
ボ
ト
ルCodds 

bottle

と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
最
初
の
イ
ギ
リ
ス
特
許
を
得
た
の
は
一
八
七
二
（
明

治
五
）
年
で
あ
っ
た
。

　
　

 

玉
壜
の
玉
を
、
マ
ー
ブ
ル
・
ス
ト
ッ
パ
ー
と
呼
ぶ
。「
マ
ー
ブ
ル
」
は
、
大
理
石

風
に
縞
模
様
が
入
っ
た
玉
の
こ
と
を
言
う
が
、
模
様
が
施
さ
れ
な
い
無
地
の
透
明

な
ガ
ラ
ス
玉
に
つ
い
て
も
使
わ
れ
る
英
語
の
よ
う
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
玉
に

つ
い
て
、
日
本
で
は
〝
ビ
ー
玉
〟
と
い
う
方
が
通
り
が
い
い
。（
中
略
）
日
本
で

私
た
ち
が
二
十
世
紀
に
手
に
し
た
、
ラ
ム
ネ
の
玉
び
ん
の
形
に
も
っ
と
も
よ
く
似

た
形
状
の
コ
ッ
ズ
・
ボ
ト
ル
が
イ
ギ
リ
ス
で
使
わ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
一
八
八
二

～
八
九
年
（
明
治
十
五
～
二
十
二
）
頃
だ
と
思
わ
れ
る
。（
中
略
）
そ
の
時
代
、

イ
ギ
リ
ス
で
も
や
は
り
、
子
ど
も
た
ち
は
玉
壜
を
叩
き
割
っ
て
中
の
マ
ー
ブ
ル
を

取
り
出
し
、
玉
転
が
し
を
し
て
遊
ん
で
い
た
よ
う
だ
。（

12
）

と
あ
る
よ
う
に
、
以
前
か
ら
行
っ
て
い
た
遊
び
の
な
か
で
用
い
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、〈
マ
ー
ブ
ル
球
〉
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
で
の
〈
ビ
ー
球
〉

の
普
及
以
前
に
、〈
僕
〉
の
通
う
学
校
で
用
い
ら
れ
て
い
た
呼
称
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
、

〈
マ
ー
ブ
ル
球
／
ビ
ー
球
〉
の
言
い
換
え
は
、
作
品
の
外
側
の
、
社
会
の
変
化
に
基
づ

い
て
な
さ
れ
て
い
る
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
、
発
表
者
は
〈
鉛
の
メ
ン
コ
〉
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
い
、
明
治

十
年
代
に
普
及
し
た
が
、
日
清
戦
争
を
契
機
に
、
ボ
ー
ル
紙
の
生
産
が
増
え
た
こ
と
に

よ
り
〈
鉛
メ
ン
コ
〉
で
は
な
く
紙
メ
ン
コ
が
流
行
す
る
こ
と
、
ま
た
、
明
治
三
十
三
年

に
は
大
阪
で
発
生
し
た
鉛
中
毒
事
件
に
よ
り
〈
鉛
メ
ン
コ
〉
が
一
気
に
下
火
に
な
る
こ

と
を
、
子
ど
も
の
遊
び
の
歴
史
を
記
述
す
る
文
献
（
13
）
を
紐
解
く
中
で
明
ら
か
に
し
た
。

即
ち
、〈
マ
ー
ブ
ル
球
〉
も
〈
鉛
メ
ン
コ
〉
も
、
本
作
が
発
表
さ
れ
た
大
正
九
年
に
お

い
て
は
、
同
時
代
性
の
薄
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
発
表
者
は
、〈
僕
〉
の
ポ
ケ
ッ
ト
か

ら
こ
れ
ら
の
玩
具
が
出
て
く
る
場
面
は
、
作
品
の
同
時
代
の
読
者
を
、
現
在
か
ら
遠
い
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過
去
の
物
語
世
界
に
連
れ
出
す
効
果
が
あ
る
と
意
味
づ
け
た
。

　

発
表
の
ま
と
め
と
し
て
、
本
作
が
回
想
体
形
式
で
語
ら
れ
る
の
は
、〈
過
去
の
美
し

い
思
い
出
を
も
う
戻
ら
ぬ
も
の
と
し
て
表
現
〉
す
る
と
い
う
語
り
手
の
表
現
意
図
ゆ
え

だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
物
語
内
容
を
、〈
先
生
〉
の
愛
に
よ
る
救
済
の
物
語
と
読
む
に

し
ろ
、〈
僕
〉
の
〈
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
記
憶
〉
の
物
語
と
読
む
に
し
ろ
、〈
先
生
〉
の
美

し
さ
は
、
今
こ
こ
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
夢
幻
の
、
純

化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
一
層
輝
き
を
放
つ
こ
と
が
で
き
る
、
と
。
発
表
は
こ
こ
で
終
わ

り
、
質
疑
応
答
の
な
か
で
、
発
表
者
の
ま
と
め
に
敷
衍
し
て
、〈（
今
の
ビ
ー
球
の
こ
と

で
す
）〉
と
い
う
言
い
換
え
も
、〈
マ
ー
ブ
ル
球
〉
や
〈
鉛
の
メ
ン
コ
〉
と
い
う
同
時
代

性
の
薄
い
玩
具
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
も
、〝
遠
さ
〟
を
印
象
付
け
よ
う
と
す
る
語
り
手

の
表
現
意
図
の
一
環
と
し
て
読
め
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

授
業
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
担
当
教
員
は
再
び
、
作
品
の
冒
頭
に
、〈
僕
〉
の
憧

れ
る
美
し
い
海
の
景
色
を
絵
で
再
現
し
よ
う
と
試
み
る
も
、
そ
れ
に
失
敗
す
る
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
戻
る
よ
う
に
促
し
た
。
こ
の
場
面
を
重
ね
て
「
一

房
の
葡
萄
」
と
い
う
作
品
を
読
む
と
き
、
小
説
に
お
い
て
語
り
手
は
、
子
ど
も
時
代
の

〈
僕
〉
と
成
長
し
た
〈
僕
〉
と
い
う
二
重
の
物
語
世
界
を
構
え
て
語
る
こ
と
で
、
美
し

い
〈
葡
萄
〉
と
〈
僕
〉
の
憧
れ
て
や
ま
な
い
〈
白
い
手
〉
の
あ
る
景
色
を
再
現
す
る
こ

と
に
成
功
す
る
と
い
う
対
照
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
と
、
発
表
内
容
を
踏
ま
え
て
述
べ

た
。
謂
わ
ば
、
回
想
形
式
は
、
非
在
に
よ
っ
て
美
を
完
成
さ
せ
る
方
法
だ
っ
た
の
だ
と
、

発
表
内
容
を
総
括
し
た
。

　

こ
こ
ま
で
、
ゼ
ミ
の
授
業
実
践
の
事
例
を
通
し
て
、
研
究
的
に
文
学
作
品
を
読
む
と

い
う
こ
と
―
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
で
は
な
く
、
作
品
が
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
て

い
る
か
を
重
視
し
て
分
析
す
る
こ
と
―
が
、
ゼ
ミ
を
通
し
て
理
解
さ
れ
て
い
く
様
を
記

述
し
て
き
た
。
今
日
の
文
学
研
究
に
お
い
て
は
、
物
語
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
言

説
を
読
む
こ
と
は
、
基
本
で
あ
り
重
く
見
な
さ
れ
て
い
る
態
度
で
あ
る
。
無
論
、
そ
の

よ
う
な
学
び
は
、
ゼ
ミ
だ
け
で
は
な
く
、
近
現
代
文
学
関
連
の
科
目
群
の
全
体
を
通
し

て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
教
育
課
程
上
の
近
現
代
文
学
の
科
目
間
の
つ
な
が
り
の
中
に
お
い
て
見

て
み
る
と
、
ゼ
ミ
は
、
講
義
形
式
の
授
業
に
お
け
る
一
斉
指
導
で
は
で
き
な
い
よ
う
な
、

個
々
の
学
生
の
直
面
し
て
い
る
問
題
に
合
わ
せ
た
細
か
い
指
導
が
可
能
で
あ
る
。
本
ゼ

ミ
に
お
い
て
、
発
表
者
は
こ
れ
ま
で
関
連
科
目
で
学
ん
だ
こ
と
や
ゼ
ミ
で
の
事
前
指
導

を
踏
ま
え
、
自
ら
主
体
的
に
発
表
の
準
備
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
、
必
要
と
し
た
場
合

に
教
員
に
事
前
の
相
談
を
す
る
が
、「
一
房
の
葡
萄
」
の
発
表
に
際
し
て
も
、
授
業
の

内
外
で
そ
う
し
た
や
り
と
り
を
重
ね
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
、
学
生
が
主
体
的
、
個
別

的
に
自
ら
の
課
題
に
取
り
組
み
、
教
員
が
そ
れ
に
細
か
く
応
え
て
い
く
こ
と
で
得
ら
れ

る
深
い
学
び
が
、
ゼ
ミ
の
利
点
の
一
つ
と
言
え
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
う
し
た
個
々
の
深

い
学
び
に
よ
っ
て
授
業
全
体
の
質
が
上
が
る
と
い
う
の
が
ゼ
ミ
の
特
質
だ
と
す
れ
ば
、

述
べ
て
き
た
「
一
房
の
葡
萄
」
の
授
業
は
、
そ
れ
が
生
か
さ
れ
た
事
例
で
あ
っ
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

四
、
ゼ
ミ
の
学
習
成
果
の
発
信
―
〈
ゼ
ミ
風
景
を
再
現
す
る
〉
取
り
組
み
―

　

既
に
二
章
で
ゼ
ミ
の
概
要
と
各
回
の
授
業
内
容
を
示
し
た
通
り
、
ゼ
ミ
は
演
習
発
表

を
中
心
と
し
て
進
め
、
最
終
回
で
は
、
一
年
を
通
し
た
ゼ
ミ
の
学
習
成
果
を
ゼ
ミ
外
部

に
向
け
て
発
信
す
る
取
り
組
み
を
行
っ
た
。
学
習
成
果
発
表
の
準
備
と
実
施
に
は
、「
ゼ

ミ
Ⅱ
」
の
第
十
一
～
十
五
回
の
時
間
を
あ
て
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
取
り
組
み
の
実
際

に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

先
ず
、
十
一
回
目
の
授
業
で
、
ゼ
ミ
の
学
生
に
学
習
成
果
発
表
の
場
を
国
文
学
科
の

「
ゼ
ミ
見
学
会
」
と
す
る
こ
と
を
伝
え
た
。「
ゼ
ミ
見
学
会
」
と
は
、
国
文
学
科
一
年
生

を
対
象
と
し
て
秋
学
期
に
開
講
さ
れ
て
い
る
科
目
「
基
礎
ゼ
ミ
」
の
十
五
回
目
の
時
間

を
用
い
、
二
年
次
か
ら
始
ま
る
各
ゼ
ミ
の
学
び
を
知
る
こ
と
を
目
的
に
開
催
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
二
年
生
は
こ
れ
ま
で
の
ゼ
ミ
で
の
学
習
成
果
を
、
こ
れ
か
ら
ゼ
ミ
で
学
ぼ

う
と
し
て
い
る
一
年
生
に
向
け
て
発
表
す
る
。

　

続
い
て
、
十
一
回
目
の
授
業
で
、「
ゼ
ミ
見
学
会
」
の
会
場
が
本
学
大
講
義
室
で
あ

る
こ
と
と
、
各
ゼ
ミ
の
発
表
時
間
が
三
十
分
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
伝
え
た
。
そ
の
う
え

で
、
こ
う
し
た
条
件
の
も
と
、
本
ゼ
ミ
で
は
ど
の
よ
う
な
発
表
を
行
う
か
を
話
し
合
っ
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た
。
本
ゼ
ミ
の
卒
業
生
が
こ
れ
ま
で
行
っ
た
学
習
成
果
発
表
と
し
て
は
、
ゼ
ミ
の
代
表

者
が
演
習
発
表
の
成
果
に
つ
い
て
ス
ラ
イ
ド
資
料
を
用
い
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を

行
っ
た
例
や
、
児
童
文
学
を
テ
ー
マ
に
し
た
ポ
ス
タ
ー
や
造
形
物
を
ゼ
ミ
全
体
で
協
力

し
て
作
り
上
げ
、
ゼ
ミ
の
展
示
を
行
っ
た
例
が
あ
る
。

　

ゼ
ミ
の
話
し
合
い
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
発
表
を
行
う
か
は
、
対
象
者
の
求
め
る

と
こ
ろ
に
合
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
今
回
は
一
年
生
に
向
け
た
発
表
で
あ
る
た

め
、
一
年
生
が
何
を
知
り
た
い
か
を
先
ず
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
意
見
が
出
さ

れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
学
生
自
身
の
経
験
に
顧
み
て
、
事
前
に
教
員
か
ら
ゼ
ミ
の
ガ
イ

ダ
ン
ス
を
聞
い
た
も
の
の
、
ゼ
ミ
が
始
ま
る
ま
で
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の

か
上
手
く
イ
メ
ー
ジ
を
掴
め
な
か
っ
た
と
い
う
率
直
な
発
言
が
あ
っ
た
。
こ
の
発
言
に

は
、
多
く
の
共
感
が
集
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
ゼ
ミ
で
行
っ
て
き
た
演
習
発

表
の
内
容
を
深
く
詳
細
に
伝
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
ゼ
ミ
で
の
発
表
の
〝
雰
囲
気
〟
を
、

分
か
り
や
す
く
楽
し
く
伝
え
る
こ
と
を
重
視
し
、
ゼ
ミ
の
イ
メ
ー
ジ
を
掴
ん
で
も
ら
う

こ
と
に
主
眼
を
置
く
も
の
と
す
る
と
意
見
が
ま
と
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、〈
ゼ
ミ
風
景
の

再
現
〉
を
テ
ー
マ
と
す
る
二
十
分
程
度
の
コ
ン
ト
を
行
う
と
い
う
案
が
出
さ
れ
、
決
定

し
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
冊
子
を
作
成
し
、
ゼ
ミ
の
概
要
、
ゼ
ミ
の
学
生
と
担
当
教
員

と
の
相
互
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
ま
と
め
た
記
事
、
実
際
の
ゼ
ミ
発
表
で
用
い
た
レ
ジ
ュ

メ
を
載
せ
配
布
す
る
こ
と
も
決
ま
っ
た
。

　

次
の
十
二
、十
三
回
目
の
授
業
で
は
、
役
割
分
担
を
し
、
あ
ら
か
じ
め
本
ゼ
ミ
の
特

長
は
何
か
を
話
し
合
い
、
そ
れ
を
共
有
し
た
う
え
で
個
別
の
作
業
を
進
め
て
行
く
こ
と

と
し
た
。
本
ゼ
ミ
の
特
長
に
つ
い
て
は
各
々
の
捉
え
方
が
あ
り
、
前
述
の
配
布
冊
子
に

〈
ゼ
ミ
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
つ
け
る
と
し
た
ら
？
〉
と
い
う
見
出
し
を
つ
け
て
ま

と
め
た
。
こ
こ
に
引
用
す
る
と
、〈
時
間
を
忘
れ
る
ほ
ど
の
議
論
〉、〈
点
と
点
が
つ
な

が
り
、
児
童
文
学
全
体
の
理
解
が
深
ま
る
〉、〈
子
ど
も
の
頃
の
記
憶
を
蘇
ら
せ
て
く
れ

る
〉、〈
題
名
だ
け
し
か
知
ら
な
い
作
品
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
〉、〈
本
を
手
に

取
り
、
深
く
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
〉、〈
子
ど
も
の
頃
に
読
ん
だ
本
を
大
人
の
目
線

で
読
み
直
す
こ
と
が
で
き
る
〉
と
あ
り
、
何
れ
も
本
ゼ
ミ
の
一
面
を
表
し
て
い
る
。
こ

こ
に
あ
る
よ
う
な
、
ゼ
ミ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
一
年
生
に
伝
わ
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
、

コ
ン
ト
や
冊
子
の
作
成
に
取
り
組
ん
だ
。

　

次
に
完
成
し
た
コ
ン
ト
の
シ
ナ
リ
オ
を
載
せ
る
。
コ
ン
ト
の
発
案
者
が
、
ゼ
ミ
で
実

際
に
行
っ
た
演
習
発
表
に
基
づ
き
シ
ナ
リ
オ
原
案
を
作
成
、
こ
れ
に
ゼ
ミ
の
学
生
と
教

員
が
加
筆
修
正
し
、
共
同
し
て
仕
上
げ
た
も
の
の
で
あ
る
。
掲
載
に
つ
い
て
は
学
生
の

了
承
を
得
た
。

「
ゼ
ミ
風
景　

細
田
ゼ
ミver.

」

　
　
　

人　
　

物

　

Ｔ　

ゼ
ミ
の
教
員

　

Ａ　

ゼ
ミ
生
１
。
発
表
者
。
女
性

　

Ｂ　

ゼ
ミ
生
２
。
男
性

　

Ｃ　

ゼ
ミ
生
３
。
女
性

　

Ｄ　

セ
ミ
生
４
。
女
性

　

Ｅ　

ゼ
ミ
生
５
。
男
性

　

Ｆ　

ゼ
ミ
生
６
。
女
性

　

Ｇ　

国
文
学
科
の
教
員
１

　

Ｈ　

国
文
学
科
の
教
員
２

　

Ｉ　

国
文
学
科
の
他
の
ゼ
ミ
の
学
生

○
教
室

　
　
　

 

授
業
開
始
時
刻
。
Ｔ
以
外
は
着
席
し
て
い
る
。
チ
ャ
イ
ム
の
音
が
鳴
る
。

Ｔ
が
、
大
講
義
室
の
扉
を
開
け
、
入
室
す
る
。

Ｔ 

「
皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
ー
。
今
日
も
ね
、
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
寒
い
よ
ね
、
い
よ
い

よ
雪
の
季
節
。
体
調
管
理
、
ど
う
ぞ
気
を
つ
け
て
ね
」

　
　
　

ゼ
ミ
生
は
各
々
、
天
候
な
ど
に
つ
い
て
話
す
。

Ｔ 

「
さ
て
、
今
日
は
Ａ
さ
ん
に
先
日
発
表
を
行
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
『
オ
ズ
の
魔

法
使
い
』（

15
）
に
つ
い
て
、
質
疑
応
答
の
時
間
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

 『
オ
ズ
の
魔
法
使
い
』
が
ど
ん
な
話
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
先
日
の
発
表
レ
ジ
ュ
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メ
に
、
あ
ら
す
じ
が
の
せ
て
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。
え
ー
っ
と
、（
配
布
の
冊
子

を
会
場
全
体
に
見
せ
な
が
ら
）
資
料
の
３
枚
目
に
、
発
表
レ
ジ
ュ
メ
が
あ
り
ま

ね
。
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
の
ペ
ー
ジ
番
号
１
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
罫
線
で
囲
っ
て

あ
る
と
こ
ろ
に
、
作
品
概
要
が
あ
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
、
見
て
く
だ
さ
い
。

ち
ょ
っ
と
読
み
ま
す
ね
。

　
　

 

み
な
し
ご
の
ド
ロ
シ
ー
は
愛
犬
ト
ト
と
い
っ
し
ょ
に
竜
巻
に
飛
ば
さ
れ
て
、

故
郷
の
カ
ン
ザ
ス
の
田
舎
か
ら
オ
ズ
の
国
へ
や
っ
て
く
る
、
そ
こ
で
出
会
っ

た
の
が
か
か
し
、
ブ
リ
キ
の
き
こ
り
、
臆
病
ラ
イ
オ
ン
。
ド
ロ
シ
ー
た
ち
は

オ
ズ
に
会
っ
て
自
分
た
ち
の
願
い
を
か
な
え
て
も
ら
お
う
と
、
い
っ
し
ょ
に

オ
ズ
を
探
す
旅
を
は
じ
め
る
。
目
的
地
の
エ
メ
ラ
ル
ド
の
都
に
た
ど
り
着
く

と
、
オ
ズ
は
西
の
魔
女
を
退
治
す
る
よ
う
に
命
じ
る
。
ド
ロ
シ
ー
た
ち
は
さ

ま
ざ
ま
な
冒
険
や
危
険
に
出
会
い
な
が
ら
も
と
う
と
う
使
命
を
果
た
し
て
都

に
帰
る
。
そ
の
結
果
そ
れ
ぞ
れ
の
願
い
は
か
な
え
ら
れ
る
。
か
か
し
は
欠
け

て
い
る
脳
を
も
ら
っ
て
オ
ズ
の
国
を
統
治
し
、
き
こ
り
は
温
か
い
心
を
も
ら

い
、
ラ
イ
オ
ン
は
勇
気
を
あ
た
え
ら
れ
て
動
物
の
王
と
な
り
、
ド
ロ
シ
ー
は

故
郷
の
カ
ン
ザ
ス
に
帰
る
（
14
）

　

と
、
こ
の
よ
う
な
物
語
内
容
を
持
つ
作
品
で
し
た
ね
。

　

 

一
九
〇
〇
年
、
い
ま
か
ら
百
年
以
上
前
、
日
本
で
は
明
治
三
十
年
代
に
発
表
さ

れ
た
作
品
で
す
。
伝
統
的
な
妖
精
物
語
に
つ
き
も
の
の
ゴ
ブ
リ
ン
や
貴
族
や
騎

士
と
い
っ
た
登
場
人
物
で
は
な
く
、
小
市
民
的
な
者
た
ち
が
主
要
な
登
場
人
物

で
、
ア
メ
リ
カ
最
初
の
本
格
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
作
品

で
す
。

　

 

そ
れ
で
は
、
さ
っ
そ
く
、
質
疑
応
答
を
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
皆
さ

ん
『
オ
ズ
』
の
テ
キ
ス
ト
は
持
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
テ
キ
ス
ト
を
、
出
し

て
く
だ
さ
い
」

Ｂ
「
あ
か
ん
、
下
に
あ
る
と
思
い
ま
す
、
取
っ
て
き
ま
ー
す
」

　
　
　

Ｂ
が
大
講
義
室
を
出
て
い
く
。

Ｔ 

「
Ｂ
君
、
い
つ
も
や
な
～
。
や
れ
や
れ
。
み
ん
な
、
ち
ょ
っ
と
、
待
っ
て
ま
し
ょ

う
ね
。

　

と
こ
ろ
で
皆
先
週
の
自
治
会
の
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ベ
ン
ト
行
っ
た
？
ど
う
だ
っ
た
？
」

　
　
　

 

ゼ
ミ
生
は
、
行
っ
た
か
、
行
っ
て
な
い
か
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
答
え
る
。
そ

の
う
ち
に
Ｂ
が
教
室
に
戻
っ
て
く
る
。

Ｂ 

「
あ
り
ま
し
た
、
あ
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
、
Ｇ
先
生
と
Ｈ
先
生
が
授
業
し
て

は
る
と
こ
ろ
や
っ
た
ー
」

ゼ
ミ
生
「
ど
ん
な
か
ん
じ
や
っ
た
？
」

　
　
　

Ｂ
が
Ｇ
先
生
の
モ
ノ
マ
ネ
を
す
る
。

全
員
「
似
て
る
～
！
」

Ｔ
「
Ｂ
君
、
Ｇ
先
生
の
こ
と
大
好
き
や
も
ん
な
あ
」

ゼ
ミ
生
「
Ｈ
先
生
は
？
」

　
　
　

 

Ｂ
が
Ｈ
先
生
の
モ
ノ
マ
ネ
を
す
る
。
会
場
に
い
る
学
生
Ｉ
に
、
突
如
Ｈ
先

生
の
モ
ノ
マ
ネ
を
す
る
よ
う
促
す
。
Ｉ
が
Ｈ
先
生
の
モ
ノ
マ
ネ
を
す
る
。

全
員
「
似
て
る
～
！
」

Ｔ
「
ち
ゃ
う
や
ん
。
授
業
や
で
。
み
ん
な
作
品
に
戻
っ
て
き
て
～
。

　

 

さ
て
、
質
疑
応
答
で
す
け
れ
ど
も
、
Ａ
さ
ん
の
発
表
の
先
行
研
究
、
作
品
分
析
、

ど
の
観
点
か
ら
で
も
良
い
の
で
、
自
由
に
質
問
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま

す
。
ど
な
た
か
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？
」

Ｂ 

「
う
ー
ん
、
そ
ん
な
事
言
わ
れ
て
も
、
な
い
で
す
け
ど
ね
ぇ
、
質
問
。
ど
な
い

し
よ
う
か
な
」

Ａ
「
こ
の
作
品
の
発
表
で
は
、
作
品
の
中
身
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
所
、
少
な
い

か
ら
な
あ
」

Ｔ 
「
そ
う
ね
、
先
行
研
究
よ
く
調
べ
て
く
れ
ま
し
た
ね
。
こ
の
作
品
は
日
本
で
も

た
い
へ
ん
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
作
品
で
す
が
、
文
学
研
究
に
お
い
て
、
あ
ま
り

評
価
が
高
く
な
く
て
。
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
ど
な
た
か
い
か
が
で
す
か
？
」

Ｂ 

「
分
か
り
ま
し
た
。
こ
の
作
品
っ
て
子
供
の
頃
に
め
っ
ち
ゃ
読
ん
で
た「
桃
太
郎
」
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み
た
い
で
す
よ
ね
？
」

Ｔ
「
ん
、
ど
う
い
う
事
？
」

Ｂ 
「
え
ー
？　

あ
の
動
物
と
か
、
い
っ
ぱ
い
出
て
く
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。「
桃
太

郎
」
に
も
お
供
が
三
匹
出
て
き
ま
す
よ
ね
？
そ
ん
で
、
ド
ロ
シ
ー
の
方
に
も
、

仲
間
が
三
人
出
て
く
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」

Ｔ 

「
あ
ー
、
そ
う
い
う
こ
と
ね
。
確
か
に
。
か
か
し
と
、
ブ
リ
キ
の
木
こ
り
と
、

ラ
イ
オ
ン
が
、
ド
ロ
シ
ー
の
旅
の
連
れ
に
な
り
ま
す
ね
。
そ
れ
が
、「
桃
太
郎
」

の
犬
と
、
猿
と
、
キ
ジ
と
が
同
行
す
る
旅
と
重
な
る
っ
て
い
う
訳
ね
」

ゼ
ミ
生
「
う
ん
う
ん
」

Ｔ
「
さ
て
、
皆
さ
ん
か
ら
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
Ｃ
さ
ん
は
？
ど
う
思
い
ま
す
か
」

Ｃ 

「
え
、
私
は
な
ん
で
こ
の
か
か
し
・
木
こ
り
・
ラ
イ
オ
ン
っ
て
い
う
メ
ン
バ
ー

が
選
ば
れ
た
の
か
気
に
な
り
ま
し
た
。
桃
太
郎
み
た
い
に
全
部
動
物
で
も
い
い

と
思
う
ん
で
す
け
ど
・
・
・
。
親
し
み
や
す
い
し
」

Ａ 

「
ん
ー
、
こ
の
作
品
っ
て
先
行
研
究
で
も
言
わ
れ
て
い
る
通
り
当
時
の
ア
メ
リ

カ
を
背
景
に
書
か
れ
て
る
ん
で
す
よ
。
当
時
、
生
産
性
の
高
い
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

が
多
く
の
場
所
で
生
産
さ
れ
て
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
、
本
文
中
の
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
畑
に
あ
る
か
か
し
に
繋
が
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
思
い
ま
す
。
ま
た
、

当
時
は
工
業
化
が
進
ん
で
い
た
の
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
ブ
リ
キ
の
木

こ
り
と
か
出
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
」

Ｄ 

「
か
か
し
は
、
畑
と
か
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
け
ど
、
ブ
リ
キ

の
木
こ
り
っ
て
、
近
未
来
的
で
す
よ
ね
」

Ｔ 

「
う
ん
う
ん
。
ブ
リ
キ
の
木
こ
り
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
機
械
文
明
と
空
想

世
界
と
の
結
合
に
、
こ
の
童
話
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
の
新
し
さ
を
見
出
せ

る
で
し
ょ
う
ね
。
ブ
リ
キ
の
木
こ
り
っ
て
、
ま
あ
、
ロ
ボ
ッ
ト
だ
も
ん
ね
」

Ｔ
「
そ
う
し
た
ら
、
Ｅ
く
ん
は
？
ど
う
？
」

Ｅ 

「
あ
、
は
い
。
物
語
で
重
要
に
な
る
、
魔
法
使
い
に
関
し
ま
し
て
、
ど
ん
な
感

じ
に
な
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
私
が
取
り
上
げ
た
『
青
い
鳥
』
の
物
語
内

容
と
、
似
て
い
て
気
に
な
っ
た
も
の
で
」

Ｔ 

「
あ
あ
、
そ
う
で
し
た
ね
、
Ｅ
く
ん
が
ゼ
ミ
で
取
り
上
げ
て
く
れ
た
メ
ー
テ
ル

リ
ン
ク
の
『
青
い
鳥
』
の
内
容
も
、『
オ
ズ
の
魔
法
使
い
』
と
同
じ
で
、
主
人

公
が
子
ど
も
で
、
旅
を
す
る
と
い
う
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
し
た
ね
。
そ
し
て
、
両

作
と
も
に
ね
、
魔
法
使
い
が
出
て
く
る
ん
だ
よ
ね
。
発
表
年
も
、
一
九
〇
〇
年

を
ま
た
ぐ
世
紀
転
換
期
で
、
時
期
的
に
も
近
い
ね
。
一
方
は
ア
メ
リ
カ
で
、
一

方
は
ベ
ル
ギ
ー
の
作
品
で
す
が
」

Ｅ 

「
な
ん
か
、
魔
法
使
い
っ
て
、
日
常
に
は
い
な
い
、
身
近
に
は
い
な
い
存
在
で

す
よ
ね
。
で
も
、
今
も
ア
ニ
メ
な
ど
で
は
よ
く
出
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、「
ま

ど
か
☆
マ
ギ
カ
」（

16
）
と
か
」

Ｔ
「
何
、
何
？
私
わ
か
ん
な
い
。
な
に
、
教
え
て
！
」

　
　
　

 

Ｅ
が
い
つ
も
の
ゼ
ミ
で
す
る
よ
う
に
、
ク
ロ
ー
ム
ブ
ッ
ク
で
検
索
し
「
ま

ど
か
☆
マ
ギ
カ
」
の
画
像
を
見
せ
る
。

Ｂ
「
言
う
た
ら
、
ハ
リ
ポ
タ
（
17
）
み
た
い
な
か
ん
じ
」

　
　
　

 

教
員
と
ゼ
ミ
生
と
、
世
代
別
の
魔
法
使
い
の
ア
ニ
メ
に
つ
い
て
ひ
と
し
き

り
話
す
。

　
　
　

Ｂ
は
、
会
場
の
一
年
生
に
も
、
こ
の
話
題
を
振
る
。

Ｔ 

「
物
語
の
な
か
で
、
魔
法
な
ど
超
越
的
な
力
を
持
つ
存
在
と
い
う
の
が
、
子
ど

も
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
っ
て
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
い
つ
の
時
代
も
、

子
ど
も
の
心
に
響
く
ん
だ
ね
」

Ｔ
「
さ
て
、
Ｆ
さ
ん
は
ど
う
で
す
か
、
何
か
あ
り
ま
す
か
？
」

Ｆ 

「
こ
の
作
品
の
主
人
公
っ
て
・
・
・
？
『
オ
ズ
の
魔
法
使
い
』
っ
て
い
う
く
ら
い

な
ん
で
、
オ
ズ
が
重
要
な
ん
で
す
か
ね
？
」

Ｔ 

「
い
や
ー
、
ど
う
で
し
ょ
う
。
オ
ズ
は
、
た
い
へ
ん
な
ペ
テ
ン
師
で
、
超
越
的

な
力
は
持
っ
て
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
力
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
み
せ
か
け
て

い
る
ん
だ
け
ど
、
そ
の
み
せ
か
け
る
方
法
も
ち
ゃ
ち
な
も
の
。〈
エ
メ
ラ
ル
ド

の
都
〉
も
、
人
々
に
緑
色
の
サ
ン
グ
ラ
ス
を
か
け
さ
せ
て
、
美
し
く
み
せ
て
い

る
と
い
う
…
」

Ｂ 

「
あ
、
そ
ー
か
、
ほ
ん
な
ら
、
こ
の
ド
ロ
シ
ー
っ
て
い
う
子
の
存
在
が
大
事
に
な
っ
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て
く
る
わ
け
で
す
ね
？
」

Ｔ
「
そ
う
な
っ
て
く
る
の
か
な
、
ど
う
で
す
か
、
Ａ
さ
ん
」

Ａ 
「
そ
う
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
主
人
公
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
ド
ロ
シ
ー
の
存
在

は
大
き
い
で
す
。
お
と
ぎ
話
に
お
い
て
の
主
人
公
の
存
在
意
義
と
い
わ
れ
て
も

難
し
い
で
す
が
、
少
な
く
と
も
ド
ロ
シ
ー
の
存
在
が
オ
ズ
の
国
の
状
況
を
動
か

し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
も
ド
ロ
シ
ー
の
存
在
は
大
き
い
で
す
」

Ｂ 

「
そ
の
上
で
質
問
な
ん
で
す
け
ど
、
物
語
は
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
終
わ
る
も
ん

な
ん
で
す
か
？
結
末
が
よ
く
わ
か
ら
な
く
て
。
そ
れ
と
、
結
局
ド
ロ
シ
ー
は
物

語
に
お
い
て
ど
ん
な
役
割
を
持
っ
て
た
ん
で
す
か
？
」

Ａ 

「
最
終
的
に
、
か
か
し
・
木
こ
り
・
ラ
イ
オ
ン
は
自
分
の
求
め
て
い
る
も
の
が

貰
え
た
し
、
ド
ロ
シ
ー
も
無
事
に
家
に
帰
れ
た
の
で
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
な
ん
じ
ゃ

な
い
ん
で
す
か
ね
。

　

 

そ
れ
と
、
ド
ロ
シ
ー
は
、
皆
の
こ
と
を
導
く
役
割
を
持
っ
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
で

す
か
ね
。
結
局
ド
ロ
シ
ー
が
い
な
か
っ
た
ら
、
か
か
し
・
木
こ
り
・
ラ
イ
オ
ン

は
求
め
て
い
る
も
の
を
探
し
に
オ
ズ
に
会
い
に
行
こ
う
と
も
思
わ
な
か
っ
た
だ

ろ
う
し
。
結
局
オ
ズ
か
ら
貰
っ
た
も
の
は
偽
物
だ
っ
た
訳
だ
け
ど
、
三
人
が
求

め
て
い
た
も
の
っ
て
オ
ズ
に
会
い
に
い
く
前
か
ら
持
っ
て
た
ん
で
す
よ
ね
。
も

し
か
し
た
ら
、
ド
ロ
シ
ー
と
旅
を
す
る
中
で
習
得
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
で
す

よ
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
ド
ロ
シ
ー
は
大
事
な
役
割
を
持
っ
て
い
た
と
言
え

る
と
思
い
ま
す
」

Ｄ 

「
お
と
ぎ
話
で
皆
が
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
思

い
ま
す
」

Ｔ 

「
う
ー
ん
。
Ａ
さ
ん
が
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
ド
ロ
シ
ー
っ
て
、
家
か

ら
出
て
異
世
界
へ
行
っ
て
、
そ
こ
で
旅
を
し
て
、
冒
険
し
て
、
で
、
最
終
的
に

は
家
に
帰
る
と
い
う
、〈
行
き
て
帰
り
し
〉
物
語
の
話
型
に
は
ま
っ
て
い
る
の

で
す
が
、
も
と
の
場
所
に
戻
っ
て
き
た
と
き
に
、
異
世
界
で
の
経
験
を
通
し
て

何
ら
か
の
心
の
成
長
を
果
た
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
ト
ー
ル
キ

ン
的
な
〈
行
き
て
帰
り
し
〉
物
語
の
典
型
と
は
、
最
後
に
も
と
の
場
所
に
帰
っ

て
く
る
ん
だ
け
ど
、
異
世
界
で
の
経
験
に
よ
っ
て
何
か
変
化
し
て
い
る
、
成
長

が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
物
語
の
枠
で
は
く
く
れ
な

い
。

　

 

む
し
ろ
、
主
人
公
で
な
い
、
か
か
し
、
木
こ
り
、
ラ
イ
オ
ン
は
、
冒
険
の
終
わ

り
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
統
治
者
の
側
に
な
っ
て
い
て
、
立
派
に
な
っ
て
い
る
。
で

も
ド
ロ
シ
ー
は
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
自
己
変
革
や
成
長
な
ど
の
要
素
は
少
な

い
で
す
。

　

 

ま
た
内
面
的
、
心
理
的
描
写
も
少
な
く
て
、
文
体
の
問
題
も
大
き
い
の
で
す
が
、

近
代
の
児
童
文
学
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
と
こ

ろ
も
関
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

 

話
を
戻
す
と
、
ド
ロ
シ
ー
は
、〈
行
き
て
帰
り
し
〉
物
語
か
ら
は
外
れ
て
い
て

―
近
代
的
な
〈
行
き
て
帰
り
し
〉
物
語
の
以
前
に
あ
っ
て
―
、
彼
女
自
身
は
成

長
し
た
り
変
化
し
た
り
せ
ず
、
彼
女
の
周
囲
に
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
、
そ

う
い
う
位
置
づ
け
だ
と
言
え
る
の
か
な
」

Ｄ 

「
ド
ロ
シ
ー
は
自
分
か
ら
巻
き
込
ん
で
い
く
こ
と
と
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
こ
と

が
あ
る
ん
で
す
ね
。
今
さ
っ
き
出
た
「
み
ん
な
を
導
く
道
標
的
」
存
在
に
ド
ロ

シ
ー
は
当
て
は
ま
る
ん
で
す
ね
」

Ｔ
「
そ
れ
か
ら
、
私
の
方
か
ら
も
。
こ
の
作
品
の
語
り
に
つ
い
て
」

Ｂ
「
で
た
、
で
た
」

Ｔ 

「
ふ
ふ
ふ
。
Ａ
さ
ん
の
発
表
で
面
白
い
と
思
っ
た
の
は
、
レ
ジ
ュ
メ
の
ペ
ー
ジ

番
号
十
で
、
先
ほ
ど
も
少
し
発
言
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、〈
か
か
し
・
木
こ
り
・

ラ
イ
オ
ン
の
三
者
が
求
め
る
も
の
〉
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
三
者
は
、
レ

ジ
ュ
メ
の
十
ペ
ー
ジ
の
上
の
と
こ
ろ
に
ま
と
め
て
あ
る
よ
う
に
、
自
己
認
識
と

し
て
、
脳
み
そ
、
心
、
勇
気
が
な
い
と
い
う
欠
損
を
抱
え
て
い
る
の
で
す
が
、

物
語
の
語
り
手
は
、
欠
損
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
は
語
っ
て
い
な
い
。

　

 

な
の
で
、
読
者
に
は
、
三
人
が
「
自
分
に
は
こ
れ
が
な
い
、
な
い
」
と
言
っ
て

悩
ん
で
い
る
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
る
訳
で
す
が
、
同
時
に
、
語
り
手
に

よ
っ
て
語
ら
れ
る
彼
ら
の
行
動
か
ら
は
、
決
し
て
、
な
い
訳
で
は
な
い
こ
と
が
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分
か
る
。
た
と
え
ば
、
心
が
な
い
と
悩
ん
で
い
る
ブ
リ
キ
の
木
こ
り
が
、
す
ご

く
涙
も
ろ
い
と
か
。
も
と
も
と
、
情
に
あ
つ
い
ん
で
す
よ
。
と
て
も
優
し
く
て
。

語
り
手
は
、
読
者
に
ね
、「
木
こ
り
は
心
が
な
い
っ
て
言
っ
て
い
る
け
ど
、
お

か
し
い
な
、
そ
ん
な
こ
と
な
い
よ
ね
」
と
思
わ
せ
る
よ
う
に
、
ず
ら
し
な
が
ら

語
っ
て
い
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
物
語
の
展
開
の
な
か
で
、
彼

ら
が
一
番
弱
い
と
い
っ
て
悩
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
、
一
番
の
強
み
や
魅
力
に
な
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
を
、
言
葉
で
説
明
せ
ず
に
、
読
者
の
心
に
感
じ
さ
せ
る
よ

う
に
し
て
い
る
。

　

 

こ
う
い
う
と
こ
ろ
、
子
ど
も
の
読
者
に
と
っ
て
は
、
励
ま
し
に
な
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
。
あ
る
い
は
、
大
人
読
者
に
と
っ
て
も
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
」

Ｂ
「
そ
ん
な
こ
と
し
て
る
と
、
も
う
授
業
終
わ
っ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
」

Ｔ 

「
あ
、
ほ
ん
ま
や
。
も
う
こ
ん
な
時
間
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
か
ん
、

あ
か
ん
。
ま
だ
ま
だ
、
あ
と
一
時
間
は
話
す
こ
と
が
で
き
ま
す
け
ど
・・・
。
い
っ

つ
も
時
間
が
足
り
ま
せ
ん
ね
」

　
　
　

授
業
終
了
の
チ
ャ
イ
ム
の
音
が
鳴
る
。

Ｔ 

「
あ
、
鳴
っ
ち
ゃ
っ
た
！
そ
れ
で
は
皆
さ
ん
、
ま
た
来
週
、
ゼ
ミ
で
お
会
い
し

ま
し
ょ
う
。
さ
よ
な
ら
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　

一
年
生
に
先
ず
ゼ
ミ
の
イ
メ
ー
ジ
を
掴
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
主
眼
と
し
、
実
際
の
ゼ

ミ
の
発
表
に
基
づ
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
再
構
成
し
て
シ
ナ
リ
オ
を
作
成
し
た
。
特
に
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
本
ゼ
ミ
の
特
質
を
抽
出
し
た
形
で
伝
え
る
と
い
う
こ
と
を
意
図
し

た
。

　
「
ゼ
ミ
見
学
会
」
で
は
、
実
際
の
発
表
レ
ジ
ュ
メ
を
配
布
の
上
、
学
生
と
教
員
と
が

本
人
役
で
出
演
し
、〈
ゼ
ミ
風
景
を
再
現
〉
し
た
。
会
場
か
ら
は
、
シ
ナ
リ
オ
が
な
い

と
思
う
ほ
ど
自
然
で
あ
っ
た
と
い
う
感
想
や
、
ゼ
ミ
の
雰
囲
気
が
た
い
へ
ん
よ
く
分
か
っ

た
と
い
う
感
想
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ゼ
ミ
の
学
び
と
い
う
観
点
か
ら
眺
め
る
と
、
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
は
、
こ
れ
ま
で

の
学
習
を
振
り
返
る
た
め
に
は
た
い
へ
ん
適
し
た
方
法
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ゼ
ミ
の

特
長
を
他
者
に
伝
え
る
た
め
に
は
、
ゼ
ミ
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
て
き
た
の
か
、

何
を
学
ん
だ
の
か
、
ど
の
よ
う
な
力
を
身
に
着
け
た
の
か
等
を
学
生
自
身
が
客
観
的
視

点
か
ら
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
卒
業
を
控
え
た
二
年
生
に
と
っ

て
、
一
年
間
共
に
学
ん
で
き
た
ゼ
ミ
の
仲
間
た
ち
と
協
働
す
る
最
後
の
取
り
組
み
と
な

り
、
大
学
生
活
を
記
念
す
る
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
点
で
意
義
深
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

五
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
本
ゼ
ミ
に
お
け
る
演
習
発
表
と
、
学
習
成
果
発
表
の
一
環
と
し
た
〈
ゼ

ミ
風
景
を
再
現
す
る
〉
取
り
組
み
と
に
つ
い
て
詳
述
し
、
今
年
度
の
ゼ
ミ
の
報
告
を
し

て
き
た
。
最
後
に
、
短
期
大
学
の
学
生
が
文
学
を
通
し
て
何
を
学
ぶ
の
か
を
、
こ
こ
ま

で
報
告
し
て
き
た
こ
と
と
関
連
さ
せ
て
述
べ
た
い
。

　

ゼ
ミ
は
、
中
等
教
育
か
ら
高
等
教
育
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
社
会
へ
と
道
を
開
い
て
い

く
短
期
大
学
の
二
年
生
を
対
象
と
し
て
開
講
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
入
口
に
お
い

て
は
中
等
教
育
と
学
科
の
一
年
次
の
学
び
か
ら
の
接
続
を
意
識
し
つ
つ
、
出
口
に
お
い

て
は
、
学
生
か
ら
社
会
人
へ
と
い
う
接
続
を
考
え
て
授
業
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。
本

稿
の
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
研
究
的
に
作
品
を
読
む
姿
勢
や
研
究
手
法
を
身
に
着

け
る
こ
と
、
思
考
力
―
自
ら
の
考
え
を
深
め
て
い
く
力
―
や
、
表
現
力
―
客
観
的
、
論

理
的
に
自
ら
の
考
え
を
述
べ
、
他
者
に
伝
え
る
力
―
と
い
っ
た
汎
用
的
能
力
を
身
に
着

け
る
こ
と
と
を
、
本
ゼ
ミ
の
学
習
成
果
と
し
て
定
め
た
の
は
、
ゼ
ミ
の
入
口
と
出
口
を

意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

三
章
で
は
、
本
ゼ
ミ
で
、
中
等
教
育
の
国
語
科
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
物
語
内
容

を
中
心
と
し
た
読
解
か
ら
、
作
品
が
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
物
語

言
説
を
重
視
し
た
読
解
へ
の
転
換
を
試
み
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
大
学
に
お

い
て
文
学
作
品
を
読
む
場
合
に
は
、
研
究
的
に
読
む
姿
勢
を
身
に
着
け
て
い
る
こ
と
が
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求
め
ら
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
研
究
で
は
、
趣
味
の
読
書
と
は
異
な
り
、
自
ら
の

作
品
解
釈
に
つ
い
て
他
者
に
対
し
説
得
的
に
論
じ
る
必
要
が
あ
り
、
多
角
的
に

4

4

4

4

作
品
を

分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
述
べ
た
よ
う
な
転
換
は
、
学
生
に
と
っ
て

決
し
て
低
い
ハ
ー
ド
ル
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
ゼ
ミ
は
、
個
々
の
学
生
に
即
し
た

細
か
な
学
習
の
指
導
、
支
援
が
で
き
る
有
効
な
授
業
形
態
で
あ
る
。

　

ま
た
、
今
日
の
文
学
研
究
に
お
い
て
は
、
作
者
の
意
図
に
作
品
解
釈
の
唯
一
の
正
解

を
求
め
る
と
い
う
よ
う
な
あ
り
方
は
退
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
読
者
こ
そ

が
作
品
の
読
み
を
作
り
上
げ
る
主
体
で
あ
る
と
考
え
る
（18）
。
そ
こ
で
、
大
学
で
の
文
学

の
授
業
で
は
、
研
究
的
に
読
む
姿
勢
や
手
法
を
身
に
着
け
、
自
ら
の
手
で
作
品
に
つ
い

て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
訓
練
を
行
う
。
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
れ
が
ど

の
よ
う
な
読
み
も
す
べ
て
許
容
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
点
で
あ

る
。
他
者
に
説
得
的
に
論
じ
る
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
多
様
な

解
釈
と
自
ら
の
解
釈
を
照
ら
し
合
わ
せ
客
観
性
の
あ
る
論
へ
仕
立
て
て
い
く
訓
練
が
同

時
に
必
要
と
な
る
。
先
行
研
究
と
の
対
話
や
、
ゼ
ミ
で
の
対
話
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は

そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

翻
っ
て
、
学
生
ら
の
前
に
開
か
れ
て
い
る
社
会
の
課
題
に
も
、
唯
一
の
正
解
と
い
う

も
の
は
な
い
。
中
等
教
育
ま
で
の
学
習
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
一
つ
の
正
解
が
あ

る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
か
た
と
実
社
会
の
そ
れ
と
は
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
。
通
常
、
社
会
に
お
い
て
は
、
様
々
な
立
場
、
様
々
な
考
え
が
あ
り
、

話
し
合
い
に
よ
っ
て
合
意
を
形
成
し
、
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
こ

で
は
、
課
題
に
対
す
る
一
人
一
人
の
主
体
的
な
態
度
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
少
数
派

の
価
値
観
を
理
解
し
尊
重
す
る
こ
と
も
極
め
て
大
切
で
あ
る
。

　

自
ら
の
考
え
を
、
様
々
な
価
値
観
を
持
つ
他
者
の
、
共
感
や
理
解
を
得
る
よ
う
な
も

の
に
ま
で
深
め
、
そ
れ
を
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
と
他
者
の
言
葉
（
時
に
は
言
葉
に
な

ら
な
い
こ
と
も
あ
る
）
を
よ
く
聞
く
こ
と
と
を
積
み
重
ね
て
い
く
大
学
で
の
文
学
の
学

び
―
特
に
、
述
べ
て
き
た
よ
う
な
ゼ
ミ
に
お
け
る
学
び
―
は
、
答
え
の
な
い
問
い
に
向

き
合
う
た
め
の
、
知
的
な
態
度
や
方
法
を
身
に
着
け
る
と
い
う
意
味
合
い
で
、
こ
れ
か

ら
社
会
人
と
な
る
学
生
を
支
え
る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
短
期
大
学
で

文
学
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
筈
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
） 「
一
房
の
葡
萄
」
の
本
文
の
引
用
は
、
全
て
『
有
島
武
郎
全
集　

第
六
巻
』（
昭
和
五
十

六
年
二
月　

筑
摩
書
房
）
に
拠
る
。

（
２
）
片
岡
良
一
『
有
島
武
郎
と
夏
目
漱
石
』（
昭
和
二
十
二
年
四
月　

学
友
社
）

（
３
）
古
閑
章
「
有
島
武
郎
」（『
赤
い
鳥
事
典
』
平
成
三
十
年
八
月　

柏
書
房
）

（
４
） 

中
村
三
春
「〈
他
者
〉
と
し
て
の
こ
ど
も
―
「
一
房
の
葡
萄
」
の
再
審
の
た
め
に
―
」（『
日

本
文
学
』
平
成
二
年
十
一
月
）

（
５
）
注
（
４
）
と
同
様

（
６
）
発
表
の
中
で
挙
げ
ら
れ
た
先
行
研
究
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
〈
単
行
本
研
究
書
〉

　
　
　

片
岡
良
一
『
有
島
武
郎
と
夏
目
漱
石
』（
前
掲
）

　
　
　

 

鳥
越
信
「
童
心
の
発
見
」（『
日
本
文
学
の
歴
史　

第
十
一
巻
』
昭
和
四
十
三
年　

角

川
書
店
）

　
　
　

山
田
昭
夫
『
有
島
武
郎
』（
昭
和
五
十
八
年
七
月　

角
川
書
店
）

　
　
　

 

太
田
正
紀
『
近
代
日
本
文
芸
試
論
―
透
谷
・
藤
村
・
漱
石
・
武
郎
―
』（
平
成
元
年
五

月　

桜
楓
社
）

　
　
　

石
丸
晶
子
『
有
島
武
郎　

作
家
作
品
研
究
』（
平
成
十
五
年
四
月　

明
治
書
院
）

　
　
　
〈
雑
誌
論
文
〉

　
　
　

 

川
鎮
郎
「
有
島
武
郎
『
一
房
の
葡
萄
』
の
読
み
方
に
つ
い
て
―
主
に
『
大
好
き
な
先
生
』

に
焦
点
を
合
せ
て
―
」（『
キ
リ
ス
ト
教
文
学
』
昭
和
六
十
一
年
五
月
）

　
　
　

 

中
村
三
春
「〈
他
者
〉
と
し
て
の
こ
ど
も
―
「
一
房
の
葡
萄
」
の
再
審
の
た
め
に
―
」

（
前
掲
）

　
　
　

 
関
礼
子
「
教
室
空
間
の
政
治
学
―
「
一
房
の
葡
萄
」
と
「
小
さ
な
王
国
」
を
中
心
に
―
」

（『
日
本
文
学
』
平
成
九
年
一
月
）

　
　
　

 

石
井
花
奈
「
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
記
憶
―
有
島
武
郎
「
一
房
の
葡
萄
」
論
―
」（『
立
教

大
学
日
本
文
学
』
令
和
三
年
七
月
）
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（
７
）
瀬
沼
茂
樹
編
『
有
島
武
郎
名
作
集
』（
昭
和
三
十
九
年
三
月　

偕
成
社
）

（
８
）
前
掲
石
丸
晶
子
論
、
前
掲
石
井
花
奈
論

（
９
）
前
掲
石
井
花
奈
論

（
10
）
令
和
四
年
度
「
ゼ
ミ
Ⅰ
」
で
の
学
生
の
発
表
レ
ジ
ュ
メ

（
11
）
多
田
敏
捷
編
『
お
も
ち
ゃ
博
物
館　

め
ん
こ
・
ビ
ー
玉
』（
平
成
四
年
七
月　

京
都
書
院
）

（
12
）
山
本
孝
造
『
び
ん
の
話
』（
平
成
二
年
十
一
月　

日
本
能
率
協
会
）

（
13
）
加
藤
理
『
め
ん
こ
の
文
化
史
』（
平
成
八
年
十
月　

久
山
社
）

（
14
）
定
松
正
、
本
多
英
明
編
著
『
英
米
児
童
文
学
辞
典
』（
平
成
十
三
年
四
月　

研
究
社
）

（
15
） 

ゼ
ミ
の
発
表
で
は
、
Ｌ
・
Ｆ
・
バ
ウ
ム
作 

渡
辺
茂
男
訳 

Ｗ
・
Ｗ
・
デ
ン
ス
ロ
ウ
画
『
オ

ズ
の
魔
法
使
い
』（
平
成
二
年
六
月　

福
音
館
書
店
）
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
。

（
16
）「
魔
法
少
女
ま
ど
か
☆
マ
ギ
カ
」（
平
成
二
十
三
年　

Ｍ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
他
）

（
17
） 

Ｊ
・
Ｋ
・
ロ
ー
リ
ン
グ
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
と
賢
者
の
石
』（
一
九
九
七
年
初
版
）

か
ら
始
ま
る
シ
リ
ー
ズ
を
指
す
。

（
18
） 

一
九
六
〇
年
代
末
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
よ
り
「
作
者
の
死
」
が
宣
言
さ
れ
、
日
本
に

お
い
て
も
そ
の
理
論
の
十
分
な
咀
嚼
が
行
な
わ
れ
た
。

 

本
庄
あ
か
ね　

国
文
学
科
准
教
授
・
日
本
近
代
文
学
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