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今
回
の
単
元
を
学
習
す
る
と
…
…

登
場
人
物
の
置
か
れ
た
状
況
と
そ
の
と
き
の
心
情
と
が
ど
う
か
か
わ
る
の
か
を
確

認
し
、
状
況
を
ふ
ま
え
た
心
情
把
握
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

小
説
の
心
情
把
握
の
ポ
イ
ン
ト

⑴
小
説
の
三
要
素
（
登
場
人
物
・
背
景
・
事
件
）
を
と
ら
え
る

⑵
置
か
れ
た
状
況
で
の
登
場
人
物
の
心
情
を
つ
か
む

【
１
】
小
説
の
三
要
素
を
と
ら
え
る

小
説
の
読
解
の
基
本
は
、
小
説
の
三
要
素
、
す
な
わ
ち
、
登
場
人
物
・
背
景
・
事

件
（
エ
ピ
ソ
ー
ド
）
の
三
つ
の
点
を
お
さ
え
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

用
語
を
チ
ェ
ッ
ク
！

小
説
の
三
要
素

登
場
人
物
…
だ
れ
が

背
景
　
　
…
い
つ（
時
代
、季
節
、時
刻
な
ど
）、ど
こ
で（
場
所
）、ど
ん
な
状
況
で

事
件
　
　
…
何
が
起
き
た
か
（
で
き
ご
と
）、
ど
う
し
た
か
（
登
場
人
物
の
言
動
）

小
説
：
心
情
把
握

　要
点

こ
の
三
要
素
を
、
文
脈
に
即
し
て
読
み
取
り
、
あ
ら
す
じ
を
つ
か
む
こ
と
が
、
小

説
の
読
解
の
第
一
歩
と
な
り
ま
す
。

●
登
場
人
物

登
場
人
物
の
中
で
も
主
人
公
は
小
説
の
中
心
と
な
る
人
物
で
す
。
こ
の
人
物
が
他

の
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
と
か
ら
み
あ
い
、
い
ろ
い
ろ
な
事
件
に
ま
き
こ
ま
れ
て
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
最
初
の
通
読
で
、主
人
公
と
、

主
人
公
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
デ
ー
タ
（
性
別
や
年
齢
な
ど
）
を
と
ら
え
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。
他
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
は
、
主
人
公
を
中
心
と
し
て
関
係
を
と
ら

え
て
い
く
（
家
族
か
、
友
人
か
な
ど
）
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

●
背
景

背
景
は
、
あ
ら
す
じ
を
と
ら
え
る
う
え
で
も
っ
と
も
基
本
的
な
デ
ー
タ
と
な
り
ま

す
。
時
代
や
場
所
が
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
の
位

置
づ
け
や
事
件
の
意
味
な
ど
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
す
。〈
背
景
〉
に
か
か

わ
る
要
素
は
、問
題
文
の
前
書
き
の
部
分
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

前
書
き
も
本
文
と
同
様
に
き
ち
ん
と
読
む
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
事
件

小
説
の
中
で
は
、
必
ず
な
ん
ら
か
の
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。
大
き
な
事
件
ば
か
り

要
点

要
点
学
習
小
説
：
心
情
把
握

１

30分

要
点
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と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。
日
常
生
活
の
中
の
ち
ょ
っ
と
し
た
変
化
な
ど
も
小
説
で
は
よ

く
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
の
で
、
大
事
な
点
を
見
落
と
さ
な
い
よ
う
注
意
し
て
読
み
ま

し
ょ
う
。
一
つ
の
事
件
が
起
こ
っ
た
ら
、
次
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い

く
の
か
を
追
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。「
こ
の
先
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ

う
？
」
と
、
考
え
な
が
ら
読
む
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
事
件
と
そ
の
展
開
を
追
っ
て

い
く
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
小
説
の
〈
筋
＝
ス
ト
ー
リ
ー
〉
を
つ
か
む
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。

ポ
イ
ン
ト

・
登
場
人
物
・
背
景
・
事
件
を
整
理
す
る

・
事
件
と
そ
の
展
開
を
追
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
つ
か
む

【
２
】
置
か
れ
た
状
況
で
の
登
場
人
物
の
心
情
を
つ
か
む

状
況
が
把
握
で
き
た
ら
、
次
に
、
そ
の
状
況
で
の
登
場
人
物
の
心
理
・
心
情
を
把

握
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
心
理
・
心
情
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
次
の
点

に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。

●
気
持
ち
を
直
接
表
す
表
現

「
喜
ん
だ
」「
悲
し
ん
だ
」
な
ど
の
、
気
持
ち
を
直
接
表
す
表
現
に
注
目
し
ま
す
。

気
持
ち
を
表
す
言
葉
が
出
て
き
た
ら
、印
を
つ
け
る
習
慣
を
つ
け
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

●
し
ぐ
さ
・
表
情
・
態
度
の
描
写

登
場
人
物
の
し
ぐ
さ
・
表
情
・
態
度
に
つ
い
て
の
描
写
に
は
、
そ
の
人
物
の
内
面

の
状
態
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
、
丁
寧
に
読
み
取
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
会
話
文

会
話
文
も
同
様
に
、
人
物
の
感
情
、
ま
た
考
え
方
な
ど
が
表
れ
て
い
る
部
分
と
し

て
、
注
意
深
く
読
み
取
り
ま
し
ょ
う
。

●
自
然
描
写

人
物
の
目
を
と
お
し
て
描
か
れ
た
自
然
描
写
に
、
そ
の
人
物
の
心
理
状
態
が
投
影

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

例
文
で
確
認
！

庭
の
け
や
き
の
木
も
、
微
妙
に
揺
れ
動
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
た

↓
人
物
の
迷
い
や
、
定
ま
ら
な
い
気
持
ち

と
く
に
一
人
称
で
書
か
れ
た
小
説
（
＝
主
人
公
が
「
わ
た
し
」
で
あ
る
も
の
）
で

は
、
こ
の
よ
う
な
描
き
方
が
よ
く
な
さ
れ
ま
す
の
で
、
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

ポ
イ
ン
ト

・
喜
怒
哀
楽
等
の
感
情
や
心
理
が
直
接
的
に
表
さ
れ
て
い
る
語
句
に
注
目
す
る

・
人
物
の
動
き
・
態
度
・
表
情
の
描
写
に
隠
さ
れ
た
心
情
に
注
目
す
る

・ 

会
話
文
は
心
理
・
感
情
が
外
に
表
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
識
を
も
っ

て
注
意
深
く
読
む

・ 
人
物
の
目
を
と
お
し
て
の
自
然
描
写
に
、そ
の
人
物
の
心
理
・
感
情
が
重
な
っ

て
表
現
さ
れ
て
い
な
い
か
を
考
え
る

次
の
ペ
ー
ジ
で
、「
例
題
」
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。
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例
題

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

〔
昇
平
と
草
太
は
幼
な
じ
み
の
中
学
一
年
生
で
あ
る
。〕

「
今
度
ノ
ブ
君
の
伯お

父じ

さ
ん
の
自
転
車
屋
に
行
っ
て
、
ト
ー
ク
リ
ッ
プ
っ
て
部
品

も
つ
け
て
も
ら
う
ん
だ
。」

「
…
…
ト
ー
ク
リ
ッ
プ
っ
て
？
」

「
足
を
ペ
ダ
ル
に
固
定
す
る
部
品
だ
よ
。
そ
れ
が
あ
れ
ば
ペ
ダ
ル
を
踏
む
力
だ
け

じ
ゃ
な
く
て
引
く
力
で
も
走
れ
る
ん
だ
。」

「
足
な
ん
か
固
定
し
て
、
止
ま
っ
た
時
に
転
ば
な
い
の
か
よ
。」

「
止
ま
る
時
に
は
す
ぽ
っ
と
抜
く
ら
し
い
ん
だ
。
慣
れ
れ
ば
転
ん
だ
り
し
な
い
っ

て
。」

「
ふ
ー
ん
。」

相あ
い

槌づ
ち

を
う
つ
昇
平
の
声
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
不
機
嫌
に
な
っ
て
い
た
。
草
太
の

自
転
車
が
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
す
る
の
も
、
草
太
の
知
識
が
増
え
る
の
も
、
草
太
と

伸
男
が
ど
ん
ど
ん
仲
良
く
な
っ
て
い
く
の
も
、ど
れ
も
こ
れ
も
面
白
く
な
か
っ
た
。

自
転
車
好
き
の
草
太
は
伸
男
か
ら
様
々
な
こ
と
を
教
わ
っ
て
い
た
し
、
船
が
好

き
な
伸
男
は
草
太
の
父
が
貨
物
船
で
働
い
て
い
る
と
知
っ
て
興
味
を
持
っ
て
い
る

ら
し
い
。
な
ん
だ
か
自
分
だ
け
取
り
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
と
思
う
と
、
草
太
に

問
い
掛
け
る
口
調
も
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
で
、
坂
は
登
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
よ
。」

毎
日
坂
を
登
っ
て
迎
え
に
来
る
草
太
だ
が
、
ま
だ
足
を
つ
か
ず
に
登
り
き
っ
た

と
い
う
話
は
聞
い
て
い
な
い
。
昇
平
の
中
に
は
草
太
を
応
援
し
た
い
気
持
ち
も

あ
っ
た
が
、
今
朝
は
嫌
味
の
一
つ
も
言
っ
て
や
り
た
い
気
分
で
あ
っ
た
。

「
⑴
い
く
ら
自
転
車
が
良
く
な
っ
た
っ
て
、
坂
も
登
れ
な
い
ん
じ
ゃ
し
ょ
う
が
ね

え
よ
な
。」

「
ジ
グ
ザ
グ
だ
っ
た
ら
、
今
で
も
行
け
る
よ
。」

草
太
は
平
然
と
答
え
た
。
坂
の
勾こ
う

配ば
い

を
殺
す
よ
う
に
、
斜
め
に
蛇
行
し
な
が
ら

進
ん
で
い
け
ば
登
り
き
れ
る
自
信
は
あ
る
と
い
う
の
だ
。

「
で
も
、
ど
う
せ
だ
っ
た
ら
ま
っ
す
ぐ
一
気
に
登
り
た
い
だ
ろ
。
成
功
さ
せ
る
の

は
そ
の
時
で
い
い
や
っ
て
思
っ
て
、
今
は
我
慢
し
て
る
ん
だ
。」

「
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
、
本
当
は
で
き
な
い
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
か
？
」

昇
平
は
わ
ざ
と
意
地
の
悪
い
声
で
言
っ
て
や
っ
た
。
心
外
そ
う
な
顔
を
し
て
い

る
草
太
に
、
挑
み
か
か
る
よ
う
に
告
げ
た
。

「
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
る
と
、
俺
の
方
が
先
に
登
っ
ち
ま
う
ぞ
。」

「
シ
ョ
ー
ち
ゃ
ん
、
登
れ
る
の
？
」

草
太
が
目
を
丸
く
し
て
尋
ね
て
き
た
。
昇
平
の
言
葉
が
意
外
だ
っ
た
ら
し
い
。

「
な
ん
だ
よ
、
俺
が
登
れ
ち
ゃ
お
か
し
い
の
か
？
」

「
そ
う
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
…
…
。」

草
太
が
自
然
と
驚
い
た
こ
と
で
、
⑵
昇
平
は
余
計
に
悔
し
く
な
っ
た
。
自
分
が

見
下
さ
れ
、
相
手
に
も
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
の
だ
。

（
竹た
け

内う
ち

真ま
こ
と

『
自
転
車
少
年
記
』）

51015

20253035

小
説
：
心
情
把
握

　例
題

（
著
作
権
の
都
合
に
よ
り
、
問
題
文
を
掲
載
し
て
お
り
ま
せ
ん
）

（
著
作
権
の
都
合
に
よ
り
、
問
題
文
を
掲
載
し
て
お
り
ま
せ
ん
）
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問
一
　
傍
線
⑴
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
と
き
の
昇
平
の
気
持
ち
を
説
明
し
な
さ
い
。

問
二
　
傍
線
⑵
と
あ
り
ま
す
が
、
昇
平
は
な
ぜ
「
余
計
に
悔
し
く
な
っ
た
」
の
で
す

か
。
説
明
し
な
さ
い
。
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解
説

ま
ず
、
小
説
の
三
要
素
を
確
認
し
ま
す
。

登
場
人
物
は
、昇
平
と
草
太
で
す
ね
。
冒
頭
の
説
明
に
あ
る
よ
う
に
、二
人
は
「
幼

な
じ
み
の
中
学
一
年
生
」
で
す
。
問
題
文
は
「
昇
平
」
の
視
点
で
書
か
れ
て
い
ま
す

か
ら
、
主
人
公
は
「
昇
平
」
で
す
。

背
景
に
つ
い
て
は
、「
毎
日
坂
を
登
っ
て
迎
え
に
来
る
草
太
」「
今
朝
は
嫌
味
の
一

つ
も
…
…
」
と
い
う
部
分
が
手
が
か
り
に
な
り
ま
す
。「
毎
日
」「
迎
え
に
来
る
」「
今

朝
は
」
な
ど
の
表
現
か
ら
、
朝
、
草
太
が
昇
平
を
迎
え
に
来
る
場
面
で
、
し
か
も
そ

れ
は
「
毎
日
」
の
こ
と
だ
と
わ
か
り
ま
す
か
ら
、
登
校
中
の
幼
な
じ
み
ど
う
し
の
会

話
だ
ろ
う
と
判
断
で
き
ま
す
ね
。

事
件
に
つ
い
て
は
、「
今
度
ノ
ブ
君
の
伯
父
さ
ん
の
自
転
車
屋
に
行
っ
て
、
ト
ー

ク
リ
ッ
プ
っ
て
部
品
も
つ
け
て
も
ら
う
ん
だ
」
と
い
う
草
太
の
発
言
が
き
っ
か
け
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
会
話
を
す
る
う
ち
に
、
昇

平
は
、「
知
ら
ず
知
ら
ず
不
機
嫌
に
な
っ
て
い
た
。
草
太
の
自
転
車
が
グ
レ
ー
ド
ア
ッ

プ
す
る
の
も
、草
太
の
知
識
が
増
え
る
の
も
、草
太
と
伸
男
が
ど
ん
ど
ん
仲
良
く
な
っ

て
い
く
の
も
、
ど
れ
も
こ
れ
も
面
白
く
な
か
っ
た
」
と
、
気
持
ち
が
変
化
し
て
い
き
、

最
終
的
に
は
「
自
分
が
見
下
さ
れ
、
相
手
に
も
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
」

と
い
う
く
ら
い
に
こ
じ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。

こ
の
こ
と
を
頭
に
入
れ
て
、
設
問
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

問
一
　
冒
頭
の
草
太
と
の
会
話
の
あ
と
、
昇
平
は
、「
知
ら
ず
知
ら
ず
不
機
嫌
に
な
っ

て
い
た
。
草
太
の
自
転
車
が
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
す
る
の
も
…
…
草
太
と
伸
男
が
ど

ん
ど
ん
仲
良
く
な
っ
て
い
く
の
も
、
ど
れ
も
こ
れ
も
面
白
く
な
か
っ
た
」「
な
ん

だ
か
自
分
だ
け
取
り
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
と
思
う
と
、
草
太
に
問
い
掛
け
る
口

調
も
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」「
昇
平
の
中
に
は
草
太
を
応

援
し
た
い
気
持
ち
も
あ
っ
た
が
、
今
朝
は
嫌
味
の
一
つ
も
言
っ
て
や
り
た
い
気
分

で
あ
っ
た
」
と
い
う
心
情
に
な
り
、
傍
線
部
の
言
葉
を
投
げ
か
け
て
い
ま
す
ね
。

解
答
は
、
昇
平
の
気
持
ち
を
具
体
的
に
表
す
「
な
ん
だ
か
自
分
だ
け
取
り
残
さ

れ
て
い
る
よ
う
だ
」「
面
白
く
な
か
っ
た
」
と
い
う
心
情
を
軸
に
、「
嫌
味
の
一
つ

も
言
っ
て
や
り
た
い
気
分
」
に
こ
め
ら
れ
た
、
相
手
を
や
り
こ
め
て
や
り
た
い
と

い
う
心
情
を
加
え
て
ま
と
め
ま
す
。

問
二
　
問
一
の
発
言
の
あ
と
、
昇
平
の
気
持
ち
が
ど
ん
な
ふ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た

た
の
か
を
、
会
話
文
か
ら
確
認
し
ま
す
。

発
言
「
い
く
ら
自
転
車
が
良
く
な
っ
た
っ
て
、
坂
も
登
れ
な
い
ん
じ
ゃ
し
ょ
う

が
ね
え
よ
な
」

昇
平
の
気
持
ち
「
嫌
味
の
一
つ
も
言
っ
て
や
り
た
い
気
分
」

　
←
（
平
然
と
答
え
た
草
太
に
対
し
て
）

発
言
「
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
、
本
当
は
で
き
な
い
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
か
？
」

昇
平
の
気
持
ち
「
わ
ざ
と
意
地
の
悪
い
声
で
言
っ
て
や
っ
た
」

　
←
（
心
外
そ
う
に
し
て
い
る
草
太
に
対
し
て
）

発
言
「
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
る
と
、
俺
の
方
が
先
に
登
っ
ち
ま
う
ぞ
」

昇
平
の
気
持
ち
「
挑
み
か
か
る
よ
う
に
告
げ
た
」

　
←
（
目
を
丸
く
し
て
「
シ
ョ
ー
ち
ゃ
ん
、登
れ
る
の
？
」
と
尋
ね
た
草
太
に
）

発
言
「
な
ん
だ
よ
、
俺
が
登
れ
ち
ゃ
お
か
し
い
の
か
？
」

昇
平
の
気
持
ち
「
草
太
が
自
然
と
驚
い
た
こ
と
で
、
昇
平
は
余
計
に
悔
し
く

な
っ
た
」「
自
分
が
見
下
さ
れ
、
相
手
に
も
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
」

草
太
に
お
い
て
き
ぼ
り
に
さ
れ
た
よ
う
で
面
白
く
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
嫌
味

の
つ
も
り
で
坂
の
話
を
持
ち
出
し
て
も
、
草
太
が
平
然
と
し
て
い
る
の
で
、
昇
平

（
著
作
権
の
都
合
に
よ
り
、
問
題
文
を
掲
載
し
て
お
り
ま
せ
ん
）
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は
ま
す
ま
す
意
固
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
俺
の
方
が
先
に
登
っ
ち
ま

う
ぞ
」
と
発
言
し
た
と
こ
ろ
、
草
太
が
「
自
然
と
驚
い
た
」
こ
と
で
、「
自
分
が

見
下
さ
れ
、
相
手
に
も
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
」
気
持
ち
に
な
っ
て
、
さ
ら
に
悔

し
さ
が
増
し
た
の
で
す
ね
。

解
答
は
、
自
分
が
坂
を
登
っ
て
し
ま
う
ぞ
、
と
い
う
言
葉
に
草
太
が
「
自
然
と

驚
い
た
」
と
い
う
状
況
と
、
そ
の
草
太
の
驚
き
ぶ
り
を
「
自
分
が
見
下
さ
れ
、
相

手
に
も
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
と
受
け
止
め
た
昇
平
の
気
持
ち
を
軸
に

ま
と
め
ま
す
。

解
答

問
一
　
（
例
） 

草
太
た
ち
か
ら
自
分
だ
け
取
り
残
さ
れ
た
よ
う
で
面
白
く
な
く
、
や

り
こ
め
て
や
り
た
い
気
持
ち
。

問
二
　
（
例
） 

自
分
が
坂
を
登
る
と
い
う
言
葉
に
草
太
が
驚
き
を
示
し
た
の
で
、
自

分
が
草
太
か
ら
一
段
低
く
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
か
ら
。
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確
認
問
題

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

洋
は
＊
Ｍ
Ｔ
Ｂ
を
押
し
て
、
来
た
道
を
引
き
返
し
た
。

途
中
で
自
転
車
を
置
き
、
身
一
つ
に
な
っ
て
下
り
た
い
と
思
っ
た
。
自
転
車
は

乗
っ
て
走
る
に
は
便
利
だ
け
れ
ど
、
押
し
た
り
担か
つ

い
だ
り
す
る
と
、
重
さ
や
大
き

さ
が
負
担
に
な
る
。
勾こ
う

配ば
い

が
緩
く
な
り
、
や
や
道
幅
が
広
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、

勇
気
を
出
し
て
（
少
し
で
も
楽
に
な
り
た
く
て
）
Ｍ
Ｔ
Ｂ
に
跨ま
た
が

っ
た
。

ブ
レ
ー
キ
レ
バ
ー
に
指
を
か
け
、
腰
を
上
げ
て
、
バ
ラ
ン
ス
を
失
わ
な
い
よ
う

に
ゆ
っ
く
り
と
下
り
始
め
た
。
最
初
は
ブ
レ
ー
キ
レ
バ
ー
を
引
き
っ
放
し
で
、
ず

る
ず
る
と
滑
り
下
り
て
い
た
け
れ
ど
、
少
し
慣
れ
る
と
、
ブ
レ
ー
キ
レ
バ
ー
を
緩

め
る
余
裕
が
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ス
ピ
ー
ド
は
出
せ
な
い
。
幼
児
が
伝
い
歩
き

を
す
る
よ
う
に
ち
ょ
っ
と
ブ
レ
ー
キ
を
開
放
し
て
、
滑
り
下
り
て
は
ま
た
ブ
レ
ー

キ
を
か
け
る
。
そ
の
繰
り
返
し
だ
。

ず
る
っ
と
前
輪
が
滑
っ
て
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、洋
は
反
射
的
に
左
足
を
つ
い
た
。

が
、
ス
ニ
ー
カ
ー
も
濡
れ
た
草
で
滑
り
横
倒
し
に
な
っ
た
。
肉
体
的
な
シ
ョ
ッ
ク

は
あ
ま
り
な
い
。
頭
も
打
た
な
か
っ
た
。
車
体
の
下
か
ら
抜
け
出
す
と
、
一
息
入

れ
て
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
。
ジ
ャ
ー
ジ
は
泥
だ
ら
け
だ
。
怪
我
は
な
い
。

Ｍ
Ｔ
Ｂ
を
起
こ
し
、
跨
ろ
う
と
し
て
、
ま
た
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
転
倒
し
た
。

汗
が
目
に
し
み
る
。
痛
み
と
悔
し
さ
と
惨み
じ

め
さ
で
涙
が
出
そ
う
に
な
っ
た
。

起
き
上
が
る
気
力
が
湧
い
て
こ
な
い
。
し
ば
ら
く
、
樹
木
の
葉は

叢む
ら

を
地
面
に
仰

向
け
に
寝
転
が
っ
た
ま
ま
眺
め
て
い
た
。空
は
い
つ
の
間
に
か
、淡
い
紫
に
染
ま
っ

て
い
る
。
す
ぐ
に
日
は
落
ち
る
。

「
ヨ
ウ
」

＊
ジ
ャ
ン
の
声
が
聞
こ
え
た
。

「
そ
こ
に
い
る
の
か
？
」

「
こ
こ
に
い
る
」

洋
は
ゆ
っ
く
り
と
上
体
を
起
こ
し
た
。泥
ま
み
れ
の
グ
ラ
ブ
で
目
の
下
を
拭ぬ
ぐ

う
。

「
大
丈
夫
か
？
　
怪
我
を
し
て
い
な
い
か
？
」

ジ
ャ
ン
が
樹
木
の
陰
か
ら
ぬ
っ
と
顔
を
出
し
た
。

自
転
車
に
は
乗
っ
て
い
な
い
。
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
脇
に
抱
え
て
い
る
。

「
Ａ
大
丈
夫
だ
」
洋
は
笑
顔
を
作
っ
た
。「
空
を
眺
め
て
い
た
」

「
ぼ
く
も
空
を
眺
め
る
の
は
好
き
だ
」
ジ
ャ
ン
は
手
を
差
し
出
し
た
。「
で
も
そ

ろ
そ
ろ
動
か
な
い
と
、
暗
く
な
る
」

「
そ
う
だ
な
。
そ
ろ
そ
ろ
お
腹
も
す
い
て
き
た
」

洋
は
ジ
ャ
ン
の
手
を
握
っ
た
。

が
っ
し
り
と
し
た
手
だ
。
ジ
ャ
ン
は
一
気
に
洋
を
引
き
起
こ
し
た
。

「
あ
り
が
と
う
」

「
礼
は
い
ら
な
い
」

ジ
ャ
ン
は
自
転
車
を
起
こ
し
、
チ
ェ
ー
ン
や
変
速
器
か
ら
泥
を
落
と
し
、
空
回

り
さ
せ
て
動
作
チ
ェ
ッ
ク
を
し
た
。

「
異
常
な
し
」

乗
れ
、と
い
う
よ
う
に
サ
ド
ル
を
ぽ
ん
と
た
た
い
て
Ｍ
Ｔ
Ｂ
を
洋
に
押
し
付
け

た
。

「
お
れ
が
乗
る
の
か
？
」

「
こ
れ
は
君
の
自
転
車
だ
。
下
で
テ
ィ
ム
が
待
っ
て
い
る
。
急
ご
う
」

ジ
ャ
ン
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
つ
け
、
数
歩
道
を
下
っ
て
、
振
り
返
っ
た
。

「
つ
い
て
き
て
く
れ
。
で
き
る
だ
け
安
全
な
ル
ー
ト
を
歩
く
か
ら
」

で
き
る
だ
け
簡
単
な
、
と
言
わ
な
い
の
は
、
ジ
ャ
ン
の
配
慮
だ
ろ
う
。

洋
は
両
手
で
頰ほ
お

を
ぱ
ん
ぱ
ん
と
た
た
い
て
気
合
を
入
れ
、
Ｍ
Ｔ
Ｂ
に
跨
っ
た
。

ジ
ャ
ン
の
足
元
に
視
線
を
向
け
、
バ
ラ
ン
ス
を
崩
さ
な
い
こ
と
だ
け
に
意
識
を

5101520

2530354045

（
著
作
権
の
都
合
に
よ
り
、
問
題
文
を
掲
載
し
て
お
り
ま
せ
ん
）

（
著
作
権
の
都
合
に
よ
り
、
問
題
文
を
掲
載
し
て
お
り
ま
せ
ん
）
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集
中
し
た
。
途
中
、
何
度
か
足
を
つ
き
、
転
倒
し
か
け
た
け
れ
ど
、
な
ん
と
か
下

ま
で
下
り
ら
れ
た
。

「
よ
く
や
っ
た
」

草
に
覆
わ
れ
た
な
だ
ら
か
な
斜
面
に
出
る
と
、
ジ
ャ
ン
が
笑
顔
で
言
い
、
ハ
イ

タ
ッ
チ
を
求
め
て
き
た
。

「
あ
り
が
と
う
」

ハ
イ
タ
ッ
チ
に
応
え
よ
う
と
し
た
瞬
間
、
洋
は
バ
ラ
ン
ス
を
失
っ
て
横
倒
し
に

倒
れ
た
。

大
丈
夫
か
？

ジ
ャ
ン
と
、
駆
け
つ
け
て
き
た
テ
ィ
ム
が
上
か
ら
洋
を
の
ぞ
き
込
ん
だ
。

Ｂ
大
丈
夫
だ
。

洋
は
二
人
と
二
人
の
間
に
見
え
る
星
が
ま
た
た
き
始
め
た
空
に
向
か
っ
て
言
っ

た
。
疲
れ
も
悔
し
さ
も
惨
め
さ
も
感
じ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
か
と
て
も
愉
快
な
気
持

ち
に
な
っ
て
、
寝
転
が
っ
た
ま
ま
洋
は
笑
い
出
し
た
。

（
川か
わ

西に
し

蘭ら
ん

「
セ
カ
ン
ド
ウ
ィ
ン
ド
Ⅱ
」）

注
　
＊
Ｍ
Ｔ
Ｂ
＝
マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク
。
山
で
の
走
行
に
対
応
す
る
自
転
車
。

＊
ジ
ャ
ン
＝
Ｍ
Ｔ
Ｂ
に
乗
る
の
が
得
意
な
留
学
生
。
同
じ
留
学
生
の
テ
ィ
ム

と
と
も
に
、
初
め
て
Ｍ
Ｔ
Ｂ
に
乗
る
洋
を
山
に
連
れ
て
き
た
。

505560

問
　

―
Ａ
と

―
Ｂ
の
二
つ
の
「
大
丈
夫
だ
」
に
つ
い
て
、こ
の
よ
う
に
洋
が
言
っ

た
と
き
の
様
子
や
気
持
ち
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
Ａ
、
Ｂ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
時
、

空
欄
①
・
②
に
当
て
は
ま
る
適
切
な
言
葉
を
選
び
な
さ
い
。

Ａ
　
転
倒
し
た
痛
み
と
、
う
ま
く
Ｍ
Ｔ
Ｂ
を
操
る
こ
と
が
で
き
な
い
悔
し
さ
と
惨

め
さ
で
涙
が
出
そ
う
に
な
り
、
起
き
上
が
る
気
力
も
な
く
寝
転
が
っ
て
い
た

が
、
心
配
し
て
声
を
か
け
た
ジ
ャ
ン
に
対
し
て
（
　
　
①
　
　
）。

ア
　
怒
っ
て
い
る
　
　
イ
　
面
白
が
っ
て
い
る
　
　
ウ
　
強
が
っ
て
い
る

Ｂ
　
ジ
ャ
ン
の
後
に
つ
い
て
Ｍ
Ｔ
Ｂ
で
山
を
下
り
る
こ
と
が
で
き
た
（
　
②
　
）

か
ら
、
も
は
や
疲
れ
も
悔
し
さ
も
惨
め
さ
も
感
じ
ず
、
と
て
も
愉
快
な
気
持

ち
に
な
っ
て
、
寝
転
が
っ
た
ま
ま
笑
い
出
し
た
。

ア
　
満
足
感
　
　
イ
　
失
望
感
　
　
ウ
　
優
越
感

  

（
著
作
権
の
都
合
に
よ
り
、
問
題
文
を
掲
載
し
て
お
り
ま
せ
ん
）
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解
説

発
言
だ
け
に
注
目
す
れ
ば
、
Ａ
も
Ｂ
も
同
じ
「
大
丈
夫
だ
」
と
い
う
言
葉
で
す
。

し
か
し
周
り
の
言
動
や
本
人
の
置
か
れ
た
立
場
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
気

持
ち
は
違
っ
て
き
ま
す
。

Ａ
の
「
大
丈
夫
だ
」
は
、
洋
が
転
倒
し
て
「
痛
み
」
を
感
じ
、
そ
し
て
「
悔
し
さ

と
惨
め
さ
で
涙
が
出
そ
う
」
に
な
っ
て
い
る
場
面
で
発
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
丈
夫

と
い
う
状
況
で
は
決
し
て
な
い
の
で
す
が
、
ジ
ャ
ン
が
そ
こ
に
や
っ
て
来
た
の
で
、

し
い
て
大
丈
夫
な
ふ
り
を
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
Ａ
の
直
後
に
「
笑
顔
を
作
っ
た
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
ウ
「
強
が
っ
て
い
る
」
洋
の
心
情
が
読
み
取
れ
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
Ｂ
は
、「
意
識
を
集
中
し
」
て
「
な
ん
と
か
下
ま
で
下
り
ら
れ
」
て
、

ジ
ャ
ン
に
「
よ
く
や
っ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
場
面
で
、
無
事
に
目
的
を
達
成
で
き

た
状
況
で
す
。
Ｂ
の
後
に
「
疲
れ
も
悔
し
さ
も
惨
め
さ
も
感
じ
な
か
っ
た
」「
と
て

も
愉
快
な
気
持
ち
」
と
直
接
説
明
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ま
で
の
苦
労
や
惨
め
さ

が
吹
き
飛
ん
で
、
ア
「
満
足
感
」
で
い
っ
ぱ
い
と
な
っ
て
い
る
心
情
が
読
み
取
れ
ま

す
。
ウ
「
優
越
感
」
は
、
ほ
か
の
人
と
比
べ
て
自
分
の
ほ
う
が
ま
さ
っ
て
い
る
と
感

じ
て
満
足
す
る
気
持
ち
を
表
し
ま
す
。
こ
の
場
面
は
、
洋
が
自
分
と
だ
れ
か
を
比
べ

て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
あ
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。

解
答

①
ウ
　
　
②
ア
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要
点
で
学
習
し
た
内
容
を
ふ
ま
え
て
問
題
を
解
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

今
回
は
設
問
の
最
後
に
「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
」
の
課
題
も
あ
り

ま
す
。
お
楽
し
み
に
！

読
解
演
習

　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

惧お
そ

れ
ず
に
あ
た
り
構
わ
ず
進
む
、
＊
不ふ

き羈
の
魂
。

小お

ぶ

せ
布
施
千
紗
子
の
焼
き
も
の
が
そ
う
評
さ
れ
る
の
は
、
何
か
直
覚
的
に
、
＊
異

能
を
感
じ
さ
せ
る
絵
か
ら
だ
っ
た
。
筆
勢
と
い
う
よ
り
も
、
太
刀
で
薙な

ぎ
払
っ
た

よ
う
な
跡
が
、
雄
々
し
く
走
っ
て
い
る
。
絵
具
の
し
た
た
り
方
は
、
鉛
の
よ
う
だ

と
い
わ
れ
る
。
た
だ
の
鉛
で
は
な
い
。
＊
本ほ

ん

阿あ

弥み

光こ
う

悦え
つ

が
漆
芸
に
取
り
入
れ
た
鉛

板
の
よ
う
に
、
大
胆
で
、
ど
こ
か
か
け
離
れ
た
力
強
さ
を
味
と
し
て
持
つ
と
見
る

人
が
い
る
。
一
見
し
て
ぞ
ん
ざ
い
に
挽ひ

い
た
よ
う
な
、
荒
っ
ぽ
い
＊
唐
津
の
ろ
く

ろ
目
に
、
こ
の
絵
が
加
わ
る
と
、
無
限
を
予
感
さ
せ
た
。

〝
絵
唐
津
の
、
天
才
肌
の
若
手
〞

そ
う
言
わ
れ
る
と
、
千
紗
子
は
過
分
と
思
い
な
が
ら
も
、
悪
い
気
は
し
な
い
。

し
か
し
、
続
き
が
あ
る
。
嫌
な
お
ま
け
が
つ
く
の
だ
。

〝
…
…
二
世
だ
か
ら
ね
〞
と
。

千
紗
子
は
、
私
鉄
の
駅
に
い
た
。
待
ち
合
わ
せ
の
相
手
は
、
遅
れ
て
い
る
。

ぼ
う
っ
と
し
て
い
る
の
が
苦
手
だ
。
春
特
有
の
風
に
、
し
き
り
に
誘
わ
れ
、
町

に
飛
び
出
し
た
く
な
る
。
気
持
が
逸は
や

る
の
を
懸
命
に
⒜
抑
え
て
い
る
と
、
思
い
は

つ
い
仕
事
の
こ
と
に
走
っ
て
い
く
。

嫌
な
場
面
が
、
ふ
い
に
、
よ
み
が
え
っ
て
き
て
い
た
。

年
に
何
回
か
、
技
法
を
学
ぶ
目
的
で
、
ろ
く
ろ
の
名
工
と
し
て
知
ら
れ
る
作
家

の
窯か
ま

に
出
入
り
し
、試
験
的
に
作
品
を
い
く
つ
か
、焼
か
せ
て
貰も
ら

っ
て
い
る
。
ひ
ょ

ん
な
こ
と
か
ら
、
作
家
と
そ
の
妻
の
会
話
が
、
耳
に
入
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
。

「
ど
う
な
の
、
千
紗
ち
ゃ
ん
の
は
」

「
⑴
駄
目
だ
ね
」

作
家
は
鼻
を
鳴
ら
し
て
い
い
捨
て
た
。

―
駄
目
？

物
陰
で
聞
い
て
い
て
、⑵
千
紗
子
は
我
が
耳
を
疑
っ
た
。
ふ
だ
ん
、親
身
に
な
っ

て
指
導
し
て
く
れ
て
い
る
人
の
い
っ
た
こ
と
と
は
思
え
な
い
。

「
な
ぜ
？　

凄
い
絵
だ
わ
。
ぞ
く
っ
と
す
る
み
た
い
。
焼
き
上
が
り
は
さ
ぞ
か

し
…
…
。
ほ
ら
、
小
布
施
康
介
の
、
あ
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
水み
ず
さ
し指

の
鉄

絵
の
感
じ
が
、
見
え
て
く
る
み
た
い
…
…
」

作
家
の
妻
が
い
っ
た
。
棚
に
並
べ
て
窯
入
れ
を
待
っ
て
い
る
自
分
の
作
品
を
、

二
人
が
話
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
。

「
だ
か
ら
、
駄
目
な
の
さ
」

「
ど
う
し
て
。
小
布
施
康
介
と
い
え
ば
、
独
特
な
＊
鉄
絵
具
の
調
合
で
定
評
が

あ
る
じ
ゃ
な
い
。
そ
の
絵
具
を
、
千
紗
ち
ゃ
ん
は
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
ん
で

し
ょ
う
」

「
そ
れ
が
、
い
け
な
い
ん
だ
。
彼
女
に
は
、
ま
だ
ま
だ
、
人
の
踏
跡
を
頼
り
に

し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
く
に
い
け
な
い
の
が
、父
親
の
レ
シ
ピ
だ
。

読
解
演
習
２

応
用
学
習
小
説:

心
情
把
握

４

30分

（
著
作
権
の
都
合
に
よ
り
、
問
題
文
を
掲
載
し
て
お
り
ま
せ
ん
）

（
著
作
権
の
都
合
に
よ
り
、
問
題
文
を
掲
載
し
て
お
り
ま
せ
ん
）
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問
三 

傍
線
⑵
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
適
切
で
な
い
も

の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア
　
千
紗
子
は
周
囲
か
ら
〝
絵
唐
津
の
、
天
才
肌
の
若
手
〞
と
し
て
評
価
さ
れ
て

い
る
か
ら
。

イ
　
父
か
ら
受
け
た
教
え
を
忠
実
に
守
っ
て
作
り
上
げ
た
作
品
を
批
判
さ
れ
た
か

ら
。

ウ
　
千
紗
子
は
父
の
作
品
を
超
え
る
独
創
的
な
作
品
を
生
み
出
し
て
い
る
と
自
負

し
て
い
た
か
ら
。

エ
　
ふ
だ
ん
、
親
身
に
な
っ
て
指
導
し
て
く
れ
る
人
に
批
判
さ
れ
る
と
思
わ
な

か
っ
た
か
ら
。

問
四 

傍
線
⑶
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

五
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

注
　
＊ 

不
羈
＝
自
由
で
、
し
ば
ら
れ
な
い
こ
と
。
ま
た
、
あ
ま
り
に
も
優
れ
て
い
て
普

通
の
考
え
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
。

　
　
＊
異
能
＝
ほ
か
の
人
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
特
別
な
才
能
。

　
　
＊
本
阿
弥
光
悦
＝
安
土
桃
山
・
江
戸
時
代
初
期
に
活
躍
し
た
芸
術
家
。

　
　
＊
唐
津
＝
陶
器
の
一
種
。

　
　
＊
鉄
絵
具
＝
鉄
の
成
分
が
混
ざ
っ
た
顔
料
（
絵
付
け
の
た
め
の
絵
の
具
）。

問
一
　
傍
線
⒜
〜
⒞
の
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

⒜

　
　
⒝

　
　

⒞
問
二 

傍
線
⑴
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
作
家
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
で
す
か
。

五
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。
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問
五 

傍
線
⑷
の
表
す
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号

を
書
き
な
さ
い
。

ア
　
父
か
ら
も
ら
っ
た
大
切
な
絵
具
の
色
を
否
定
さ
れ
、
心
が
傷
つ
け
ら
れ
た
こ

と
。

イ
　
普
段
親
身
に
な
っ
て
指
導
し
て
く
れ
て
い
た
人
か
ら
の
批
判
に
、
不
信
感
を

い
だ
い
た
こ
と
。

ウ
　
自
分
の
作
品
が
父
の
影
響
の
も
と
を
出
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
衝
撃
を
受

け
た
こ
と
。

エ
　
娘
を
自
分
の
影
響
下
に
置
い
て
お
こ
う
と
す
る
父
へ
の
反
発
を
お
ぼ
え
た
こ

と
。

問
六 

傍
線
⑸
と
あ
り
ま
す
が
、
千
紗
子
は
何
を
捨
て
よ
う
と
決
め
た
の
で
す
か
。

文
中
か
ら
十
三
字
で
探
し
、
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。

問
七 

傍
線
⑹
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
の
千
紗
子
の
気
持
ち
を
説
明
し
た
も
の
と

し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア
　
自
分
な
り
の
絵
を
描
い
て
き
た
つ
も
り
が
、
父
親
の
二
番
煎
じ
に
す
ぎ
な

か
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
絵
の
道
を
あ
き
ら
め
よ
う
か
と
迷
っ
て
い
る
。

イ
　
父
の
歩
ん
で
き
た
道
を
う
ま
く
利
用
し
て
自
分
も
成
長
し
て
い
き
た
い
が
、

父
の
絵
を
模
倣
し
た
と
い
え
る
ほ
ど
に
も
う
ま
く
な
れ
ず
困
り
果
て
て
い

る
。

ウ
　
今
ま
で
浴
び
て
来
た
称
賛
の
類
が
す
べ
て
父
の
功
績
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

実
は
自
分
は
無
力
だ
っ
た
こ
と
に
気
が
付
い
て
落
ち
込
ん
で
い
る
。

エ
　
父
の
作
っ
た
色
を
捨
て
た
い
が
、
そ
の
色
な
し
で
自
分
の
絵
が
描
け
る
と
言

い
切
れ
る
ほ
ど
の
自
信
も
な
く
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
ず
悩
ん
で
い

る
。
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※
ク
リ
テ
ィ
カ
ル･

シ
ン
キ
ン
グ
（critical thinking

）
と
は
？

　
与
え
ら
れ
た
知
識
や
情
報
を
た
だ
吸
収
す
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
観

点
か
ら
検
討
し
、
物
事
を
多
角
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
正
解
が
一

つ
に
決
ま
ら
な
い
問
に
取
り
組
み
、「
考
え
る
力
」
を
鍛
え
ま
し
ょ
う
。

「
読
解
演
習
」
の
文
章
に
つ
い
て
、
次
の
《
課
題
》
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

《
課
題
》
千
紗
子
の
独
白
（
58
〜
60
行
目
）
を
ふ
ま
え
、
自
分
を
成
長
さ
せ
る

た
め
に
、自
分
が
最
も
得
意
と
す
る
こ
と
を
封
印
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

あ
な
た
の
体
験
を
二
文
程
度
で
簡
潔
に
ま
と
め
な
さ
い
。

正
解
の
な
い
問
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
に
ト
ラ
イ
！

　
今
回
の
ポ
イ
ン
ト
や
先
輩
た
ち
の
回
答
を
「
Ｚ
会 

Ｍ
ｙ
Ｐ
ａ
ｇ
ｅ
」
の
「
み
ん
な
の
答
案
」
に
掲
載
し

て
い
ま
す
。
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
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解
答

問
一
　
⒜
　
お
さ
　
　
⒝
　
ね
ば
　
　
⒞
　
あ
ん
の
ん

問
二
　
父
が
調
合
し
た
鉄
絵
具
に
頼
っ
て
い
る
た
め
に
、
千
紗
子
の
絵
に
は

千
紗
子
自
身
の
個
性
が
に
じ
み
出
て
こ
な
い
か
ら
。（
46
字
）

問
三
　
イ

問
四
　
父
の
影
響
を
超
え
て
独
創
的
な
作
品
を
作
っ
て
き
た
つ
も
り
が
、
実

際
は
父
の
絵
具
に
頼
っ
て
い
る
と
見
抜
か
れ
た
と
い
う
こ
と
。 （
50
字
）

問
五
　
ウ

問
六
　
親
の
手
製
の
鉄
絵
具
で
出
し
た
色

問
七
　
エ

解
説

問
一 

⒜「
抑
」は
音
読
み
で「
ヨ
ク
」、訓
読
み
で「
お
さ
‐
え
る
」と
読
む
漢
字
で
す
。

ま
た
、
字
形
の
よ
く
似
た
漢
字
に
「
迎
」「
仰
」
が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

「
迎
」
は
「
む
か
‐
え
る
」、「
仰
」
は
「
あ
お
‐
ぐ
」
と
読
み
ま
す
。

⒝
「
粘
」
は
音
読
み
で
「
ネ
ン
」、
訓
読
み
で
「
ね
ば
‐
る
」
と
読
み
ま
す
。

「
粘
土
」「
粘
着
〈
＝
ね
ば
り
つ
く
こ
と
〉」「
粘
性
〈
＝
ね
ば
る
性
質
〉」
な
ど
、

「
粘
」
の
意
味
が
わ
か
る
だ
け
で
、
知
っ
て
い
る
熟
語
の
幅
が
広
が
る
の
が
わ
か

る
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
こ
の
字
が
指
す
〈
ね
ば
り
〉
と
は
、も
と
も
と
は
、ね
っ

た
粉
を
つ
ま
ん
だ
と
き
に
感
じ
る
ね
ば
り
を
表
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

⒞
「
穏
」
は
音
読
み
で
「
オ
ン
」
と
読
み
、〈
落
ち
着
い
て
い
る
よ
う
す
〉
と

い
う
意
味
で
す
。「
安
」
も
〈
心
が
落
ち
着
い
て
い
る
・
や
す
ら
か
で
あ
る
〉
と

い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。「
安
穏
」
は
〈
心
が
落
ち
着
い
て
い
る
よ
う
す
〉
と
い

解
答
解
説

う
意
味
で
、
読
み
は
「
あ
ん
の
ん
」
と
読
み
ま
す
。
前
の
子
音
が
ｎ
で
終
わ
り
、

次
の
音
が
母
音
で
始
ま
る
言
葉
で
読
み
が
変
化
す
る
例
と
し
て
は
、
ほ
か
に
「
反

応
（
は
ん
の
う
）」「
因
縁
（
い
ん
ね
ん
）」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

問
二 

傍
線
部
の
直
前
や
、
31
〜
32
行
目
の
記
述
か
ら
、
千
紗
子
の
作
品
に
つ
い
て

作
家
が
「
駄
目
だ
ね
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
判
断
が
つ
き
ま
す
。

で
は
千
紗
子
の
作
品
は
ど
う
し
て
「
駄
目
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。
作
家
は
傍
線

部
の
あ
と
で
妻
に
説
明
し
て
い
ま
す
。
作
家
と
妻
の
会
話
を
追
い
な
が
ら
、
そ
の

理
由
を
探
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
登
場
人
物
の
言
葉
の
や
り
と
り
を
わ
か
り
や
す

く
す
る
た
め
に
、
細
か
な
部
分
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
置
き
換
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

妻
　
「
な
ぜ
？
　
凄
い
絵
だ
わ
。

Ａ

」

　
　
　
　
　
←

作
家
「
だ
か
ら
、
駄
目
な
の
さ
」

　
　
　
　
　
←

妻
　
「
ど
う
し
て
。

Ｂ

」

　
　
　
　
　
←

作
家
「
そ
れ
が
、
い
け
な
い
ん
だ
。

Ｃ

」

作
家
は
妻
の
言
葉
を
受
け
な
が
ら
〈
千
紗
子
の
作
品
は
（
凄
い
絵
だ
け
れ
ど
）

Ａ
だ
か
ら
駄
目
↓
Ｂ
が
い
け
な
い
↓
Ｃ
〉
と
、
自
分
の
考
え
を
説
明
し
て
い
ま
す

ね
。
つ
ま
り
、
Ａ
〜
Ｃ
の
部
分
に
作
家
が
千
紗
子
の
作
品
を
「
駄
目
」
だ
と
言
っ

た
理
由
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
Ａ
〜
Ｃ
の
内
容
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

（
著
作
権
の
都
合
に
よ
り
、
問
題
文
を
掲
載
し
て
お
り
ま
せ
ん
）
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つ
け
の
ポ
イ
ン
ト

❶
父
が
調
合
し
た
鉄
絵
具
に
頼
っ
て
い
る
た
め
に
、
❷
千
紗
子
の
絵
に
は
千
紗

子
自
身
の
個
性
が
に
じ
み
出
て
こ
な
い 

❸
か
ら
。

❸ 

文
末
の
形
は
〈
理
由
を
表
す
形
〉
＋
「
。」
と
す
る

【
こ
ん
な
解
答
は

】

父
の
調
合
し
た
定
評
あ
る
鉄
絵
具
に
頼
っ
て
作
品
を
制
作
し
て
い
る
か

ら
。（
29
字
）

＊
❶
の
要
素
は
お
さ
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
作
家
が
千
紗
子
の
作
品
を「
駄
目

だ
ね
」
と
言
う
理
由
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
❶
の
事
実
が
作
品
に
ど

の
よ
う
に
影
響
す
る
か
と
い
う
点
ま
で
お
さ
え
ま
し
ょ
う
。

問
三 
ま
ず
、傍
線
部
の
〝
耳
を
疑
う
〞
と
い
う
言
い
回
し
に
つ
い
て
確
認
し
ま
し
ょ

う
。
こ
れ
は
、〈
思
い
が
け
な
い
こ
と
を
聞
い
て
、
聞
き
間
違
い
で
は
な
い
か
と

信
じ
が
た
く
思
う
〉
と
い
っ
た
場
合
に
用
い
る
表
現
で
す
。
傍
線
部
の
直
前
で

「
駄
目
？
」
と
千
紗
子
の
心
中
で
も
ら
し
た
疑
問
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
傍

Ａ 
「
小
布
施
康
介
の
、
あ
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
水
指
の
鉄
絵
の
感
じ

が
、
見
え
て
く
る
み
た
い
」

Ｂ 

「
小
布
施
康
介
と
い
え
ば
、
独
特
な
鉄
絵
具
の
調
合
で
定
評
が
あ
る
じ
ゃ
な

い
。
そ
の
絵
具
を
、
千
紗
ち
ゃ
ん
は
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
」

Ｃ 

「
彼
女
に
は
、
ま
だ
ま
だ
、
人
の
踏
跡
を
頼
り
に
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ

が
あ
る
。
と
く
に
い
け
な
い
の
が
、
父
親
の
レ
シ
ピ
だ
。
彼
女
自
身
が
に
じ

み
出
て
い
か
な
い
」

「
小
布
施
康
介
」
が
千
紗
子
の
父
親
で
あ
る
こ
と
は
、
千
紗
子
の
名
字
が
「
小

布
施
」
で
あ
る
こ
と
、「
二
世
」
と
い
う
嫌
な
お
ま
け
つ
き
で
世
間
に
評
価
さ
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
読
み
取
れ
ま
す
。

つ
ま
り
作
家
は
、
千
紗
子
が
〈
父
親
の
レ
シ
ピ
（
＝
父
の
調
合
し
た
鉄
絵
具
）

に
頼
っ
て
い
る
た
め
に
、
千
紗
子
の
絵
に
は
彼
女
自
身
が
に
じ
み
出
て
い
か
な
い

（=

千
紗
子
ら
し
さ
が
な
い
）〉
か
ら
「
駄
目
」
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
作

家
の
こ
の
考
え
は
、Ｃ
の
後
の
「
人
の
く
れ
た
色
に
安
穏
と
し
て
い
る
よ
う
じ
ゃ
、

ま
だ
、
父
親
の
懐
の
雛
鳥
だ
な
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
読
み
取
れ
ま
す
ね
。

❶ 

「
父
が
調
合
し
た
鉄
絵
具
に
頼
っ
て
い
る
」
と
い
う

こ
と
が
書
け
て
い
る
か
。

❷ 

（
❶
の
た
め
に
）「
千
紗
子
の
絵
に
千
紗
子
の
個
性
が

に
じ
み
出
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
書
け
て
い
る

か
。

（
著
作
権
の
都
合
に
よ
り
、
問
題
文
を
掲
載
し
て
お
り
ま
せ
ん
）
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線
部
は
自
身
の
作
品
へ
の
「
駄
目
だ
ね
」
と
い
う
否
定
的
な
評
価
を
思
い
が
け
な

い
も
の
と
と
ら
え
る
千
紗
子
の
気
持
ち
を
表
し
た
も
の
で
す
。

な
ぜ
千
紗
子
が
否
定
的
な
評
価
を
さ
れ
る
こ
と
に
驚
く
の
か
と
い
う
理
由
は
、

二
つ
の
側
面
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
ず
一
つ
め
の
鍵
と
な
る
の
は
、
傍
線
部
の
直
後
の
記
述
で
す
。
こ
こ
か
ら
、

千
紗
子
は
い
つ
も
作
家
か
ら
好
意
的
に
接
し
て
も
ら
っ
て
い
る
た
め
に
、
厳
し
い

評
価
を
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

二
つ
め
は
、
千
紗
子
自
身
の
自
分
の
作
品
へ
の
評
価
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

千
紗
子
の
気
持
ち

作
家
の
評
価
　
　「
駄
目
だ
ね
」　
　
「
耳
を
疑
っ
た
」（
驚
き
）

→

よ
い
評
価
を
予
想
し
て
い
た

作
品
を
け
な
さ
れ
て
驚
く
と
い
う
こ
と
は
、
千
紗
子
は
自
分
の
作
品
に
対
し
て

よ
い
評
価
が
与
え
ら
れ
る
と
予
想
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
ね
。
そ
こ
で
、
千

紗
子
が
自
分
の
作
品
に
自
信
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
記
述
を
問
題
文
か
ら
探

し
て
み
ま
す
。
実
際
に
こ
れ
ま
で
周
囲
か
ら
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
ま
す
。
ま
た
、〝
二
世
〞
で
あ
っ
て
も
父
親
を
超
え
る
作
品
を
生
み
出
し

て
い
る
と
い
う
千
紗
子
の
自
負
が
う
か
が
え
る
記
述
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
記
述
に
着
目
し
な
が
ら
、
選
択
肢
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
イ
は

「
父
の
し
て
き
た
こ
と
を
軽
々
と
超
え
て
ゆ
く
つ
も
り
」
と
い
う
千
紗
子
の
気
構

え
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
方
向
性
な
の
で
、
本
文
に
沿
わ
な
い
内
容
で
す
。
こ
の
問

は
「
適
切
で
な
い
も
の
」
を
選
ぶ
設
問
で
す
の
で
、
イ
が
正
解
で
す
。

ア
　
千
紗
子
は
〇
周
囲
か
ら
〝
絵
唐
津
の
、
天
才
肌
の
若
手
〞
と
し
て
評
価
さ

れ
て
い
る
か
ら
。

イ
　

×
父
か
ら
受
け
た
教
え
を
忠
実
に
守
っ
て
作
り
上
げ
た
作
品
を
批
判
さ
れ

た
か
ら
。

ウ
　
千
紗
子
は
〇
父
の
作
品
を
超
え
る
独
創
的
な
作
品
を
生
み
出
し
て
い
る
と

自
負
し
て
い
た
か
ら
。

エ
　

〇
ふ
だ
ん
、
親
身
に
な
っ
て
指
導
し
て
く
れ
る
人
に
批
判
さ
れ
る
と
思
わ

な
か
っ
た
か
ら
。

問
四 

傍
線
部
は
作
家
と
妻
の
会
話
の
直
後
に
あ
り
、
こ
の
会
話
の
内
容
を
受
け
た

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
作
家
は
千
紗
子
の
作
品
を
「
駄
目
」
だ
と
考
え
て
い

ま
す
が
、
そ
の
理
由
は
会
話
の
後
半
の
37
〜
44
行
目
に
あ
り
ま
す
。

傍
線
部
の
後
に
あ
る
よ
う
に
、
父
親
の
手
製
の
鉄
絵
具
の
調
合
は
、「
大
き
な

展
覧
会
で
賞
を
獲
っ
た
」こ
と
の「
褒
美
」と
し
て
父
か
ら
も
ら
っ
た
も
の
で
し
た
。

し
か
し
千
紗
子
は
そ
の
こ
と
が
自
分
の
作
品
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
は
思
っ
て

お
ら
ず
、「
蔦
の
よ
う
に
」「
父
の
し
て
き
た
こ
と
を
軽
々
と
超
え
て
」「
独
創
的

な
形
も
絵
柄
も
作
り
上
げ
て
き
た
つ
も
り
」
で
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
作
家
と
妻

の
会
話
に
よ
っ
て
初
め
て
、
自
分
が
「
甘
や
か
さ
れ
、
型
に
取
り
込
ま
れ
て
」
い

た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
す
。

選
択
肢
を
チ
ェ
ッ
ク
！
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つ
け
の
ポ
イ
ン
ト

問
五 

傍
線
部
直
前
に
「
親
の
手
製
の
鉄
絵
具
で
出
し
た
色
は
借
り
物
だ
と
い
わ
れ

て
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
が
「
心
」
に
「
罅
」
が
入
っ
た
原
因
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
す
。〈
千
紗
子
が
父
の
絵
具
に
頼
っ
て
制
作
し
て
い
る
こ
と
を
作
家

に
見
抜
か
れ
た
〉
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
選
択
肢
を
検
討

し
て
い
き
ま
す
。

ア　
×
父
か
ら
も
ら
っ
た
大
切
な
絵
具
の
色
を
否
定
さ
れ
、
心
が
傷
つ
け
ら
れ

た
こ
と
。

イ　
×
普
段
親
身
に
な
っ
て
指
導
し
て
く
れ
て
い
た
人
か
ら
の
批
判
に
、
不
信

感
を
い
だ
い
た
こ
と
。

ウ　

自
分
の
作
品
が
父
の
影
響
の
も
と
を
出
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
衝
撃
を

受
け
た
こ
と
。

エ　
×
娘
を
自
分
の
影
響
下
に
置
い
て
お
こ
う
と
す
る
父
へ
の
反
発
を
お
ぼ
え

た
こ
と
。

ア
イ
エ
は
い
ず
れ
も
、〈「
心
」
に
「
罅
」
が
入
っ
た
原
因
〉
を
正
し
く
と
ら
え

て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
点
を
正
し
く
と
ら
え
た
ウ
が
正
解
と
な
り
ま
す
。

問
六 

ま
ず
は
、
傍
線
部
の
前
後
の
流
れ
を
整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

傍
線
部
の
あ
と
の
部
分
か
ら
、千
紗
子
が
「
捨
て
よ
う
と
決
め
た
」
も
の
は
「
代

わ
る
も
の
が
、
手
近
に
す
ぐ
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
そ

し
て
「

―
あ
の
色
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
」
と

千
紗
子
は
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
捨
て
よ
う
と
決
め
た
」
の
は
「
あ
の
色
」

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
ね
。
千
紗
子
の
自
信
を
ぐ
ら
つ
か
せ
る
ほ
ど
捨
て
が

た
い
「
あ
の
色
」
と
は
ど
の
よ
う
な
色
な
の
で
し
ょ
う
か
。

❶
父
の
影
響
を
超
え
て
独
創
的
な
作
品
を
作
っ
て
き
た
つ
も
り
が
、
❷
実
際
は

父
の
絵
具
に
頼
っ
て
い
る
と 

❸
見
抜
か
れ
た
と
い
う 

❹
こ
と
。

❹ 

文
末
の
形
は
「
こ
と
。」
と
す
る
。

【
こ
ん
な
解
答
は

】

父
親
に
も
ら
っ
た
鉄
絵
具
を
使
う
こ
と
で
、
父
の
型
に
取
り
込
ま
れ
、

甘
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。（
42
字
）

＊
❷
の
要
素
は
お
さ
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
独
創
的
な
作

品
を
作
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
千
紗
子
の
気
構
え（
❶
）
に
つ
い
て
押

さ
え
る
こ
と
で
、〝
痛
さ
〞
が
明
確
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、「
突
か
れ
て
い

た
」
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
作
家
に
そ
れ
を
見
抜
か
れ
た（
❸
）
と
い
う

点
ま
で
お
さ
え
ま
し
ょ
う
。

 

❷ 

実
際
は
父
の
絵
具
に
頼
っ
て

い
た
こ
と
が
書
け
て
い
る
か
。

❸ 

作
家
に
❷
を
見
抜
か
れ
て
い

た
こ
と
が
書
け
て
い
る
か
。

❶ 

「
父
の
影
響
を
超
え
て
独
創
的
な
作
品
を
作
っ
て
き

た
と
い
う
千
紗
子
の
自
負
」
が
書
け
て
い
る
か
。

選
択
肢
を
チ
ェ
ッ
ク
！
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傍
線
部
の
直
前
で
は
、
作
家
に
「
駄
目
だ
ね
」
と
言
わ
れ
て
「
痛
い
と
こ
ろ
を

突
か
れ
」
た
と
感
じ
て
い
る
千
紗
子
の
心
情
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
千
紗
子
と
し

て
は
、「
何
も
か
も
、
父
の
し
て
き
た
こ
と
を
軽
々
と
超
え
て
ゆ
く
つ
も
り
」
で

絵
に
臨
ん
で
き
ま
し
た
。「
蔦
の
よ
う
に
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
た
と
え
偉
大
な

父
親
（
＝
「
一
本
の
幹
」）
か
ら
生
ま
れ
た
と
し
て
も
、
自
分
自
身
の
個
性
で
自

分
の
作
品
世
界
を
ひ
ろ
げ
て
活
躍
し
て
い
き
た
い
と
い
う
千
紗
子
の
気
持
ち
が
表

れ
て
い
ま
す
。
千
紗
子
は
こ
の
思
い
を
胸
に
「
独
創
的
な
形
も
絵
柄
も
作
り
上
げ

て
き
た
つ
も
り
」
だ
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
自
分
を
親
身
に
指
導
し
て
く
れ
て
い
る
作
家
は
、
千
紗
子
の
絵
を
独

創
的
な
絵
だ
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
問
二
で
も
見
て
き
た
よ
う
に
、
作

家
は
千
紗
子
の
作
品
を
〈
親
の
調
合
し
た
鉄
絵
具
を
使
っ
て
い
る
せ
い
で
、
彼
女

の
絵
に
彼
女
自
身
が
に
じ
み
出
て
い
か
な
い
〉、〈
父
親
の
手
製
の
鉄
絵
具
で
出
し

た
色
は
、
千
紗
子
の
個
性
を
本
当
に
表
現
す
る
た
め
の
色
で
は
な
く
借
り
物
だ
〉

と
評
価
し
て
い
ま
し
た
。

自
分
だ
け
の
独
創
的
な
形
と
絵
柄
を
作
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
、
ま
た
そ

の
よ
う
な
作
品
を
作
り
上
げ
て
き
た
自
信
も
あ
っ
た
千
紗
子
に
と
っ
て
は
、
作
家

の
言
葉
は
と
て
も
衝
撃
的
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

「
独
創
的
な
作
品
」
を
作
り
た
い
と
強
く
願
っ
て
い
る
千
紗
子
は
、
自
分
ら
し

さ
を
出
す
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
「
父
親
の
レ
シ
ピ
を
捨
て
よ
う
」、す
な
わ
ち
「
親

の
手
製
の
鉄
絵
具
で
出
し
た
色
」
を
捨
て
よ
う
、
と
決
心
し
た
の
で
す
ね
。

問
七 

傍
線
部
の
直
前
の
部
分
か
ら
、
千
紗
子
が
何
に
つ
い
て
「
ぐ
ず
ぐ
ず
悩
」
ん

で
い
る
の
か
を
読
み
取
り
ま
す
。「

―
あ
の
色
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、

ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
部
分
に
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。

自
分
だ
け
の
作
品
を
つ
く
る
た
め
に
、
一
度
は
父
が
調
合
し
た
色
を
「
捨
て
よ

う
」
と
決
心
し
た
千
紗
子
で
す
が
、「
あ
の
色
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、

ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
」
と
自
信
が
ぐ
ら
つ
い
て
い
る
の
で
す
ね
。

今
ま
で
「
蔦
の
よ
う
に
」
と
い
う
野
心
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
た
、
自
分
の
独
創

性
を
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
千
紗
子
で
も
、
さ
す
が
に
自
分
の
作
品
の
土
台
と
な

る
「
色
」
を
捨
て
て
一
か
ら
や
り
直
す
と
い
う
の
は
、
相
当
な
覚
悟
が
い
る
こ
と

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
父
の
調
合
し
た
色
を
「
捨
て
よ
う
」
と
決
め
た
も
の
の
、

自
分
の
色
を
一
か
ら
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
強
い
自
信
が
持
て
ず
、
千
紗
子
は
い
つ

も
の
気
丈
な
彼
女
ら
し
く
も
な
く
、
ぐ
ず
ぐ
ず
悩
ん
で
い
る
の
で
す
。

こ
の
千
紗
子
の
気
持
ち
を
表
し
た
選
択
肢
は
エ
で
す
。

ア　

自
分
な
り
の
絵
を
描
い
て
き
た
つ
も
り
が
、
父
親
の
二
番
煎
じ
に
す
ぎ
な

か
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
×
絵
の
道
を
あ
き
ら
め
よ
う
か
と
迷
っ
て
い
る
。

イ　
×
父
の
歩
ん
で
き
た
道
を
う
ま
く
利
用
し
て
自
分
も
成
長
し
て
い
き
た
い

が
、
×
父
の
絵
を
模
倣
し
た
と
い
え
る
ほ
ど
に
も
う
ま
く
な
れ
ず
困
り
果

て
て
い
る
。

ウ　
×
今
ま
で
浴
び
て
来
た
称
賛
の
類
が
す
べ
て
父
の
功
績
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
実
は
自
分
は
無
力
だ
っ
た
こ
と
に
気
が
付
い
て
落
ち
込
ん
で
い
る
。

エ　

父
の
作
っ
た
色
を
捨
て
た
い
が
、
そ
の
色
な
し
で
自
分
の
絵
が
描
け
る
と

言
い
切
れ
る
ほ
ど
の
自
信
も
な
く
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
ず
悩
ん

で
い
る
。

　
　
×

―
を
付
け
た
部
分
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
文
章
で
筆
者
が
述
べ
て
い
な
い

内
容
で
す
。

　
　

ウ
千
紗
子
の
浴
び
て
来
た
称
賛
が「
す
べ
て
父
の
功
績
に
よ
る
も
の
」で
あ
っ

た
と
ま
で
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
不
適
切
で
す
。

選
択
肢
を
チ
ェ
ッ
ク
！
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Ｚ
会
が
厳
選
し
た
頻
出
の
漢
字
や
言
葉
を
学
習
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

漢
字
①

　
次
の
中
学
新
出
漢
字
に
つ
い
て
、
用
例
（
例
）
を
三
回
ず
つ
練
習
し
ま
し
ょ
う
。

５

30分

知
識
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

応
用
学
習
小
説
：
心
情
把
握

架
音
カ

訓
か
け
る

　か
か
る

例　

架
け
る

頑
音
ガ
ン

例
　
頑
丈

祈
音
キ

訓
い
の
る

例
　
祈
る

窮
音
キ
ュ
ウ

訓
き
わ
め
る

　き
わ
ま
る

例　

窮
屈

恭
音
キ
ョ
ウ

訓
う
や
う
や
し
い

例　

恭
賀
新
年

香
音
コ
ウ

　キ
ョ
ウ

訓
か

　か
お
り

　か
お
る

例　

香
り

控
音
コ
ウ

訓
ひ
か
え
る

例　

控
え
る

彰
音
シ
ョ
ウ

例　

表
彰

粧
音
シ
ョ
ウ

例　

化
粧

陶
音
ト
ウ

例　

陶
器
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新
出
漢
字
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
１

　
次
の
傍
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。送
り
仮
名
の
必
要
な
も
の
は
、

送
り
仮
名
の
部
分
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

⑴
　
甘
い
カ
オ
リ
が
す
る
。 

⑴

⑵
　
合
格
す
る
よ
う
に
と
イ
ノ
ル
。 

⑵

⑶
　
全
校
集
会
で
ヒ
ョ
ウ
シ
ョ
ウ
さ
れ
る
。 

⑶

⑷
　
ガ
ン
ジ
ョ
ウ
に
で
き
た
家
。 

⑷

⑸
　
夜
に
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
の
は
ヒ
カ
エ
ル
。 

⑸

⑹
　
川
に
橋
を
カ
ケ
ル
。 

⑹

⑺
　
お
祭
り
の
と
き
は
ケ
シ
ョ
ウ
を
す
る
。 

⑺

⑻
　
キ
ョ
ウ
ガ
新
年
。 

⑻

⑼
　
キ
ュ
ウ
ク
ツ
な
思
い
を
す
る
。 
⑼

⑽
　
白
い
ト
ウ
キ
に
煮
物
を
盛
り
付
け
る
。 

⑽
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解
答

⑴
　
香
り　

　
⑵
　
祈
る

　

　
　

⑶
　
表
彰

⑷
　
頑
丈　

　
⑸
　
控
え
る　

　

⑹
　
架
け
る

⑺
　
化
粧　

　

⑻
　
恭
賀

　　　
⑼
　
窮
屈

⑽
　
陶
器

解
説

⑴ 

「
香
」
の
訓
読
み
は
、「
か
」「
か
お
‐
り
」「
か
お
‐
る
」
で
す
。
鼻
で
感
じ
る

に
お
い
は「
香
」の
字
が
広
く
使
わ
れ
ま
す
が
、雰
囲
気
な
ど
を
言
う
場
合
は「
薫
」

の
字
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

⑵
　「
祈
」
は
「
し
め
す
へ
ん
」
の
漢
字
で
す
。「
し
め
す
へ
ん
」
は
神
・
祭
り
に
関

係
の
あ
る
漢
字
に
使
わ
れ
ま
す
。
一
画
多
い
「
こ
ろ
も
へ
ん
」
と
間
違
え
や
す
い

の
で
、
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

⑶
　
功
労
や
成
果
を
た
た
え
る
と
き
は
「
表
彰
」
と
書
き
ま
す
。「
表
賞
」
と
書
く

の
は
誤
り
で
す
の
で
、
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

⑷
　「
頑
」
は
、
左
側
の
部
分
の
字
形
に
気
を
つ
け
て
書
き
ま
し
ょ
う
。「
丈
」
は
今

回
の
よ
う
に
「
ジ
ョ
ウ
」
と
音
読
み
す
る
ほ
か
、〈
長
さ
・
高
さ
〉
の
意
で
「
た

け
」
と
訓
読
み
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

解
答
解
説

⑸
　「
控
」
の
音
読
み
は
「
コ
ウ
」
で
、「
控
除
」
な
ど
と
使
い
ま
す
。

⑹
　「
か
け
る
」
に
は
「
掛
け
る
」「
懸
け
る
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
橋
や
電
線
な

ど
を
か
け
渡
す
と
き
は
「
架
け
る
」
を
使
い
ま
す
。「
架
」
の
音
読
み
は
「
カ
」
で
、

橋
を
渡
す
工
事
の
こ
と
を
「
架
橋
工
事
」
と
言
い
ま
す
。

⑺
　「
粧
」
に
は
〈
よ
そ
お
う
・
か
ざ
る
〉
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。「
化
」
に
は
、

「
ケ
」
の
他
に
「
カ
」
の
音
読
み
（「
化
学
」
な
ど
）
と
、「
ば
‐
け
る
」
の
訓
読

み
が
あ
り
ま
す
。

⑻
　「
恭
」
は
「
う
や
う
や
‐
し
い
」
と
い
う
訓
読
み
が
あ
る
と
お
り
、
相
手
に
敬

意
を
も
っ
て
、
礼
儀
正
し
く
接
す
る
様
子
を
表
し
ま
す
。「
恭
賀
新
年
」
は
新
年

の
挨あ
い

拶さ
つ

に
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
で
、〈
新
年
を
う
や
う
や
し
く
祝
う
〉
と
い
う
意

味
で
す
。

⑼
　「
窮
」
の
音
読
み
は
「
キ
ュ
ウ
」
で
、〈
苦
し
む
・
困
る
・
貧
し
く
な
る
〉
な
ど

の
意
味
が
あ
り
、「
困
窮
」「
窮
乏
」「
窮
状
」
な
ど
と
使
い
ま
す
。

⑽
　「
陶
」
は
「
ト
ウ
」
と
読
み
、
今
回
出
題
し
た
「
陶
器
」
の
他
に
「
陶
酔
」
な

ど
の
語
を
作
り
ま
す
。
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言
葉

言
葉
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

【
今
月
の
テ
ー
マ
】
同
じ
音
・
同
じ
訓
の
言
葉

⑴
　
次
の
各
文
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
あ
と
の
ア
〜
エ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

ず
つ
選
び
、
記
号
を
書
き
な
さ
い
（
同
一
記
号
の
反
復
使
用
不
可
）。

ａ
　
そ
の
意
見
に

を
と
な
え
た
の
は
、
彼
女
だ
。

ｂ
　
同
音

語
を
集
め
る
。

ｃ
　
こ
の
仕
事
は
社
会
的
な

の
あ
る
も
の
だ
。

ア
　
異
義
　
　
イ
　
威
儀
　
　
ウ
　
異
議
　
　
エ
　
意
義

ａ

　
　
　
ｂ

　
　
　
ｃ

⑵
　
次
の
傍
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

ａ
　
利
潤
を
ツ
イ
キ
ュ
ウ
す
る
。

ｂ
　
責
任
を
ツ
イ
キ
ュ
ウ
す
る
。

ｃ
　
真
理
を
ツ
イ
キ
ュ
ウ
す
る
。

ａ

　
　
　
ｂ

　
　
　
ｃ

⑶
　
次
の
文
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
あ
と
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号

を
書
き
な
さ
い
。

税
金
を

の
は
、
国
民
の
義
務
だ
。

ア
　
収
め
る
　
　
イ
　
治
め
る
　
　
ウ
　
修
め
る
　
　
エ
　
納
め
る

⑷
　
次
の
傍
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

ａ
　
平
和
な
社
会
を
ノ
ゾ
む
。

ｂ
　
海
に
ノ
ゾ
ん
で
建
つ
家
々
。

ａ

　
　
　
ｂ
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⑸
　
Ａ
〜
Ｃ
の
傍
線
部
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
ア
〜
エ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

ず
つ
選
び
、
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

Ａ
　
不
思
ギ

　
　
ア
　
ぼ
く
の
特
ギ
は
け
ん
玉
だ
。
　
　
イ
　
国
会
ギ
事
堂
を
見
学
す
る
。

　
　
ウ
　
ド
イ
ツ
語
の
講
ギ
を
受
け
る
。
　
エ
　
ギ
念
を
い
だ
く
。

Ｂ
　
コ
ン
絶

　
　
ア
　
コ
ン
難
に
立
ち
向
か
う
。
　
　
　
イ
　
古
コ
ン
東
西
の
名
品
。

　
　
ウ
　
異
物
が
コ
ン
入
す
る
。
　
　
　
　
エ
　
コ
ン
拠
を
あ
げ
て
説
明
す
る
。

Ｃ
　
テ
ン
型
的

　
　
ア
　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
平
和
の
祭
テ
ン
と
言
わ
れ
る
。

　
　
イ
　
テ
ン
望
台
に
上
っ
て
景
色
を
楽
し
む
。

　
　
ウ
　
そ
ん
な
話
は
青
テ
ン
の
へ
き
れ
き
だ
。

　
　
エ
　
街
灯
が
一
晩
中
テ
ン
滅
を
く
り
か
え
し
て
い
た
。

Ａ

　
　
　
Ｂ

　
　
　
Ｃ

⑹
　
次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
こ
と
ば
を
あ
と
の
ア
〜
エ
か
ら
選
び
、

記
号
を
書
き
な
さ
い
。

　
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
専
門
家
か
ら
は
と
て
も

が
な
い
と
い
わ
れ
て

い
た
が
、
彼
は
最
後
ま
で
あ
き
ら
め
ず
に
取
り
組
も
う
と
決
め
た
。

ア
　
生
産
　
　
イ
　
精
算
　
　
ウ
　
清
算
　
　
エ
　
成
算
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解
答

⑴
　
ａ
　
ウ
　
　
ｂ
　
ア
　
　
ｃ
　
エ
　

⑵
　
ａ
　
追
求
　
　
ｂ
　
追
及
　
　
ｃ
　
追
究
　

⑶
　
エ

⑷
　
ａ
　
望
　
　
ｂ
　
臨

⑸
　
Ａ
　
イ
　
　
Ｂ
　
エ
　
　
Ｃ
　
ア

⑹
　
エ

解
説

⑴
　
こ
の
問
題
は
ま
さ
に
「
同
音
異
義
語
」
を
問
う
も
の
で
す
。「
義
」
と
い
う
漢
字 

が
〈
意
味
〉
を
表
す
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ｂ
・
ｃ
は
考
え
や
す
い
で
し
ょ
う
。

⑵
　「
キ
ュ
ウ
」
と
い
う
漢
字
の
意
味
を
考
え
な
が
ら
漢
字
を
あ
て
は
め
て
い
く
と

よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
ツ
イ
キ
ュ
ウ
」
の
意
味
は
次
の
と
お
り
で
す
。

ａ
　
追
求
…
…
追
い
求
め
る

ｂ
　
追
及
…
…
追
い
詰
め
て
問
い
た
だ
す

ｃ
　
追
究
…
… 

ど
こ
ま
で
も
考
え
て
、
調
べ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
・
探

究
す
る

⑶
　「
税
金
を
納
め
る
」
こ
と
を
「
納
税
」
と
い
い
ま
す
。
同
訓
異
字
の
問
題
を
解

く
際
は
、
そ
の
漢
字
を
使
っ
た
熟
語
に
何
が
あ
る
か
を
考
え
る
と
、
ヒ
ン
ト
に
な

り
ま
す
。

解
答
解
説

⑷
　
ｂ
が
単
独
で
出
題
さ
れ
た
場
合
に
も
間
違
え
ず
に
書
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

⑸
　
書
き
取
り
問
題
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
書
け
る
よ
う
に
し
て
お
き
た
い
漢
字
ば

か
り
で
す
。
言
葉
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
も
の
は
、
辞
書
で
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
Ａ
は
「
不
思
議
」
で
、イ
「
国
会
議
事
堂
」
が
同
じ
漢
字
で
す
。
ア
は
「
特
技
」、

ウ
は
「
講
義
」、
エ
は
「
疑
念
」
で
す
。

　
　
Ｂ
は
「
根
絶
」
で
、エ
「
根
拠
」
が
同
じ
漢
字
で
す
。
ア
は
「
困
難
」、イ
は
「
古

今
東
西
」、
ウ
は
「
混
入
」
で
す
。

　
　
Ｃ
は
「
典
型
的
」
で
、
ア
「
祭
典
」
が
同
じ
漢
字
で
す
。
イ
は
「
展
望
台
」、

ウ
は
「
青
天
」、
エ
は
「
点
滅
」
で
す
。

⑹
　「
成
算
」は〈
成
功
の
見
込
み
〉と
い
う
意
で
す
。
同
音
異
義
語
の「
精
算
」と「
清

算
」
の
違
い
も
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
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漢
字
②

　
次
の
中
学
新
出
漢
字
に
つ
い
て
、
用
例
（
例
）
を
三
回
ず
つ
練
習
し
ま
し
ょ
う
。

涯
音
ガ
イ

例　

生
涯

堪
音
カ
ン

訓
た
え
る

例
　
堪
忍
袋

娯
音
ゴ

例
　
娯
楽

祉
音
シ

例　

福
祉

酬
音
シ
ュ
ウ

例　

報
酬

繊
音
セ
ン

例　

繊
細

陳
音
チ
ン

例　

陳
列

罰
音
バ
チ
・
バ
ツ

例　

罰

帆
音
ハ
ン

訓
ほ

例　

帆

廊
音
ロ
ウ

例　

廊
下
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新
出
漢
字
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
２

　
次
の
傍
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

⑴
　
悪
い
こ
と
を
し
た
バ
ツ
を
受
け
る
。 

⑴

⑵
　
カ
ン
ニ
ン
ブ
ク
ロ
の
緒
が
切
れ
る
。 

⑵

⑶
　
船
の
ホ
を
た
た
む
。 

⑶

⑷
　
店
の
チ
ン
レ
ツ
棚
を
整
理
す
る
。 

⑷

⑸
　
カ
ラ
オ
ケ
は
ゴ
ラ
ク
で
あ
る
。 

⑸

⑹
　
フ
ク
シ
の
仕
事
に
就
く
。 

⑹

⑺
　
仕
事
の
ホ
ウ
シ
ュ
ウ
を
受
け
取
る
。 

⑺

⑻
　
こ
の
こ
と
は
き
っ
と
シ
ョ
ウ
ガ
イ
忘
れ
な
い
。 

⑻

⑼
　
ロ
ウ
カ
に
ポ
ス
タ
ー
を
貼
る
。 
⑼

⑽
　
セ
ン
サ
イ
な
模
様
の
ハ
ン
カ
チ
。 

⑽
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解
答

⑴
　
罰

　
　
　

⑵
　
堪
忍
袋　

　

⑶
　
帆

⑷
　
陳
列　

　
⑸
　
娯
楽

　

　
　

⑹
　
福
祉

⑺
　
報
酬　

　

⑻
　
生
涯

　　　
⑼
　
廊
下

⑽
　
繊
細

解
説

⑴ 

「
罰
」
は
「
罰
当
た
り
」
な
ど
と
言
う
と
き
は
、「
バ
チ
」
と
読
み
ま
す
。「
バ

ツ
」「
バ
チ
」
と
も
に
音
読
み
で
す
。

⑵
　「
堪
忍
袋
」
は
、
我
慢
の
で
き
る
心
の
広
さ
を
袋
に
た
と
え
た
語
で
す
。「
堪
忍

袋
の
緒
が
切
れ
る
」
で
、〈
も
う
そ
れ
以
上
我
慢
が
で
き
な
く
な
っ
て
爆
発
す
る
〉

こ
と
を
表
し
ま
す
。「
堪
」
に
は
、「
た
‐
え
る
」
と
い
う
訓
読
み
も
あ
り
ま
す
。

⑶
　「
帆
」
は
、高
く
張
っ
て
風
を
受
け
る
船
具
で
す
。
音
読
み
は
「
ハ
ン
」
で
、「
帆

船
」
な
ど
と
使
い
ま
す
。

⑷
　「
陳
列
」
は
〈
人
に
見
せ
る
た
め
に
物
を
並
べ
る
こ
と
〉
で
す
。「
陳
」
に
は
〈
並

べ
る
・
述
べ
る
〉
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
他
に
「
陳
述
」
な
ど
と
も
使
い
ま
す
。

⑸
　「
娯
」
は
「
ゴ
」
と
読
み
、〈
た
の
し
み
〉
と
い
う
意
味
の
漢
字
で
す
。

解
答
解
説

⑹
　「
福
祉
」
は
、「
福
」
も
「
祉
」
も
「
し
め
す
へ
ん
」
の
漢
字
で
す
。
画
数
に
注

意
し
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

⑺
　「
報
酬
」は〈
労
働
な
ど
の
対
価
と
し
て
与
え
ら
れ
る
金
品
〉の
こ
と
で
す
。「
酬
」

の
右
側
の
字
形
に
気
を
つ
け
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

⑻
　「
涯
」
は
〈
岸
・
果
て
・
終
わ
る
ま
で
の
間
〉
と
い
う
意
味
の
漢
字
で
す
。

⑼
　「
廊
」
は
同
じ
読
み
で
形
の
似
て
い
る
「
郎
」「
朗
」
と
区
別
し
ま
し
ょ
う
。「
廊
」

の
部
首
は
「
ま
だ
れ
」
で
、「
ま
だ
れ
」
は
家
や
建
築
物
に
関
連
す
る
意
味
を
表

し
ま
す
。

⑽
　「
繊
」
は
十
七
画
の
漢
字
で
す
。
き
ち
ん
と
書
け
て
い
る
か
確
か
め
ま
し
ょ
う
。
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※
こ
こ
か
ら
は
『
Ｚ
Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｙ
　
解
答
用
紙
編
』
の
国
語
「
小
説
：
心
情
把
握
」
１
枚
目
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

30分

一
　
次
の
文
章
は
、
高
校
の
同
窓
会
で
再
会
し
た
同
級
生
ど
う
し
が
、
お
互
い

の
近
況
報
告
を
し
て
い
る
場
面
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
に
答
え

な
さ
い
。 

（
50
点
）

「
次
、
誰
。
ま
だ
の
人
」

「
あ
」

手
を
挙
げ
た
の
は
玲れ
い

だ
っ
た
。

御
木
元
玲
。
歌
う
人
。
無
口
で
、
め
っ
た
に
笑
わ
な
い
。
た
い
て
い
は
ひ
と
り

で
い
る
。
で
も
、
さ
び
し
い
印
象
は
な
い
。
逆
に
、
り
ん
り
ん
と
個
性
を
放
っ
て

い
る
。
こ
の
人
は
高
校
生
の
頃
か
ら
、ち
ょ
っ
と
特
別
な
感
じ
の
す
る
人
だ
っ
た
。

そ
の
印
象
は
、
は
っ
き
り
と
今
で
も
あ
る
。
今
の
ほ
う
が
も
っ
と
強
く
、
特
別
さ

が
目
に
見
え
な
い
粒
に
な
っ
て
玲
の
ま
わ
り
を
漂
っ
て
い
る
気
さ
え
す
る
。

「
こ
の
頃
、
よ
く
小
説
を
読
ん
で
い
ま
す
」

そ
れ
だ
け
い
っ
て
、
口
を
閉
じ
た
。

「
ち
ょ
っ
と
、
玲
、
そ
れ
だ
け
？
」

誰
か
が
い
っ
た
の
を
受
け
て
、
玲
は
わ
ず
か
に
口
元
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
て
付
け
加

え
た
。

「
お
も
し
ろ
い
小
説
が
あ
っ
た
ら
、
ど
ん
ど
ん
教
え
て
く
だ
さ
い
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
」

そ
う
し
て
今
度
は
ほ
ん
と
う
に
そ
れ
で
終
わ
り
の
つ
も
り
ら
し
く
、
小
さ
く
お

辞
儀
を
し
た
。

「
な
ん
で
小
説
」

質
問
し
た
の
は
、
誰
だ
ろ
う
。
⑴
声
が
尖と

が

っ
て
い
た
。
わ
か
る
。
私
も
同
じ
こ

と
を
思
っ
た
。
な
ん
で
小
説
。
歌
は
ど
う
し
た
の
。
私
た
ち
は
玲
の
⒜
類
い
ま
れ

な
歌
の
才
能
に
希
望
を
持
っ
て
い
た
の
だ
。
希
望
と
い
う
と
き
れ
い
ご
と
み
た
い

に
聞
こ
え
る
け
れ
ど
、
な
ん
と
い
う
か
、
ど
ん
な
壁
が
あ
っ
た
と
し
て
も
こ
の
人

の
歌
だ
け
は
通
る
、
と
い
う
よ
う
な
確
信
と
い
い
替
え
て
も
い
い
。
だ
か
ら
小
説

な
ん
て
読
ん
で
な
い
で
、
も
っ
と
が
む
し
ゃ
ら
に
歌
の
道
を
突
き
進
ん
で
い
っ
て

ほ
し
い
。

「
う
ん
。
小
説
は
ね
、
歌
の
た
め
に
」

玲
は
い
っ
た
。
言
葉
が
足
り
な
す
ぎ
て
よ
く
意
味
が
つ
か
め
な
か
っ
た
。

「
小
説
を
読
む
こ
と
が
、
歌
に
つ
な
が
る
っ
て
こ
と
？
」

身
を
乗
り
出
し
て
千
夏
が
聞
い
た
。
み
ん
な
、
玲
の
返
事
を
待
っ
て
い
る
。

「
少
し
で
も
時
間
が
あ
っ
た
ら
、
音
楽
を
聴
く
よ
り
も
、
小
説
を
読
む
？
」

千
夏
は
真
剣
な
ま
な
ざ
し
で
重
ね
て
聞
く
。

「
う
ー
ん
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
。
音
楽
は
い
つ
も
そ
ば
に
あ
る
か
ら
。
た
だ
、

今
は
、
意
識
的
に
小
説
を
読
ん
で
る
」

千
夏
は
、
小
さ
く
二
度
ほ
ど
う
な
ず
い
た
。

「
千
夏
は
ど
う
し
て
る
の
」

今
度
は
玲
が
聞
い
た
。
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
受
け
て
い
る
と

い
っ
て
い
た
千
夏
が
、
歌
の
た
め
に
ど
う
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

「
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
ほ
か
に
、
っ
て
こ
と
だ
よ
ね
？
」

千
夏
が
聞
き
返
し
て
、
玲
が
う
な
ず
い
た
。
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
の
が
ど
う

い
う
も
の
な
の
か
私
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
歌
や
お
芝
居
の
ト
レ
ー
ニ
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小
説
：
心
情
把
握
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問
一 

傍
線
⒜
〜
⒟
の
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
て
書
き
な

さ
い
。 

（
各
２
点
）

問
二 

傍
線
⑴
と
あ
り
ま
す
が
、「
声
が
尖
っ
て
い
た
」
の
は
な
ぜ
だ
と
「
私
」
は

考
え
て
い
ま
す
か
。
五
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。 

（
８
点
）

問
三 

傍
線
⑵
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
「
曖
昧
な
返
事
」
に
な
っ
た
の
で
す
か
。
最

も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
を
書
き
な
さ
い
。 

（
４
点
）

ア
　
ひ
か
り
が
自
分
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
答
え
を
期
待
し
て
い
る
の
か
、
は
か

り
か
ね
た
か
ら
。

イ
　
単
に
趣
味
で
描
い
て
い
る
絵
に
対
し
て
、
あ
ま
り
に
踏
み
込
ん
だ
質
問
を
さ

れ
て
驚
い
た
か
ら
。

ウ
　
絵
に
関
し
て
具
体
的
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
な
努
力
を
し
て
お
ら
ず
、
返
答
に

困
っ
た
か
ら
。

エ
　
何
を
答
え
て
よ
い
か
考
え
が
ま
と
ま
ら
ず
、
ど
う
に
か
考
え
る
時
間
を
稼
ぎ

た
か
っ
た
か
ら
。

問
四 

傍
線
⑶
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
「
こ
の
何
年
か
」
の
「
私
の
一
番
の
関

心
事
」
は
何
で
し
た
か
。
文
中
か
ら
七
字
で
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。 （
６
点
）

問
五 

傍
線
⑷
と
あ
り
ま
す
が
、「
私
」
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
で
す
か
。

五
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。 

（
６
点
）

問
六 

傍
線
⑸
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
で
す
か
。
五
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

 

（
10
点
）

問
七 

問
題
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
を
書
き

な
さ
い
。 

（
８
点
）

ア
　
御
木
元
玲
は
高
校
生
の
頃
か
ら
周
り
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
孤
独
に
耐
え

て
も
自
ら
の
信
念
を
貫
く
タ
イ
プ
で
あ
り
、
同
窓
会
で
再
会
し
た
折
も
、
変

わ
る
こ
と
な
く
個
性
を
放
っ
て
い
た
。

イ
　
千
夏
や
玲
の
言
う
「
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」
と
は
、
夢
を
実
現
す
る
た
め
の
、
普

段
と
は
異
な
る
特
別
な
練
習
を
す
る
も
の
で
あ
り
、「
私
」
に
と
っ
て
は
全

く
縁
の
な
い
、
憧
れ
の
対
象
で
あ
る
。

ウ
　
皆
の
発
言
に
的
確
な
受
け
答
え
を
す
る
千
夏
は
、
高
校
生
の
頃
か
ら
常
に
ク

ラ
ス
の
ま
と
め
役
で
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
を
敏
感
に
察
知
す
る
た
め
に
同
窓

会
で
も
聞
き
役
に
徹
し
て
い
る
。

エ
　
大
き
な
目
標
を
持
つ
こ
と
も
な
く
、た
だ
何
と
な
く
生
き
て
き
た
「
私
」
は
、

同
級
生
た
ち
が
ひ
た
む
き
に
夢
に
向
か
っ
て
い
る
様
子
を
目
の
当
た
り
に

し
、
動
揺
を
隠
し
き
れ
な
い
で
い
る
。
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