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で
も
「
与
史
郎
中
欽
聴
黄
鶴
楼
上
吹
笛
」
の
要
素
が
添
え
ら
れ
た
翻
案
詩

が
詠
み
込
ま
れ
た
。
こ
れ
は
送
別
詩
よ
り
も
仙
人
譚
と
し
て
受
容
さ
れ
た

た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
「
黄
鶴
楼
」
は
観
念
上

の
理
想
郷
と
し
て
投
影
さ
れ
て
い
た
。
近
代
以
降
、
特
に
現
地
に
わ
た
っ

て
太
平
天
国
の
乱
で
焼
失
し
た
黄
鶴
楼
の
廃
墟
を
目
の
当
た
り
に
し
て
喪

失
感
を
詠
み
込
ん
だ
作
品
も
多
く
見
ら
れ
た
。
同
様
の
こ
と
は
、
名
詩
「
楓

橋
夜
泊
」
に
も
言
え
る
。
や
は
り
、
清
末
の
太
平
天
国
の
乱
に
よ
り
灰
燼
に

帰
し
た
寒
山
寺
の
鐘
に
も
近
代
文
化
人
た
ち
の
郷
愁
が
寄
せ
ら
れ
る
。

江
戸
時
代
に
は
服
部
南
郭
が
校
訂
し
た
『
唐
詩
選
』
（
享
保
九
年
〈
一
七

二
四
〉
）
が
広
く
読
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
人
々
に
崔
顥
詩
や
李
白
詩
が
身

近
な
も
の
と
し
て
愛
唱
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
授
業
で
は
と
か
く
唐
詩
の

解
釈
に
主
眼
が
置
か
れ
る
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
日
本
漢
詩
と
し
て
の
受

容
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
国
語
教
材
と
し
て
の
「
黄
鶴
楼
」
の
イ
メ
ー

ジ
が
学
習
者
に
も
立
体
感
を
持
っ
て
定
着
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

【
注
】

⑴

こ
の
一
例
と
し
て
、
渡
部
英
喜
「
李
白
「
黄
鶴
楼
送
孟
浩
然
之
広
陵
」

詩
考―

そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て―

」（
『
盛
岡
大
学
紀
要
』
第
十
九
号

二

〇
〇
〇
年
三
月
）
、
大
橋
賢
一
「
李
白
「
黄
鶴
楼
送
孟
浩
然
之
広
陵
」
に
お

け
る
「
煙
花
」
の
解
釈
」
（
『
中
国
文
化

研
究
と
教
育
』
第
六
七
号

二

〇
〇
九
年
七
月
）
な
ど
が
あ
る
。

⑵
矢
嶋
美
津
子
「
盛
唐
崔
顥
の
「
黄
鶴
楼
」
詩
の
本
歌
と
す
る
詩―

名
勝
の

懐
古
か
ら
郷
愁
を
呼
び
起
こ
す
構
想
の
系
譜―

」
（
『
唐
詩
の
系
譜

名
詩

の
本
歌
取
り
』
研
文
出
版

二
〇
一
八
年
十
月
）

⑶
松
崎
治
之
「
崔
顥
「
黄
鶴
楼
」
考―

伝
説
を
ふ
ま
え
た
叙
情
詩
の
世
界

―

」
（
『
筑
紫
国
文
』
第
八
号

一
九
八
五
年
六
月
）
、
寺
尾
剛
「
李
白
に

お
け
る
武
漢
の
意
義―

「
詩
的
古
跡
」
の
生
成
を
め
ぐ
っ
て―

 

」
（
『
中

国
詩
文
論
叢
』
第
十
一
号

一
九
九
二
年
十
月
）
、
吉
永
壮
介
「
費
禕
登
仙

考―

黄
鶴
楼
と
万
里
橋
の
逸
話
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀

要

言
語
・
文
化
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
第
三
九
号

二
〇
〇
七
年
十

二
月
）
、
高
橋
未
来
「
崔
顥
「
黄
鶴
楼
」
詩
の
「
晴
川
」
少
考―

解
釈
の
多

義
性
を
ど
う
授
業
に
活
か
す
か
と
の
観
点
も
あ
わ
せ
て―

」
（
『
学
芸
国
語

国
文
学
』
第
五
十
号 

 

二
〇
一
八
年
）

⑷
辛
氏
の
当
該
逸
話
は
長
林
樵
隠
『
豊
薩
軍
記
』
巻
一
（
寛
延
二
年
〈
一
七

四
九
〉
）
に
も
所
収
さ
れ
る
。  

⑸
陸
游
の
黄
鶴
楼
詩
に
は
「
黄
鶴
楼
」
（
『
剣
南
詩
稿
』
巻
十
）
、
「
夏
夜

対
月
」
（
同
巻
四
十
六
）
や
「
旅
次
有
贈
」
（
同
書
巻
六
十
一
）
が
あ
る
。

⑹
上
坂
宗
育
「
風
流
な
ら
ざ
る
処
ま
た
風
流
」
参
照
。
（
『
茶
道
の
研
究
』

17
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三
徳
庵

一
九
七
二
年
六
月
）

⑺
『
碧
巌
録
』
第
三
十
六
則
「
長
沙
逐
落
花
回
」
に
は
長
沙
景
岑
が
崔
顥
の

黄
鶴
楼
詩
に
お
け
る
後
世
へ
の
影
響
の
大
き
さ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

⑻
馮
天
瑜
著
・
田
宮
昌
子
「
天
南
地
北
『
黄
鶴
楼
志
』
序
」
三
〇
六
頁
。
（
愛

知
大
学
現
代
中
国
学
会
『
中
国
21
』

二
〇
〇
〇
年
五
月
）

（
ひ
ぐ
ち
あ
つ
し
／
狭
山
ヶ
丘
高
等
学
校
）

「
読
書
座
談
会
」を
通
し
て
、
学
習
者
が
自
分
の
課
題
を
追
究
し
、
考
え
を
形
成
す
る
文
学
の
授
業
の
在
り
方

―

小
学
校
六
年
生「
き
つ
ね
の
窓
」の
授
業
実
践
を
通
し
て―

長

屋

樹

廣

一
、
は
じ
め
に

倉
澤
（
一
九
八
八
）
は
、「
主
体
的
に
読
む
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
客
観

的
な
読
み
が
な
い
と
成
立
し
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
客
体
的
な
読
み
も
ま
た
、

主
体
的
な
読
み
が
な
い
と
成
立
し
な
い
は
ず
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
両
者
は
関
連

す
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
主
体
的
な
読
み
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の

な
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
読
者
が
一
個
の
自
由
人
と
し
て
解
放
さ
れ
、

自
由
な
世
界
へ
行
く
読
み
で
す
。
そ
の
自
由
な
世
界
へ
読
者
が
行
っ
た
そ
の
時
点

に
お
い
て
、
読
者
は
自
己
を
解
放
し
、
遠
い
、
わ
か
ら
な
い
未
知
の
世
界
に
目
を

向
け
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
文
章
を
主
と
す
る
思
想
、
文
章
を
大
事
に

す
る
考
え
方
は
、
国
語
科
の
体
質
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
体
質
を
汚
す
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
が
、
文
章
を
大
事
に
す
る
と
と
も
に
主
体
的
な
読
み
を
推
し
進
め

る
た
め
に
は
、
文
章
を
読
む
人
間
を
大
事
に
す
る
考
え
方
が
並
列
し
て
い
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
」
と
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、「
読
み
の
指
導
は
、
読
み
手
に
、

『
意
味
を
求
め
る
心
を
も
た
せ
る
』
指
導
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
与
え
ら
れ
た

文
字
を
忠
実
に
意
味
化
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
大
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
、

『
所
与
の
文
字
や
文
章
を
生
か
そ
う
と
し
、
意
味
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
態
度
』

を
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
読
み
の
材
料
に
か
た
よ
ら
ず
、
書
き
手
中
心
の

一
辺
倒
を
許
さ
ず
、
こ
の
二
つ
を
統
一
す
る
も
の
と
し
て
、
読
み
に
お
け
る
、
読

み
手
の
読
む
こ
と
（
は
た
ら
き
）
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
文
学
教
育
に
お
い
て
は
、
先
生
が
あ
ま
り
も
の
を
言
わ
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
発
問
は
教
師
が
す
る
も
の
で
は
な
く
子
ど
も
た
ち
が
み
ず
か

ら
自
分
に
対
し
て
発
す
る
も
の
だ
。
ど
う
し
て
こ
う
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
、
な
ぜ

こ
ん
な
こ
と
し
ち
ゃ
っ
た
だ
ろ
う
な
、
と
、
自
分
に
問
い
か
け
て
み
る
と
い
う
発

問
を
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
子
ど
も
に
な
る
べ
く
多
く
刺
激
し
て
や
る
こ
と
だ
。
ま

た
、
教
師
が
率
先
し
て
共
鳴
し
て
や
る
こ
と
だ
。
そ
の
共
鳴
の
度
合
い
が
、
子
ど

も
に
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
文
学
教
育
の
指
導
法
と

し
て
効
果
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
発
問
に
対
し
て
子
ど
も
ひ
と
り
ひ
と
り
が
そ
う

だ
な
あ
と
自
分
に
納
得
す
る
よ
う
な
答
を
自
分
で
出
し
、
ま
た
新
た
な
る
自

分
に
な
る
よ
う
に
な
る
に
は
時
間
が
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
間
を
十
分
教
師

が
計
算
に
入
れ
て
、
子
ど
も
と
一
緒
に
、
し
ば
し
ば
余
情
に
ひ
た
る
だ
け
の
余

裕
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
持
た
な
け
れ
ば
文
学
教
育
は
で
き
な
い
。
」
と
指
摘
し
て

い
る
。
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首
藤
（
二
〇
二
三
）
は
、
言
葉
が
育
つ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を「
①
作
る

②
演
じ
る

③
解
明
す
る

④
遊
ぶ

⑤
向
上
を
目
指
す

⑥
味
わ
い
を
楽
し
む
」
の
六
つ
に

分
類
し
て
い
る
。
そ
の
中
の「
解
明
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
つ
い
て
は
、「
問
題
や

テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
調
べ
た
り
考
え
た
り
し
て
、
探
究
的
活
動
を
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
あ
る
。
解
明
す
る
活
動
を
通
し
て
育
つ
力
と
し
て
は
、
問
題
発
見
力
、
問

題
解
決
的
思
考
力
、
情
報
の
収
集
・
整
理
・
加
工
・
発
信
力
な
ど
が
期
待
さ
れ

る
。
発
信
・
発
表
の
媒
体
と
し
て
は
、
報
告
書
・
小
冊
子
・
チ
ラ
シ
・
ポ
ス
タ
ー
・
新

聞
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
口
頭
発
表
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
。
」
と
述
べ
て
い

る
。ま

た
、
学
習
指
導
要
領
解
説

国
語
編
（
平
成
二
十
九
年
度
版
）
第
一
学
年

及
び
第
二
学
年
で
は
、「
オ

文
章
の
内
容
と
自
分
の
体
験
と
を
結
び
付
け
て
、

感
想
を
も
つ
こ
と
」
、
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
で
は
、「
文
章
を
読
ん
で
理
解

し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
感
想
や
考
え
を
も
つ
こ
と
」
、
第
五
学
年
及
び
第
六
学

年
で
は
、「
オ

文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
自
分
の
考
え
を

ま
と
め
る
こ
と
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。

本
論
で
は
、
倉
澤
（
一
九
八
八
）
、
首
藤
（
二
〇
二
三
）
等
の
先
行
研
究
を
踏

ま
え
、「
読
書
座
談
会
」
を
通
し
て
、
学
習
者
が
自
分
の
課
題
を
追
究
し
、
考
え

を
形
成
す
る
こ
と
を
視
点
に
授
業
実
践
を
行
っ
た
一
考
察
で
あ
る
。

二
、「
読
書
座
談
会
」
を
通
し
て
、
学
習
者
が
自
分
の
課
題
を
追
究
し
、
考
え

を
形
成
す
る
た
め
の
単
元
デ
ザ
イ
ン

(

１)

単
元
の
概
要

本
単
元
で
学
習
す
る『
き
つ
ね
の
窓
』
は
、
青
と
白
の
織
り
成
す
美
し
い
世
界

の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
で
あ
る
。
非
日
常
の
世
界
で
孤

独
に
生
き
て
い
る「
ぼ
く
」
は
、
い
つ
の
ま
に
か
不
思
議
な
世
界
に
入
り
こ
み
、
子

ぎ
つ
ね
に
指
を
染
め
て
も
ら
う
。
き
き
ょ
う
の
花
の
汁
で
青
く
染
め
ら
れ
た
指

で
作
る
ひ
し
形
の
窓
に
は
、
そ
の
窓
を
作
る
人
が
一
番
大
切
に
し
て
い
る
も
の

や
、
最
も
慈
し
み
、
愛
し
て
い
る
人
が
映
し
出
さ
れ
る
。「
き
つ
ね
の
窓
」
を
手
に

入
れ
る
こ
と
で
、
今
は
決
し
て
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
少
女
を
見
る
こ
と
が
で
き

た
り
、
子
ど
も
の
頃
の
母
や
妹
の
思
い
出
が
よ
み
が
え
っ
て
き
た
り
し
た
ぼ
く
。

と
こ
ろ
が
、「
き
つ
ね
の
窓
」
を
通
し
て
再
会
し
か
か
っ
た
こ
れ
ら
の
も
の
を
、
手

を
洗
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
再
び
な
く
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
は
、
ぼ
く
と
同
じ
独

り
ぽ
っ
ち
の
子
ぎ
つ
ね
と
も
も
う
会
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
二
重
の
喪

失
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
現
実―

非
現
実―

現
実
」
と
い
う
典

型
的
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
構
造
を
も
つ
物
語
で
あ
る
。
本
単
元
で
は
、「
人
物
像
や

物
語
な
ど
の
全
体
像
を
具
体
的
に
想
像
し
た
り
、
表
現
の
効
果
を
考
え
た
り

す
る
こ
と
で
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
力
」
を
学
習
者
に
身
に
付
け
さ
せ
た

い
。そ

こ
で
、
本
単
元
は
一
次
・
二
次
・
三
次
で
構
成
す
る
。
一
次
で
は
、「
読
書

座
談
会
」「
解
説
文
」
の
モ
デ
ル
と
出
会
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
解
説
文
」
を
１

階
中
央
廊
下
に
掲
示
し
、
全
校
児
童
・
保
護
者
に
紹
介
し
よ
う
と
い
う
意
欲
と

具
体
的
な
見
通
し
を
も
た
せ
る
よ
う
に
す
る
。「
読
書
座
談
会
」
を
通
し
て
、
自

分
が
作
品
か
ら
受
け
取
っ
た「
解
説
文
」
は
、
端
的
に
紹
介
す
る
の
で
互
い
の
感

じ
方
の
違
い
も
表
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
。

二
次
で
は
、「
読
書
座
談
会
」
を
通
し
て
、
人
物
像
や
物
語
な
ど
の
全
体
像
、

表
現
の
効
果
等
を
基
に
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
、「
解
説
文
」
の
中
心
文
を
書

く
学
習
を
位
置
付
け
る
。

三
次
で
は
、
二
次
で
書
き
た
め
て
き
た「
自
分
の
考
え
」
な
ど
を
読
み
返
し
、

学
習
者
同
士
の
交
流
を
生
か
し
な
が
ら
、「
解
説
文
」
を
仕
上
げ
る
よ
う
に
す

る
。
ま
た
、「
解
説
文
」
を
日
常
の
読
書
活
動
と
関
連
付
け
る
こ
と
で
、
本
単
元

で
身
に
付
け
た
力
を
単
元
の
み
で
閉
じ
る
の
で
は
な
く
、
実
生
活
に
も
生
か
せ

る
よ
う
に
し
て
い
く
。

(

２)

本
単
元
に
お
け
る
「
読
書
座
談
会
」
に
つ
い
て

「
読
書
座
談
会
」
の
様
式
は
、「
自
由
発
言
で
話
し
合
い
を
進
め
、
形
式
ば

ら
な
い
」「
話
合
い
の
テ
ー
マ
や
切
り
口
は
学
習
者
が
決
め
る
」「
叙
述
が
根
拠
と

な
る
話
合
い
に
す
る
」「
感
想
交
流
よ
り
学
習
者
自
身
の
解
釈
の
交
流
と
す
る
」

の
四
点
を
確
認
し
て
い
る
。
自
由
な
発
言
を
重
視
し
、
自
分
の
思
い
、
解
釈
な

ど
を
互
い
に
発
表
し
合
え
る
雰
囲
気
に
し
て
い
く
。
た
だ
し
、
互
い
に
話
合
い
の

方
向
性
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
。「
人
物
像
や
物
語
な
ど
の
全
体
像
を
具

体
的
に
想
像
し
た
り
、
表
現
の
効
果
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
考
え

を
ま
と
め
る
こ
と
」
が
単
元
の
大
き
な
目
標
で
あ
る
の
で
、「
自
分
の
考
え
と
他

の
学
習
者
の
考
え
と
の
共
通
点
や
相
違
点
」「
自
分
の
考
え
に
な
か
っ
た
新
た
な

考
え
」「
違
う
視
点
か
ら
の
考
え
」「
そ
れ
ら
を
聞
い
た
、
自
分
の
考
え
の
変
容
」

等
を
目
指
し
て
、
話
合
い
を
進
め
て
い
く
。

「
読
書
座
談
会
」
は
、
学
習
者
に
と
っ
て
初
め
て
の
言
語
活
動
で
あ
る
。「
読

書
座
談
会
」
の
よ
さ
、
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
う
機
会
と
な
れ
ば
よ
い
と
考
え
て

い
る
の
で
、
朝
読
書
等
の
帯
活
動
と
し
て「
ミ
ニ
読
書
座
談
会
」
を
設
定
し
、「
読

書
座
談
会
」
の
様
式
等
に
慣
れ
、
よ
さ
や
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き

る
環
境
構
成
を
図
る
。

「
テ
ー
マ
」
は
、
第
一
次
か
ら
第
二
次
に
か
け
て
学
習
者
と
と
も
に
作
っ
て
い

く
。
自
分
の
考
え
が
ど
の
よ
う
に
広
が
り
、
深
ま
っ
て
い
る
の
か
等
、
他
者
と
交

流
す
る
よ
さ
が
実
感
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に「
読
書
座
談

会
」
の
最
後
に
は
、「
読
書
座
談
会
を
通
し
た
自
分
の
考
え
」
を
書
か
せ
、「
読
書

座
談
会
前
の
自
分
」
と「
読
書
座
談
会
後
の
自
分
」
の
考
え
を
比
べ
さ
せ
る
よ
う

に
し
て
い
く
。

本
単
元
で
い
う
「
テ
ー
マ
」
と
は
、「
こ
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
自
分
な
り
の
考
え

を
持
っ
て
い
る
の
で
、
話
し
合
い
た
い
も
の
」「
こ
の
叙
述
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
か

ら
、
み
ん
な
に
聞
い
て
み
た
い
も
の
」「
こ
の
物
語
の
中
で
、
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が

あ
る
か
ら
話
し
合
っ
て
み
た
い
も
の
」
で
あ
る
。

本
単
元
で
い
う
「
解
釈
」
と
は
、「
話
し
合
う
価
値
の
あ
る
叙
述
＝
深
い
意
味

の
あ
る
叙
述
＝
優
れ
た
叙
述
に
対
し
て
、
根
拠
を
明
確
に
、
自
分
な
り
の
考
え

や
捉
え
を
も
っ
て
い
る
こ
と
」
で
あ
る
。「
根
拠
」
と
は
、「
同
じ
作
品
内
の
叙
述
」

「
他
作
者
の
作
品
の
叙
述
」「
自
分
の
体
験
」「
安
房
直
子
さ
ん
の
生
涯
か
ら
」
等

を
想
定
し
て
い
る
が
、
学
習
者
の
思
考
に
委
ね
る
余
白
も
考
え
て
い
る
。

(

３)

育
て
た
い
資
質
・
能
力

本
単
元
を
通
し
て
、
育
て
た
い
資
質
・
能
力
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
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首
藤
（
二
〇
二
三
）
は
、
言
葉
が
育
つ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を「
①
作
る

②
演
じ
る

③
解
明
す
る

④
遊
ぶ

⑤
向
上
を
目
指
す

⑥
味
わ
い
を
楽
し
む
」
の
六
つ
に

分
類
し
て
い
る
。
そ
の
中
の「
解
明
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
つ
い
て
は
、「
問
題
や

テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
調
べ
た
り
考
え
た
り
し
て
、
探
究
的
活
動
を
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
あ
る
。
解
明
す
る
活
動
を
通
し
て
育
つ
力
と
し
て
は
、
問
題
発
見
力
、
問

題
解
決
的
思
考
力
、
情
報
の
収
集
・
整
理
・
加
工
・
発
信
力
な
ど
が
期
待
さ
れ

る
。
発
信
・
発
表
の
媒
体
と
し
て
は
、
報
告
書
・
小
冊
子
・
チ
ラ
シ
・
ポ
ス
タ
ー
・
新

聞
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
口
頭
発
表
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
。
」
と
述
べ
て
い

る
。ま

た
、
学
習
指
導
要
領
解
説

国
語
編
（
平
成
二
十
九
年
度
版
）
第
一
学
年

及
び
第
二
学
年
で
は
、「
オ

文
章
の
内
容
と
自
分
の
体
験
と
を
結
び
付
け
て
、

感
想
を
も
つ
こ
と
」
、
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
で
は
、「
文
章
を
読
ん
で
理
解

し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
感
想
や
考
え
を
も
つ
こ
と
」
、
第
五
学
年
及
び
第
六
学

年
で
は
、「
オ

文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
自
分
の
考
え
を

ま
と
め
る
こ
と
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。

本
論
で
は
、
倉
澤
（
一
九
八
八
）
、
首
藤
（
二
〇
二
三
）
等
の
先
行
研
究
を
踏

ま
え
、「
読
書
座
談
会
」
を
通
し
て
、
学
習
者
が
自
分
の
課
題
を
追
究
し
、
考
え

を
形
成
す
る
こ
と
を
視
点
に
授
業
実
践
を
行
っ
た
一
考
察
で
あ
る
。

二
、「
読
書
座
談
会
」
を
通
し
て
、
学
習
者
が
自
分
の
課
題
を
追
究
し
、
考
え

を
形
成
す
る
た
め
の
単
元
デ
ザ
イ
ン

(

１)

単
元
の
概
要

本
単
元
で
学
習
す
る『
き
つ
ね
の
窓
』
は
、
青
と
白
の
織
り
成
す
美
し
い
世
界

の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
で
あ
る
。
非
日
常
の
世
界
で
孤

独
に
生
き
て
い
る「
ぼ
く
」
は
、
い
つ
の
ま
に
か
不
思
議
な
世
界
に
入
り
こ
み
、
子

ぎ
つ
ね
に
指
を
染
め
て
も
ら
う
。
き
き
ょ
う
の
花
の
汁
で
青
く
染
め
ら
れ
た
指

で
作
る
ひ
し
形
の
窓
に
は
、
そ
の
窓
を
作
る
人
が
一
番
大
切
に
し
て
い
る
も
の

や
、
最
も
慈
し
み
、
愛
し
て
い
る
人
が
映
し
出
さ
れ
る
。「
き
つ
ね
の
窓
」
を
手
に

入
れ
る
こ
と
で
、
今
は
決
し
て
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
少
女
を
見
る
こ
と
が
で
き

た
り
、
子
ど
も
の
頃
の
母
や
妹
の
思
い
出
が
よ
み
が
え
っ
て
き
た
り
し
た
ぼ
く
。

と
こ
ろ
が
、「
き
つ
ね
の
窓
」
を
通
し
て
再
会
し
か
か
っ
た
こ
れ
ら
の
も
の
を
、
手

を
洗
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
再
び
な
く
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
は
、
ぼ
く
と
同
じ
独

り
ぽ
っ
ち
の
子
ぎ
つ
ね
と
も
も
う
会
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
二
重
の
喪

失
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
現
実―

非
現
実―

現
実
」
と
い
う
典

型
的
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
構
造
を
も
つ
物
語
で
あ
る
。
本
単
元
で
は
、「
人
物
像
や

物
語
な
ど
の
全
体
像
を
具
体
的
に
想
像
し
た
り
、
表
現
の
効
果
を
考
え
た
り

す
る
こ
と
で
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
力
」
を
学
習
者
に
身
に
付
け
さ
せ
た

い
。そ

こ
で
、
本
単
元
は
一
次
・
二
次
・
三
次
で
構
成
す
る
。
一
次
で
は
、「
読
書

座
談
会
」「
解
説
文
」
の
モ
デ
ル
と
出
会
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
解
説
文
」
を
１

階
中
央
廊
下
に
掲
示
し
、
全
校
児
童
・
保
護
者
に
紹
介
し
よ
う
と
い
う
意
欲
と

具
体
的
な
見
通
し
を
も
た
せ
る
よ
う
に
す
る
。「
読
書
座
談
会
」
を
通
し
て
、
自

分
が
作
品
か
ら
受
け
取
っ
た「
解
説
文
」
は
、
端
的
に
紹
介
す
る
の
で
互
い
の
感

じ
方
の
違
い
も
表
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
。

二
次
で
は
、「
読
書
座
談
会
」
を
通
し
て
、
人
物
像
や
物
語
な
ど
の
全
体
像
、

表
現
の
効
果
等
を
基
に
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
、「
解
説
文
」
の
中
心
文
を
書

く
学
習
を
位
置
付
け
る
。

三
次
で
は
、
二
次
で
書
き
た
め
て
き
た「
自
分
の
考
え
」
な
ど
を
読
み
返
し
、

学
習
者
同
士
の
交
流
を
生
か
し
な
が
ら
、「
解
説
文
」
を
仕
上
げ
る
よ
う
に
す

る
。
ま
た
、「
解
説
文
」
を
日
常
の
読
書
活
動
と
関
連
付
け
る
こ
と
で
、
本
単
元

で
身
に
付
け
た
力
を
単
元
の
み
で
閉
じ
る
の
で
は
な
く
、
実
生
活
に
も
生
か
せ

る
よ
う
に
し
て
い
く
。

(

２)

本
単
元
に
お
け
る
「
読
書
座
談
会
」
に
つ
い
て

「
読
書
座
談
会
」
の
様
式
は
、「
自
由
発
言
で
話
し
合
い
を
進
め
、
形
式
ば

ら
な
い
」「
話
合
い
の
テ
ー
マ
や
切
り
口
は
学
習
者
が
決
め
る
」「
叙
述
が
根
拠
と

な
る
話
合
い
に
す
る
」「
感
想
交
流
よ
り
学
習
者
自
身
の
解
釈
の
交
流
と
す
る
」

の
四
点
を
確
認
し
て
い
る
。
自
由
な
発
言
を
重
視
し
、
自
分
の
思
い
、
解
釈
な

ど
を
互
い
に
発
表
し
合
え
る
雰
囲
気
に
し
て
い
く
。
た
だ
し
、
互
い
に
話
合
い
の

方
向
性
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
。「
人
物
像
や
物
語
な
ど
の
全
体
像
を
具

体
的
に
想
像
し
た
り
、
表
現
の
効
果
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
考
え

を
ま
と
め
る
こ
と
」
が
単
元
の
大
き
な
目
標
で
あ
る
の
で
、「
自
分
の
考
え
と
他

の
学
習
者
の
考
え
と
の
共
通
点
や
相
違
点
」「
自
分
の
考
え
に
な
か
っ
た
新
た
な

考
え
」「
違
う
視
点
か
ら
の
考
え
」「
そ
れ
ら
を
聞
い
た
、
自
分
の
考
え
の
変
容
」

等
を
目
指
し
て
、
話
合
い
を
進
め
て
い
く
。

「
読
書
座
談
会
」
は
、
学
習
者
に
と
っ
て
初
め
て
の
言
語
活
動
で
あ
る
。「
読

書
座
談
会
」
の
よ
さ
、
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
う
機
会
と
な
れ
ば
よ
い
と
考
え
て

い
る
の
で
、
朝
読
書
等
の
帯
活
動
と
し
て「
ミ
ニ
読
書
座
談
会
」
を
設
定
し
、「
読

書
座
談
会
」
の
様
式
等
に
慣
れ
、
よ
さ
や
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き

る
環
境
構
成
を
図
る
。

「
テ
ー
マ
」
は
、
第
一
次
か
ら
第
二
次
に
か
け
て
学
習
者
と
と
も
に
作
っ
て
い

く
。
自
分
の
考
え
が
ど
の
よ
う
に
広
が
り
、
深
ま
っ
て
い
る
の
か
等
、
他
者
と
交

流
す
る
よ
さ
が
実
感
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に「
読
書
座
談

会
」
の
最
後
に
は
、「
読
書
座
談
会
を
通
し
た
自
分
の
考
え
」
を
書
か
せ
、「
読
書

座
談
会
前
の
自
分
」
と「
読
書
座
談
会
後
の
自
分
」
の
考
え
を
比
べ
さ
せ
る
よ
う

に
し
て
い
く
。

本
単
元
で
い
う
「
テ
ー
マ
」
と
は
、「
こ
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
自
分
な
り
の
考
え

を
持
っ
て
い
る
の
で
、
話
し
合
い
た
い
も
の
」「
こ
の
叙
述
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
か

ら
、
み
ん
な
に
聞
い
て
み
た
い
も
の
」「
こ
の
物
語
の
中
で
、
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が

あ
る
か
ら
話
し
合
っ
て
み
た
い
も
の
」
で
あ
る
。

本
単
元
で
い
う
「
解
釈
」
と
は
、「
話
し
合
う
価
値
の
あ
る
叙
述
＝
深
い
意
味

の
あ
る
叙
述
＝
優
れ
た
叙
述
に
対
し
て
、
根
拠
を
明
確
に
、
自
分
な
り
の
考
え

や
捉
え
を
も
っ
て
い
る
こ
と
」
で
あ
る
。「
根
拠
」
と
は
、「
同
じ
作
品
内
の
叙
述
」

「
他
作
者
の
作
品
の
叙
述
」「
自
分
の
体
験
」「
安
房
直
子
さ
ん
の
生
涯
か
ら
」
等

を
想
定
し
て
い
る
が
、
学
習
者
の
思
考
に
委
ね
る
余
白
も
考
え
て
い
る
。

(

３)

育
て
た
い
資
質
・
能
力

本
単
元
を
通
し
て
、
育
て
た
い
資
質
・
能
力
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
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〈
知
識
及
び
技
能
〉

・
語
句
と
語
句
と
の
関
係
、
語
感
や
言
葉
の
使
い
方
に
対
す
る
感
覚
を
意
識
し

て
、
語
や
語
句
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
。

〈
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〉

・
人
物
像
や
物
語
の
全
体
像
を
具
体
的
に
想
像
し
た
り
、
表
現
の
効
果
を
考

え
た
り
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
学
び
に
向
か
う
力
、
人
間
性
等
〉

・
登
場
人
物
の
関
係
等
に
着
目
し
て
自
分
の
考
え
を
広
げ
る
こ
と
に
進
ん
で
取

り
組
み
、
学
習
課
題
に
沿
っ
て
互
い
の
意
見
を
交
流
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
資
質
・
能
力
を
育
み
、
学
習
者
一
人
一
人
が
自
己
の
読
み
を
表
現

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
。

(

４)

単
元
計
画

長
屋
・
竹
林
（二
〇
二
二
）
が
示
し
て
い
る「
学
び
の
文
脈
の
重
要
性
」
の
観
点

か
ら
、
学
習
者
が
、
学
び
の
文
脈
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
単
元
を

構
成
し
た
。

第
一
次

○
単
元
の
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、「
読
書

座
談
会
」「
解
説
文
」
の
モ
デ
ル
提
示
か
ら
、
単
元
の
学
習
計
画
を
考
え
る
。

第
二
次

○
「
解
説
文
」を
作
成
す
る
こ
と
を
見
通
し
、「
読
書
座
談
会
」
を
通
し
て
、
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
作
品
の
構
造
を
解
説
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

本
文
の
叙
述
に
つ
い
て
考
え
る
。

○
「
解
説
文
」
を
作
成
す
る
こ
と
を
見
通
し
、「
読
書
座
談
会
」
を
通
し
て
、
優

れ
た
叙
述
に
つ
い
て
解
説
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、「
色
彩

語
」「
比
喩
」「
情
景
描
写
」
な
ど
の
表
現
技
法
に
つ
い
て
考
え
る
。

○
「
解
説
文
」
を
作
成
す
る
こ
と
を
見
通
し
、「
読
書
座
談
会
」
を
通
し
て
、
登

場
人
物
の
心
情
変
化
に
つ
い
て
解
説
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
、
登
場
人
物
の
行
動
や
会
話
、
優
れ
た
叙
述
な
ど
を
関
連
付
け
て
考
え
、

自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
。

○
「
解
説
文
」
を
作
成
す
る
こ
と
を
見
通
し
、「
読
書
座
談
会
」
を
通
し
て
、
作

品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
解
説
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

登
場
人
物
の
行
動
や
会
話
、
優
れ
た
叙
述
な
ど
を
関
連
付
け
て
考
え
、
自

分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
。

第
三
次

○
「
解
説
文
」
を
作
成
す
る
た
め
に
、
毎
時
間
書
き
た
め
て
き
た
作
品
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
の
下
書
き
を
学
習
者
同
士
で
見
せ
合
い
、
よ
い
と
こ
ろ
や
改
善
点
に
つ

い
て
交
流
し
て
い
く
。
ま
た
、
学
習
者
同
士
で
交
流
し
合
っ
た
こ
と
を
生
か
し

て
、「
解
説
文
」を
完
成
さ
せ
る
。

○
互
い
の
読
み
の
違
い
を
交
流
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、「
解
説
文
」

を
読
み
合
い
、
感
想
を
述
べ
合
う
。

本
単
元
に
お
い
て
、「
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
」
と
い
う
の

は
、「
他
の
学
習
者
の
意
見
の
よ
さ
に
気
付
く
こ
と
」「
自
分
の
考
え
の
根
拠
を

強
く
す
る
こ
と
」「
他
の
学
習
者
か
ら
新
た
な
考
え
を
得
る
こ
と
」「
自
分
の
考

え
と
他
の
学
習
者
の
考
え
を
関
連
付
け
る
こ
と
」
の
四
点
と
押
さ
え
て
い
る
。

本
単
元
の
ゴ
ー
ル
に
、「
解
説
文
」
を
記
述
す
る
こ
と
を
設
定
し
た
の
は
、「
自

分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
し
た
こ
と
」
を
表
現
す
る
に
は
、「
解
説
」
と

い
う
表
現
様
式
が
学
習
者
の
実
態
に
も
適
し
て
い
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。

「
解
説
」
は
、
自
分
の
主
張
が
よ
り
強
く
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
表
現
様
式
で

も
あ
る
。
さ
ら
に
、
単
元
終
末
に
学
び
を「
個
」
に
返
す
こ
と
で
、
学
習
者
自
身

に
、
自
分
自
身
の
変
容
や
学
び
の
達
成
感
を
味
わ
わ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。

ま
た
、
本
時
の
意
見
交
流
を
通
し
て
、「
他
の
学
習
者
の
意
見
の
よ
さ
に
気

付
く
こ
と
」「
自
分
の
考
え
の
根
拠
を
強
く
す
る
こ
と
」「
他
の
学
習
者
か
ら
新

た
な
考
え
を
得
る
こ
と
」「
自
分
の
考
え
と
他
の
学
習
者
の
考
え
を
関
連
付
け

る
こ
と
」
の
四
点
の
う
ち
、
最
低
一
点
は
記
述
で
き
る
と
よ
い
と
考
え
る
。

例
え
ば
、「
○
○
さ
ん
が
受
け
取
っ
た
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ『
前
を
向
く
』
と
い

う
意
見
は
、
私
の
意
見
と
は
違
う
け
れ
ど
、
共
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
私
が
考
え
た『
独
り
ぼ
っ
ち
同
士
、
想
い
を
分
か
ち
合
い
た
い
』
と
い
う
意

見
に
う
な
ず
い
て
く
れ
た
人
も
い
て
、
自
分
の
考
え
を
認
め
て
も
ら
え
て
、
自

分
の
考
え
の
根
拠
を
強
く
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、『
自
分
に
と
っ
て

大
切
な
人
や
物
が
映
り
、
映
っ
た
も
の
を
大
切
に
し
よ
う
』
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
○
○
く
ん
の
意
見
と
も
似
て
い
て
、
三
つ
の

窓
の
共
通
点
と
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
結
び
つ
き
が
見
え
た
よ
う
に
気
が
し
ま

す
。
」
等
の
記
述
を
想
定
し
て
い
る
。

(

５)

単
元
の
導
入
の
実
際

読
書
座
談
会
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
た
め
に
、
教
師
側
で
作
成
し
た「
モ
デ
ル

動
画
」
を
視
聴
し
た
。
動
画
を
見
た
学
習
者
は
、「
特
に
、
司
会
は
立
て
な
い
で
、

自
由
に
話
し
て
い
る
感
じ
だ
っ
た
よ
。
形
式
的
な
話
合
い
と
い
う
感
じ
で
は
な
く
、

普
段
の
授
業
で
や
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
交
流
に
近
い
ね
」「
話
し
方
が『
～
な
ん
だ

よ
ね
。
』『
～
と
思
っ
た
よ
。
』『
～
と
思
わ
な
い
？
』
な
ど
訴
え
か
け
た
り
聞
き
手

に
問
い
か
け
た
り
話
し
方
を
し
て
い
る
ね
。
」「
聞
き
方
は
、
黙
っ
て
聞
い
て
い
る
の

で
は
な
く
て
、
積
極
的
に
反
応
し
な
が
ら
聞
い
て
い
る
ね
。
う
な
ず
い
た
り
、
相

づ
ち
を
う
っ
た
り
し
て
い
た
よ
。
」「
『
自
分
も
そ
う
思
う
』『
自
分
は
ね
、
こ
う
思

っ
た
ん
だ
』
な
ど
、
聞
い
て
終
わ
り
で
は
な
く
、
相
手
の
考
え
に
自
分
の
考
え
を

重
ね
て
発
言
し
て
い
た
ね
。
」「
読
書
座
談
会
が
終
わ
っ
た
後
、
み
ん
な
が
ノ
ー
ト

に
何
か
を
書
い
て
い
た
ね
。
き
っ
と
、
交
流
会
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
や
な
る
ほ

ど
と
思
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
い
る
ん
だ
よ
。
」等
の
発
言
が
出
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、「
モ
デ
ル
動
画
」
を
視
聴
す
る
こ
と
で
、
学
習
者
は
、
初
め
て
の

言
語
活
動
で
あ
る「
読
書
座
談
会
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。

（282）



〈
知
識
及
び
技
能
〉

・
語
句
と
語
句
と
の
関
係
、
語
感
や
言
葉
の
使
い
方
に
対
す
る
感
覚
を
意
識
し

て
、
語
や
語
句
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
。

〈
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〉

・
人
物
像
や
物
語
の
全
体
像
を
具
体
的
に
想
像
し
た
り
、
表
現
の
効
果
を
考

え
た
り
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
学
び
に
向
か
う
力
、
人
間
性
等
〉

・
登
場
人
物
の
関
係
等
に
着
目
し
て
自
分
の
考
え
を
広
げ
る
こ
と
に
進
ん
で
取

り
組
み
、
学
習
課
題
に
沿
っ
て
互
い
の
意
見
を
交
流
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
資
質
・
能
力
を
育
み
、
学
習
者
一
人
一
人
が
自
己
の
読
み
を
表
現

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
。

(

４)

単
元
計
画

長
屋
・
竹
林
（二
〇
二
二
）
が
示
し
て
い
る「
学
び
の
文
脈
の
重
要
性
」
の
観
点

か
ら
、
学
習
者
が
、
学
び
の
文
脈
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
単
元
を

構
成
し
た
。

第
一
次

○
単
元
の
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、「
読
書

座
談
会
」「
解
説
文
」
の
モ
デ
ル
提
示
か
ら
、
単
元
の
学
習
計
画
を
考
え
る
。

第
二
次

○
「
解
説
文
」を
作
成
す
る
こ
と
を
見
通
し
、「
読
書
座
談
会
」
を
通
し
て
、
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
作
品
の
構
造
を
解
説
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

本
文
の
叙
述
に
つ
い
て
考
え
る
。

○
「
解
説
文
」
を
作
成
す
る
こ
と
を
見
通
し
、「
読
書
座
談
会
」
を
通
し
て
、
優

れ
た
叙
述
に
つ
い
て
解
説
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、「
色
彩

語
」「
比
喩
」「
情
景
描
写
」
な
ど
の
表
現
技
法
に
つ
い
て
考
え
る
。

○
「
解
説
文
」
を
作
成
す
る
こ
と
を
見
通
し
、「
読
書
座
談
会
」
を
通
し
て
、
登

場
人
物
の
心
情
変
化
に
つ
い
て
解
説
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
、
登
場
人
物
の
行
動
や
会
話
、
優
れ
た
叙
述
な
ど
を
関
連
付
け
て
考
え
、

自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
。

○
「
解
説
文
」
を
作
成
す
る
こ
と
を
見
通
し
、「
読
書
座
談
会
」
を
通
し
て
、
作

品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
解
説
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

登
場
人
物
の
行
動
や
会
話
、
優
れ
た
叙
述
な
ど
を
関
連
付
け
て
考
え
、
自

分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
。

第
三
次

○
「
解
説
文
」
を
作
成
す
る
た
め
に
、
毎
時
間
書
き
た
め
て
き
た
作
品
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
の
下
書
き
を
学
習
者
同
士
で
見
せ
合
い
、
よ
い
と
こ
ろ
や
改
善
点
に
つ

い
て
交
流
し
て
い
く
。
ま
た
、
学
習
者
同
士
で
交
流
し
合
っ
た
こ
と
を
生
か
し

て
、「
解
説
文
」を
完
成
さ
せ
る
。

○
互
い
の
読
み
の
違
い
を
交
流
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、「
解
説
文
」

を
読
み
合
い
、
感
想
を
述
べ
合
う
。

本
単
元
に
お
い
て
、「
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
」
と
い
う
の

は
、「
他
の
学
習
者
の
意
見
の
よ
さ
に
気
付
く
こ
と
」「
自
分
の
考
え
の
根
拠
を

強
く
す
る
こ
と
」「
他
の
学
習
者
か
ら
新
た
な
考
え
を
得
る
こ
と
」「
自
分
の
考

え
と
他
の
学
習
者
の
考
え
を
関
連
付
け
る
こ
と
」
の
四
点
と
押
さ
え
て
い
る
。

本
単
元
の
ゴ
ー
ル
に
、「
解
説
文
」
を
記
述
す
る
こ
と
を
設
定
し
た
の
は
、「
自

分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
し
た
こ
と
」
を
表
現
す
る
に
は
、「
解
説
」
と

い
う
表
現
様
式
が
学
習
者
の
実
態
に
も
適
し
て
い
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。

「
解
説
」
は
、
自
分
の
主
張
が
よ
り
強
く
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
表
現
様
式
で

も
あ
る
。
さ
ら
に
、
単
元
終
末
に
学
び
を「
個
」
に
返
す
こ
と
で
、
学
習
者
自
身

に
、
自
分
自
身
の
変
容
や
学
び
の
達
成
感
を
味
わ
わ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。

ま
た
、
本
時
の
意
見
交
流
を
通
し
て
、「
他
の
学
習
者
の
意
見
の
よ
さ
に
気

付
く
こ
と
」「
自
分
の
考
え
の
根
拠
を
強
く
す
る
こ
と
」「
他
の
学
習
者
か
ら
新

た
な
考
え
を
得
る
こ
と
」「
自
分
の
考
え
と
他
の
学
習
者
の
考
え
を
関
連
付
け

る
こ
と
」
の
四
点
の
う
ち
、
最
低
一
点
は
記
述
で
き
る
と
よ
い
と
考
え
る
。

例
え
ば
、「
○
○
さ
ん
が
受
け
取
っ
た
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ『
前
を
向
く
』
と
い

う
意
見
は
、
私
の
意
見
と
は
違
う
け
れ
ど
、
共
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
私
が
考
え
た『
独
り
ぼ
っ
ち
同
士
、
想
い
を
分
か
ち
合
い
た
い
』
と
い
う
意

見
に
う
な
ず
い
て
く
れ
た
人
も
い
て
、
自
分
の
考
え
を
認
め
て
も
ら
え
て
、
自

分
の
考
え
の
根
拠
を
強
く
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、『
自
分
に
と
っ
て

大
切
な
人
や
物
が
映
り
、
映
っ
た
も
の
を
大
切
に
し
よ
う
』
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
○
○
く
ん
の
意
見
と
も
似
て
い
て
、
三
つ
の

窓
の
共
通
点
と
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
結
び
つ
き
が
見
え
た
よ
う
に
気
が
し
ま

す
。
」
等
の
記
述
を
想
定
し
て
い
る
。

(

５)

単
元
の
導
入
の
実
際

読
書
座
談
会
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
た
め
に
、
教
師
側
で
作
成
し
た「
モ
デ
ル

動
画
」
を
視
聴
し
た
。
動
画
を
見
た
学
習
者
は
、「
特
に
、
司
会
は
立
て
な
い
で
、

自
由
に
話
し
て
い
る
感
じ
だ
っ
た
よ
。
形
式
的
な
話
合
い
と
い
う
感
じ
で
は
な
く
、

普
段
の
授
業
で
や
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
交
流
に
近
い
ね
」「
話
し
方
が『
～
な
ん
だ

よ
ね
。
』『
～
と
思
っ
た
よ
。
』『
～
と
思
わ
な
い
？
』
な
ど
訴
え
か
け
た
り
聞
き
手

に
問
い
か
け
た
り
話
し
方
を
し
て
い
る
ね
。
」「
聞
き
方
は
、
黙
っ
て
聞
い
て
い
る
の

で
は
な
く
て
、
積
極
的
に
反
応
し
な
が
ら
聞
い
て
い
る
ね
。
う
な
ず
い
た
り
、
相

づ
ち
を
う
っ
た
り
し
て
い
た
よ
。
」「
『
自
分
も
そ
う
思
う
』『
自
分
は
ね
、
こ
う
思

っ
た
ん
だ
』
な
ど
、
聞
い
て
終
わ
り
で
は
な
く
、
相
手
の
考
え
に
自
分
の
考
え
を

重
ね
て
発
言
し
て
い
た
ね
。
」「
読
書
座
談
会
が
終
わ
っ
た
後
、
み
ん
な
が
ノ
ー
ト

に
何
か
を
書
い
て
い
た
ね
。
き
っ
と
、
交
流
会
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
や
な
る
ほ

ど
と
思
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
い
る
ん
だ
よ
。
」等
の
発
言
が
出
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、「
モ
デ
ル
動
画
」
を
視
聴
す
る
こ
と
で
、
学
習
者
は
、
初
め
て
の

言
語
活
動
で
あ
る「
読
書
座
談
会
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
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(
６)
本
時
の
実
際

本
時
の
目
標
は
、「
人
物
像
や
物
語
の
全
体
像
を
具
体
的
に
想
像
す
る
な

ど
、
文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
作
品
に
つ
い
て
の
自
分
の
考

え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
で
あ
る
。

抽
出
グ
ル
ー
プ
①
の「
読
書
座
談
会
」
を
記
述
す
る
。
抽
出
グ
ル
ー
プ
は
、

「
き
つ
ね
の
窓
は
、
ぼ
く
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
窓
な
の
か
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
話

し
合
っ
て
い
た
。

「
一
回
目
の
子
ぎ
つ
ね
の
指
の
窓
に
は
、
死
ん
だ
母
ぎ
つ
ね
が
見
え
た
よ
」「
二

回
目
の
窓
に
は
、
昔
好
き
だ
っ
た
、
今
は
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
少
女
が
映
っ
た

ね
」「
三
回
目
の
窓
に
は
、
霧
雨
、
な
つ
か
し
い
庭
、
縁
側
な
ど
が
映
っ
て
い
た
よ
」

「
ぼ
く
と
死
ん
だ
妹
の
声
な
ど
が
聞
こ
え
た
ね
」
な
ど
、
非
現
実
世
界
の
内
容
を

押
さ
え
て
い
た
。

こ
こ
で
、
あ
る
学
習
者
が「
窓
に
は
、
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
・
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
・

共
通
点
・
相
違
点
が
あ
る
ね
」と
発
言
し
た
。

こ
の
発
言
を
も
と
に
、「
『
窓
』
の
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
・
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
・
共

通
点
・
相
違
点
」
に
つ
い
て
話
が
進
ん
で
い
っ
た
。

「
窓
の
中
に
、
大
切
な
人
が
見
え
た
と
し
て
も
実
際
に
は
会
え
な
く
、
せ
つ
な

い
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
面
が
あ
る
ね
」「
た
だ
、
会
え
な
い
こ
と
は
悲
し
い
け
ど
、
な
く

な
っ
た
人
や
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
ね
」「
そ
れ
に
、
自
分
に
と
っ
て
大
切
に

し
た
い
も
の
、
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
プ
ラ
ス
面
が
あ
る

ね
」「
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
の
相
違
点
は
あ
る
け
ど
、
窓
に
映
る
も
の
は
、
な
つ
か
し

い
人
や
も
の
な
ど
の
共
通
点
は
あ
る
よ
ね
」「
た
だ
単
に『
会
え
な
い
』
で
は
な
く

て
、『
も
う
二
度
と
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
』
に
会
え
る

よ
ね
」「
そ
う
そ
う
、『
ぼ
く
に
と
っ
て
の
窓
』
と
は
、
も
う
二
度
と
会
う
こ
と
が

で
き
な
い
、
大
切
な
思
い
出
が
写
る
窓
だ
ね
。
ぼ
く
が
思
い
だ
し
て
い
る
、
も
う

二
度
と
会
え
な
い
女
の
子
や
家
族
が
写
っ
た
か
ら
だ
ね
」
等
の
意
見
が
出
さ
れ

た
。
窓
に
映
っ
た「
母
ぎ
つ
ね
」「
一
人
の
少
女
」「
家
族
の
家
」
に
共
通
し
て
い
る

こ
と
を
考
え
な
が
ら
、「
も
う
二
度
と
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
失
っ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
」
や
「
不
思
議
な
世
界
で
は
、
二
度
と
会
え
な
い
失
っ
た
も
の
に

出
会
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
。「
『
き
つ
ね
の
窓
』
の
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
に
つ
い
て
も
意
見
交
流
を
し

て
い
た
。「
私
が
考
え
る
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、『
過
去
の
悲
し
み
を
乗
り
越
え

る
』
だ
よ
。
理
由
は
、
今
ま
で
ぼ
く
は
独
り
ぼ
っ
ち
で
生
き
て
き
た
け
ど
、
大
切

な
人
や
物
と
の
思
い
出
を
胸
に
、
前
を
向
い
て
生
き
て
い
こ
う
と
考
え
た
の
で
は

な
い
か
と
思
う
よ
」
等
の
意
見
が
出
さ
れ
る
な
ど
、
学
習
者
な
り
の
自
分
の
考

え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

抽
出
グ
ル
ー
プ
②
は
、「
『
現
実
』
に
も
ど
っ
て
き
た
ぼ
く
が
変
わ
っ
た
こ
と
」

を
テ
ー
マ
に
話
し
合
っ
た
。「
窓
を
も
ら
っ
た
時
は
、
う
れ
し
か
っ
た
と
思
う
け
ど
、

指
を
洗
っ
て
窓
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
本
当
に
残
念
だ
っ
た
と
思
う
。
」「
ぼ
く
は
、

家
族
を
失
っ
て
、
そ
し
て
窓
も
失
っ
て
し
ま
う
ん
だ
ね
。
鉄
砲
も
失
っ
て
、
何
も

か
も
失
っ
て
し
ま
う
ね
。
現
実
に
戻
っ
て
き
た
ぼ
く
に
は
失
っ
た
悲
し
さ
だ
け
が

あ
る
と
思
う
よ
。
」「
鉄
砲
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
ね
。
失
っ
た
鉄
砲
は
、
も
う
手
に

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
き
つ
ね
を
探
し
て
い
た
の
は
、
撃
つ
た

め
で
は
な
く
窓
を
作
っ
て
も
ら
う
た
め
だ
よ
ね
。
」「
窓
を
失
っ
て
、
家
族
や
女
の

子
を
二
度
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
ね
。
で
も
、
ぼ
く
の
心
の
中
に
、
ず

っ
と
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
よ
。
」「
独
り
ぼ
っ
ち
で
し
ば
ら
く
忘
れ
て
い
た
、

家
族
の
温
か
さ
、
人
の
温
か
さ
を
思
い
出
し
た
と
思
う
。
そ
の
思
い
出
を
思
い

出
す
こ
と
が
で
き
て
、
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
」
。「
家
族

を
見
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
、
で
も
家
族
と
の
思
い
出
を
思
い
だ
し
、
孤
独

で
は
な
く
な
っ
た
と
思
う
よ
。
家
族
が
、
心
の
中
で
生
き
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
。
」「
鉄
砲
は
命
を
奪
う
も
の
だ
け
れ
ど
、
窓
は
失
っ

た
も
の
に
会
え
る
も
の
だ
よ
ね
。
ぼ
く
は
、
不
思
議
な
世
界
に
入
っ
た
こ
と
で
、

生
き
方
自
体
を
変
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。
」「
最
初
は
、
一
人
ぼ
っ
ち
だ
っ
た

ぼ
く
だ
け
れ
ど
、
最
後
の
方
に『
よ
く
人
に
言
わ
れ
ま
す
』
と
書
い
て
あ
る
よ
。

人
と
の
か
か
わ
り
を
も
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
な
。
」「
そ
う
だ
ね
。
こ
の
不
思

議
な
世
界
は
、
ぼ
く
が
生
き
方
を
変
え
る
た
め
に
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
っ
た

も
の
な
ん
だ
ね
。
」「
私
が
こ
の
作
品
か
ら
受
け
取
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
家
族
の

大
切
さ
、
温
か
さ
、
そ
し
て
そ
の
思
い
出
の
大
切
さ
だ
と
思
う
。
」
等
の
意
見
が

続
い
た
。

抽
出
グ
ル
ー
プ
③
は
、「
な
ぜ
、
母
に
会
え
る
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
窓
を
見

る
の
を
や
め
た
の
か
」
を
テ
ー
マ
に
話
し
合
っ
た
。
た
だ「
悲
し
い
」
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、「
母
や
妹
に
会
え
な
い
の
が
つ
ら
い
」「
一
人
ぼ
っ
ち
で
あ
る
こ
と
を
強

く
感
じ
で
し
ま
う
」
な
ど
窓
の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
意
見
が
出
さ
れ
た
。

ま
た
読
書
座
談
会
が
進
ん
で
く
る
と
、「
な
ん
だ
か
、
と
て
も
せ
つ
な
く
な
り
ま

し
た
と
書
い
て
あ
る
の
に
、
ぼ
く
は
ま
っ
た
く
す
て
き
な
指
を
も
ち
ま
し
た
。
こ

の
指
は
い
つ
ま
で
も
大
切
に
し
た

い
と
書
い
て
あ
る
の
は
な
ぜ
か
？
」

と
い
う
疑
問
が
、
あ
る
学
習
者
か

ら
出
さ
れ
た
。「
会
え
な
い
こ
と

は
悲
し
い
け
ど
、
な
く
な
っ
た
人

や
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
表
面
的
な
お
さ
え
だ
け
で

は
な
く
、「
自
分
に
と
っ
て
大
切
に

し
た
い
も
の
が
映
る
」「
自
分
に
と

っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
が
映
る
」

な
ど
、
窓
の
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
に
つ

い
て
も
意
見
が
出
さ
れ
た
。
三
つ

の
窓
の
共
通
点
に
つ
い
て
考
え
た

際
に
は
、「
映
る
も
の
は
会
え
な
い

人
や
物
」「
思
い
出
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
」「
見
え
て
も
会
え
な

い
」「
命
の
大
切
さ
」「
家
族
の
温
か

さ
」
等
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

自
分
の
考
え
を
話
す
と
き
に
、

他
の
学
習
者
に
見
え
る
よ
う
に
し

た
付
箋
紙
と
「
話
合
い
シ
ー
ト
」

を
用
い
た
。
音
声
言
語
が
消
え
て

図１ 本時の板書
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６)

本
時
の
実
際

本
時
の
目
標
は
、「
人
物
像
や
物
語
の
全
体
像
を
具
体
的
に
想
像
す
る
な

ど
、
文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
作
品
に
つ
い
て
の
自
分
の
考

え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
で
あ
る
。

抽
出
グ
ル
ー
プ
①
の「
読
書
座
談
会
」
を
記
述
す
る
。
抽
出
グ
ル
ー
プ
は
、

「
き
つ
ね
の
窓
は
、
ぼ
く
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
窓
な
の
か
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
話

し
合
っ
て
い
た
。

「
一
回
目
の
子
ぎ
つ
ね
の
指
の
窓
に
は
、
死
ん
だ
母
ぎ
つ
ね
が
見
え
た
よ
」「
二

回
目
の
窓
に
は
、
昔
好
き
だ
っ
た
、
今
は
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
少
女
が
映
っ
た

ね
」「
三
回
目
の
窓
に
は
、
霧
雨
、
な
つ
か
し
い
庭
、
縁
側
な
ど
が
映
っ
て
い
た
よ
」

「
ぼ
く
と
死
ん
だ
妹
の
声
な
ど
が
聞
こ
え
た
ね
」
な
ど
、
非
現
実
世
界
の
内
容
を

押
さ
え
て
い
た
。

こ
こ
で
、
あ
る
学
習
者
が「
窓
に
は
、
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
・
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
・

共
通
点
・
相
違
点
が
あ
る
ね
」と
発
言
し
た
。

こ
の
発
言
を
も
と
に
、「
『
窓
』
の
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
・
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
・
共

通
点
・
相
違
点
」
に
つ
い
て
話
が
進
ん
で
い
っ
た
。

「
窓
の
中
に
、
大
切
な
人
が
見
え
た
と
し
て
も
実
際
に
は
会
え
な
く
、
せ
つ
な

い
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
面
が
あ
る
ね
」「
た
だ
、
会
え
な
い
こ
と
は
悲
し
い
け
ど
、
な
く

な
っ
た
人
や
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
ね
」「
そ
れ
に
、
自
分
に
と
っ
て
大
切
に

し
た
い
も
の
、
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
プ
ラ
ス
面
が
あ
る

ね
」「
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
の
相
違
点
は
あ
る
け
ど
、
窓
に
映
る
も
の
は
、
な
つ
か
し

い
人
や
も
の
な
ど
の
共
通
点
は
あ
る
よ
ね
」「
た
だ
単
に『
会
え
な
い
』
で
は
な
く

て
、『
も
う
二
度
と
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
』
に
会
え
る

よ
ね
」「
そ
う
そ
う
、『
ぼ
く
に
と
っ
て
の
窓
』
と
は
、
も
う
二
度
と
会
う
こ
と
が

で
き
な
い
、
大
切
な
思
い
出
が
写
る
窓
だ
ね
。
ぼ
く
が
思
い
だ
し
て
い
る
、
も
う

二
度
と
会
え
な
い
女
の
子
や
家
族
が
写
っ
た
か
ら
だ
ね
」
等
の
意
見
が
出
さ
れ

た
。
窓
に
映
っ
た「
母
ぎ
つ
ね
」「
一
人
の
少
女
」「
家
族
の
家
」
に
共
通
し
て
い
る

こ
と
を
考
え
な
が
ら
、「
も
う
二
度
と
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
失
っ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
」
や
「
不
思
議
な
世
界
で
は
、
二
度
と
会
え
な
い
失
っ
た
も
の
に

出
会
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
。「
『
き
つ
ね
の
窓
』
の
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
に
つ
い
て
も
意
見
交
流
を
し

て
い
た
。「
私
が
考
え
る
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、『
過
去
の
悲
し
み
を
乗
り
越
え

る
』
だ
よ
。
理
由
は
、
今
ま
で
ぼ
く
は
独
り
ぼ
っ
ち
で
生
き
て
き
た
け
ど
、
大
切

な
人
や
物
と
の
思
い
出
を
胸
に
、
前
を
向
い
て
生
き
て
い
こ
う
と
考
え
た
の
で
は

な
い
か
と
思
う
よ
」
等
の
意
見
が
出
さ
れ
る
な
ど
、
学
習
者
な
り
の
自
分
の
考

え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

抽
出
グ
ル
ー
プ
②
は
、「
『
現
実
』
に
も
ど
っ
て
き
た
ぼ
く
が
変
わ
っ
た
こ
と
」

を
テ
ー
マ
に
話
し
合
っ
た
。「
窓
を
も
ら
っ
た
時
は
、
う
れ
し
か
っ
た
と
思
う
け
ど
、

指
を
洗
っ
て
窓
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
本
当
に
残
念
だ
っ
た
と
思
う
。
」「
ぼ
く
は
、

家
族
を
失
っ
て
、
そ
し
て
窓
も
失
っ
て
し
ま
う
ん
だ
ね
。
鉄
砲
も
失
っ
て
、
何
も

か
も
失
っ
て
し
ま
う
ね
。
現
実
に
戻
っ
て
き
た
ぼ
く
に
は
失
っ
た
悲
し
さ
だ
け
が

あ
る
と
思
う
よ
。
」「
鉄
砲
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
ね
。
失
っ
た
鉄
砲
は
、
も
う
手
に

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
き
つ
ね
を
探
し
て
い
た
の
は
、
撃
つ
た

め
で
は
な
く
窓
を
作
っ
て
も
ら
う
た
め
だ
よ
ね
。
」「
窓
を
失
っ
て
、
家
族
や
女
の

子
を
二
度
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
ね
。
で
も
、
ぼ
く
の
心
の
中
に
、
ず

っ
と
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
よ
。
」「
独
り
ぼ
っ
ち
で
し
ば
ら
く
忘
れ
て
い
た
、

家
族
の
温
か
さ
、
人
の
温
か
さ
を
思
い
出
し
た
と
思
う
。
そ
の
思
い
出
を
思
い

出
す
こ
と
が
で
き
て
、
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
」
。「
家
族

を
見
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
、
で
も
家
族
と
の
思
い
出
を
思
い
だ
し
、
孤
独

で
は
な
く
な
っ
た
と
思
う
よ
。
家
族
が
、
心
の
中
で
生
き
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
。
」「
鉄
砲
は
命
を
奪
う
も
の
だ
け
れ
ど
、
窓
は
失
っ

た
も
の
に
会
え
る
も
の
だ
よ
ね
。
ぼ
く
は
、
不
思
議
な
世
界
に
入
っ
た
こ
と
で
、

生
き
方
自
体
を
変
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。
」「
最
初
は
、
一
人
ぼ
っ
ち
だ
っ
た

ぼ
く
だ
け
れ
ど
、
最
後
の
方
に『
よ
く
人
に
言
わ
れ
ま
す
』
と
書
い
て
あ
る
よ
。

人
と
の
か
か
わ
り
を
も
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
な
。
」「
そ
う
だ
ね
。
こ
の
不
思

議
な
世
界
は
、
ぼ
く
が
生
き
方
を
変
え
る
た
め
に
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
っ
た

も
の
な
ん
だ
ね
。
」「
私
が
こ
の
作
品
か
ら
受
け
取
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
家
族
の

大
切
さ
、
温
か
さ
、
そ
し
て
そ
の
思
い
出
の
大
切
さ
だ
と
思
う
。
」
等
の
意
見
が

続
い
た
。

抽
出
グ
ル
ー
プ
③
は
、「
な
ぜ
、
母
に
会
え
る
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
窓
を
見

る
の
を
や
め
た
の
か
」
を
テ
ー
マ
に
話
し
合
っ
た
。
た
だ「
悲
し
い
」
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、「
母
や
妹
に
会
え
な
い
の
が
つ
ら
い
」「
一
人
ぼ
っ
ち
で
あ
る
こ
と
を
強

く
感
じ
で
し
ま
う
」
な
ど
窓
の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
意
見
が
出
さ
れ
た
。

ま
た
読
書
座
談
会
が
進
ん
で
く
る
と
、「
な
ん
だ
か
、
と
て
も
せ
つ
な
く
な
り
ま

し
た
と
書
い
て
あ
る
の
に
、
ぼ
く
は
ま
っ
た
く
す
て
き
な
指
を
も
ち
ま
し
た
。
こ

の
指
は
い
つ
ま
で
も
大
切
に
し
た

い
と
書
い
て
あ
る
の
は
な
ぜ
か
？
」

と
い
う
疑
問
が
、
あ
る
学
習
者
か

ら
出
さ
れ
た
。「
会
え
な
い
こ
と

は
悲
し
い
け
ど
、
な
く
な
っ
た
人

や
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
表
面
的
な
お
さ
え
だ
け
で

は
な
く
、「
自
分
に
と
っ
て
大
切
に

し
た
い
も
の
が
映
る
」「
自
分
に
と

っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
が
映
る
」

な
ど
、
窓
の
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
に
つ

い
て
も
意
見
が
出
さ
れ
た
。
三
つ

の
窓
の
共
通
点
に
つ
い
て
考
え
た

際
に
は
、「
映
る
も
の
は
会
え
な
い

人
や
物
」「
思
い
出
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
」「
見
え
て
も
会
え
な

い
」「
命
の
大
切
さ
」「
家
族
の
温
か

さ
」
等
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

自
分
の
考
え
を
話
す
と
き
に
、

他
の
学
習
者
に
見
え
る
よ
う
に
し

た
付
箋
紙
と
「
話
合
い
シ
ー
ト
」

を
用
い
た
。
音
声
言
語
が
消
え
て

図１ 本時の板書
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な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
可
視
化
し
て
形
に
残
す
こ
と
で
、
考
え
を
関
連
付
け
た

り
、
振
り
返
っ
て
話
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
話
合
い
シ

ー
ト
」
に
も
自
由
に
書
き
込
め
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
、
考
え
を
つ
な
い
だ
り
、

比
較
し
た
り
と
、
わ
か
り
や
す
く
（
話
合
い
の
方
向
性
が
見
え
る
、
他
者
の
考

え
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
ら
れ
る
）
話
合
い
を
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
る
。
一
人
学
び
の
段
階
で
は
、
座
談
会
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、
自
分
の
考
え

を
よ
り
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
、
付
箋
紙
に
書
く
な
ど
し
て
読
書
座
談

会
に
向
け
て
学
習
に
取
り
組
む
姿
が
あ
っ
た
。

単
元
を
通
し
て
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
と
い
っ
た
ね
ら

い
を
子
ど
も
が
意
識
す
る
こ
と
や
話
合
い
の
可
視
化
を
図
っ
た
こ
と
で
、
学
習

の
課
題
や
見
通
し
を
も
ち
や
す
く
な
っ
て
い
っ
た
。

図
１
の
板
書
の
よ
う
に
、「
一
・
二
・
三
回
目
の
窓
に
見
え
た
も
の
」「
三
つ
の
窓

の
共
通
点
」「
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
な
ど
、
グ
ル
ー
プ
の
学
習
者
の
意
見
を
カ
テ

ゴ
ラ
イ
ズ
し
て
い
く
こ
と
で
、
子
ど
も
の
思
考
の
可
視
化
に
つ
な
げ
て
い
っ
た
。

「
○
○
さ
ん
と
似
て
い
て
」「
△
△
さ
ん
と
違
っ
て
」「
□
□
さ
ん
に
賛
成
で
」
な
ど
、

立
場
を
明
確
に
し
、
関
連
付
け
た
話
し
合
い
と
な
っ
た
。

(

７)

単
元
終
末
の
実
際

学
習
者
は
各
自
が
設
定
し
た
学
習
課
題
に
沿
っ
て
、「
読
書
座
談
会
」
を
通

し
て
形
成
し
た
考
え
を
ノ
ー
ト
に
蓄
積
し
て
き
た
。
他
の
学
習
者
と
の
交
流
な

ど
を
通
し
て
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
、
深
め
た
り
し
て
、
学
習
者
は
自
分

の
考
え
を
解
説
文
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

図
２
は
、
単
元
を
通
し
て
、
人

物
像
や
物
語
の
全
体
像
を
具
体

的
に
想
像
す
る
な
ど
、
文
章
を

読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
に
基
づ
い

て
、
作
品
に
つ
い
て
の
自
分
の
考

え
を
「
解
説
文
」
に
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。
最
後
の
最
後
ま
で
、

記
述
を
更
新
し
て
い
く
姿
が
見

ら
れ
た
。

「
こ
の
解
釈
は
、
ぼ
く
の
考
え

と
少
し
違
う
け
ど
、
わ
か
る
な
」
、

「
こ
の
解
釈
と
そ
の
理
由
は
、
な

る
ほ
ど
と
思
っ
た
」
な
ど
の
話
し

合
い
は
、
思
い
や
考
え
を
共
有
す

る
だ
け
で
な
く
、
自
己
の
学
び
の

成
果
を
実
感
す
る
場
面
と
も
な

っ
て
い
た
。

三

お
わ
り
に

一
人
一
人
が
追
究
を
進
め
て

き
た
読
み
を
、
時
に
は
一
人
で
、

時
に
は
ペ
ア
・
グ
ル
ー
プ
等
の
少

図２ 学習者の解説文

人
数
で
、
時
に
は
全
体
で
協
働
的
に
対
話
を
進
め
る
こ
と
で
、
自
分
自
身
の
読

み
を
広
げ
た
り
、
深
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
他
の
学
習
者
の
読
み
が
自

分
自
身
の
読
み
に
生
か
さ
れ
た
り
、
自
分
の
読
み
が
他
の
学
習
者
の
読
み
に
生

か
さ
れ
た
り
す
る
姿
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
学
習
者
が
自
分
の
課
題
を
追
究
し
、

考
え
を
形
成
す
る
等
、
成
果
が
見
ら
れ
た
。

一
方
、
課
題
と
し
て
、
学
ぶ
側
に
立
つ
指
導
・
支
援
に
お
い
て
、
さ
ら
な
る
一

人
一
人
の
学
び
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
構
築
を
目
指
し
て
い
く
場
面
に
お
い
て
は
、
指

導
の
個
別
化
、
学
習
の
個
性
化
な
ど「
個
に
応
じ
た
指
導
」
の
充
実
を
図
る
こ

と
、
つ
ま
り「
個
別
最
適
な
学
び
」
を
一
層
重
視
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
学
習
者
の
日
常
の
学
習
に
お
い
て
も
、
意
図
的
・
計
画
的

に
様
々
な
経
験
を
積
ま
せ
、
学
年
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
、
学
習
内
容
や
学

習
方
法
な
ど
を
子
供
た
ち
に
委
ね
る
場
面
を
設
定
す
る
な
ど
し
て
、
今
後
も

授
業
改
善
を
推
進
し
た
い
。
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な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
可
視
化
し
て
形
に
残
す
こ
と
で
、
考
え
を
関
連
付
け
た

り
、
振
り
返
っ
て
話
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
話
合
い
シ

ー
ト
」
に
も
自
由
に
書
き
込
め
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
、
考
え
を
つ
な
い
だ
り
、

比
較
し
た
り
と
、
わ
か
り
や
す
く
（
話
合
い
の
方
向
性
が
見
え
る
、
他
者
の
考

え
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
ら
れ
る
）
話
合
い
を
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
る
。
一
人
学
び
の
段
階
で
は
、
座
談
会
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、
自
分
の
考
え

を
よ
り
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
、
付
箋
紙
に
書
く
な
ど
し
て
読
書
座
談

会
に
向
け
て
学
習
に
取
り
組
む
姿
が
あ
っ
た
。

単
元
を
通
し
て
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
と
い
っ
た
ね
ら

い
を
子
ど
も
が
意
識
す
る
こ
と
や
話
合
い
の
可
視
化
を
図
っ
た
こ
と
で
、
学
習

の
課
題
や
見
通
し
を
も
ち
や
す
く
な
っ
て
い
っ
た
。

図
１
の
板
書
の
よ
う
に
、「
一
・
二
・
三
回
目
の
窓
に
見
え
た
も
の
」「
三
つ
の
窓

の
共
通
点
」「
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
な
ど
、
グ
ル
ー
プ
の
学
習
者
の
意
見
を
カ
テ

ゴ
ラ
イ
ズ
し
て
い
く
こ
と
で
、
子
ど
も
の
思
考
の
可
視
化
に
つ
な
げ
て
い
っ
た
。

「
○
○
さ
ん
と
似
て
い
て
」「
△
△
さ
ん
と
違
っ
て
」「
□
□
さ
ん
に
賛
成
で
」
な
ど
、

立
場
を
明
確
に
し
、
関
連
付
け
た
話
し
合
い
と
な
っ
た
。

(

７)

単
元
終
末
の
実
際

学
習
者
は
各
自
が
設
定
し
た
学
習
課
題
に
沿
っ
て
、「
読
書
座
談
会
」
を
通

し
て
形
成
し
た
考
え
を
ノ
ー
ト
に
蓄
積
し
て
き
た
。
他
の
学
習
者
と
の
交
流
な

ど
を
通
し
て
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
、
深
め
た
り
し
て
、
学
習
者
は
自
分

の
考
え
を
解
説
文
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

図
２
は
、
単
元
を
通
し
て
、
人

物
像
や
物
語
の
全
体
像
を
具
体

的
に
想
像
す
る
な
ど
、
文
章
を

読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
に
基
づ
い

て
、
作
品
に
つ
い
て
の
自
分
の
考

え
を
「
解
説
文
」
に
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。
最
後
の
最
後
ま
で
、

記
述
を
更
新
し
て
い
く
姿
が
見

ら
れ
た
。

「
こ
の
解
釈
は
、
ぼ
く
の
考
え

と
少
し
違
う
け
ど
、
わ
か
る
な
」
、

「
こ
の
解
釈
と
そ
の
理
由
は
、
な

る
ほ
ど
と
思
っ
た
」
な
ど
の
話
し

合
い
は
、
思
い
や
考
え
を
共
有
す

る
だ
け
で
な
く
、
自
己
の
学
び
の

成
果
を
実
感
す
る
場
面
と
も
な

っ
て
い
た
。

三

お
わ
り
に

一
人
一
人
が
追
究
を
進
め
て

き
た
読
み
を
、
時
に
は
一
人
で
、

時
に
は
ペ
ア
・
グ
ル
ー
プ
等
の
少

図２ 学習者の解説文

人
数
で
、
時
に
は
全
体
で
協
働
的
に
対
話
を
進
め
る
こ
と
で
、
自
分
自
身
の
読

み
を
広
げ
た
り
、
深
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
他
の
学
習
者
の
読
み
が
自

分
自
身
の
読
み
に
生
か
さ
れ
た
り
、
自
分
の
読
み
が
他
の
学
習
者
の
読
み
に
生

か
さ
れ
た
り
す
る
姿
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
学
習
者
が
自
分
の
課
題
を
追
究
し
、

考
え
を
形
成
す
る
等
、
成
果
が
見
ら
れ
た
。

一
方
、
課
題
と
し
て
、
学
ぶ
側
に
立
つ
指
導
・
支
援
に
お
い
て
、
さ
ら
な
る
一

人
一
人
の
学
び
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
構
築
を
目
指
し
て
い
く
場
面
に
お
い
て
は
、
指

導
の
個
別
化
、
学
習
の
個
性
化
な
ど「
個
に
応
じ
た
指
導
」
の
充
実
を
図
る
こ

と
、
つ
ま
り「
個
別
最
適
な
学
び
」
を
一
層
重
視
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
学
習
者
の
日
常
の
学
習
に
お
い
て
も
、
意
図
的
・
計
画
的

に
様
々
な
経
験
を
積
ま
せ
、
学
年
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
、
学
習
内
容
や
学

習
方
法
な
ど
を
子
供
た
ち
に
委
ね
る
場
面
を
設
定
す
る
な
ど
し
て
、
今
後
も

授
業
改
善
を
推
進
し
た
い
。
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