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令
和
５
年
度
新
宿
区
夏
目
漱
石
コ
ン
ク
ー
ル
に
応
募
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た
だ
い

た
全
国
の
小
学
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中
学
生
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高
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の
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ん
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あ
り
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と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
ま
た
、
入
賞
さ
れ
た
皆
さ
ん
、
本
当
に
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
文
豪
夏
目
漱
石
を
知
り
、
そ
の
作
品
を

読
ん
で
も
ら
う
機
会
を
つ
く
る
と
と
も
に
、
新
宿
区
立
漱
石
山
房
記
念

館
を
広
く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
開
催
し
て
い
る
本
コ
ン
ク
ー
ル

も
、
今
回
で
９
回
目
を
迎
え
ま
し
た
。

読
書
感
想
文
コ
ン
ク
ー
ル
「
わ
た
し
の
漱
石
、
わ
た
し
の
一
行
」
に

は
全
国
の
中
学
生
・
高
校
生
あ
わ
せ
て
９９６
点
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、絵
画
コ
ン
ク
ー
ル「
ど
ん
な
夢
を
見
た
？
あ
な
た
の「
夢
十
夜
」」

に
は
、
全
国
の
小
学
生
か
ら
５０７
点
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。
今
回
も
一

人
ひ
と
り
の
着
眼
点
が
光
る
力
作
揃
い
で
し
た
。
漱
石
生
誕
１５０
年
の
平

成
２９
年
９
月
に
開
館
し
た
漱
石
山
房
記
念
館
も
開
館
か
ら
６
周
年
を
迎

え
ま
し
た
。
記
念
館
、
コ
ン
ク
ー
ル
共
々
、
今
後
と
も
全
国
の
皆
さ
ん

か
ら
の
ご
支
援
ご
協
力
を
得
て
、魅
力
あ
る
運
営
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

漱
石
山
房
記
念
館
に
は
、
美
し
い
装
幀
の
初
版
本
や
漱
石
直
筆
の
原

稿
、
漱
石
山
房
の
再
現
が
見
ら
れ
る
展
示
室
、
漱
石
作
品
や
関
連
図
書

を
手
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
図
書
室
や
ブ
ッ
ク
カ
フ
ェ
が
あ
り
ま
す
。

ぜ
ひ
漱
石
山
房
記
念
館
に
ご
来
館
い
た
だ
き
、
漱
石
が
名
作
の
数
々
を

執
筆
し
た
地
で
、
そ
の
文
学
世
界
に
触
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ん

の
豊
か
な
感
性
、
表
現
力
を
磨
い
て
い
く
一
助
に
な
れ
ば
嬉
し
く
思
い

ま
す
。

末
筆
に
な
り
ま
す
が
、
本
コ
ン
ク
ー
ル
実
施
に
あ
た
り
、
後
援
し
て

い
た
だ
い
た
漱
石
ゆ
か
り
の
地
方
自
治
体
、
企
業
、
大
学
、
愛
好
団
体

等
の
皆
様
を
始
め
、
審
査
に
ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆
様
、
保
護
者
の
皆

様
、
ご
指
導
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
、
そ
の
他
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た

多
く
の
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
　
い
　
さ
　
つ

新
宿
区
長
　
吉
　
住
　 

健
　
一
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新宿区立漱石山房記念館

文豪・夏目漱石は、新宿で生まれ育ち、亡くなるまでの ９年間を「漱石山房」と呼
ばれた早稲田南町の家で暮らしました。『三四郎』『こころ』『道草』など数々の代表
作が執筆され、「木曜会」と呼ばれる文学サロンが漱石山房で開かれました。
平成２９年 ９ 月２４日、新宿区はこの跡地に、漱石にとって初の本格的記念館「新宿区
立漱石山房記念館」を開館しました。
この記念館では、資料の収集・保管を行うとともに、展示会や講座・講演会等を開
催し、漱石やその文学世界について発信しています。また、図書室やブックカフェで
は、漱石の作品や関連図書に触れることができます。
漱石を、文学を愛する皆様が集い、学び、大切な「土地の記憶」を未来に継承して
いきます。

施設の概要
●開館時間　午前１０時～午後 ６時（入館は午後 ５時３０分まで）

●休 館 日　月曜日（休日の時は次の休日でない日）

　　　　　　年末年始（１２月２９日～ １月 ３日）

　　　　　　展示替期間等

●観 覧 料　一般３００円、小中学生１００円

（通常展）　※団体（２０人以上）は個人の観覧料の半額

●所 在 地　新宿区早稲田南町 ７番地

●問合せ先　�☎�０３―３２０５―０２０９　FAX�０３―３２０５―０２１１　https://soseki-museum.jp/

●アクセス　東京メトロ東西線早稲田駅より徒歩１０分、神楽坂駅より徒歩１５分

　　　　　　都営大江戸線牛込柳町駅より徒歩１５分

　　　　　　都営バス（白６１）牛込保健センター前より徒歩 ２分
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コ
ン
ク
ー
ル
概
要

①
読
書
感
想
文
コ
ン
ク
ー
ル

「
わ
た
し
の
漱
石
、
わ
た
し
の
一
行
」【
中
学
生
の
部
・
高
校
生
の
部
】

夏
目
漱
石
の
作
品
（
作
品
の
指
定
な
し
）
を
読
み
、
自
分
の
心
に
深
く

残
っ
た「
一
行
」を
選
び
、な
ぜ
そ
の
一
行
を
選
ん
だ
の
か
を
１
，０
０
０
～

ｌ
，２
０
０
文
字
（
４
０
０
字
詰
め
原
稿
用
紙
２
枚
半
～
３
枚
程
度
）
で

表
現
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
一
行
」
は
文
章
の
ひ
と
く
だ
り
と
し
、
一
文
に
限
り
ま
せ
ん
。
ま
た

必
ず
し
も
一
行
に
収
ま
ら
な
く
て
も
良
い
こ
と
と
し
ま
す
。
ま
た
、
本
文

の
一
人
称
は
コ
ン
ク
ー
ル
名
称
の
「
わ
た
し
」
に
限
定
し
ま
せ
ん
。
日
本

語
で
書
か
れ
、
未
発
表
で
筆
者
自
身
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
に
限
り
ま
す
。

②
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル

「
ど
ん
な
夢
を
見
た
？
あ
な
た
の
「
夢
十
夜
」」

【
小
学
生
低
学
年
の
部
（
１
・
２
・
３
年
生
）・
小
学
生
高
学
年
の
部
（
４

・
５
・
６
年
生
）】

将
来
の
夢
で
は
な
く
、
自
分
が
「
こ
ん
な
夢
を
み
た
」
又
は
「
こ
ん
な

夢
を
み
た
い
」
な
ど
を
テ
ー
マ
に
、
想
い
を
め
ぐ
ら
せ
自
由
な
発
想
で
描

い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
夏
目
漱
石
作
品
を
読
ん
で
い
な
く
て
も
良
い
こ

と
と
し
ま
し
た
。

八
つ
切
り
サ
イ
ズ
（
２７

ｃｍ
×
３８

ｃｍ
・
縦
横
自
由
）
の
画
用
紙
に
画
材
は
、

鉛
筆
、
色
鉛
筆
、
ク
レ
ヨ
ン
、
絵
の
具
、
マ
ジ
ッ
ク
、
サ
イ
ン
ペ
ン
な
ど

自
由
。
立
体
的
で
な
い
貼
り
絵
、
切
り
絵
、
版
画
も
可
。
デ
ジ
タ
ル
作
品

は
対
象
外
。

作品募集チラシ（読書感想文）作品募集チラシ（絵画）
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審査委員紹介（順不同・敬称略）
読書感想文コンクール 絵画コンクール

審 査 委 員 長 北村　薫（作家）

審 査 委 員

小尾　眞

（日本国語教育学会
常任理事 ）

南口　清二

（一般社団法人
二紀会理事長）

佐藤　裕子
（フェリス女学院大学教授）

藪野　健

（府中市美術館館長
日本藝術院会員 ）

松下　浩幸
（明治大学教授）

吉住　健一（新宿区長）

針谷　弘志（新宿区教育委員会教育長）

後 援 企 業 ・
大 学 賞 選 考

㈱朝日新聞社文化部長代理　丸山　玄則

㈱紀伊國屋書店新宿本店長　星　真一

㈱新潮社総務部・広報担当　馬宮　守人

東京理科大学近代科学資料館館長・名誉教授　伊藤　稔

二松学舎大学教授　増田　裕美子

※肩書は審査時のものとなります。

また、熊本県よりご後援及び自治体賞賞品を提供していただいております。

読書感想文コンクール一次審査にご協力いただきました。

　　　　愛甲　修子　　宇佐見　尚子　　岡田　幸一　　金指　紀彦　　鈴木　秀一

　　　　福本　元惠　　細川　李花　　　森　顕子　　　山下　憲人

（五十音順・敬称略）

応募状況
●読書感想文コンクール

　中学生の部513点、高校生の部483点、計996点

●絵画コンクール

　小学生低学年（1～3年生）の部333点、

　小学生高学年（4～6年生）の部174点、計507点
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令和 5 年度新宿区夏目漱石コンクール
作品応募にご協力いただいた学校等

小学校等
安芸太田町立筒賀小学校
熊本市立古町小学校
札幌市立北園小学校
新宿区立愛日小学校
新宿区立市谷小学校
新宿区立牛込仲之小学校
新宿区立江戸川小学校
新宿区立大久保小学校
新宿区立落合第一小学校
新宿区立落合第二小学校
新宿区立落合第三小学校
新宿区立落合第四小学校
新宿区立落合第五小学校
新宿区立落合第六小学校
新宿区立柏木小学校

新宿区立津久戸小学校
新宿区立鶴巻小学校
新宿区立天神小学校
新宿区立戸塚第一小学校
新宿区立戸塚第二小学校
新宿区立戸塚第三小学校
新宿区立富久小学校
新宿区立戸山小学校
新宿区立西新宿小学校
新宿区立西戸山小学校
新宿区立花園小学校
新宿区立東戸山小学校
新宿区立余丁町小学校
新宿区立四谷小学校
新宿区立四谷第六小学校
新宿区立淀橋第四小学校

新宿区立早稲田小学校
玉名市立横島小学校
千代田区立和泉小学校
東京学芸大学附属竹早小学校
文京区立青柳小学校
文京区立駕籠町小学校
文京区立窪町小学校
文京区立誠之小学校
文京区立関口台町小学校
文京区立林町小学校
文京区立柳町小学校
松山市立生石小学校
松山市立味生第二小学校
チャイルド・アート教室くじら

絵画

中学校
浦安市立高洲中学校
大妻中学校
暁星中学校
熊本大学教育学部附属中学校
白百合学園中学校
新宿区立牛込第二中学校
新宿区立牛込第三中学校
新宿区立西早稲田中学校
成城中学校

高松市立桜町中学校
千代田区立九段中等教育学校
筑波大学附属中学校
日本女子大学附属中学校

高等学校
愛媛県立松山西中等教育学校
北鎌倉女子学園高等学校
熊本県立小国高等学校
暁星高等学校

恵泉女学園高等学校
光塩女子学院高等科
渋谷教育学園渋谷高等学校
白百合学園高等学校
成蹊高等学校
聖ヨゼフ学園高等学校
千代田区立九段中等教育学校
東京都立桜修館中等教育学校
長野清泉女学院高等学校
広島県立海田高等学校

読書感想文
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審
査
講
評

審
査
委
員
長

作
家
　
北
村
　
薫

柳
瀬
尚
紀
先
生
は
『
日
本
語
は
天
才
で
あ
る
』（
新
潮
文
庫
）
の
中
で
、
こ

う
指
摘
し
て
い
ま
す
。
夏
目
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
は
「
泥
棒
！
」

と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
森
鷗
外
の
、
あ
る
海
外
作
品
の
翻
訳
中
で

は
同
様
の
叫
び
声
が
「
馬
泥
棒
。
馬
泥
棒
。
馬
泥
棒
。」
と
な
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
原
作
に
は
あ
る
「
！
」
が
消
え
て
い
る
の
で
す
。
鷗
外
は
、
感
嘆
符
を

使
わ
な
い
人
だ
っ
た
。
一
方
、
漱
石
の
作
品
中
に
は
、
何
と
「
残
念
！！！
」
と
い

う
と
こ
ろ
ま
で
あ
る
。

わ
ず
か
記
号
一
字
か
ら
も
、
漱
石
と
鷗
外
の
作
家
性
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
同
様
に
、
皆
さ
ん
は
今
回
、
一
行
か
ら
漱
石
に
つ
い
て
の

考
え
を
、
さ
ま
ざ
ま
に
展
開
し
、
ま
た
夢
と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
絵

画
表
現
を
見
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
一
粒
の
種
が
花
と
な
っ
て
咲
く
の
を
見

る
思
い
で
し
た
。

読
書
感
想
文
審
査
委
員

日
本
国
語
教
育
学
会
常
任
理
事

�

小
尾
　
眞

今
回
も
中
学
生
・
高
校
生
と
も
に
、
漱
石
作
品
の
教
科
書
で
の
学
年
配
当
と

関
係
な
く
、
広
く
多
く
の
作
品
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

作
文
を
書
く
に
当
た
っ
て
は
、
印
象
に
残
っ
た
箇
所
を
深
く
考
え
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
構
成
に
気
を
配
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

今
回
、
書
き
出
し
か
ら
結
論
に
至
る
ま
で
の
書
き
方
に
工
夫
さ
れ
た
も
の
が

多
く
、
た
い
へ
ん
読
み
ご
た
え
が
あ
り
ま
し
た
。
心
に
刻
ま
れ
た
部
分
を
自
分

の
体
験
に
引
き
寄
せ
、
さ
ら
に
深
く
掘
り
下
げ
て
述
べ
た
文
章
は
大
き
な
説
得

力
を
持
ち
ま
す
。
今
回
、
感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
を
た
だ
述
べ
る
の
で
は

な
く
、
構
成
を
深
く
意
識
し
て
大
き
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
作
品
が
印
象
に
残

り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
読
書
生
活
を
、
大
い
に
広
げ
て
く
だ
さ
い
。

読
書
感
想
文
審
査
委
員

フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
教
授

�

佐
藤
　
裕
子

漱
石
作
品
の
中
か
ら
「
一
行
」
を
選
び
、
そ
の
根
拠
・
論
拠
を
提
示
す
る
と

い
う
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
単
な
る
読
書
感
想
文
と
は
異
な
り
、
作
品
を
深
く

読
み
解
き
、
選
ん
だ
一
行
の
ど
こ
に
魅
か
れ
た
の
か
、
自
分
の
思
考
を
論
理
的
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・
分
析
的
に
言
語
化
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
今
年
は
特
に
教
科
書
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
『
こ
こ
ろ
』
か
ら
の
「
一
行
」
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、「
文
学
」

を
読
み
解
く
こ
と
は
、
感
覚
や
感
性
だ
け
で
成
し
遂
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
作
品
か
ら
得
ら
れ
る
様
々
な
情
報
を
分
析
し
、
論
理
的
思
考
を
駆
使

し
、
自
分
の
思
考
を
他
者
に
的
確
に
伝
え
る
た
め
に
言
葉
を
選
び
、
発
信
す
る

こ
と
に
こ
そ
、「
文
学
」
作
品
を
教
材
と
す
る
こ
と
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。『
こ

こ
ろ
』
が
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
こ
の
作
品
が
様
々
な
角
度

か
ら
切
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
豊
か
さ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。
来
年
も
、
皆
さ
ん
か
ら
の
沢
山
の
「
発
信
」（
応
募
）
を
待
っ
て
い
ま
す
。

読
書
感
想
文
審
査
委
員

明
治
大
学
教
授

�
松
下
　
浩
幸

今
年
も
多
く
の
力
作
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
皆
さ
ん
の

応
募
作
文
に
は
大
き
く
分
け
て
、
二
つ
の
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

一
つ
は
作
品
を
じ
っ
く
り
と
読
み
込
み
、
自
分
が
選
ん
だ
一
行
が
、
ど
の
よ

う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
し
っ
か
り
と
述
べ
て
い
る
も
の
。
も
う
一
つ
は
選
ん

だ
一
行
か
ら
刺
激
を
受
け
て
、
自
身
の
発
想
を
広
げ
、
想
像
力
あ
ふ
れ
る
世
界

を
展
開
し
て
い
る
も
の
で
す
。

ど
の
よ
う
な
傾
向
の
も
の
が
良
い
の
か
は
一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
ど
の

よ
う
な
ス
タ
イ
ル
の
作
文
で
あ
っ
て
も
、
す
ぐ
れ
た
作
文
に
共
通
し
て
い
る
も

の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
語
彙
が
豊
富
で
、
そ
れ
ら
の
言
葉
を
自

在
に
操
り
な
が
ら
、
自
分
の
想
い
を
き
ち
ん
と
表
現
で
き
て
い
る
と
い
う
と
こ

ろ
で
す
。

書
く
た
め
の
練
習
は
も
ち
ろ
ん
必
要
で
す
が
、
同
時
に
読
書
を
通
し
て
多
く

の
文
学
作
品
な
ど
の
優
れ
た
言
葉
に
触
れ
る
こ
と
が
大
切
だ
と
改
め
て
思
い
ま

し
た
。
漱
石
の
残
し
た
言
葉
が
、
こ
れ
か
ら
も
皆
さ
ん
の
豊
か
な
言
葉
の
世
界

を
創
る
、
よ
い
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

絵
画
審
査
委
員

一
般
社
団
法
人
二
紀
会
理
事
長

�

南
口
　
清
二

そ
の
絵
は
決
し
て
派
手
や
か
で
は
な
か
っ
た
。

手
招
き
さ
れ
る
よ
う
に
近
づ
い
た
。
ブ
ル
ー
グ
レ
ー
を
基
調
と
し
て
、
黒
と

は
言
え
な
い
大
き
な
斑
点
の
よ
う
な
も
の
が
絵
具
で
盛
り
上
が
っ
て
い
た
。

不
思
議
な
思
い
で
よ
く
見
る
と
画
面
の
中
心
に
急
須
が
描
か
れ
て
い
た
。
画

面
全
体
の
ト
ー
ン
が
美
し
い
の
だ
。
今
年
の
出
品
作
は
色
彩
へ
の
こ
だ
わ
り
が

注
目
さ
れ
た
。
太
陽
の
明
る
さ
も
輪
郭
に
黄
土
の
よ
う
な
暗
部
を
置
き
、
白
い

明
る
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
紫
の
色
紙
、
ち
ぎ
り
絵
と
し
て
貼
る
だ
け
で
な

く
、
紙
の
裏
や
微
妙
に
違
う
色
を
繊
細
に
重
ね
て
い
る
。
黒
一
色
で
大
胆
な
筆

使
い
の
よ
う
だ
が
、
黒
の
上
か
ら
白
で
色
調
を
変
え
て
い
る
作
品
。

『
手
ご
た
え
』
こ
れ
な
の
だ
。
納
得
い
く
ま
で
描
き
こ
む
。
短
時
間
で
答
え

が
簡
単
に
出
る
時
代
。
物
を
作
る
大
切
な
姿
勢
で
す
。
規
格
外
と
し
て
選
考
対

象
に
な
ら
な
か
っ
た
作
品
も
同
様
に
評
価
し
た
い
。
次
回
は
出
品
要
綱
を
確
認
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し
て
く
だ
さ
い
。

絵
画
審
査
委
員

府
中
市
美
術
館
館
長
・
日
本
藝
術
院
会
員

�

藪
野
　
健

今
回
も
仰
天
し
ま
し
た
。「
夢
」
が
テ
ー
マ
な
の
で
楽
し
い
夢
、
憧
れ
、
悲

し
さ
、
悪
夢
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
が
心
を
と
ら
え
ま
し
た
。
大
人
と
違
っ
て
い
て
も

実
は
感
性
の
鋭
さ
、
観
察
の
的
確
さ
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
深
く
、
広
く
、

発
見
に
満
ち
て
い
ま
す
。

「
こ
ん
な
夢
見
た
よ
」
に
は
圧
倒
的
な
強
さ
を
感
じ
ま
し
た
。「
ゆ
う
れ
い

が
が
っ
こ
う
に
…
」
は
こ
ん
な
思
い
が
現
実
の
生
活
に
も
出
会
え
そ
う
で
す
。

二
重
に
な
っ
て
見
え
隠
れ
し
ま
す
。「
太
陽
さ
ん
ご
め
ん
な
さ
い
」
一
緒
に
謝

り
た
く
な
り
ま
す
。
し
か
も
あ
た
た
か
い
。「
せ
な
か
に
虫
が
く
っ
つ
い
た
」

手
が
届
か
な
い
も
ど
か
し
さ
は
夢
の
中
で
も
あ
り
そ
う
で
す
。「
よ
る
の
お
ち

ゃ
」
な
ん
と
深
い
表
現
な
の
で
し
ょ
う
。「
わ
た
し
は
カ
エ
ル
ゆ
め
に
カ
エ
ル
」

カ
エ
ル
の
世
界
も
楽
し
そ
う
で
す
。「
雲
の
ベ
ッ
ド
」
こ
ん
な
夢
を
見
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

「
宇
宙
の
海
」
絵
を
描
く
こ
と
で
得
ら
れ
る
可
能
性
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

「
木
の
幹
に
な
っ
た
シ
カ
」
異
な
っ
た
も
の
に
形
を
変
え
別
の
世
界
に
連
れ
出

し
て
く
れ
ま
す
「
悪
魔
の
パ
ン
ダ
」
世
間
一
般
の
「
可
愛
い
」
パ
ン
ダ
の
概
念

を
変
え
て
く
れ
ま
す
。「
春
を
走
る
」光
の
中
で
自
分
の
道
を
見
出
し
て
い
ま
す
。

「
夢
を
見
た
ク
ジ
ラ
」
色
彩
が
鮮
や
か
に
展
開
し
て
い
ま
す
。「
ホ
ワ
イ
ト
ホ

ー
ル
」
宇
宙
を
画
像
化
し
て
い
ま
す
。「
夜
空
」
登
場
し
て
い
る
も
の
が
思
い

浮
か
ぶ
ま
ま
、
し
り
と
り
ゲ
ー
ム
の
様
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

「
夢
」
が
絵
の
中
で
想
像
力
を
喚
起
し
て
い
る
作
品
群
で
し
た
。
他
に
規
定

以
外
の
大
き
さ
の
作
品
の
中
に
も
心
惹
か
れ
る
作
品
が
あ
り
ま
し
た
。

審
査
委
員

�

新
宿
区
長
　
吉
住
　
健
一

読
書
感
想
文
部
門
で
は
、
こ
れ
ま
で
特
に
中
学
生
の
作
品
に
お
い
て
、
感
情

が
ほ
と
ば
し
る
よ
う
な
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
が
多
く
み
ら
れ
ま
し
た
。し
か
し
、

近
年
は
複
数
の
漱
石
作
品
を
併
せ
読
ん
で
、
感
想
文
に
織
り
込
む
傾
向
が
増
え

て
き
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。「
本
離
れ
」
と
言
わ
れ
る
時
代
に
お
い
て
、
た
く

さ
ん
本
を
読
み
、
本
コ
ン
ク
ー
ル
に
参
加
し
て
く
だ
さ
る
中
学
生
・
高
校
生
の

皆
さ
ん
の
作
品
は
甲
乙
を
つ
け
が
た
く
、
審
査
に
大
変
苦
労
す
る
よ
う
な
力
作

揃
い
で
し
た
。

絵
画
部
門
は
、
率
直
に
描
き
た
い
も
の
を
描
き
、「
見
た
い
夢
」
を
素
直
に

描
い
て
い
る
作
品
が
多
く
、
描
い
た
人
の
気
持
ち
が
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
た

作
品
が
印
象
的
で
し
た
。
技
術
面
で
新
し
い
テ
ク
ニ
ッ
ク
使
っ
て
描
か
れ
て
い

る
絵
も
あ
り
、
審
査
し
て
い
て
大
変
楽
し
く
、
刺
激
を
も
ら
い
な
が
ら
拝
見
し

ま
し
た
。
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審
査
委
員

新
宿
区
教
育
委
員
会
教
育
長

針
谷
　
弘
志

今
回
も
全
国
か
ら
た
く
さ
ん
の
魅
力
的
な
作
品
を
ご
応
募
い
た
だ
き
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

読
書
感
想
文
部
門
で
は
、
中
学
生
・
高
校
生
の
皆
さ
ん
が
丁
寧
に
文
学
と
向

き
合
っ
て
お
り
、
瑞
々
し
い
感
性
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本
コ
ン
ク

ー
ル
を
き
っ
か
け
に
、
こ
れ
か
ら
も
読
書
の
習
慣
が
続
い
て
い
く
と
大
変
嬉
し

く
思
い
ま
す
。

絵
画
部
門
で
は
、「
こ
ん
な
夢
を
み
た
」
あ
る
い
は
「
こ
ん
な
夢
を
み
た
い
」、

と
い
う
思
い
を
素
直
に
表
現
し
た
作
品
ば
か
り
で
し
た
が
、
と
て
も
手
の
込
ん

だ
個
性
あ
ふ
れ
る
作
品
も
多
く
、
興
味
深
く
拝
見
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
自

由
で
豊
か
な
想
像
力
と
感
性
で
夢
を
見
続
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

朝
日
新
聞
社
賞
選
考

㈱
朝
日
新
聞
社 

文
化
部
長
代
理

�

丸
山
　
玄
則

審
査
員
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
３
年
目
と
な
り
ま
す
。
今
回
は
例
年

と
趣
向
を
変
え
、
夏
目
漱
石
と
朝
日
新
聞
社
に
つ
い
て
書
か
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

漱
石
は
朝
日
新
聞
の
社
員
で
し
た
。
私
の
大
先
輩
で
す
。
み
な
さ
ん
、
ご
存

じ
で
し
た
か
？

１
９
０
７
年
、
東
京
帝
国
大
学
（
現
東
京
大
）
講
師
の
職
を
な
げ
う
っ
て
、

当
時
は
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
と
い
っ
て
も
い
い
新
聞
社
に
入
社
し
ま
し
た
。
４０
歳

で
月
給
は
２００
円
で
し
た
。

仕
事
は
新
聞
連
載
小
説
を
書
く
こ
と
で
す
。
第
一
作
は
「
虞
美
人
草
」。
絵

画
の
題
材
に
な
っ
た
「
夢
十
夜
」
も
、
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

機
会
が
圧
倒
的
に
多
い
「
こ
こ
ろ
」
も
、
最
初
は
朝
日
新
聞
の
連
載
小
説
と
し

て
発
表
し
た
の
で
す
。「
三
四
郎
」「
そ
れ
か
ら
」「
門
」
の
三
部
作
も
連
載
小

説
で
す
。
最
後
に
な
っ
た
「
明
暗
」
を
執
筆
中
、
病
気
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

４９
歳
で
し
た
。

小
説
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
新
聞
の
「
文
化
面
」
の
原
型
と
な
る

「
朝
日
文
芸
欄
」
も
漱
石
の
ア
イ
デ
ア
で
始
ま
り
ま
し
た
。
ま
た
、
朝
日
新
聞

社
員
と
し
て
全
国
を
講
演
し
て
回
り
ま
し
た
。

連
載
小
説
は
漱
石
の
時
代
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
ま
す
。
朝
日
新
聞
で
は
、

本
や
映
画
、
舞
台
、
美
術
、
囲
碁
や
将
棋
な
ど
の
文
化
情
報
を
日
々
、
発
信
し

て
い
ま
す
。
文
化
を
豊
か
に
し
た
い
と
い
う
漱
石
の
思
い
は
、
脈
々
と
引
き
継

が
れ
て
い
ま
す
。

今
年
も
素
晴
ら
し
い
絵
画
や
作
文
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
た
小
中
高
校
生
の
み

な
さ
ん
の
豊
か
な
感
性
に
響
く
よ
う
な
記
事
を
発
信
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

新
聞
、
手
に
と
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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紀
伊
國
屋
書
店
賞
選
考

㈱
紀
伊
國
屋
書
店 

新
宿
本
店
長

�

星
　
真
一

感
想
文
、
絵
画
の
両
部
門
と
も
審
査
委
員
が
そ
れ
ぞ
れ
３
作
品
に
投
票
し
、

複
数
の
支
持
が
あ
っ
た
作
品
の
う
ち
か
ら
ま
ず
最
優
秀
賞
を
、
次
い
で
各
企
業

・
大
学
賞
を
選
出
し
ま
し
た
。
得
票
数
の
多
か
っ
た
作
品
が
機
械
的
に
最
優
秀

賞
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
審
査
委
員
の
議
論
に
よ
り
順
位
が
変
わ
っ
た
ケ
ー

ス
も
あ
り
ま
し
た
。
各
部
門
か
ら
紀
伊
國
屋
書
店
賞
を
選
出
し
て
贈
賞
し
ま
し

た
が
、
す
べ
て
複
数
名
の
推
薦
が
あ
っ
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
特
筆
し
て
お

き
ま
す
。
入
選
、
佳
作
の
作
品
は
言
う
に
及
ば
ず
、
惜
し
く
も
選
に
洩
れ
た
作

品
ま
で
す
べ
て
が
若
々
し
い
想
像
力
と
表
現
の
喜
び
（
と
少
し
の
苦
し
み
）
に

溢
れ
て
い
て
、
選
考
は
楽
し
く
も
悩
ま
し
い
時
間
に
な
り
ま
し
た
。
今
回
の
創

作
が
参
加
の
皆
様
の
夏
の
思
い
出
と
し
て
、
末
長
く
記
憶
に
残
る
と
嬉
し
い
で

す
。

新
潮
社
賞
選
考

㈱
新
潮
社 

総
務
部
・
広
報
担
当

�

馬
宮
　
守
人

読
書
感
想
文
部
門
で
は
、
中
学
生
な
ら
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』、
高
校
生
な
ら
『
こ

こ
ろ
』
と
い
う
定
番
の
み
な
ら
ず
、
今
回
は
『
明
暗
』『
倫
敦
塔
』
な
ど
意
外

な
漱
石
作
品
に
挑
ん
で
い
る
点
が
印
象
的
で
し
た
。
そ
こ
に
、
悩
め
る
十
代
の

心
情
を
重
ね
た
等
身
大
の
感
想
文
か
ら
、
文
筆
家
の
エ
ッ
セ
イ
の
如
く
漱
石
の

描
い
た
小
説
世
界
を
自
在
に
行
き
来
し
、
評
論
し
た
も
の
ま
で
あ
っ
て
、
回
を

重
ね
て
き
た
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
の
「
進
化
」
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

小
学
生
の
絵
画
も
ま
た
、
多
彩
で
し
た
。
ミ
ニ
マ
ム
な
表
現
で
実
際
に
見
た

「
怖
い
夢
」
を
描
き
出
し
た
も
の
、「
宇
宙
の
深
淵
」
を
感
じ
さ
せ
る
神
秘
的

な
絵
、
そ
し
て
、
ひ
た
す
ら
明
る
く
ポ
ッ
プ
に
「
前
向
き
な
未
来
」
を
夢
見
た

作
品
も
。
ま
さ
に
漱
石
の
『
夢
十
夜
』
の
よ
う
な
物
語
性
を
湛
え
る
絵
が
多
数

あ
っ
て
う
れ
し
か
っ
た
。児
童
の
絵
に
は
プ
ロ
の
画
家
の
技
巧
は
な
い
だ
け
に
、

逆
に
、
絵
と
い
う
も
の
が
本
来
的
に
秘
め
る
「
魔
力
」
を
感
じ
ま
し
た
。

東
京
理
科
大
学
賞
選
考

東
京
理
科
大
学 

近
代
科
学
資
料
館
館
長
・
名
誉
教
授

�

伊
藤
　
稔

中
学
生
の
純
粋
な
感
性
で
夏
目
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』
を
読
み
込
ん
で
、
現
代

人
の
だ
れ
も
が
持
っ
て
い
る
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
、
自
分
自
身
の
生
き

方
や
在
り
方
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
し
っ
か
り
と
自
己
分
析
を
行
っ
て
い
る
こ
と

が
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

夏
目
漱
石
『
硝
子
戸
の
中
』
の
文
章
の
中
か
ら
、
社
会
の
不
条
理
な
出
来
事

を
俯
瞰
し
て
、
捉
え
る
こ
と
で
、
自
己
と
他
者
（
社
会
）
と
の
関
り
か
ら
学
び
、

他
者
と
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
の
中
に
幸
福
を
見
出
す
こ
と
に
価
値
が
あ
る
と
高

校
生
が
気
づ
い
た
こ
と
で
す
。

絵
画
部
門
で
は
、
子
ど
も
の
何
気
な
い
夢
の
１
コ
マ
を
具
体
的
に
絵
で
表
現
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す
る
活
動
を
通
し
て
、
子
ど
も
自
身
の
純
粋
無
垢
な
感
性
で
、
大
人
の
知
識
を

超
え
て
子
ど
も
自
身
の
素
朴
な
絵
筆
に
任
せ
て
描
く
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
に

し
か
で
き
な
い
、
子
ど
も
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
、
無
限
の
創
造
性
と
可
能
性
に

感
動
し
ま
し
た
。

二
松
学
舎
大
学
賞
選
考

二
松
学
舎
大
学
教
授

�

増
田
　
裕
美
子

読
書
感
想
文
で
は
、
中
学
生
、
高
校
生
の
皆
さ
ん
の
的
確
な
読
み
と
明
確
な

言
葉
づ
か
い
に
よ
る
達
意
の
文
章
に
と
て
も
感
心
し
ま
し
た
。
現
代
に
ま
で
通

じ
る
漱
石
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
自
分
た
ち
の
問
題
と
し
て
受
け
取
っ
て
お
り
、
頼

も
し
い
限
り
で
す
。『
こ
こ
ろ
』を
取
り
上
げ
た
感
想
文
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、

こ
の
作
品
の
も
つ
普
遍
的
な
価
値
に
気
づ
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ほ
か

に
も
と
く
に
中
学
生
部
門
で
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』『
三
四
郎
』『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

『
そ
れ
か
ら
』『
明
暗
』
な
ど
多
彩
な
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
面
白
か
っ

た
で
す
。

小
学
生
の
皆
さ
ん
の
絵
画
作
品
も
発
想
が
ユ
ニ
ー
ク
で
色
づ
か
い
や
構
図
も

大
胆
で
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
明
る
い
夢
、
楽
し
い
夢
、
暗
い
夢
、
こ

わ
い
夢
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
夢
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
夢
と
い
う
も
の
を
絵
画

に
表
現
す
る
喜
び
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
全
部
の
作
品
に
賞
を
挙
げ
た
い
く

ら
い
の
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
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読
書
感
想
文
コ
ン
ク
ー
ル
一
次
審
査
講
評

愛
甲
　
修
子

中
学
生
部
門
で
は
、『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
取
り
上
げ
る
方
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
清
と
の
関
係
を
ご
自
分
の
ご
家
族
と
重
ね
て
、
自
分
を
大
切
に
し

て
く
れ
る
人
の
い
る
こ
と
の
大
切
さ
を
の
べ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
ま
た
、
坊
っ

ち
ゃ
ん
の
ま
っ
す
ぐ
な
気
性
を
評
価
し
、
自
分
も
そ
の
よ
う
に
あ
り
た
い
と
述

べ
る
。
素
直
な
感
想
文
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

高
等
学
校
部
門
で
は
、『
こ
こ
ろ
』
を
取
り
上
げ
る
方
が
多
く
、
自
分
の
思

い
を
Ｋ
に
告
げ
ず
、「
お
れ
は
策
略
で
勝
っ
て
も
人
間
と
し
て
は
負
け
た
の
だ
」

と
い
う
こ
と
ば
に
、
衝
撃
を
受
け
る
。
自
分
の
も
の
の
考
え
方
を
深
め
て
く
れ

た
と
い
う
感
想
が
多
い
。

ど
ち
ら
の
部
門
で
も
、
夏
目
漱
石
の
作
品
の
こ
と
ば
を
、
自
分
の
日
常
生
活

に
引
き
つ
け
、
自
分
だ
っ
た
ら
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
成
長
段
階
に
適
し
た
作
品
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
夏
目
漱
石
の
素
晴
ら
し

さ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、『
三
四
郎
』
や
、『
そ
れ
か
ら
』、

ま
た
『
倫
敦
塔
』
な
ど
、
幅
広
い
作
品
に
目
を
向
け
て
い
た
だ
け
た
ら
、
さ
ら

に
思
考
が
深
ま
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
し
た
。宇

佐
見
　
尚
子

夏
目
漱
石
の
作
品
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
視
点
で
考
え
る
こ
と
が
、
自
己
を

振
り
返
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
感
想
文
が
非
常
に
多
か
っ
た
。
今
後
も
様

々
な
漱
石
作
品
と
の
出
会
い
が
、
自
ら
の
視
野
を
広
げ
た
り
、
自
分
自
身
や
人

間
の
本
質
を
深
く
考
え
た
り
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た

い
。

岡
田
　
幸
一

本
コ
ン
ク
ー
ル
の
作
品
応
募
の
肝
心
な
点
は
、
漱
石
の
作
中
の
一
文
に
注
目

し
、
そ
の
一
文
を
糸
口
に
し
て
作
品
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
感
想
や
解
釈
を
書

き
綴
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
感
想
や
解
釈
を
述
べ
る
に
は
、
筆
者
自

身
が
糸
口
と
な
る
一
文
と
対
峙
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
や
こ
れ
や
を

指
定
の
字
数
に
収
め
て
書
く
こ
と
は
な
か
な
か
至
難
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で

す
。
今
年
も
そ
の
至
難
に
挑
ん
だ
中
高
生
の
作
文
の
数
々
に
触
れ
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
、
嬉
し
い
こ
と
で
し
た
。
審
査
で
す
か
ら
、
決
ま
っ
た
数
の
作
品
を

通
過
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。そ
の
作
業
は
、今
年
も
悩
ま
し
い
も
の
だ
っ

た
こ
と
を
最
後
に
言
い
添
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

金
指
　
紀
彦

今
年
は
、
こ
れ
ま
で
選
ば
れ
て
こ
な
か
っ
た
漱
石
の
作
品
が
多
く
読
ま
れ
て

い
た
印
象
で
す
。
漱
石
も
よ
り
多
様
性
を
も
っ
て
今
後
は
読
ま
れ
て
い
く
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
中
高
生
の
み
な
さ
ん
の
瑞
々
し
い
感
性
が
ま
す
ま
す
発
揮
さ

れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

ま
た
、
生
成
Ａ
Ｉ
の
一
種
で
あ
る
Ｃ
ｈ
ａ
ｔ
Ｇ
Ｐ
Ｔ
が
話
題
の
中
、
一
方
で
、

自
分
で
文
章
を
書
く
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ぶ
場
と
し
て
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
が
存

在
し
続
け
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。
自
分
の
思
い
や
考
え
を
表
現
す
る
楽
し
さ
を

味
わ
っ
て
も
ら
え
る
と
嬉
し
い
で
す
。
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鈴
木
　
秀
一

作
品
中
の
一
言
か
ら
様
々
な
こ
と
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
作
品
を
、
楽
し
く

読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
中
学
生
の
作
品
の
中
で
は
、『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

を
取
り
上
げ
た
も
の
で
、
う
ら
な
り
先
生
に
注
目
し
た
作
品
が
印
象
に
残
り
ま

し
た
。
清
に
注
目
が
集
ま
り
勝
ち
で
す
が
、
う
ら
な
り
先
生
の
事
件
に
も
主
人

公
の
人
間
性
が
表
れ
て
い
ま
す
の
で
、よ
く
読
み
込
ん
で
い
る
と
思
い
ま
し
た
。

ま
た
、
高
校
生
の
作
品
の
中
で
は
、『
こ
こ
ろ
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
作
品
の

う
ち
、
Ｋ
と
先
生
の
自
殺
の
原
因
を
考
察
し
、
比
較
し
て
い
る
作
品
が
あ
り
ま

し
た
。
難
し
い
テ
ー
マ
で
す
が
、
独
自
の
視
点
で
論
じ
て
い
て
と
て
も
読
み
応

え
が
あ
り
ま
し
た
。

福
本
　
元
惠

物
語
の
筋
を
追
い
な
が
ら
、何
気
な
く
読
み
過
ご
し
て
い
た
一
文
や
一
節
が
、

作
品
を
読
み
深
め
て
い
く
う
ち
に
、
自
分
の
心
に
強
く
残
っ
て
い
た
こ
と
に
気

が
付
い
た
り
、
作
品
全
体
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
発
見

し
た
り
、
作
者
の
強
い
拘
り
や
深
い
思
い
を
吐
露
し
て
い
る
表
現
で
あ
る
こ
と

に
思
い
至
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
読
書
が
か
け
が
え
の
な
い
楽
し
み
の
一
つ
と

な
る
貴
重
な
体
験
で
す
。
選
ん
だ
一
行
に
見
出
し
た
価
値
や
そ
の
多
様
な
捉
え

方
、
新
た
な
る
解
釈
の
提
示
に
、
皆
さ
ん
の
柔
軟
な
思
考
や
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た

感
性
、
そ
し
て
、
本
来
の
自
分
の
姿
や
未
来
の
社
会
の
課
題
を
見
通
す
読
み
の

力
の
豊
か
さ
に
、審
査
を
通
し
て
、多
く
を
学
び
、
読
書
の
秋
の
爽
や
か
な
ひ
と

と
き
を
、文
豪
を
偲
び
な
が
ら
、心
ゆ
く
ま
で
楽
し
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

知
識
が
増
し
、
視
野
が
広
が
り
、
斬
新
な
気
付
き
を
手
に
す
る
喜
び
は
、
作

品
の
世
界
に
お
い
て
作
者
と
の
対
話
を
重
ね
て
得
ら
れ
た
一
生
の
宝
物
と
な

り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
培
っ
た
力
は
、
時
に
は
人
と
し
て
弱
く
醜
い
面
を
露
わ

に
し
つ
つ
も
、
強
靭
で
優
し
く
秀
で
た
誠
を
貫
く
人
間
と
し
て
生
き
抜
く
た
め

の
糧
と
な
り
ま
す
。
作
品
の
表
現
か
ら
読
み
取
っ
た
文
豪
の
苦
悩
や
在
り
様
を

自
分
の
体
験
や
生
き
方
に
重
ね
て
、
自
己
理
解
や
人
間
理
解
を
深
め
、
表
現
を

工
夫
し
て
纏
め
上
げ
た
皆
さ
ん
の
努
力
に
、
惜
し
み
な
い
拍
手
と
賛
辞
を
送
り

ま
す
。

細
川
　
李
花

「
読
書
感
想
文
を
書
く
」
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
作
品
に
新
た
な
価
値
を

見
出
し
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
、
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
深
く
考
え
て
い
る

み
な
さ
ん
が
多
数
い
ま
し
た
。
選
ん
だ
一
行
を
き
っ
か
け
に
、
過
去
、
い
ま
、

未
来
に
思
い
を
馳
せ
、
自
分
の
思
い
を
の
び
の
び
と
綴
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

時
代
を
超
え
て
、
わ
た
し
た
ち
に
新
鮮
な
刺
激
を
与
え
続
け
る
漱
石
作
品
の

魅
力
を
改
め
て
再
確
認
し
ま
し
た
。

森
　
顕
子

例
年
、
心
の
琴
線
に
触
れ
た
一
文
（
あ
る
い
は
一
場
面
）
が
同
じ
も
の
は
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
触
れ
方
は
十
人
十
色
で
す
。
作
品
世
界
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
似
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
膨
ら
ん
で
い
く

読
者
の
心
の
中
の
思
い
は
、
そ
の
読
者
だ
け
の
「
思
い
」
で
あ
り
、
そ
の
言
語

化
は
大
い
に
価
値
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
作
品
世
界
を
新
た
に
再
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構
築
し
、
作
者
で
あ
る
漱
石
と
実
際
に
対
峙
し
、
語
り
合
わ
せ
た
い
と
思
う
も

の
も
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
中
高
生
と
い
う
こ
の
時
期
に
出
合
わ
な
け

れ
ば
書
け
な
い
文
章
に
こ
れ
か
ら
も
出
会
え
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま

す
。

山
下
　
憲
人

中
学
生
・
高
校
生
部
門
の
審
査
を
通
じ
て
の
講
評
を
記
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
同
様
に
、
等
身
大
の
自
分
を
作
品
世
界
や
登
場
人
物
に
重
ね
な
が

ら
、
思
索
を
深
め
て
い
く
と
い
う
筆
致
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
読
後
感
と
い

う
範
疇
に
留
ま
ら
ず
、
自
ら
の
価
値
観
や
生
き
方
を
模
索
し
た
り
、
さ
ら
に
は

哲
学
的
な
思
索
へ
と
昇
華
さ
れ
て
い
る
作
品
も
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
ま
し

た
。
漱
石
が
提
示
し
よ
う
と
し
た
世
界
観
を
、
若
い
皆
さ
ん
が
純
粋
に
素
直
に

受
け
と
め
、
新
し
い
認
識
や
価
値
観
を
紡
い
で
い
く
姿
に
心
強
い
も
の
を
感
じ

ま
す
。

中
高
生
の
皆
さ
ん
が
、
そ
の
年
代
に
出
会
っ
て
お
く
べ
き
漱
石
作
品
が
あ
る

と
感
じ
ま
す
。
漱
石
が
私
た
ち
に
問
い
か
け
て
く
る
も
の
を
確
か
に
受
容
し
つ

つ
、
そ
の
確
か
さ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
認
識
や
価
値
観
こ
そ
が
、
皆
さ
ん
の
こ

れ
か
ら
を
形
作
っ
て
い
く
と
考
え
ま
す
。
漱
石
作
品
か
ら
生
ま
れ
る
思
索
を
記

す
、
あ
る
い
は
そ
の
軌
跡
を
読
み
直
し
て
み
る
こ
と
で
、
皆
さ
ん
の
「
輪
郭
」

が
紡
が
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
期
待
し
て
い
ま
す
。



17

読
書
感
想
文
コ
ン
ク
ー
ル

「
わ
た
し
の
漱
石
、
わ
た
し
の
一
行
」〈

中
学
生
の
部
〉

　
・
最
優
秀
賞 

…
…
…
…
…
…
…
…
… 

１８

　
・
朝
日
新
聞
社
賞 

…
…
…
…
…
…
… 

１９

　
・
紀
伊
國
屋
書
店
賞 

…
…
…
…
…
… 

２１

　
・
新
潮
社
賞 

…
…
…
…
…
…
…
…
… 

２２

　
・
東
京
理
科
大
学
賞 

…
…
…
…
…
… 

２４

　
・
二
松
学
舎
大
学
賞 

…
…
…
…
…
… 

２５

　
・
く
ま
も
と
賞 

…
…
…
…
…
…
…
… 

２７

　
・
佳
作 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
… 

２８

〈
高
校
生
の
部
〉

　
・
最
優
秀
賞 
…
…
…
…
…
…
…
…
… 

４２

　
・
朝
日
新
聞
社
賞 
…
…
…
…
…
…
… 

４３

　
・
紀
伊
國
屋
書
店
賞 
…
…
…
…
…
… 

４５

　
・
新
潮
社
賞 

…
…
…
…
…
…
…
…
… 

４６

　
・
東
京
理
科
大
学
賞 

…
…
…
…
…
… 

４８

　
・
二
松
学
舎
大
学
賞 

…
…
…
…
…
… 
４９

　
・
く
ま
も
と
賞 

…
…
…
…
…
…
…
… 
５１

　
・
佳
作 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
… 

５２
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中
学
生
の
部

最

優

秀

賞

坊
っ
ち
ゃ
ん
の
江
戸
っ
子
口
調
と 

文
芸
の
伝
統
に
よ
る
裏
打
ち

筑
波
大
学
附
属
中
学
校　

１
年　
　
　



河こ
う
も面　

玲れ
い

作
品
名
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

選
ん
だ
一
行ハ

イ
カ
ラ
野
郎
の
、ペ
テ
ン
師
の
、イ
カ
サ
マ
師
の
、猫
っ
か
ぶ
り
の
、

香
具
師
の
、
モ
モ
ン
ガ
ー
の
、
岡
っ
引
き
の
、
わ
ん
わ
ん
鳴
け
ば
犬

も
同
然
な
や
つ
と
で
も
言
う
が
い
い

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
、
全
て
の
場
面
が
面
白
い
。
ま
ず
冒
頭
に
、
あ

と
さ
き
考
え
な
い
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
い
た
ず
ら
の
事
例
が
示
さ
れ
、
彼
の

性
格
が
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
。そ
し
て
漱
石
の
名
文
で
、つ
い
笑
っ

て
し
ま
う
箇
所
が
い
く
つ
も
あ
る
。

そ
ん
な
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
中
で
も
一
番
気
に
入
っ
た
の
は
次
の
一

行
だ
。

「
ハ
イ
カ
ラ
野
郎
の
、
ペ
テ
ン
師
の
、
イ
カ
サ
マ
師
の
、
猫
っ
か
ぶ

り
の
、
香
具
師
の
、
モ
モ
ン
ガ
ー
の
、
岡
っ
引
き
の
、
わ
ん
わ
ん
鳴
け

ば
犬
も
同
然
な
や
つ
と
で
も
言
う
が
い
い
」

こ
れ
は
う
ら
な
り
君
の
送
別
会
で
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
山
嵐
が
赤
シ
ャ
ツ

の
悪
口
を
言
っ
て
い
る
場
面
だ
。
悪
口
と
い
っ
て
も
罵
倒
と
い
う
よ
り

ど
こ
か
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ま
た
よ
い
。

読
ん
だ
瞬
間
目
が
引
か
れ
、
つ
い
読
み
返
し
て
し
ま
っ
た
。
文
学
作

品
で
悪
口
を
並
べ
た
て
る
も
の
は
読
ん
だ
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
。
そ

し
て
頭
の
中
で
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
る
と
実
に
響
き
が
い
い
。
さ
ら

に
リ
ズ
ム
も
完
璧
だ
。
ま
た
、
自
分
の
演
説
は
あ
ま
り
よ
ろ
し
く
な
い

と
言
う
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
口
か
ら
こ
ん
な
言
葉
が
ス
ラ
ス
ラ
と
出
て
く
る

こ
と
も
、
深
く
印
象
に
残
っ
た
。
早
口
で
ま
く
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
ら
、
演
説
も
得
意
の
は
ず
だ
と
思
う
の
だ
け
れ
ど
。

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
一
九
〇
六
年
に
書
か
れ
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲

載
さ
れ
た
。
当
時
の
江
戸
言
葉
は
、今
耳
に
す
る
「
標
準
語
」
よ
り
も
っ

と
「
江
戸
弁
」
に
近
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
江
戸
言
葉
は
、
言
葉

を
リ
ズ
ム
よ
く
並
べ
て
、
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
し
ゃ
べ
る
の
が
一
つ

の
特
徴
だ
。

た
だ
、
こ
の
手
法
は
江
戸
言
葉
だ
け
で
な
く
、
古
く
か
ら
日
本
の
文

芸
で
使
わ
れ
、
磨
か
れ
て
き
た
も
の
だ
。
落
語
の
寿
限
無
、
歌
舞
伎
の

外
郎
売
や
弁
天
小
僧
菊
之
助
の
口
上
な
ど
は
、
そ
の
ほ
ん
の
一
例
で
あ

る
。
時
代
は
ま
だ
ま
だ
さ
か
の
ぼ
れ
る
。
阿
刀
田
高
は
『
こ
と
ば
遊
び

の
楽
し
み
』
の
中
で
、
万
葉
集
に
あ
る
畳
文
の
例
と
し
て
天
武
天
皇
の
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中
学
生
の
部

中
学
生
の
部 歌

を
紹
介
し
て
い
る
。「
よ
き
人
の
よ
し
と
よ
く
見
て
よ
し
と
言
ひ
し

吉
野
よ
く
見
よ
よ
き
人
よ
く
見
」。
そ
し
て
文
芸
の
世
界
だ
け
で
な
く
、

私
た
ち
の
日
常
に
も
言
葉
を
ユ
ー
モ
ア
と
と
も
に
リ
ズ
ム
に
乗
せ
て
並

べ
る
手
法
は
根
付
い
て
い
る
。「
け
っ
こ
う
毛
だ
ら
け
猫
灰
だ
ら
け
」

な
ど
の
地
口
も
そ
の
一
つ
だ
。
あ
る
い
は
映
画
フ
ー
テ
ン
の
寅
さ
ん
が

や
る
テ
キ
ヤ
の
口
上
も
代
表
例
の
一
つ
だ
。
畳
み
か
け
る
口
ぶ
り
が
心

地
よ
い
。
さ
ら
に
日
本
最
古
の
書
、
古
事
記
に
も
言
葉
あ
そ
び
が
使
わ

れ
て
い
る
と
い
う
ネ
ッ
ト
上
の
記
事
ま
で
見
つ
け
た
が
、
具
体
例
が
見

当
た
ら
な
い
の
で
今
後
の
調
査
課
題
と
し
た
い
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
私
の
目
を
ひ
い
た
一
文
は
、
た
だ
赤
シ
ャ
ツ
を

罵
る
言
葉
で
は
な
く
、ま
た
単
な
る
威
勢
の
い
い
江
戸
言
葉
で
も
な
く
、

日
本
の
文
芸
や
長
い
伝
統
の
中
で
培
わ
れ
、
さ
ら
に
は
日
常
に
ま
で
浸

透
し
て
き
た
技
法
に
よ
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

な
ぜ
私
の
目
が
こ
れ
ほ
ど
釘
付
け
に
さ
れ
た
の
か
、
知
れ
ば
知
る
ほ

ど
興
味
深
く
な
っ
て
い
く
。
言
葉
の
歴
史
と
い
う
も
の
を
、
私
は
こ
れ

か
ら
も
っ
と
知
っ
て
い
き
た
い
。

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
江
戸
っ
子
口
調
に
注
目
し
、
落
語
、
歌
舞

伎
、
さ
ら
に
は
万
葉
集
の
時
代
に
ま
で
遡
っ
て
考
察
し
て
い
る
。

一
行
か
ら
連
想
を
広
げ
て
い
く
自
由
な
発
想
が
素
晴
ら
し
い
。

審
査
講
評

朝
日
新
聞
社
賞

漱
石
の
冒
頭
文
と
創
造
力

大
妻
中
学
校　

２
年　
　
　



新あ
ら

井い　

芹せ
り

佳か

作
品
名
『
そ
れ
か
ら
』

選
ん
だ
一
行誰

か
慌
た
だ
し
く
門
前
を
馳か

け
て
い
く
足
音
が
し
た
時
、
代
助
の
頭

の
中
に
は
、
大
き
な
俎
下
駄
が
空
か
ら
、
ぶ
ら
下
っ
て
い
た
。

「
誰
か
慌
た
だ
し
く
門
前
を
馳か

け
て
い
く
足
音
が
し
た
時
、
代
助
の

頭
の
中
に
は
、
大
き
な
俎

ま
な
い
た

下
駄
が
空
か
ら
、
ぶ
ら
下
っ
て
い
た
。」

こ
れ
は
主
人
公
の
代
助
が
目
覚
め
る
時
の
一
文
で
あ
り
、
こ
の
小
説

の
冒
頭
文
だ
。
私
は
漱
石
の
作
品
は
冒
頭
文
が
印
象
に
残
り
や
す
い
イ

メ
ー
ジ
だ
が
「
そ
れ
か
ら
」
の
冒
頭
文
は
普
通
だ
と
思
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
読
み
終
え
た
後
、
私
は
こ
の
一
文
に
代
助
と
彼
を
取
り
巻
く
人

々
と
の
二
つ
の
物
語
の
発
端
と
行
く
末
が
表
さ
れ
て
い
る
と
気
づ
い

た
。
ど
こ
が
二
つ
の
物
語
の
発
端
と
行
く
末
を
表
し
て
い
る
の
か
。

ま
ず
足
音
を
聞
き
、
目
覚
め
た
代
助
は
そ
の
足
音
が
誰
の
も
の
か
わ

か
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
第
一
章
の
最
後
で
書
生
の
門
野
に
郵
便
が
届



20

中
学
生
の
部

中
学
生
の
部い

て
い
な
か
っ
た
か
と
尋
ね
て
い
た
か
ら
だ
。
お
そ
ら
く
代
助
は
足
音

が
郵
便
配
達
人
の
も
の
だ
と
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
代
助
の

も
と
に
は
は
が
き
と
郵
便
が
届
い
て
い
た
。
は
が
き
は
親
友
の
平
岡
常

次
郎
か
ら
で
、
郵
便
は
父
親
で
あ
る
長
井
得
か
ら
の
も
の
だ
っ
た
。
こ

れ
が
二
つ
の
物
語
の
発
端
だ
と
思
う
。
一
つ
は
代
助
と
平
岡
の
妻
で
あ

り
、
代
助
が
か
つ
て
想
い
を
寄
せ
て
い
た
三
千
代
と
の
物
語
、
も
う
一

つ
は
代
助
と
実
家
と
の
物
語
だ
。
で
は
二
つ
の
物
語
は
ど
う
な
っ
て
い

く
の
だ
ろ
う
か
。

は
じ
め
に
こ
の
小
説
の
結
末
は
代
助
と
三
千
代
が
再
会
し
た
こ
と
で

お
互
い
に
惹
か
れ
あ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
平
岡
に
伝
え
る
。
そ
し
て

平
岡
は
三
千
代
を
ゆ
ず
る
代
わ
り
に
代
助
と
絶
交
し
て
し
ま
う
。
さ
ら

に
名
家
の
娘
の
縁
談
を
断
り
、
人
妻
と
関
係
を
持
っ
た
こ
と
か
ら
実
家

に
勘
当
さ
れ
て
し
ま
う
。

私
は
二
つ
の
物
語
の
行
く
末
が
冒
頭
文
の
代
助
の
睡
眠
に
表
さ
れ
て

い
る
と
思
う
。
小
説
の
冒
頭
で
代
助
は
近
来
の
癖
で
心
臓
の
鼓
動
を
気

に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
代
助
が
気
づ
か
な
い
う
ち
に
三

千
代
の
病
ん
だ
心
臓
を
気
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
代
助
は

空
か
ら
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
た
俎
下
駄
が
次
第
に
遠
ざ
か
り
、
消
え
て
し

ま
っ
た
と
こ
ろ
で
目
が
覚
め
る
。
こ
れ
は
男
性
用
の
下
駄
で
あ
る
俎
下

駄
が
遠
ざ
か
り
、
消
え
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
平
岡
常
次
郎
や
長
井
得
な

ど
の
男
性
が
代
助
の
も
と
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
こ
の
小
説
は
偶
数
の
章
で
は
代
助
と
三
千
代
と
の
物
語
が
書

か
れ
、
奇
数
の
章
で
は
代
助
と
実
家
と
の
物
語
が
書
か
れ
、
ク
ラ
イ
マ

ッ
ク
ス
で
は
二
つ
の
物
語
が
合
わ
さ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
私
は

小
説
は
複
数
の
物
語
が
合
わ
さ
っ
て
で
き
て
い
る
と
思
う
。
そ
し
て
漱

石
は
複
数
の
物
語
を
織
り
な
し
、
冒
頭
文
か
ら
表
現
で
き
る
鬼
才
な
の

だ
。

『
そ
れ
か
ら
』
の
有
名
な
書
き
出
し
に
つ
い
て
、「
代
助
と
彼

を
取
り
巻
く
人
々
と
の
二
つ
の
物
語
の
発
端
と
行
く
末
が
表
さ
れ

る
」
と
気
付
く
ま
で
の
考
察
が
深
い
。
若
々
し
い
感
性
が
ほ
と
ば

し
る
感
想
文
。

審
査
講
評
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紀
伊
國
屋
書
店
賞

私
と
漱
石
と
万
年
筆

成
城
中
学
校　

２
年　
　
　



江え

口ぐ
ち　

寛ひ
ろ

冬と

作
品
名
『
余
と
万
年
筆
』

選
ん
だ
一
行尤

も
十
二
年
前
に
洋
行
す
る
と
き
親
戚
の
も
の
が
餞
別
と
し
て
一
本

呉
れ
た
が
、
夫
は
ま
だ
使
わ
な
い
う
ち
に
船
の
な
か
で
器
械
体
操
の

真
似
を
し
て
す
ぐ
壊
し
て
仕
舞
っ
た
。

「
な
ぁ
ん
だ
。
漱
石
く
ん
っ
て
、
実
は
僕
ら
と
同
じ
感
覚
の
持
ち
主

じ
ゃ
な
い
か
。」

も
し
同
じ
ク
ラ
ス
に
夏
目
漱
石
が
い
た
ら
、
思
わ
ず
肩
を
組
ん
で
し

ま
っ
た
だ
ろ
う
。

小
学
校
で
は
鉛
筆
以
外
の
筆
記
具
は
禁
止
で
、
鉛
筆
を
卒
業
し
た
従

兄
が
使
っ
て
い
る
筆
記
用
具
は
私
の
憧
れ
だ
っ
た
。
中
学
入
学
祝
い
に

名
前
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｋ
Ｅ
Ｒ
を
も
ら
っ
た
時
は
、
踊
り
だ

し
そ
う
な
く
ら
い
嬉
し
く
て
、
何
度
も
何
度
も
手
触
り
を
確
か
め
て
い

た
。
で
も
不
用
意
に
ペ
ン
回
し
を
し
て
落
と
し
て
し
ま
い
、
ペ
ン
軸
を

曲
げ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
「
尤
も
十
二
年
前
に
洋
行
す
る
と
き
親
戚

の
も
の
が
餞
別
と
し
て
一
本
呉
れ
た
が
、
夫
は
ま
だ
使
わ
な
い
う
ち
に

船
の
な
か
で
器
械
体
操
の
真
似
を
し
て
す
ぐ
壊
し
て
仕
舞
っ
た
」
彼
と

全
く
一
緒
な
の
だ
。
こ
の
文
で
、彼
を
急
に
身
近
に
感
じ
て
し
ま
っ
た
。

漱
石
が
こ
の
万
年
筆
を
失
く
し
た
後
、
ペ
リ
カ
ン
を
携
え
て
創
作
活

動
を
進
め
て
い
て
い
く
そ
の
様
子
は
滑
稽
だ
っ
た
。
自
分
で
ぞ
ん
ざ
い

に
扱
っ
て
い
る
く
せ
に
、
や
れ
イ
ン
ク
が
ぽ
と
ぽ
と
垂
れ
る
だ
の
、
や

れ
イ
ン
ク
の
出
が
悪
い
だ
の
い
っ
て
、
最
終
的
に
は
使
う
の
を
や
め
て

し
ま
う
ほ
ど
文
句
満
載
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
文
面
か
ら
は
、
不
思

議
と
万
年
筆
へ
の
愛
情
を
感
じ
た
。
本
当
は
大
事
に
し
た
か
っ
た
の
だ

よ
と
ペ
リ
カ
ン
に
謝
り
た
い
の
に
、
煙
管
や
盃
、
瓢
箪
な
ど
の
蒐
集
狂

と
並
列
に
扱
わ
れ
て
し
ま
う
プ
ラ
イ
ド
が
許
せ
な
い
の
か
、
素
直
に
な

れ
な
い
意
地
っ
張
り
感
が
見
え
隠
れ
す
る
。
蒐
集
狂
と
同
等
に
さ
れ
る

の
が
嫌
だ
と
い
う
の
は
理
解
で
き
る
け
ど
、
私
み
た
い
に
素
直
に
ペ
ン

と
向
き
合
え
ば
い
い
の
に
。

私
は
壊
し
て
し
ま
っ
た
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｋ
Ｅ
Ｒ
を
速
攻
修
理
に
出
し
て
、
美

し
い
状
態
に
な
っ
て
戻
っ
て
き
て
も
ら
っ
た
。
現
在
は
数
本
所
有
し
て

い
る
け
れ
ど
、決
し
て
「
財
力
あ
る
貴
公
子
や
道
楽
息
子
」
で
は
な
い
。

所
有
者
不
明
で
廃
棄
寸
前
に
な
っ
て
い
る
も
の
や
壊
れ
て
し
ま
っ
た
も

の
を
譲
り
受
け
、
装
填
す
る
イ
ン
ク
の
色
味
や
濃
さ
、
硬
さ
、
ノ
ー
ト

と
の
相
性
を
吟
味
し
て
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し
て
い
る
。
皆
は
入
手
方
法
が

セ
コ
い
と
い
う
け
れ
ど
、文
房
具
は
使
う
た
め
に
あ
る
の
だ
か
ら
、し
っ
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り
と
使
っ
て
や
ら
ね
ば
可
哀
そ
う
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
な
か
な

か
共
感
が
得
ら
れ
ず
、
な
ん
と
も
悲
し
い
こ
と
か
。

ま
た
、
漱
石
は
「
酒
呑
が
酒
を
解
す
る
如
く
、
筆
を
執
る
人
が
万
年

筆
を
解
し
な
け
れ
ば
済
ま
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
随
筆
を
書

い
た
時
代
と
は
異
な
り
、
今
は
筆
を
執
る
人
（
作
家
）
で
す
ら
筆
を
執

ら
ず
、
多
く
の
人
は
直
筆
で
文
字
を
書
く
機
会
は
減
っ
て
い
る
。
ひ
ょ

い
と
両
親
の
手
を
見
た
ら
、二
人
と
も
ペ
ン
だ
こ
が
無
く
な
っ
て
い
た
。

私
も
作
文
は
パ
ソ
コ
ン
で
書
い
て
い
る
。
も
う
「
書
く
」
と
い
う
言
葉

の
意
味
は
「
入
力
す
る
」、
あ
る
い
は
「
指
先
で
な
ぞ
る
」
と
同
義
語

に
な
り
つ
つ
あ
る
と
思
う
。

も
う
少
し
し
た
ら
、
私
は
受
験
勉
強
の
た
め
に
机
に
向
か
い
、
が
り

が
り
と
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
学
生
時
代
の
今
を
過
ぎ
た
ら
、
こ
の

所
作
は
も
っ
と
失
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
純
粋
に
ペ
ン
を
愛
で
て
直
筆
で

書
く
行
為
は
期
間
限
定
の
学
生
特
典
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
さ
れ

た
。

著
者
自
身
の
万
年
筆
へ
の
愛
が
よ
く
わ
か
り
、好
感
が
持
て
る
。

「
書
く
」と
い
う
行
為
が「
入
力
す
る
」と
同
義
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
現
代
の
状
況
を
、
ま
と
め
て
い
る
。

審
査
講
評

新
潮
社
賞

阿
蘇
に
登
っ
て
考
え
た
こ
と

暁
星
中
学
校　

３
年　
　
　



澤さ
わ

田だ　

憲け
ん

作
品
名
『
二
百
十
日
』

選
ん
だ
一
行「

田
舎
者
の
精
神
に
、
文
明
の
教
育
を
施
す
と
、
立
派
な
人
物
が
出

来
る
ん
だ
が
な
、
惜
し
い
事
だ
」

山
路
を
登
り
な
が
ら
、
こ
う
考
え
た
。

八
百
万
年
続
く
火
山
活
動
が
、
九
州
を
北
と
南
に
引
き
裂
こ
う
と
し

て
い
る
。
そ
の
裂
け
目
の
あ
ち
こ
ち
で
噴
煙
が
立
ち
、大
地
が
褶し

ゅ
う

曲き
ょ
く

し
、

浸
蝕
が
進
む
。
住
み
に
く
い
人
の
世
は
所
詮
そ
れ
ら
の
上
に
あ
る
。

諫い
さ

早は
や

か
ら
島
原
へ
抜
け
る
峠
で
、
僕
は
千ち

ぢ々

石わ

断
層
を
眺
め
た
。
切

立
っ
た
崖
は
裂
け
目
の
始
ま
り
だ
。
そ
こ
か
ら
雲
仙
を
越
え
、
有
明
海

を
渡
り
、
小お

天あ
ま

温
泉
に
泊
ま
り
、
阿
蘇
の
外
輪
山
を
尾
根
伝
い
に
進
む
。

そ
し
て
つ
い
に
大
観
峰
に
立
っ
た
時
、
漱
石
の
『
二
百
十
日
』
の
舞
台

が
視
界
い
っ
ぱ
い
に
広
が
っ
た
。

正
面
に
「
烟
り
」
を
吐
く
中
岳
。
左
手
に
圭
さ
ん
が
落
ち
た
「
火
熔
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の
流
れ
た
あ
と
。」
右
手
前
に
は
「
あ
の
下げ

女じ
ょ

」
が
働
く
内
牧
の
旅

館
が
見
え
る
。
熊
本
地
震
で
源
泉
が
涸
れ
、
コ
ロ
ナ
禍
で
廃
業
し
た
。

も
は
や
「
恵
比
寿
」
は
な
い
が
「
よ
な
」
は
あ
る
。
赤
い
灰
は
降
り
続

け
、九
州
の
裂
け
目
を
埋
め
戻
す
。
だ
が
間
に
合
わ
な
い
。
百
万
年
後
、

こ
こ
は
海
峡
に
な
る
と
言
う
。
偶
然
か
、
海
の
向
こ
う
は
松
山
だ
。

そ
れ
に
し
て
も
、
作
中
で
圭
さ
ん
が
「
単
純
で
い
い
女
だ
」
と
言
っ

た
下げ

女じ
ょ

は
ど
ん
な
人
だ
ろ
う
。
碌ろ
く

さ
ん
が
「
剛
健
な
趣
味
」
だ
と
言
う

と
、
す
か
さ
ず
圭
さ
ん
が
「
田
舎
者
の
精
神
に
、
文
明
の
教
育
を
施
す

と
、
立
派
な
人
物
が
出
来
る
ん
だ
が
な
。
惜
し
い
事
だ
」
と
言
う
。
こ

の
一
言
が
妙
に
ひ
っ
か
か
る
。

こ
う
し
て
九
州
を
旅
し
、
気
づ
い
た
事
が
あ
る
。
困
っ
た
時
、
ふ
と

優
し
く
声
を
掛
け
助
け
て
く
れ
る
人
が
多
い
。
車
で
も
煽あ

お

り
運
転
は
皆

無
で
、
停
車
し
て
道
を
譲
っ
て
く
れ
る
。
東
京
で
は
余
り
見
か
け
な
い

光
景
だ
。「
田
舎
者
の
精
神
」
に
は
、
こ
の
人
情
味
が
含
ま
れ
て
い
る

よ
う
に
思
う
。
大
自
然
に
囲
ま
れ
、
そ
れ
を
畏い

怖
し
助
け
合
う
環
境
が

背
景
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
東
京
に
も
人
情
厚
い
江
戸
っ
子
が

い
た
は
ず
。
で
も
い
つ
の
間
に
か
世せ

知ち

辛が
ら

い
都
会
に
な
っ
た
。
山
村
留

学
や
離
島
留
学
が
流
行
る
今
、
田
舎
へ
引
っ
越
す
の
も
悪
く
な
い
か
も

知
れ
な
い
。

他
方
、「
文
明
の
教
育
」
と
は
何
だ
ろ
う
。
下
女
は
身
な
り
に
無
頓

着
で
、
ビ
ー
ル
も
半
熟
卵
も
知
ら
な
い
。
ま
さ
か
接
客
の
訓
練
で
は
あ

る
ま
い
。
日
清
、
日
露
の
連
勝
で
軍
国
主
義
が
台
頭
し
、
教
育
が
目
指

す
「
文
明
」
も
個
人
主
義
か
ら
良
妻
賢
母
へ
転
換
し
た
。
思
え
ば
漱
石

は
、時
代
に
翻
弄
さ
れ
る
女
性
を
描
い
て
い
る
。
例
え
ば
、『
虞
美
人
草
』

の
藤
尾
や
『
三
四
郎
』
の
美み

禰ね

子
は
家
制
度
に
抗
う
が
挫
折
す
る
。『
そ

れ
か
ら
』
の
三
千
代
や
『
門
』
の
御
米
は
子
供
を
亡
く
し
居
場
所
を
失

う
。『
道
草
』の
御お

住す
み

や『
明
暗
』の
お
延
は
拠
り
所
を
実
家
に
求
め
る
。

い
ず
れ
も
自
我
を
持
っ
た
都
会
の
女
達
の
悲
劇
か
。

『
二
百
十
日
』の
下
女
は
正
反
対
だ
。
名
前
さ
え
な
い
。
男
達
は「
東

京
へ
連
れ
て
行
っ
て
、
仕
込
ん
で
み
る
」
と
物
扱
い
す
る
。「
女
で
も

登
り
ま
す
」と
言
わ
れ
意
地
を
張
る
。
だ
が
二
百
十
日
の
嵐
で
迷
子
に
。

ま
る
で
天
罰
。「
無
暗
に
人
を
圧
逼ぱ

く

す
る
」
の
は
「
華
族
や
金
持
ち
」

と
は
限
ら
な
い
。
こ
れ
は
男
達
の
悲
劇
。
い
や
、
そ
れ
と
気
づ
か
ぬ
喜

劇
だ
。

眼
下
で
は
「
阿
蘇
が
轟ご

う

々
と
百
年
の
不
平
を
限
り
な
き
碧
空
に
吹
き

出
し
て
い
る
。」
四
十
六
億
年
の
地
球
史
に
照
ら
せ
ば
百
年
で
は
大
し

て
変
わ
ら
な
い
。
人
の
世
も
同
じ
か
も
知
れ
な
い
。
で
も
変
わ
っ
て
欲

し
く
な
い
事
と
変
わ
る
べ
き
事
が
あ
る
と
気
づ
く
。

『
草
枕
』
風
の
冒
頭
か
ら
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
地
球
生
成
の
描

写
、
そ
こ
で
営
ま
れ
る
人
間
の
ち
っ
ぽ
け
な
生
活
へ
。
感
想
文
と

い
う
よ
り
『
二
百
十
日
』
を
ネ
タ
に
し
た
良
質
な
エ
ッ
セ
イ
だ
。

審
査
講
評
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東
京
理
科
大
学
賞

エ
ゴ
イ
ズ
ム

白
百
合
学
園
中
学
校　

３
年　
　
　



杉す
ぎ

田た　

明あ

日す

香か

作
品
名
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行平

生
は
み
ん
な
善
人
な
ん
で
す
。
少
な
く
と
も
み
ん
な
ふ
つ
う
の
人

間
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
、
い
ざ
と
い
う
ま
ぎ
わ
に
、
急
に
悪
人
に
変

る
ん
だ
か
ら
恐
ろ
し
い
の
で
す
。

先
生
は
、人
間
ら
し
い
人
間
で
す
。
彼
は
親
友
で
あ
る
Ｋ
を
裏
切
り
、

Ｋ
を
死
に
追
い
や
り
ま
し
た
。
Ｋ
の
気
持
ち
を
知
り
な
が
ら
お
嬢
さ
ん

と
の
縁
談
の
話
を
進
め
た
先
生
は
、
大
変
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
そ
の
根
幹
に
は
、
先
生
が
お
嬢
さ
ん
を
い
わ
ば
信

仰
に
も
近
い
形
で
愛
し
て
い
た
と
い
う
悪
意
と
は
程
遠
い
感
情
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
が
い
つ
し
か
嫉
妬
や
焦
り
を
生
み
出
し
、
Ｋ
を
裏
切
る

結
果
と
な
っ
た
の
で
す
。
先
生
は
、
人
を
悪
人
に
変
え
て
し
ま
う
の
は

金
だ
と
言
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
金
の
た
め
に
先
生
を
裏
切
っ
た
叔
父

の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
先
生
が
知
っ
て
い

る
人
間
の
中
に
、
悪
人
は
も
う
一
人
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
先
生

自
身
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
先
生
は
自
分
を
裏
切
っ
た
叔
父
を
軽
蔑

し
な
が
ら
、
自
分
自
身
も
人
の
信
頼
を
裏
切
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
先
生
と
叔
父
と
の
違
い
は
、
金
の
た
め
に
人
を
裏
切
っ

た
か
、
恋
の
た
め
に
裏
切
っ
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
ら
二
つ

は
一
見
全
く
相
容
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
実
の
と
こ
ろ
自
ら

の
欲
望
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
両
方
と
も
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い

う
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
聞
く
と
、
全
く
の
悪
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
し
か
し

エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る
、
自
分
の
利
益
を
重
視
す
る
こ

と
自
体
は
そ
こ
ま
で
悪
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
誰
し
も
が
持

つ
本
能
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
本
当
の
問
題
は
、
自

分
の
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
他
人
に
悪
影
響
を

及
ぼ
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
先
生
は
決
し
て
Ｋ
を
苦

し
め
よ
う
と
し
て
縁
談
の
話
を
進
め
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
お

嬢
さ
ん
へ
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
恋
慕
の
情
か
ら
と
っ
た
行
動
だ
っ
た

の
で
す
。

特
に
悪
意
の
な
い
人
間
が
、
自
分
自
身
の
た
め
に
行
動
し
た
と
き
、

他
人
を
傷
つ
け
る
結
果
を
生
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
が
悪
人
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
が
存
在
す
る
以
上
起
こ
り
続
け
る
こ
と

だ
か
ら
、
先
生
は
「
恐
ろ
し
い
」「
油
断
が
で
き
な
い
」
と
言
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
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先
生
の
人
間
ら
し
さ
は
Ｋ
が
死
ん
だ
あ
と
、
罪
の
意
識
に
苛
ま
れ
続

け
る
と
こ
ろ
に
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
先
生
は
Ｋ
を
自
殺
に
追
い
込
ん

で
し
ま
っ
た
罪
悪
感
か
ら
ど
ん
な
に
幸
せ
な
瞬
間
で
も
、
そ
れ
が
不
幸

の
兆
し
で
は
な
い
か
と
思
い
、
Ｋ
の
死
後
は
Ｋ
の
死
に
取
り
憑
か
れ
た

よ
う
な
日
々
を
送
り
ま
し
た
。
先
生
は
乃
木
大
将
の
死
を
受
け
て
、「
生

き
て
い
た
三
十
五
年
が
苦
し
い
か
、
ま
た
刀
を
腹
へ
つ
き
た
て
た
一
刹

那
が
苦
し
い
か
」
と
書
き
残
し
ま
し
た
。
乃
木
大
将
に
と
っ
て
の
三
十

五
年
は
先
生
に
と
っ
て
の
Ｋ
の
死
後
の
期
間
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
先
生
は
、
そ
の
期
間
の
方
が
自
殺
の
瞬
間
よ
り
も
苦
し
い

と
判
断
し
て
死
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
先
生
の
自
殺
は
Ｋ
へ
の
罪
滅
ぼ
し
に
は
な
り
え
ま
せ
ん
。
で
は
、

先
生
は
な
ぜ
死
を
選
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
結
局
は
自
分
の
た

め
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

中
学
生
の
多
感
な
視
点
で
、
現
代
人
の
だ
れ
も
が
持
っ
て
い
る

「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
、
自
分
自
身
の
生
き
方
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
し
っ
か
り
と
自
己
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

審
査
講
評

二
松
学
舎
大
学
賞

Ｋ
の
こ
こ
ろ

浦
安
市
立
高
洲
中
学
校　

１
年　
　
　



鈴す
ず

木き　

悠ゆ
う

佳か

作
品
名
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行私

は
し
ま
い
に
Ｋ
が
私
の
よ
う
に
た
っ
た
一
人
で
寂
し
く
な
っ
て
し

か
た
が
な
く
な
っ
た
結
果
、
急
に
処
決
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と

疑
い
だ
し
ま
し
た
。

「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
作
品
に
お
い
て
、
Ｋ
は
失
恋
に
よ
っ
て
自
殺
し

た
と
い
う
風
に
描
か
れ
て
い
る
。
Ｋ
の
思
い
を
寄
せ
る
女
性
が
先
生
と

結
ば
れ
た
す
ぐ
後
に
Ｋ
が
命
を
絶
っ
た
の
で
、
読
者
の
誰
も
が
、
そ
し

て
先
生
も
そ
う
考
え
て
い
た
だ
ろ
う
と
こ
ろ
に
、
降
っ
て
き
た
の
が
私

の
選
ん
だ
こ
の
一
文
だ
。

Ｋ
が
お
嬢
さ
ん
へ
の
失
恋
に
よ
っ
て
死
ん
だ
と
す
る
と
、
何
か
違
和

感
が
あ
る
。
そ
う
思
い
な
が
ら
読
ん
で
い
た
私
は
、
こ
の
一
文
を
読
ん

だ
時
、
そ
の
Ｋ
の
真
意
と
描
か
れ
方
の
間
に
あ
っ
た
違
和
感
が
消
え
た

気
が
し
た
。
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私
に
は
、
Ｋ
が
お
嬢
さ
ん
に
抱
い
て
い
る
感
情
は
、
一
種
の
戸
惑
い

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
初
め
て
美
し
い
物
に
触
れ
た
幼
子
が
、
す
っ
か

り
熱
に
浮
か
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
こ
の
感
情
を
ど
う
し
た
ら
良
い
か
分

か
ら
な
く
な
っ
て
彷
徨
っ
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
死
ま
で
至
る
ほ
ど
の

激
情
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
だ
。

対
し
て
、
Ｋ
が
先
生
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
感
情
は
、
も
っ
と
し
っ

か
り
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
Ｋ
は
、
先
生
を
暗
い
過
去
か
ら
自
分

を
立
ち
上
が
ら
せ
る
た
め
の
支
え
と
し
て
い
た
と
思
う
。
私
は
、
友
情

と
恋
情
の
差
は
あ
れ
ど
、
先
生
と
お
嬢
さ
ん
、
ど
ち
ら
に
対
し
て
し
っ

か
り
と
し
た
感
情
を
持
っ
て
い
た
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
Ｋ
は
先
生
を
選

ぶ
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
だ
。

そ
し
て
、
そ
の
持
論
を
も
っ
て
し
て
、
一
人
き
り
で
寂
し
く
な
っ
て
、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
Ｋ
の
死
の
理
由
に
対
す
る
私

の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
た
。

Ｋ
は
恋
が
断
ち
切
ら
れ
た
か
ら
死
ん
だ
の
で
は
な
く
、
友
愛
が
断
ち

切
ら
れ
た
か
ら
死
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
だ
。

元
か
ら
、
Ｋ
は
お
嬢
さ
ん
へ
の
恋
心
を
告
げ
て
か
ら
親
友
で
あ
る
先

生
の
様
子
が
お
か
し
い
事
に
気
づ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
の
恋
心
を
親
友
の
た
め
に
断
ち
切
る
覚
悟
を
決
め
る
た
め

に
先
生
に
自
分
を
叱
責
す
る
よ
う
に
頼
ん
だ
。
そ
う
し
て
、
先
生
も
自

分
に
恋
心
を
打
ち
明
け
て
く
れ
た
時
点
で
身
を
引
く
つ
も
り
だ
っ
た
、

と
い
う
Ｋ
の
本
心
が
、
こ
の
先
生
の
語
り
の
裏
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

し
か
し
実
際
、
先
生
は
Ｋ
に
抜
け
駆
け
す
る
よ
う
な
卑
怯
な
手
を

使
っ
て
お
嬢
さ
ん
と
結
ば
れ
る
。
Ｋ
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
何
よ
り
悲

し
か
っ
た
の
で
は
、
と
感
じ
る
。

心
の
支
え
と
し
て
い
た
親
友
が
、
自
分
を
裏
切
っ
た
こ
と
で
、
自
分

は
孤
独
に
な
っ
た
と
錯
覚
し
た
彼
は
、
寂
し
く
て
仕
方
が
な
く
な
っ
て

自
決
し
た
。
そ
れ
が
Ｋ
の
死
の
理
由
だ
と
、
私
は
考
え
た
。

先
生
が
独
占
欲
に
駆
ら
れ
、
結
論
を
急
が
な
け
れ
ば
。
も
っ
と
Ｋ
と

腹
を
割
っ
て
話
し
て
い
た
ら
。
Ｋ
は
生
き
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と

私
は
思
う
。
先
生
が
、
も
っ
と
、
自
分
は
Ｋ
の
支
え
で
あ
る
、
と
い
う

自
覚
を
持
っ
て
い
た
な
ら
ば
…
。

二
人
の
友
情
は
同
じ
女
性
に
恋
し
た
時
点
で
引
き
裂
か
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
て
、
い
く
ら
で
も
救
い
の
結
論
の
で
る
、
た
ら
れ
ば
の
中
で

最
悪
の
結
末
を
選
ん
で
し
ま
っ
た
だ
け
な
の
だ
と
、
私
は
思
え
て
な
ら

な
い
。Ｋ

の
自
決
が
お
嬢
さ
ん
へ
の
失
恋
で
は
な
く
、
先
生
と
の
友
情

が
裏
切
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
読
み
取
っ
て
い
る
の
が
と
て

も
よ
い
。

審
査
講
評
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く
ま
も
と
賞

理
想
の
信
頼
関
係
と
は

大
妻
中
学
校　

２
年　
　
　



北き
た

山や
ま　

桜さ

弓ゆ
み

作
品
名
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行私

は
死
ぬ
前
に
た
っ
た
一
人
で
好
い
か
ら
、
他
を
信
用
し
て
死
に
た

い
と
思
っ
て
い
る
。
あ
な
た
は
そ
の
一
人
に
な
れ
ま
す
か
。
な
っ
て

く
れ
ま
す
か
。

「
な
れ
ま
す
か
。
な
っ
て
く
れ
ま
す
か
」こ
の
台
詞
の
言
い
回
し
に
、

先
生
が
日
頃
感
じ
て
い
る
恐
怖
の
片
鱗
を
垣
間
見
た
気
が
し
た
。
先
生

は
過
去
に
信
用
し
て
い
た
叔
父
に
騙
さ
れ
、自
身
も
親
友
を
裏
切
っ
た
。

故
に
「
私
」
か
ら
の
信
頼
を
嬉
し
く
思
う
と
共
に
、
ま
た
騙
さ
れ
る
の

で
は
な
い
か
、
裏
切
っ
て
し
ま
う
の
で
は
、
と
怖
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、先
生
と「
私
」の
間
に
は
確
か
な
信
頼
関
係
が
あ
っ
た
。「
私
」

は
先
生
の
自
殺
を
知
っ
た
時
、
実
の
父
親
の
死
に
際
で
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
少
し
も
た
め
ら
う
こ
と
な
く
先
生
の
家
へ
向
う
ほ
ど
先
生
の
事

を
尊
敬
し
、
本
気
で
、
真
面
目
に
、
先
生
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
。
ま

た
先
生
は
、
何
千
万
と
い
る
日
本
人
の
う
ち
で
、「
私
」
だ
け
に
自
身

の
過
去
を
伝
え
て
、「
私
」
の
こ
れ
か
ら
の
人
生
の
「
生
き
た
教
訓
」

に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
な
の
に
、
先
生
は
自
殺
を
し
て
し
ま
う
。

先
生
の
自
殺
の
原
因
は
、
親
友
の
Ｋ
が
自
殺
し
た
こ
と
に
対
す
る
罪

悪
感
、
自
分
が
最
も
信
愛
し
て
い
る
妻
に
す
ら
自
分
の
本
質
を
理
解
し

て
も
ら
え
な
い
孤
独
感
に
加
え
て
、
自
分
を
尊
敬
し
て
く
れ
て
い
る

「
私
」
を
疑
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
怖
も
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
先
生
は
「
私
」
を
信
じ
て
い
た
か
ら
。
疑
い
た
く
な
か
っ

た
か
ら
。
疑
っ
て
し
ま
う
前
に
自
ら
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い

か
。結

果
的
に
、
先
生
は
自
ら
命
を
絶
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
私
は
先

生
が
た
だ
不
幸
な
だ
け
の
人
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
ま
た
、
先
生
自

身
も
そ
う
考
え
て
生
き
て
い
た
と
思
う
。
た
と
え
、
そ
の
人
生
に
い
く

つ
も
の
苦
悩
や
恐
怖
、
孤
独
感
や
罪
悪
感
が
あ
り
、
最
終
的
に
自
分
ま

で
も
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
し
て
も
。

な
ぜ
な
ら
先
生
は
、
死
ぬ
直
前
に
他
を
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
私
」
に
自
身
の
過
去
や
秘
密
、
過
ち
を
伝
え
ら
れ
た
。
先
生
は
決
し

て
不
幸
な
人
間
で
は
な
か
っ
た
。

私
も
、
先
生
と
「
私
」
の
よ
う
な
信
頼
関
係
を
誰
か
と
築
き
た
い
。

自
分
の
こ
と
を
本
気
で
理
解
し
よ
う
と
し
て
く
れ
る
人
と
、
自
分
の
過

去
や
秘
密
、
過
ち
ま
で
全
て
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
信
頼
関
係
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。私
は
今
す
で
に
、
家
族
や
友
達
と
あ
る
程
度
の
信
頼
関
係
は
築
け
て

い
る
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
私
の
求
め
て
い
る
信
頼
関
係

な
の
か
ど
う
か
、
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
ま

だ
ほ
ん
の
十
数
年
し
か
生
き
て
い
な
い
か
ら
。
若
く
て
未
熟
で
、
ま
だ

大
し
た
人
生
経
験
も
積
め
て
い
な
い
子
ど
も
だ
か
ら
。
だ
か
ら
こ
そ
。

私
も
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
た
っ
た
一
人
で
い
い
か
ら
、
人
を
信
用

し
て
、
人
に
信
用
さ
れ
て
か
ら
死
に
た
い
。
家
族
で
も
友
達
で
も
誰
で

も
い
い
、
自
分
以
外
の
誰
か
と
、
確
実
で
強
固
な
信
頼
関
係
を
築
い
て

か
ら
死
ぬ
こ
と
が
で
き
た
ら
。

物
語
に
入
り
込
み
、「
人
間
の
生
き
ざ
ま
と
信
頼
関
係
」
に
つ

い
て
考
え
て
、
筆
者
自
身
の
信
頼
関
係
の
在
り
方
ま
で
洞
察
し
て

い
る
。

審
査
講
評

佳

作

迷
え
る
男
女

大
妻
中
学
校　

２
年　
　
　



徳と
く

永な
が　

美み

南な
み

作
品
名
『
三
四
郎
』

選
ん
だ
一
行「

迷
え
る
子
（
ス
ト
レ
イ
・
シ
ー
プ
）」
と
美
禰
子
が
口
の
内
で
言

っ
た
。
三
四
郎
は
そ
の
呼
吸
（
い
き
）
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
た
。

美
禰
子
が
三
四
郎
に
放
っ
た
言
葉
、「
迷
え
る
子
」
に
は
、
彼
女
の

ど
ん
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
か
。
こ
れ
は
読
み
手
に
よ
っ
て
大

き
く
解
釈
が
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
の
言
葉
を
、
自
分
や
三
四

郎
の
心
が
色
々
な
出
来
事
に
よ
り
揺
れ
動
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
伝

え
た
い
、美
禰
子
な
り
の
三
四
郎
へ
の
ア
ピ
ー
ル
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。

こ
ん
な
シ
ー
ン
が
あ
る
。
美
禰
子
に
誘
わ
れ
た
三
四
郎
が
、
広
田
先

生
、
野
々
宮
先
生
、
よ
し
子
と
共
に
菊
人
形
を
見
に
出
か
け
た
際
、
美

禰
子
が
体
調
を
崩
し
会
場
を
出
て
し
ま
う
。
彼
女
の
後
を
追
っ
た
三
四

郎
は
、
静
か
な
場
所
へ
彼
女
を
誘
導
し
、
休
息
を
取
ら
せ
る
、
と
い
う

所
だ
。
こ
こ
で
美
禰
子
が
三
四
郎
に
「
迷
え
る
子
」
と
言
う
の
だ
が
、
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の
時
は
ま
だ
三
四
郎
は
こ
の
言
葉
の
真
意
を
理
解
で
き
て
い
な
い
と

読
み
取
れ
る
。

ま
ず
、
な
ぜ
美
禰
子
の
心
が
揺
れ
動
い
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
自

分
の
な
り
た
い
理
想
像
と
現
実
の
違
い
に
悩
ん
で
い
る
か
ら
だ
と
思

う
。
彼
女
は
周
囲
の
人
か
ら
は
イ
ブ
セ
ン
の
女
よ
う
だ
と
言
わ
れ
て
い

た
。
イ
ブ
セ
ン
と
は
、自
我
に
忠
実
な
新
時
代
の
女
で
あ
る
。
し
か
し
、

現
実
は
そ
う
も
い
か
ず
、
最
終
的
に
は
兄
の
友
人
の
縁
談
を
受
け
、
ご

く
一
般
的
な
結
婚
に
至
る
。
従
っ
て
、
彼
女
は
自
我
に
忠
実
に
生
き
よ

う
と
す
る
も
、
時
代
の
風
潮
に
よ
り
思
う
よ
う
に
生
き
ら
れ
な
い
葛
藤

を
抱
え
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
三
四
郎
の
心
が
揺
れ
動
い
て
い
る

の
に
は
、
上
京
し
て
初
め
て
経
験
す
る
こ
と
が
多
い
事
が
深
く
関
連
し

て
い
る
と
思
う
。
例
え
ば
学
問
で
あ
っ
た
り
友
好
関
係
が
出
来
上
が
っ

て
い
っ
た
り
な
ど
、
熊
本
に
居
た
時
と
は
ま
た
別
の
世
界
が
三
四
郎
の

中
で
出
来
上
が
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
な
に
よ
り
、
三
四
郎
は
美
禰

子
に
恋
心
を
抱
い
て
い
る
。
慣
れ
な
い
環
境
で
慣
れ
な
い
感
情
に
振
り

回
さ
れ
る
の
で
は
、
心
が
揺
れ
動
く
の
も
頷
け
る
。

私
が
注
目
し
た
の
は
、
美
禰
子
が
三
四
郎
に
迷
子
の
英
訳
「
ス
ト
レ

イ
・
シ
ー
プ
」
を
伝
え
た
後
、
三
四
郎
の
反
応
を
見
て
、

「
私
そ
ん
な
に
生
意
気
に
見
え
ま
す
か
」

と
問
う
シ
ー
ン
だ
。
な
ぜ
彼
女
は
こ
ん
な
質
問
を
三
四
郎
に
投
げ
か
け

た
の
だ
ろ
う
。
私
は
、
こ
れ
も
彼
女
が
体
裁
を
気
に
し
、
自
分
の
理
想

の
女
性
に
な
れ
て
い
な
い
こ
と
の
表
れ
で
は
な
い
か
と
思
う
。
三
四
郎

も
美
禰
子
も
、
お
互
い
色
々
な
こ
と
で
悩
み
、
葛
藤
し
、
日
々
を
送
っ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
点
で
、私
も
あ
な
た
も
、「
迷
え
る
子
」
な
の
よ
、

と
い
っ
た
こ
と
を
彼
女
は
伝
え
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考

え
に
至
っ
た
。
お
互
い
色
々
悩
む
と
こ
ろ
が
あ
る
の
ね
と
い
う
ス
ト
レ

ー
ト
な
表
現
で
は
な
く
、
英
訳
を
上
手
く
使
っ
た
表
現
で
美
禰
子
の
気

持
ち
を
間
接
的
に
書
く
所
に
、
漱
石
の
魅
力
を
感
じ
た
。

こ
の
作
品
の
魅
力
は
、
多
様
な
表
現
技
法
だ
け
で
な
く
、
テ
ー
マ
そ

の
も
の
だ
と
思
う
。上
京
し
初
め
て
の
こ
と
だ
ら
け
で
戸
惑
う
様
子
や
、

理
想
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
で
苦
し
む
様
子
、
体
裁
を
気
に
す
る
と
こ
ろ

な
ど
も
、
現
代
社
会
に
通
ず
る
所
が
あ
る
と
思
う
。
時
代
を
越
え
て
も

共
感
で
き
る
所
や
現
代
と
似
て
い
る
所
な
ど
が
あ
り
、
様
々
な
視
点
で

楽
し
め
る
所
が
や
は
り
最
大
の
魅
力
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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佳

作

影
と
光

大
妻
中
学
校　

２
年　
　
　



茂も

呂ろ　

美み

羽う

作
品
名
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行私

の
胸
に
は
そ
の
時
分
か
ら
時
々
恐
ろ
し
い
影
が
閃
き
ま
し
た
。

人
は
誰
で
も
こ
こ
ろ
に
「
影
」
を
抱
え
て
い
る
。
で
は
、
そ
の
影
に

負
け
る
と
き
の
心
情
や
状
況
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
な

ぜ
先
生
は
影
に
負
け
て
し
ま
っ
た
の
か
。
こ
の
本
を
読
み
な
が
ら
、
私

は
影
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
複
雑
さ
に
振
り
回
さ
れ
た
。
そ
の
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
が
、「
私
の
胸
に
は
そ
の
時
分
か
ら
時
々
恐
ろ
し
い
影

が
閃
き
ま
し
た
。」
と
い
う
一
文
で
あ
っ
た
。

先
生
は
終
始
孤
独
だ
っ
た
と
思
う
。
叔
父
に
裏
切
ら
れ
た
り
、
親
友

を
自
殺
に
追
い
や
っ
た
り
な
ど
の
苦
し
い
過
去
が
あ
る
先
生
。
そ
ん
な

中
、
一
番
愛
し
て
い
た
妻
、
ま
た
信
頼
す
べ
き
妻
に
対
し
て
も
、
自
分

が
親
友
を
自
殺
に
追
い
や
っ
た
の
だ
と
真
実
を
告
げ
る
こ
と
も
で
き
ず

に
い
る
。
こ
の
状
況
に
限
界
が
き
た
の
だ
ろ
う
か
、
酒
浸
り
に
な
り
、

書
物
の
中
に
身
を
投
じ
よ
う
と
試
み
た
。
で
も
わ
ざ
と
こ
ん
な
真
似
を

し
た
と
い
う
意
識
が
ど
こ
か
に
あ
り
、
己
を
偽
る
愚
物
と
し
か
考
え
ら

れ
ず
、
つ
ね
に
不
愉
快
な
己
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結

末
。
彼
は
誰
に
も
自
分
の
こ
こ
ろ
を
打
ち
明
け
る
こ
と
が
で
き
ず
卑
し

い
己
と
ず
っ
と
向
き
合
い
続
け
て
い
る
の
だ
。
誰
に
も
話
せ
な
い
孤
独

が
彼
に
と
っ
て
の
「
影
」
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

物
語
の
中
で
は
上
記
の
一
文
の
あ
と
に
、
こ
う
続
く
。「
初
め
は
そ

れ
が
偶
然
外
か
ら
襲
っ
て
来
る
の
で
す
。し
ば
ら
く
し
て
い
る
う
ち
に
、

私
の
心
が
そ
の
物
凄
い
閃
き
に
応
ず
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
ま
い

に
は
外
か
ら
来
な
い
で
も
、
自
分
の
胸
の
底
に
生
れ
た
と
き
か
ら
潜
ん

で
い
る
も
の
の
ご
と
く
に
思
わ
れ
出
し
て
来
た
の
で
す
。」
先
生
は
、

時
々
襲
わ
れ
て
い
た
影
に
ど
ん
ど
ん
支
配
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

深
く
果
て
し
な
い
孤
独
と
い
う
影
に
の
み
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

人
間
は
こ
こ
ろ
の
中
に
、「
影
」
と
「
光
」
の
二
面
性
を
持
っ
て
い
る
。

先
生
は
、
自
ら
の
考
え
方
で
影
の
部
分
を
ど
ん
ど
ん
大
き
く
し
て
し

ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
先
生
だ
け
で
な
く
誰
で
も
陥
っ
て
し
ま
う
人
間
の

持
つ
危
う
い
部
分
な
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
、
心
に
傷
を

抱
え
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
誰
か
に
話
し
た
り
、
思
い
を
共
有
す

る
こ
と
で
影
は
次
第
に
小
さ
く
な
っ
て
ゆ
く
。
先
生
の
よ
う
に
、
孤
独

の
沼
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
、
支
配
さ
れ
る
だ
け
だ
。
も
し
遺
書
で
は
な

く
、
生
き
て
い
る
間
に
主
人
公
に
告
白
し
て
い
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た

だ
ろ
う
か
。
主
人
公
は
何
ら
か
の
形
で
先
生
の
自
殺
を
止
め
る
こ
と
が
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き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

悲
し
い
こ
と
に
日
本
で
は
十
代
の
死
因
の
一
位
は
自
殺
と
な
っ
て
い

る
。「
な
ぜ
自
殺
を
し
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
明
確
な
答
え

を
出
す
の
は
難
し
い
が
、
自
殺
を
選
ん
で
し
ま
う
根
底
に
は
、
孤
独
が

あ
る
よ
う
に
感
じ
た
。
孤
独
の
影
は
、
先
生
の
時
の
よ
う
に
突
然
こ
こ

ろ
に
忍
び
こ
ん
で
く
る
。
そ
の
影
と
ど
う
戦
っ
て
い
く
か
、
光
で
こ
こ

ろ
を
満
し
て
い
く
の
か
が
人
生
の
中
で
も
っ
と
も
大
切
な
こ
と
だ
と
強

く
思
っ
た
。

佳

作

無
と
は

暁
星
中
学
校　

３
年　
　
　



杉す
ぎ

浦う
ら　

快か
い

作
品
名
『
夢
十
夜
』

選
ん
だ
一
行「

と
云
っ
て
無
は
ち
っ
と
も
現
前
し
な
い
。」

「
と
云
っ
て
無
は
ち
っ
と
も
現
前
し
な
い
。」
こ
れ
は
夢
十
夜
、
第

二
夜
に
て
侍
が
無
を
悟
ろ
う
と
し
て
い
る
時
の
一
文
で
あ
る
。
こ
の
一

文
は
い
く
ら
悟
ろ
う
と
も
実
際
に
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
無
を
簡
潔
に

表
し
て
い
る
と
思
う
。

ま
ず
、
侍
は
和
尚
と
の
禅
問
答
に
て
無
と
は
何
か
を
問
わ
れ
る
。
し

か
し
、
一
向
に
悟
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
さ
ら
に
和
尚
か
ら
悟
れ
ぬ
な

ら
侍
で
は
な
い
と
も
言
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
少
々
気
が
立
っ
た

侍
は
置
時
計
が
次
の
刻
を
打
つ
ま
で
に
悟
れ
な
け
れ
ば
自
刃
し
よ
う
と

心
に
決
め
る
。

そ
も
そ
も
仏
教
に
お
け
る
無
と
は
「
有
無
、
是
非
、
善
悪
と
い
っ
た

一
切
の
相
対
的
な
思
慮
分
別
を
超
越
し
き
っ
た
心
の
状
態
」だ
そ
う
だ
。
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教
に
お
い
て
も
飽
く
ま
で
心
が
ど
う
あ
る
か
の
一
辺
に
無
は
あ
る
の

だ
。
当
然
、
現
前
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
悟
ろ
う
と
い

う
の
で
あ
る
か
ら
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
の
だ
。侍
は
無
を
意
識
す
る
。

心
の
中
で
強
く
念
じ
る
。
だ
が
、
や
は
り
現
実
の
何
か
に
意
識
が
移
っ

て
し
ま
う
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
侍
は
頭
が
変
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
し
て
、
こ
ん
な
事
を
言
い
始
め
る
。「
行
灯
も
蕪
村
の
画
も
、
畳
も
、

違
棚
も
有
っ
て
無
い
よ
う
な
、
無
く
っ
て
有
る
よ
う
に
見
え
た
。」
私

は
読
ん
で
い
て
、
や
っ
と
無
を
悟
っ
た
か
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
文
の
後
に
私
の
選
ん
だ
一
文
「
と
云
っ

て
無
は
ち
っ
と
も
現
前
し
な
い
。」
が
来
る
の
だ
。
こ
れ
は
、侍
が
有
っ

て
無
い
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
は
行
灯
や
蕪
村
の
画
。
つ
ま
り
は
、
現

実
の
物
体
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
和
尚
に
問
わ
れ
た
、
こ
こ
ろ

の
状
態
に
あ
た
る
無
と
は
別
の
感
覚
だ
っ
た
の
だ
。
た
だ
、
私
が
思
う

に
侍
が
一
切
無
の
領
域
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
か
と
言
え
ば
そ
う
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、時
計
が
鳴
る
刻
に
悟
る
に
は
間
に
合
わ
ず
、

侍
は
脇
に
置
い
て
お
い
た
短
刀
に
す
ぐ
手
を
か
け
た
。
悟
れ
な
け
れ
ば

死
ぬ
と
自
刃
す
る
と
決
め
て
い
た
か
ら
当
然
で
あ
る
が
、
迷
い
な
く
短

刀
に
手
を
か
け
る
と
い
う
行
動
に
は
あ
る
種
の
普
通
で
は
な
い
心
の
状

態
が
必
要
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
よ
く
侍
は
死
を
恐
れ
な

い
と
い
う
。
こ
の
、
禅
問
答
を
し
て
い
た
侍
も
ま
た
そ
れ
の
例
外
で
は

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
死
に
対
し
迷
い
の
な
い
彼
ら
の
心
に
は
多
少
、

無
に
近
し
い
感
覚
が
備
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
和
尚
の
言
う
悟

れ
ぬ
な
ら
侍
で
は
な
い
と
い
う
の
も
こ
の
よ
う
な
所
を
指
す
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
侍
は
初
め
か
ら
無
の
状
態

に
あ
る
意
味
で
足
を
踏
み
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
感

じ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
だ
。
侍
は
無
を
現
前
さ
せ
よ
う
と
意
識

し
続
け
た
。
し
か
し
、
無
は
彼
の
心
の
内
に
し
か
い
ら
れ
な
い
わ
け
で

あ
る
。
無
と
は
案
外
に
も
我
々
の
心
に
あ
る
が
、
我
々
に
は
見
る
こ
と

は
叶
わ
な
い
。
故
に
気
付
け
ず
悟
れ
な
い
。
こ
の
事
が
「
と
云
っ
て
無

は
ち
っ
と
も
現
前
し
な
い
。」
と
い
う
一
文
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
の

だ
と
私
は
思
う
。



33

中
学
生
の
部

中
学
生
の
部

佳

作

正
義
と
不
条
理

白
百
合
学
園
中
学
校　

２
年　
　
　



川か
わ

本も
と　

理り

咲さ

子こ

作
品
名
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

選
ん
だ
一
行親

譲
り
の
無
鉄
砲
で
小
供
の
時
か
ら
損
ば
か
り
し
て
い
る
。

「
親
ゆ
ず
り
の
む
て
っ
ぽ
う
で
、
子
ど
も
の
と
き
か
ら
、
そ
ん
ば
か

り
し
て
い
る
」。

こ
れ
は
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
有
名
な
書
き
出
し
だ
。
あ
り
き
た
り
な

選
択
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
代
に
も
通
じ
る
世
の

中
の
不
条
理
を
一
言
で
表
わ
し
て
お
り
、
私
の
心
に
深
く
刻
ま
れ
た
一

文
で
あ
る
。

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
、
正
義
感
の
強
い
主
人
公
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

が
、
悪
賢
い
「
赤
シ
ャ
ツ
」
や
「
野
だ
い
こ
」
を
相
手
に
痛
快
な
活
躍

を
す
る
話
で
あ
る
。
私
は
過
去
に
四
回
読
ん
で
い
る
が
、
は
ら
は
ら
し

な
が
ら
思
わ
ず
物
語
の
中
に
引
き
込
ま
れ
て
い
き
、
読
む
度
に
新
し
い

発
見
が
あ
る
。

た
だ
面
白
い
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
に
は
、
世
の
中
や
人
生
に

つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
主
人
公
は
最
後
、
数
学
教
師

の
「
山
嵐
」
と
共
に
教
頭
で
あ
る
「
赤
シ
ャ
ツ
」
や
美
術
教
師
「
野
だ

い
こ
」
に
卵
を
ぶ
つ
け
、
殴
り
つ
け
、
読
者
の
か
っ
さ
い
を
あ
び
る
が
、

結
局
は
教
師
を
や
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
世
の
中
で
は
必

ず
し
も
正
義
が
勝
つ
と
は
限
ら
な
い
。
い
く
ら
真
っ
す
ぐ
生
き
て
い
て

も
、
最
後
は
「
赤
シ
ャ
ツ
」
の
よ
う
な
狡
猾
な
権
力
者
に
は
か
な
わ
な

い
の
だ
。
大
き
な
目
で
見
れ
ば
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
よ
う
な
人
物
は
、

社
会
に
生
き
て
い
く
の
が
難
し
い
人
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
そ
れ
を
教

え
て
く
れ
る
。

夏
目
漱
石
の
小
説
は
高
い
倫
理
観
を
持
っ
て
書
か
れ
て
い
る
と
言
わ

れ
て
い
る
。「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
も
自
分
の
生
き
方
、
正
義
を
貫
き
通
す

た
め
、
教
師
の
職
を
失
う
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
権
力
者
の
「
赤
シ
ャ

ツ
」
や
そ
れ
に
へ
つ
ら
う
「
野
だ
い
こ
」
と
戦
っ
た
。「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

の
よ
う
な
人
よ
り
も
、
あ
る
程
度
の
理
不
尽
さ
を
受
け
入
れ
る
世
渡
り

上
手
な
人
の
方
が
最
終
的
に
は
得
を
す
る
。
し
か
し
そ
う
い
っ
た
こ
と

に
目
を
つ
む
り
、
歯
を
く
い
し
ば
り
必
死
に
生
き
る
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

に
な
ぜ
か
惹
か
れ
て
し
ま
う
の
は
、
き
っ
と
誰
も
が
心
の
奥
底
で
は
自

分
の
気
持
ち
に
正
直
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
必
ず
し
も
正
義
が
勝
つ
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
不

条
理
は
、
日
本
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
に
共
通
す
る
普
遍
的
な
現
象
で
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る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

私
の
好
き
な
海
外
文
字
に
、
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー
の
「
ラ
イ
麦
畑
で
つ
か

ま
え
て
」
と
い
う
本
が
あ
る
。
私
に
は
、
そ
の
主
人
公
の
ホ
ー
ル
デ
ン

と
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
姿
が
ど
う
し
て
も
重
な
っ
て
見
え
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
正
し
く
純
粋
に
生
き
る
こ
と
を
尊
び
、
そ
う
い
う
も
の
か
ら

程
遠
い
世
の
中
の
現
実
と
向
き
合
お
う
と
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
結
局

は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
ホ
ー
ル
デ
ン
と
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
、
と
て

も
似
通
っ
て
い
る
。

「
清
濁
併
わ
せ
呑
む
」
と
い
う
の
が
、
大
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
か
。
私
が
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
や
ホ
ー
ル
デ
ン
に
共
感
し
て
し

ま
う
の
は
、
ま
だ
中
学
生
だ
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。

佳

作

坊
っ
ち
ゃ
ん
と
清

成
城
中
学
校　

２
年　
　
　



鈴す
ず

木き　

悠ゆ
う

太た

作
品
名
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

選
ん
だ
一
行何

だ
か
大
変
小
さ
く
見
え
た
。

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
作
品
の
中
で
清
が
登
場
す
る
場
面
は
そ
れ

ほ
ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
四
国
に
赴
任
す
る
前

に
東
京
で
暮
ら
し
て
い
る
間
と
、
赴
任
中
に
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
清
を

思
い
出
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
と
物
語
の
最
後
で
す
。

話
の
筋
に
そ
れ
ほ
ど
影
響
は
な
い
も
の
の
、
物
語
で
主
人
公
を
題
名

の
よ
う
に
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ぶ
の
は
清
の
み
で
あ
り
、「
坊
っ
ち
ゃ

ん
」
が
た
だ
の
乱
暴
者
で
は
な
く
ど
こ
か
優
し
さ
や
温
か
さ
を
感
じ
る

の
は
、
清
の
存
在
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

子
ど
も
の
頃
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
親
か
ら
も
可
愛
が
ら
れ
ず
、
乱

暴
で
行
く
先
が
案
じ
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
育
ち
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な

中
で
下
女
の
清
だ
け
が
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
可
愛
が
り
、
良
き
理
解
者
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な
っ
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
も
子
ど
も
の
頃
は
清

を
不
審
に
思
っ
た
り
「
気
の
毒
だ
」
な
ど
と
言
っ
た
り
し
て
い
ま
す
が
、

特
に
母
親
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
、
誰
が
何
と
言
っ
て
も
変
わ
ら
ず
自

分
を
肯
定
し
て
く
れ
る
清
が
近
く
に
い
る
こ
と
で
、
安
心
し
て
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

父
親
の
死
後
、
家
を
畳
み
住
ま
い
は
別
に
な
っ
て
も
、
お
り
お
り
清

の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
い
た
の
が
、
物
理
学
校
を
卒
業
し
て
四
国
の
中
学

校
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
り
、
い
よ
い
よ
本
当
に
清
と
別
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
出
立
の
日
、
朝
か
ら
い
ろ
い
ろ
世
話
を
や
い
て
プ
ラ
ッ

ト
ホ
ー
ム
で
別
れ
る
ま
で
の
間
の
様
子
に
、
ま
る
で
母
親
の
よ
う
な
清

の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
へ
の
愛
情
の
深
さ
を
感
じ
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
章
の
最
後
の
「
何
だ
か
大
変
小
さ
く
見
え
た
。」
と
い

う
一
文
か
ら
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
自
身
の
寂
し
さ
と
、
清
へ
の
思
い
や

り
が
伝
わ
り
ま
し
た
。「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
も
、
清
の
年
齢
を
考
え
る
と

も
し
か
し
た
ら
永
遠
の
別
れ
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
だ
ろ
う

こ
と
や
、
こ
の
後
の
清
を
と
て
も
心
配
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

ま
す
。
悲
し
み
を
こ
ら
え
、
寂
し
い
け
れ
ど
温
か
さ
を
感
じ
る
場
面
を

良
く
表
し
て
い
る
と
思
い
、
こ
の
一
行
を
選
び
ま
し
た
。

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
江
戸
っ
子
の
べ
ら
ん
め
え
で
、
口
は
悪
い
け
れ

ど
正
義
感
が
強
く
、
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
無
鉄
砲
な
性
格
で

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
話
は
読
ん
で
い
て
と
て
も
爽
快
な
気
持
ち
に

な
り
ま
す
。
そ
ん
な
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
で
す
が
「
手
紙
を
書
く
の
が
大

き
ら
い
だ
。」
と
言
い
な
が
ら
も
、
清
が
心
配
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
手

紙
を
書
き
、
下
宿
先
の
お
婆
さ
ん
が
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
奥
さ
ん
が
い

る
と
勘
違
い
す
る
ほ
ど
東
京
か
ら
の
手
紙
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
、
と
て
も
面
白
い
で
す
。
そ
し
て
、
物
語
の
最

後
は
清
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
終
わ
り
ま
す
。「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

の
竹
を
割
っ
た
よ
う
な
ス
カ
ッ
と
し
た
と
こ
ろ
で
終
わ
る
の
で
は
な
い

こ
と
か
ら
も
、
清
を
大
切
に
思
う
優
し
い
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
深
く
印

象
に
残
り
ま
す
。
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佳

作

「
い
ま
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
書
い
て
や
る
」 

漱
石
に
よ
る
「
お
か
し
み
」
の
表
現
に
つ
い
て

千
代
田
区
立
九
段
中
等
教
育
学
校　

２
年　
　
　



市い
ち

村む
ら　

響ひ
び
き

作
品
名
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

選
ん
だ
一
行「

い
ま
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
書
い
て
や
る
」

主
人
公
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
「
親
ゆ
ず
り
の
無
鉄
砲
で
子
ど
も
の
と

き
か
ら
損
ば
か
り
し
て
い
る
」
と
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
、
世
渡
り
が
上

手
で
は
な
い
。
さ
ら
に
気
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
短
気
で
も
あ
る
。

し
か
し
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
心
の
奥
底
に
は
優
し
さ
が
あ
る
。

私
が
選
ん
だ
一
行
「
い
ま
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
書
い
て
や
る
」
は
、

坊
っ
ち
ゃ
ん
の
自
宅
に
い
て
世
話
を
し
て
く
れ
て
い
た
「
清
」
に
あ
て

た
手
紙
の
一
部
で
、坊
っ
ち
ゃ
ん
の
内
面
が
よ
く
表
れ
て
い
る
一
文
だ
。

坊
っ
ち
ゃ
ん
の
優
し
い
部
分
と
気
難
し
さ
と
偽
悪
的
な
部
分
に
笑
い

を
お
り
ま
ぜ
た
よ
う
な
絶
妙
な
一
行
な
の
だ
。
な
ん
と
も
言
え
ず
滑
稽

味
も
あ
り
、
私
は
こ
の
場
面
が
好
き
だ
。

父
と
母
に
愛
さ
れ
な
か
っ
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
は
、
清
が
唯
一

の
彼
の
理
解
者
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
も
清
が

見
送
り
に
来
た
場
面
で
は
「
も
う
少
し
で
泣
く
と
こ
ろ
だ
っ
た
」
と
表

現
し
て
い
る
。
こ
の
一
文
か
ら
も
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
清
が
互
い
に
思
い

あ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
教
師
を

務
め
た
松
山
で
の
下
宿
で
、
清
の
夢
を
見
て
い
た
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
常

に
清
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
。

「
い
ま
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
書
い
て
や
る
」
と
い
う
一
文
は
こ
れ

か
ら
お
こ
る
で
あ
ろ
う
松
山
で
の
出
来
事
を
清
に
報
告
す
る
と
同
時
に

期
待
し
て
ほ
し
い
と
い
う
心
情
が
表
れ
て
い
る
。
こ
の
手
紙
が
な
ん
と

も
滑
稽
で
、
一
文
一
文
を
短
く
、「
～
だ
」
と
い
う
単
純
な
表
現
で
、

短
気
で
お
こ
り
っ
ぽ
い
性
格
が
不
思
議
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

面
白
い
の
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
だ
け
で
は
な
い
。
登
場
人
物
は
個
性

的
で
、
ど
の
人
物
も
滑
稽
味
が
あ
る
。
大
の
大
人
で
あ
る
坊
っ
ち
ゃ
ん

が
そ
の
他
の
教
師
と
卵
を
投
げ
つ
け
合
う
な
ど
想
像
し
た
だ
け
で
も

「
ク
ス
ッ
」
と
笑
え
る
よ
う
な
場
面
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

漱
石
が
松
山
で
教
師
を
し
て
い
た
こ
ろ
の
実
話
や
経
験
が
も
と
に

な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。漱
石
は
松
山
に
１
年
し
か
い
な
か
っ
た
が
、

き
っ
と
こ
の
経
験
が
と
て
も
濃
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

漱
石
自
身
に
つ
い
て
言
え
ば
、
生
後
ま
も
な
く
里
子
に
出
さ
れ
、
一

歳
で
養
子
に
な
る
な
ど
決
し
て
両
親
に
愛
さ
れ
て
育
っ
て
き
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
四
歳
の
と
き
は
実
母
も
な
く
し
、
漱
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は
自
分
の
過
去
の
面
影
を
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
。
し
か
し
、
む
ろ
ん
違
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
数
学
の
教
師
。
漱
石
が
こ
う
だ
っ
た
ら
面
白
い
と

い
う
空
想
の
産
物
で
あ
り
、
も
し
か
す
る
と
漱
石
は
こ
ん
な
風
に
生
き

て
み
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
清
の
立
場
か
ら
の
呼
び
名
だ
。

ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
絶
対
的
に
愛
し
て
く
れ
る
存
在
と
自
由
へ
の

理
想
を
描
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

私
は
は
ち
ゃ
め
ち
ゃ
な
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
好
き
だ
。
し
た
い
よ
う

に
、生
き
た
い
よ
う
に
そ
し
て
ま
っ
す
ぐ
に
正
直
に
生
き
て
い
き
た
い
。

こ
の
一
冊
を
こ
れ
か
ら
も
そ
ば
に
置
い
て
お
き
た
い
と
思
う
。

佳

作

生
き
て
い
る
幸
福

筑
波
大
学
附
属
中
学
校　

２
年　
　
　



磯い
そ

部べ　

暖は
る
と仁

作
品
名
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

選
ん
だ
一
行死

ん
で
か
ら
あ
あ
残
念
だ
と
墓
場
の
影
か
ら
悔
や
ん
で
も
追
付
か
な

い

「
死
ん
で
か
ら
あ
あ
残
念
だ
と
墓
場
の
影
か
ら
悔
や
ん
で
も
追
付
か

な
い
。」

こ
の
文
は
飼
い
猫
で
あ
る
「
吾
輩
」
が
死
ぬ
直
前
に
思
っ
た
言
葉
だ
。

ど
こ
か
人
間
臭
い
よ
う
な
一
文
が
僕
に
と
っ
て
、
最
も
深
く
印
象
に

残
っ
た
。

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
で
は
、
死
ぬ
こ
と
に
つ
い
て
頻
繁
に
書
か
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、寒
月
が
研
究
し
て
い
る
題
材
は
「
首
縊
り
の
力
学
」

で
、
処
刑
に
つ
い
て
演
説
す
る
場
面
が
あ
っ
た
り
、「
吾
輩
」
の
主
人

で
あ
る
苦
沙
弥
に
は
死
ぬ
と
き
に
感
じ
る
で
あ
ろ
う
「
苦
」
と
い
う
字

が
入
っ
て
い
た
り
、
等
だ
。
そ
ん
な
「
死
」
を
「
吾
輩
」
は
頻
繁
に
聞
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て
い
た
か
ら
こ
そ
、
死
が
来
た
後
に
悔
や
む
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、

今
の
う
ち
に
し
た
い
こ
と
を
し
よ
う
と
悟
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
し

か
し
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
悟
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
平
君

の
飲
み
残
し
の
ビ
ー
ル
を
飲
み
、
酔
っ
払
っ
て
、
大
き
な
甕
の
中
に
落

ち
、溺
死
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
最
後
現
実
と
向
き
合
っ
て
潔
く「
自

然
の
力
に
任
せ
て
抵
抗
し
な
い
事
に
し
」
て
い
る
。「
自
ら
好
ん
で
拷

問
に
罹
っ
て
い
る
の
は
馬
鹿
気
て
い
る
」
と
思
っ
た
か
ら
、
こ
の
よ
う

な
行
動
に
出
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
後
に
悟
り
、
ビ
ー
ル
も
飲
む

こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
抵
抗
し
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
ま
た
、
死
に
向
き
合
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
吾
輩
」
は
、
死
ぬ
時

に
苦
を
楽
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
は
一
九
〇
五
年
、
つ
ま
り
今
か
ら
一
〇
〇
年

以
上
も
昔
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
現
代
で
も
読
ま
れ

て
い
る
。
人
類
に
限
ら
ず
、
こ
の
世
に
生
き
る
全
て
の
生
物
に
は
必
ず

い
つ
か
死
が
訪
れ
る
。
死
は
人
類
に
と
っ
て
永
遠
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
と
て
も
細
か
く
、
滑
稽
に
描
い
た
か
ら

こ
そ
、
不
朽
の
名
作
な
の
で
あ
り
、
夏
目
漱
石
は
文
豪
と
呼
ば
れ
て
い

る
の
だ
と
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
夏
目
漱
石
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ

る
』
を
通
じ
て
、
皮
肉
と
死
を
持
つ
、
世
の
中
を
描
い
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
漱
石
は
、
皮
肉
や
死
、
さ
ら
に
世
の
中
と
共
に
、
生
き
る

意
味
に
つ
い
て
読
者
に
考
え
て
ほ
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』が
発
表
さ
れ
た
年
は
日
露
戦
争
の
真
只
中
だ
。

国
民
は
戦
争
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
日
常
生
活
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
に
対
し
て
、
頑
張
っ
て
生
き

る
こ
と
の
大
切
さ
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
戦
争
を
始

め
た
日
本
や
ロ
シ
ア
へ
の
批
判
の
意
味
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

僕
は
生
き
る
こ
と
の
目
的
と
は
何
か
幸
福
を
見
つ
け
る
こ
と
だ
と
考

え
た
。
苦
沙
弥
に
と
っ
て
は
細
君
や
迷
亭
た
ち
と
の
会
話
が
楽
し
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
し
、「
吾
輩
」
に
と
っ
て
も
人
間
観
察
や
三
毛
子
が
生

き
が
い
に
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
。

僕
も
毎
日
を
楽
し
ん
で
、
力
一
杯
に
生
き
よ
う
と
思
う
。
生
き
て
い

る
と
は
非
常
に
魅
力
的
な
も
の
だ
と
こ
の
一
文
か
ら
感
じ
ら
れ
た
。
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佳

作

ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ
と
女
性
の
人
権

筑
波
大
学
附
属
中
学
校　

１
年　
　
　



平ひ
ら

野の　

惠め
ぐ

太た

郎ろ
う

作
品
名
『
三
四
郎
』

選
ん
だ
一
行ス

ト
レ
イ
シ
ー
プ

美
禰
子
の
発
し
た
「
ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ
」
と
い
う
言
葉
は
英
語
で
あ

る
。
私
は
そ
の
単
語
を
ど
の
よ
う
に
翻
訳
し
た
ら
い
い
の
か
非
常
に
悩

ん
だ
。
シ
ー
プ
と
い
う
の
は
羊
で
あ
る
が
、
私
に
と
っ
て
羊
は
あ
ま
り

馴
染
み
の
な
い
動
物
だ
。
チ
ー
ズ
、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
料
理
、
猛
獣
の
餌

食
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
す
ご
く
弱
い
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
必
ず
し

も
賢
く
て
飼
い
主
の
お
気
に
入
り
で
仲
良
く
な
り
そ
う
な
動
物
と
も
思

え
な
い
。
私
は
動
物
園
で
羊
に
触
れ
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
人
間
に

な
つ
い
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
か
っ
た
。
目
の
動
き
が
悪
い
た
め
外

敵
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
群
れ
を
成
し
て
左
右
を
確
認
し
あ
う
の
だ
と

い
う
。
私
の
中
で
の
羊
は
ま
っ
た
く
無
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ

し
て
ス
ト
レ
イ
と
い
う
の
は
迷
っ
た
と
い
う
意
味
だ
。

熊
本
の
高
校
を
卒
業
し
た
小
川
三
四
郎
は
上
京
し
下
宿
生
活
を
始
め

た
。東
京
は
限
り
な
く
広
い
大
都
会
で
、チ
ン
チ
ン
電
車
が
縦
横
に
走
っ

て
お
り
、
ど
こ
に
行
く
の
に
も
そ
し
て
美
禰
子
に
会
い
に
行
く
の
に
も

便
利
で
あ
っ
た
。
で
も
田
舎
者
の
三
四
郎
は
最
初
か
ら
迷
子
の
よ
う
に

東
京
の
町
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
。

三
四
郎
に
と
っ
て
美
禰
子
は
初
め
て
好
き
に
な
っ
た
女
性
だ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
で
も
三
四
郎
は
こ
の
女
性
を
好
き
に
な
っ
て
は
い
け
な

い
と
最
初
は
感
覚
的
に
は
思
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
ま
り
に
お

嬢
様
す
ぎ
て
わ
が
ま
ま
だ
か
ら
付
き
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
段
階
で
三
四
郎
も
好
き
に
な
っ
て
い
い
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
迷
っ
た
羊
の
状
態
だ
と
思
う
。

美
禰
子
も
三
四
郎
に
な
ん
と
し
て
も
自
分
の
心
情
を
わ
か
っ
て
も
ら

い
た
い
と
ま
で
は
思
っ
て
な
さ
そ
う
だ
。
読
み
進
め
て
い
く
う
ち
に
美

禰
子
が
誰
の
こ
と
を
好
き
な
の
か
も
か
す
ん
で
し
ま
っ
た
。
三
四
郎
の

こ
と
を
三
分
の
一
、
野
々
宮
さ
ん
を
三
分
の
一
、
そ
れ
以
外
の
男
性
を

三
分
の
一
と
い
っ
た
感
じ
で
あ
る
。
こ
の
人
し
か
い
な
い
と
か
駄
目
だ

と
い
う
意
思
を
明
確
に
は
美
禰
子
は
示
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
も
示
す

こ
と
は
で
き
な
い
状
況
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
、
女
性
の
地
位
は

け
し
て
高
く
な
か
っ
た
。
一
方
で
華
族
制
度
も
あ
っ
た
。
庶
民
出
身
の

三
四
郎
は
す
ご
く
優
秀
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
し
、
将
来
も
約
束

さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
美
禰
子
に
と
っ
て
は
純
真
で

駆
け
引
き
が
う
ま
く
な
い
２３
歳
の
青
年
は
と
て
も
自
分
の
将
来
の
夫
と
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て
付
き
合
っ
て
い
く
勇
気
も
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
三
四
郎
に

と
っ
て
、そ
れ
は
と
て
も
残
酷
な
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
た
。
そ
し
て「
そ

ん
な
に
生
意
気
に
見
え
ま
す
か
？
」
と
三
四
郎
に
聴
い
て
い
る
美
禰
子

も
自
分
の
こ
と
を
周
り
の
男
性
が
ど
の
よ
う
に
み
て
い
る
か
も
す
ご
く

気
に
し
て
い
る
か
弱
い
女
性
の
一
面
も
あ
る
。

私
は
、
三
四
郎
も
美
禰
子
も
そ
し
て
野
々
宮
さ
ん
も
実
は
将
来
の
こ

と
に
大
変
不
安
を
感
じ
な
が
ら
生
き
て
い
る
ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
女
性
で
あ
る
美
禰
子
に
は
特
に
強
力
な
後
ろ
盾
が
必

要
に
な
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。
そ
れ
が

当
時
の
社
会
で
あ
り
今
と
は
大
き
く
違
う
こ
と
だ
と
思
っ
た
。

佳

作

「
本
物
」
の
価
値

日
本
女
子
大
学
附
属
中
学
校　

２
年　
　
　



神か
ん

田だ　

晴は
る

花か

作
品
名
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

選
ん
だ
一
行あ

の
金
鎖
り
は
贋
物
で
あ
る
。
赤
シ
ャ
ツ
は
誰
も
知
る
ま
い
と
思
っ

て
、
見
せ
び
ら
か
し
て
い
る
が
、
お
れ
は
ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
い
る
。

坊
っ
ち
ゃ
ん
と
い
う
呼
び
名
は
男
子
を
敬
っ
て
呼
ぶ
以
外
に
、
甘
や

か
さ
れ
て
育
っ
た
世
間
知
ら
ず
な
人
を
意
味
す
る
。
実
際
、
松
山
に
赴

任
し
た
当
初
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
世
間
知
ら
ず
で
、
松
山
中
学
校
で
赤
シ
ャ

ツ
な
ど
表
面
的
な
論
法
ば
か
り
を
繰
り
返
す
「
偽
物
」
だ
ら
け
の
社
会

を
知
っ
た
。
そ
こ
で
出
会
う
人
々
か
ら
人
間
の
裏
表
を
学
び
、
自
分
に

と
っ
て
の
正
義
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
。
汽
車
を
待
つ
シ
ー
ン
で
、

坊
っ
ち
ゃ
ん
が「
俺
は
赤
シ
ャ
ツ
の
金
鎖
り
が
偽
物
だ
と
知
っ
て
い
る
」

と
心
の
中
で
呟
い
た
の
は
、
偽
物
だ
ら
け
の
社
会
で
も
そ
れ
を
見
過
ご

さ
ず
、
自
分
の
中
の
「
本
物
」
と
「
偽
物
」
を
あ
い
ま
い
に
し
な
い
た

め
だ
。
し
か
し
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
江
戸
っ
子
で
負
け
ず
嫌
い
の
た
め
、
虚
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を
張
る
こ
と
が
あ
る
。
虚
勢
を
張
る
と
い
う
こ
と
は
、
赤
シ
ャ
ツ
の

よ
う
に
嘘
を
つ
く
の
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で

も
「
何
の
た
め
に
嘘
を
つ
く
か
」
が
全
く
違
う
の
だ
。
赤
シ
ャ
ツ
は
自

分
の
見
栄
、
利
益
の
た
め
に
嘘
を
つ
く
が
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
自
分
の
誇

り
を
守
る
た
め
、
真
っ
直
ぐ
で
義
理
人
情
を
大
切
に
す
る
人
間
で
い
続

け
る
た
め
に
虚
勢
を
張
る
の
だ
。
様
々
な
経
験
を
す
る
度
彼
が
思
い
出

す
の
は
「
清
」
で
、
下
女
の
老
婆
で
は
あ
る
が
そ
の
誠
実
さ
、
善
良
さ

こ
そ
が
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
気
付
く
。
赤
シ
ャ
ツ
や
マ
ド
ン
ナ
は
表

面
的
な
美
し
さ
や
地
位
の
高
さ
で
周
囲
か
ら
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
打
算
的
な
行
動
か
ら
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
「
偽
物
」
だ
と
見
抜
い

た
。
打
算
だ
ら
け
の
社
会
で
、
真
に
価
値
あ
る
も
の
を
見
極
め
、
例
え

他
か
ら
非
難
さ
れ
て
も
自
分
の
心
に
従
い
正
し
い
と
思
う
こ
と
を
貫
く

こ
と
こ
そ
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
の
正
義
で
あ
り
、
そ
の
正
義
を
信

じ
肯
定
し
て
く
れ
る
の
が
清
の
存
在
だ
と
思
う
。
偽
物
が
は
び
こ
る
現

実
社
会
に
お
い
て
、
周
り
の
人
々
に
理
解
さ
れ
な
く
て
も
、
自
分
が
敬

愛
し
て
い
る
人
、そ
し
て
自
分
の
愛
情
自
体
に
も
誇
り
を
持
っ
て「
坊
っ

ち
ゃ
ん
」
と
呼
び
続
け
る
、そ
ん
な
「
本
物
」
で
あ
る
清
の
気
質
が
坊
っ

ち
ゃ
ん
が
自
分
の
正
義
を
誇
る
根
幹
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
誠
実
で
善
良
な
清
が
ほ
め
て
く
れ
た
「
本
物
」
の
人
間
で
い
る

た
め
、
理
屈
で
は
示
せ
な
い
「『
真
心
』
が
示
す
正
し
さ
」
を
守
る
と

い
う
こ
と
こ
そ
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
坊
っ
ち
ゃ
ん
た
ら
し
め
る
彼
の
正
義

の
源
な
の
だ
と
思
う
。
こ
の
小
説
の
テ
ー
マ
は
勧
善
懲
悪
と
い
う
前
時

代
的
な
テ
ー
マ
だ
が
、
前
時
代
的
だ
か
ら
こ
そ
、
赤
シ
ャ
ツ
や
野
だ
い

こ
が
語
る
よ
う
な
付
け
焼
き
刃
の
「
偽
物
西
洋
」
で
は
な
く
、
古
く
か

ら
あ
る
揺
る
が
な
い
「
本
物
」
で
あ
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
や
清
が
持
っ
て
い

る
よ
う
な
日
本
的
で
純
朴
な
美
徳
が
際
立
つ
の
だ
。
誰
か
の
意
見
や
流

行
、
損
得
勘
定
に
振
り
回
さ
れ
て
、
自
分
な
り
の
美
徳
は
す
ぐ
に
見
失

わ
れ
て
し
ま
い
が
ち
だ
。「
偽
物
」
だ
ら
け
の
社
会
で
今
一
度
「
本
物
」

を
見
直
す
べ
き
、
と
い
う
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
深
く
心
に

残
っ
た
。
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
が
、誰
に
否
定
さ
れ
よ
う
と
私
は「
本

物
」
だ
、
と
胸
を
張
っ
て
生
き
て
い
き
た
い
と
い
う
力
強
い
思
い
が
わ

い
て
き
た
。
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鎌
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秋あ
き

山や
ま　

美み

萌め

作
品
名
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

選
ん
だ
一
行自

分
で
勝
手
な
用
事
を
手
に
負
え
ぬ
ほ
ど
製
造
し
て
苦
し
い
苦
し
い

と
云
う
の
は
自
分
で
火
を
か
ん
か
ん
起
こ
し
て
暑
い
暑
い
と
云
う
よ

う
な
も
の
だ

漱
石
は
至
高
の
文
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
優
れ
た
社
会
学
者
で
も
あ

る
。
そ
れ
は
随
筆
や
評
論
の
中
に
色
濃
く
、
或
い
は
各
方
面
か
ら
請
わ

れ
て
行
っ
た
講
演
で
、
文
学
論
を
論
じ
る
よ
り
も
当
時
の
社
会
情
勢
を

洞
察
し
、鋭
く
指
摘
す
る
よ
う
な
話
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

明
治
四
十
四
年
、「
現
代
日
本
の
開
化
」
と
題
さ
れ
て
和
歌
山
で
行
わ

れ
た
講
演
で
は
、
当
時
の
文
明
開
化
の
最
中
に
あ
っ
た
日
本
社
会
を
分

析
眼
を
持
っ
て
俯
瞰
し
、
一
般
聴
衆
に
分
か
り
や
す
く
説
明
し
た
。
漱

石
は
こ
の
講
演
で
「
開
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
生
活
は
困
難
に
な
る
」

と
指
摘
し
た
が
、
百
年
以
上
経
っ
た
現
在
、
こ
の
発
言
は
み
ご
と
な
ほ

ど
現
実
味
を
帯
び
て
い
る
。

ま
た
、
文
学
作
品
で
は
、
登
場
人
物
の
人
格
を
借
り
て
世
相
を
語
る

こ
と
も
あ
っ
た
が
、「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
な
ど
の
代
表
作
で
も
社
会

学
者
・
夏
目
漱
石
が
顔
を
見
せ
る
。
一
人
称
の
語
り
口
で
書
か
れ
て
は

い
る
も
の
の
、
猫
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
安
心

し
て
社
会
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
第
六

話
の
冒
頭
は
、
猫
・
吾
輩
に
よ
る
人
間
社
会
の
見
方
・
捉
え
方
の
独
演

会
で
あ
る
。
そ
の
中
で
私
が
、
否
応
な
し
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
は
「
自
分
で
勝
手
な
用
事
を
手
に
負
え
ぬ
ほ
ど
製
造
し
て
苦
し
い

苦
し
い
と
云
う
の
は
自
分
で
火
を
か
ん
か
ん
起
こ
し
て
暑
い
暑
い
と
云

う
よ
う
な
も
の
だ
」
と
い
う
一
行
だ
。

私
は
こ
の
感
想
文
を
八
月
初
旬
に
書
い
て
い
る
。
こ
こ
は
エ
ア
コ
ン

が
効
い
て
い
て
快
適
に
保
た
れ
て
い
る
が
、
一
歩
外
に
出
れ
ば
体
温
を

超
え
る
気
温
が
身
の
危
険
を
感
じ
さ
せ
る
。
漱
石
は
、
人
間
が
自
分
勝

手
に
も
の
を
つ
く
っ
て
困
っ
て
い
る
と
し
て
、
今
私
た
ち
が
直
面
し
て

い
る
状
況
を
見
事
に
言
い
当
て
た
。
豊
か
さ
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
き
た
物
質
主
義
は
、
製
造
物
そ
の
も
の
が
、
ま
た
生
産
過

程
で
放
出
さ
れ
る
有
害
物
質
が
地
球
を
汚
染
し
続
け
て
い
る
。
日
本
は

地
震
大
国
で
あ
る
が
、
津
波
な
ど
の
要
因
を
除
け
ば
、
命
を
落
と
す
被

害
者
の
死
因
の
ほ
と
ん
ど
が
人
間
が
自
ら
つ
く
っ
た
構
造
物
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
比
較
対
象
と
し
て
使
わ
れ
た
言
葉
で
は
あ
る
が
、
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分
で
火
を
起
こ
し
て
暑
が
っ
て
い
る
と
も
言
う
。
た
だ
、
人
間
活
動

の
物
質
的
文
化
を
支
え
て
い
る
の
は
電
力
で
あ
り
、
そ
れ
を
つ
く
り
出

す
に
は
ど
う
し
て
も
大
量
の
火
力
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
工
場
の
ラ
イ

ン
で
組
み
立
て
ロ
ボ
ッ
ト
を
動
か
す
の
も
、
自
動
車
で
移
動
す
る
の
も

火
力
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
漱
石
の
指
摘
通
り
、
最
早
人
間
は
火
を

起
こ
さ
ね
ば
生
活
を
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
窓

の
外
で
は
、
茹
る
よ
う
な
暑
さ
の
中
、
元
来
陽
光
が
好
き
な
は
ず
の
植

物
の
葉
が
項
垂
れ
て
い
る
よ
う
す
に
我
が
目
を
疑
う
。

漱
石
が
生
き
た
の
は
明
治
時
代
、
今
と
比
べ
れ
ば
ま
だ
ま
だ
地
球
は

あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
社
会
の
変
化
に
敏
感

に
反
応
し
て
先
の
先
の
時
代
ま
で
見
通
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
漱
石
が

人
間
の
内
面
を
鋭
く
え
ぐ
る
こ
と
が
で
き
、
人
間
の
行
動
は
そ
う
い
っ

た
内
面
の
心
理
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
か
ら
に
他
な

ら
な
い
。
私
た
ち
は
漱
石
を
別
の
視
点
で
学
び
直
す
べ
き
だ
。
社
会
学

者
・
漱
石
の
文
章
や
発
言
は
、
人
間
の
心
理
を
掴
み
、
時
代
を
超
え
て

普
遍
性
を
持
つ
の
だ
か
ら
。

社
会
学
者
・
夏
目
漱
石
と
い
う
視
点
が
ユ
ニ
ー
ク
。
漱
石
の
文

明
発
達
に
対
す
る
批
判
的
な
視
点
を
理
解
し
、
現
代
の
物
質
文
明

の
行
き
詰
ま
り
を
読
み
解
い
て
い
る
。

審
査
講
評

朝
日
新
聞
社
賞

汚
れ
の
意
味

成
蹊
高
等
学
校　

２
年　
　
　



長な
が

汐し
お　

千ち

有あ

希き

作
品
名
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行「

カ
ラ
や
カ
フ
ス
と
同
じ
事
さ
。
汚
れ
た
の
を
用
い
る
位
な
ら
、
一

層
始
か
ら
色
の
つ
い
た
も
の
を
使
う
が
い
い
。
白
け
れ
ば
純
白
で
な

く
っ
ち
ゃ
」

「
こ
こ
ろ
」
の
中
で
、
先
生
は
叔
父
に
騙
さ
れ
た
時
に
自
分
の
素
直

さ
を
後
悔
し
て
い
た
。
騙
さ
れ
た
と
気
づ
い
た
時
を
手
紙
の
中
で
振
り

返
っ
た
先
生
は
「
私
は
そ
の
時
の
己
れ
を
顧
み
て
、
何
故
も
っ
と
人
が

悪
く
生
れ
て
来
な
か
っ
た
か
と
思
う
と
、
正
直
過
ぎ
た
自
分
が
口
惜
し

く
っ
て
堪
り
ま
せ
ん
。
然
し
ま
た
ど
う
か
し
て
、
も
う
一
度
あ
あ
い
う

生
れ
た
ま
ま
の
姿
に
立
ち
返
っ
て
生
き
て
み
た
い
と
い
う
心
持
も
起
こ

る
の
で
す
。」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
を
見
た
時
、
私
は
「
選
ん

だ
一
文
」
を
思
い
出
し
、
こ
の
一
文
が
私
の
心
に
刺
さ
っ
た
。
裏
切
ら

れ
た
こ
と
で
彼
は
純
粋
な
ら
ば
純
白
な
ま
ま
、
性
格
が
悪
く
な
る
く
ら
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な
ら
い
っ
そ
最
初
か
ら
腹
黒
い
方
が
い
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た

の
だ
。
そ
こ
か
ら
、
初
め
か
ら
白
い
も
の
は
純
白
な
ま
ま
、
色
の
つ
い

た
物
な
ら
汚
れ
て
も
気
に
し
な
い
と
い
う
精
神
に
至
っ
た
の
だ
。

先
生
の
言
葉
に
共
感
す
る
一
方
で
、
私
は
疑
問
に
思
う
こ
と
が
あ
っ

た
。
何
故
先
生
は
「
私
」
に
秘
密
を
与
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
先

生
は
綺
麗
な
部
分
し
か
知
ら
な
い
妻
の
記
憶
に
、
私
宛
て
の
手
紙
に
書

い
た
よ
う
な
先
生
の
秘
密
が
入
っ
て
汚
れ
て
し
ま
う
の
を
懸
念
し
て
い

た
。
つ
ま
り
、
先
生
の
記
憶
と
い
う
も
の
は
彼
に
と
っ
て
「
汚
れ
」
と

感
じ
る
よ
う
な
も
の
な
の
だ
。
そ
し
て
妻
同
様
に
「
私
」
も
相
当
純
白

で
あ
る
。「
私
」
は
自
分
で
自
分
の
こ
と
を
真
面
目
だ
と
答
え
る
し
、

景
色
に
気
を
取
ら
れ
て
先
生
を
遣
り
込
め
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た

り
、
先
生
や
家
族
の
答
え
に
く
い
質
問
に
は
嘘
を
つ
か
ず
に
黙
り
込
ん

で
し
ま
う
。
そ
ん
な
彼
に
、
妻
に
も
教
え
て
は
い
け
な
い
よ
う
な
大
き

な
秘
密
を
教
え
て
仕
舞
う
こ
と
で
先
生
の
記
憶
を
独
り
で
一
生
背
負
わ

な
く
て
は
い
け
な
く
な
る
。
妻
に
聞
か
れ
た
ら
元
来
純
白
な
彼
は
先
生

と
の
約
束
を
守
る
た
め
に
嘘
を
つ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
で
は
、
先

生
は
な
ぜ
「
私
」
の
記
憶
を
汚
す
こ
と
、
彼
の
精
神
に
反
す
る
決
断
を

し
た
の
だ
ろ
う
か
。

私
は
、
こ
の
疑
問
が
浮
か
ん
だ
時
に
江
戸
時
代
の
「
暖
簾
」
を
思
い

出
し
た
。
こ
の
時
代
の
寿
司
屋
の
暖
簾
に
は
黒
い
汚
れ
が
あ
っ
た
。
こ

れ
は
店
に
入
る
際
に
そ
の
店
の
暖
簾
で
手
を
拭
く
習
慣
が
あ
っ
た
か
ら

だ
。た
く
さ
ん
の
人
が
そ
の
暖
簾
で
手
を
拭
く
こ
と
で
で
き
た
汚
れ
は
、

そ
の
店
の
人
気
度
を
表
す
。
そ
の
汚
れ
は
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
こ
と
を
先
生
の
秘
密
に
当
て
は
め
る
と
、
妻
の
中
で
は
事
実
に
し

か
な
ら
な
い
が
「
私
」
の
中
で
意
味
を
持
つ
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
自

分
か
ら
意
味
を
持
ち
た
が
っ
た
、
色
を
つ
け
た
が
っ
た
「
私
」
に
は
汚

す
と
言
う
こ
と
が
当
て
は
ま
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、白
い
も
の
と
聞
か
れ
て
真
っ
先
に
思
い
つ
い
た
の
は「
こ

こ
ろ
」
で
あ
っ
た
。
今
年
、
新
潮
社
は
プ
レ
ミ
ア
ム
カ
バ
ー
の
真
っ
白

な
「
こ
こ
ろ
」
を
出
版
し
た
。
こ
の
本
を
手
に
取
っ
た
時
、
こ
の
白
さ

を
白
い
ま
ま
に
し
た
い
と
思
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
先
生
の
考
え
に
と
て

も
共
感
し
た
の
だ
。
だ
が
、
読
み
終
わ
っ
て
か
ら
、
カ
バ
ー
に
つ
く
汚

れ
も
愛
せ
る
気
が
し
た
。
そ
の
汚
れ
は
私
と
「
こ
こ
ろ
」
の
旅
の
日
記

な
の
だ
。
い
つ
か
ま
た
手
に
取
っ
た
そ
の
日
に
私
に
「
意
味
」
を
教
え

て
く
れ
る
か
ら
。

江
戸
時
代
の
寿
司
屋
の
暖
簾
の
た
と
え
が
秀
逸
で
、
こ
の
エ
ッ

セ
ー
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
最
後
の
白
い
カ
バ
ー
の
記
述
も
余
韻

を
残
し
、
全
体
に
完
成
度
が
高
い
。

審
査
講
評
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２
年　
　
　



岩い
わ

﨑さ
き　

安あ

音の
ん

作
品
名
『
硝
子
戸
の
中
』

選
ん
だ
一
行そ

ん
な
ら
死
な
ず
に
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

私
は
こ
れ
ま
で
文
学
作
品
と
い
う
も
の
に
あ
ま
り
自
ら
触
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
授
業
で
扱
う
機
会
が
あ
れ
ば
先
生
の
解
説
を
参
考

に
し
な
が
ら
、
作
者
は
作
品
を
通
じ
て
何
を
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
た

の
か
、
ど
ん
な
意
図
を
込
め
て
書
い
た
の
か
に
つ
い
て
の
深
い
推
察
は

行
っ
て
き
た
。
そ
ん
な
私
に
と
っ
て
、
漱
石
の
作
品
「
夢
十
夜
」「
変

な
音
」
は
、
今
な
お
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
ど
ち
ら

の
作
品
も
そ
れ
ぞ
れ
場
面
の
情
景
が
あ
り
あ
り
と
頭
に
浮
か
び
、
想
像

力
を
掻
き
立
て
る
細
か
い
描
写
が
実
に
魅
力
的
だ
。
儚
い
美
し
さ
が
あ

る
が
、
ど
こ
か
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
不
気
味
、
神
秘
的
で
、
私
は
読
む
度

に
不
思
議
な
世
界
へ
誘
わ
れ
る
。
読
み
終
え
た
後
は
、
満
ち
足
り
た
感

覚
が
私
の
中
で
長
く
残
っ
た
。そ
ん
な
深
く
感
銘
を
受
け
た
作
品
だ
が
、

今
一
つ
私
は
漱
石
の
人
物
像
が
掴
め
な
か
っ
た
。
こ
こ
ま
で
の
作
品
を

創
り
あ
げ
た
漱
石
は
ど
ん
な
人
間
な
の
か
…
。
そ
ん
な
疑
問
を
抱
き
な

が
ら
読
ん
だ
漱
石
の
随
筆
「
硝
子
戸
の
中
」
に
、
彼
の
人
格
が
色
濃
く

表
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

私
が
選
ん
だ
一
行
は
、
そ
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
「
そ
ん
な
ら
死
な

ず
に
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
だ
。
こ
れ
は
あ
る
日
漱
石
の
元
を
、
自

分
は
死
ん
だ
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
に
感
じ
た
一
人
の
女
性

が
助
言
を
求
め
て
訪
問
し
た
際
、
漱
石
が
投
げ
か
け
た
一
言
で
あ
る
。

こ
の
女
性
は
こ
の
ま
ま
生
き
続
け
れ
ば
、「
時
」
の
流
れ
の
所
為
で
過

去
の
大
切
な
思
い
出
が
薄
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
が
恐
ろ
し
く
、
辛
い

と
告
げ
る
。
彼
女
は
命
と
等
価
、
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
価
値
が
あ
る

記
憶
を
「
時
」
が
知
ら
ぬ
間
に
奪
い
去
っ
て
し
ま
う
と
怯
え
て
い
る
の

だ
。
私
た
ち
は
、
あ
の
頃
に
戻
り
た
い
、
あ
の
時
あ
あ
す
れ
ば
良
か
っ

た
と
過
去
を
振
り
返
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
今
の
幸
せ
が
い
つ
か
消
え

て
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
い
ず
れ
大
切
な
人
と
死
別
し

今
あ
る
環
境
が
大
き
く
変
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
、「
時
」

に
よ
る
変
化
を
恐
ろ
し
く
思
う
。
彼
女
の
嘆
き
に
は
、
漱
石
の
み
な
ら

ず
、
私
た
ち
読
者
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
し
か
し
漱
石

は
た
だ
無
遠
慮
に
、
軽
々
し
く
生
き
ろ
と
述
べ
た
の
で
は
な
い
。
漱
石

は
彼
女
の
些
細
な
言
葉
の
変
化
を
瞬
時
に
感
じ
取
り
、
す
か
さ
ず
返
し

た
の
が
こ
の
一
言
な
の
だ
と
私
は
思
う
。
女
性
は
、
漱
石
に
送
っ
て
も

ら
う
こ
と
を
「
勿
体
の
う
御
座
い
ま
す
」
と
、は
じ
め
は
表
現
し
た
が
、
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勿
体
な
い
訳
が
あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ
人
間
で
す
。」
と
い
う
漱
石
の

言
葉
を
受
け
て
、「
光
栄
で
御
座
い
ま
す
」と
言
い
換
え
た
。
前
者
に
は
、

謙
っ
た
り
自
分
を
卑
下
し
た
り
す
る
意
味
が
含
ま
れ
る
が
、
後
者
か
ら

は
、
相
手
へ
の
尊
敬
や
、
好
意
に
対
し
嬉
し
く
思
う
気
持
ち
な
ど
前
向

き
な
心
情
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
ほ
ん
の
小
さ
な
変
化
だ
が
、
女
性
を
観

察
し
、
言
動
を
注
視
し
て
投
げ
か
け
た
言
葉
は
実
に
彼
ら
し
く
、
私
は

晴
れ
晴
れ
し
い
良
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。
こ
の
一
文
は
漱
石
の
、
作
家

と
し
て
、
一
人
の
人
間
と
し
て
の
真
っ
直
ぐ
な
誠
実
さ
、
他
者
へ
配
慮

が
よ
く
現
れ
、
そ
れ
故
に
私
の
心
を
魅
了
し
た
の
だ
。
私
は
何
度
こ
の

章
を
読
ん
だ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
一
行
に
込
め
ら
れ
た
、
漱
石
に
し
か
出

せ
な
い
清
ら
か
な
思
い
や
り
は
、こ
れ
か
ら
も
私
の
心
を
優
し
く
包
み
、

生
き
る
希
望
を
示
し
続
け
る
に
違
い
な
い
。

随
筆
の
文
章
を
細
や
か
に
読
み
取
り
、
掴
み
難
か
っ
た
と
い
う

漱
石
の
人
間
像
を
自
分
な
り
に
構
築
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
し
っ

か
り
書
け
て
い
る
。

審
査
講
評

新

潮

社

賞

結
局
、
恋
か
。

東
京
都
立
桜
修
館
中
等
教
育
学
校　

２
年　
　
　



平ひ
ら

野の　

真ま

生お

作
品
名
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行然

し
…
…
然
し
君
、
恋
は
罪
悪
で
す
よ
。
解
っ
て
い
ま
す
か
。

「
恋
は
盲
目
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
意
味
を
調
べ
る
と
、「
恋
に

落
ち
る
と
、
理
性
や
常
識
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
」
と
あ
る
。
語
源
は

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
本
の
一
節
か
ら
き
て
い
る
そ
う
だ
。
ま
さ
に
「
先

生
」
の
過
去
に
ピ
ッ
タ
リ
な
言
葉
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
「
先
生
」

は
「
恋
は
罪
悪
」
と
語
っ
て
い
る
。
な
ぜ
「
先
生
」
は
「
罪
悪
」
と
い

う
言
葉
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
「
恋
は
罪
悪
」
だ
ろ
う
か
。

「
先
生
」
は
物
静
か
で
言
葉
を
発
す
る
と
き
は
い
つ
も
よ
く
考
え
て
か

ら
話
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
の
セ
リ
フ
で
は
少
し
躊
躇
し
て
い
る
も

の
の
、
深
く
考
え
ず
に
ポ
ロ
リ
と
こ
ぼ
れ
て
し
ま
っ
た
セ
リ
フ
の
よ
う

に
と
ら
え
ら
れ
た
。恋
の
話
を
し
て
い
る
こ
こ
の
一
場
面
で
は
特
に「
先

生
」
の
冷
静
さ
が
欠
け
、
後
の
こ
と
を
考
え
ず
に
話
し
て
い
る
。
実
際
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こ
の
後
の
会
話
は
「
私
」
に
と
っ
て
中
途
半
端
に
焦
ら
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
不
完
全
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
や
は
り
「
先
生
」

の
過
去
の
出
来
事
は
常
に
「
先
生
」
の
中
で
暗
い
影
を
落
と
し
、
罪
の

意
識
が
消
え
な
い
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
英
語
教
師
を
し
て
い
た
夏
目
漱

石
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
恋
は
盲
目
」
と
い
う

言
葉
も
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
「
罪
悪
」
と
い
う
言
葉
を
選

ん
だ
の
に
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
、
死
と
い

う
「
事
実
」
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
先
の
物
語
で
「
先
生
」
の

過
去
が
明
か
さ
れ
、
恋
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
人
生
を
大
き
く
変
え
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
言
葉
を
発
し
た
時
、「
先
生
」
は
何
を
思
っ
た
の

だ
ろ
う
と
考
え
た
。
過
去
の
こ
と
を
思
っ
た
後
悔
だ
ろ
う
か
、
同
じ
過

ち
を
犯
し
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
希
望
だ
ろ
う
か
。「
解
っ
て
い
ま
す

か
」
と
い
う
強
い
念
押
し
は
「
私
」
に
だ
け
で
な
く
「
先
生
」
自
身
や

私
た
ち
読
者
に
も
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。

ま
た
私
が
こ
の
本
全
体
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
は
「
結
局
、恋
か
。」

と
い
う
少
し
の
落
胆
で
あ
る
。
読
書
を
し
て
い
る
中
で
恋
が
人
を
変
え

る
場
面
に
よ
く
出
会
う
。
そ
の
た
び
に
恋
の
影
響
力
が
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど

に
も
大
き
い
の
か
理
解
で
き
ず
、
消
化
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し

て
長
年
愛
さ
れ
続
け
た
小
説
さ
え
も
恋
が
人
を
変
え
て
い
た
。
な
ぜ
時

代
を
超
え
て
も
な
お
、
恋
と
い
う
題
材
が
こ
ん
な
に
も
人
の
心
を
揺
さ

ぶ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
恋
は
罪
悪
」
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
確
か
に
恋
は
「
先
生
」
の
よ
う
に
人
を
傷
つ
け
、
傷
つ
け
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
可
能
性
が
あ
る
の
に
人
は
恋
を
や
め

ら
れ
な
い
。
一
時
の
楽
し
く
て
儚
い
、
美
し
い
時
間
を
過
ご
す
の
が
あ

ま
り
に
も
魅
力
的
で
あ
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
余
計
に
罪
深
い
。
だ
か

ら
こ
そ
人
は
恋
を
愛
す
る
。「
先
生
」
は
、
夏
目
漱
石
は
、
こ
の
こ
と

を
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

「
恋
は
罪
悪
で
す
よ
」と
言
う
先
生
の
心
情
に
思
い
を
は
せ
て
、

最
後
に
書
き
手
が
吐
き
出
す
言
葉
「
結
局
、
恋
か
。」
は
、
恋
に

愛
憎
半
ば
す
る
思
春
期
の
生
徒
の
、
実
直
な
感
想
だ
ろ
う
。

審
査
講
評
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東
京
理
科
大
学
賞

つ
な
が
り
か
ら
得
る
幸
福光

塩
女
子
学
院
高
等
科　

２
年　
　
　



佐さ

伯え
き　

理り

奈な

作
品
名
『
硝
子
戸
の
中
』

選
ん
だ
一
行然

し
そ
れ
だ
け
に
し
た
と
こ
ろ
で
私
に
は
満
足
な
の
で
あ
る
。「
貴

方
の
講
演
は
解
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
」
と
云
わ
れ
た
時
よ
り
も
遥

に
満
足
な
の
で
あ
る
。

「
硝
子
戸
の
中
」
は
、
病
を
抱
え
た
漱
石
が
自
宅
で
療
養
を
し
な
が

ら
、
晩
年
の
日
常
や
こ
れ
ま
で
の
人
生
の
思
い
出
を
、
静
か
に
、
誠
実

に
綴
っ
た
随
想
集
だ
。
つ
ぶ
さ
な
描
写
と
丁
寧
な
心
情
表
現
か
ら
当
時

の
街
の
景
色
や
漱
石
が
関
わ
る
人
々
、
出
来
事
を
鮮
や
か
に
イ
メ
ー
ジ

す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、
漱
石
の
周
り
に
あ
っ
た
数
多
の
別
れ
と

彼
の
死
に
対
す
る
考
え
方
を
私
た
ち
読
者
は
知
る
。「
死
」
が
散
り
ば

め
ら
れ
て
い
る
随
想
た
ち
を
、私
は
寂
寥
感
と
同
時
に
、漱
石
が
「
死
」

に
馴
染
ん
で
い
く
よ
う
な
錯
覚
す
ら
覚
え
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
っ

た
。

そ
の
な
か
で
燦
然
と
輝
き
、私
の
心
に
刺
さ
っ
た
の
が
こ
の
一
文
だ
。

断
れ
な
い
義
理
が
あ
っ
て
講
演
の
依
頼
を
受
け
た
漱
石
が
、
過
去
に
も

あ
っ
た
同
じ
よ
う
な
機
会
で
学
生
た
ち
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
話
し
た

が
、「
何
で
も
解
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
た
経
験
か
ら
、

今
度
は
、
よ
り
一
層
分
か
り
や
す
く
話
す
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
講
演

に
臨
ん
だ
こ
と
、
も
し
分
か
ら
な
い
点
が
あ
っ
た
ら
自
宅
に
来
て
く
れ

て
も
い
い
と
伝
え
、
実
際
に
三
人
の
学
生
を
招
い
て
真
摯
に
説
明
し
た

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。「
誰
か
に
伝
え
た
」、「
誰
か
と
心
を
通
わ
せ

る
機
会
を
持
っ
た
」
出
来
事
を
経
て
得
ら
れ
た
満
足
感
、
安
心
感
が
こ

の
一
文
に
見
ら
れ
、
漱
石
の
素
直
な
喜
び
が
私
に
も
伝
染
し
た
。「
夏

目
漱
石
ほ
ど
の
人
で
も
」
と
言
っ
て
し
ま
う
と
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
知
識
が
豊
富
で
理
路
整
然
し
た
思
考
回
路
を
持
っ
て
い
る
よ

う
に
見
ら
れ
る
漱
石
が
、
そ
し
て
、
彼
自
身
が
不
安
、
不
透
明
、
不
愉

快
と
著
し
て
い
る
こ
の
世
の
中
に
お
い
て
、
ふ
と
見
せ
た
幸
福
な
心
持

ち
は
、
自
分
の
世
界
で
あ
る
硝
子
戸
の
内
側
か
ら
外
の
世
界
の
様
子
を

俯
瞰
で
見
て
い
る
漱
石
と
は
明
ら
か
に
違
う
一
面
だ
。
義
理
に
厚
く
て

人
の
役
に
立
ち
た
い
と
願
う
世
話
焼
き
な
漱
石
を
感
じ
さ
せ
た
。

漱
石
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
百
年
以
上
経
た
今
も
、
世
の
中
は
不
条
理

で
不
確
か
だ
。
時
に
は
、
無
力
な
私
た
ち
を
容
赦
な
く
叩
き
の
め
す
よ

う
な
出
来
事
が
起
こ
り
、
痛
み
と
深
い
悲
し
み
を
与
え
る
。
懸
命
に
生

き
て
い
る
こ
と
が
無
意
味
に
感
じ
る
瞬
間
す
ら
あ
る
。
し
か
し
、
生
き

て
い
く
こ
と
は
決
し
て
苦
し
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
を
漱
石
は
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え
て
く
れ
て
い
る
。
売
れ
っ
子
作
家
と
い
う
社
会
的
に
成
功
し
た
姿

や
、
類
い
稀
な
る
文
才
に
つ
い
て
語
る
の
で
は
な
く
、
他
者
と
の
つ
な

が
り
で
得
た
幸
福
と
充
足
感
を
晩
年
の
随
想
に
記
し
、
人
生
を
豊
か
に

す
る
方
法
を
私
た
ち
に
遺
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。

私
は
漱
石
の
こ
の
一
文
を
胸
に
刻
み
、他
者
と
の
関
わ
り
か
ら
学
び
、

他
者
の
た
め
に
行
動
し
、
他
者
と
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
に
努
め
て
い
こ

う
と
決
め
た
。
こ
れ
こ
そ
が
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
目
的
で
あ
り
、

人
生
に
お
い
て
の
「
光
」
だ
と
感
じ
た
の
だ
。
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
り
、

傷
つ
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
あ
き
ら
め
ず
、
つ
な
が
り
か
ら
得

る
幸
福
を
求
め
て
私
の
道
を
力
強
く
歩
ん
で
い
く
所
存
だ
。

社
会
の
不
条
理
な
出
来
事
を
俯
瞰
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
自
己

と
他
者
（
社
会
）
と
の
関
り
か
ら
学
び
、
他
者
と
心
を
通
わ
せ
る

こ
と
の
中
に
幸
福
を
見
出
す
こ
と
に
価
値
が
あ
る
と
気
づ
い
て
い

る
。

審
査
講
評

二
松
学
舎
大
学
賞

現
代
に
潜
む
「
寂
し
み
」

東
京
都
立
桜
修
館
中
等
教
育
学
校　

２
年　
　
　



渡わ
た

辺な
べ　

結ゆ

衣い

作
品
名
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行自

由
と
独
立
と
己
と
に
み
ち
た
現
代
に
生
ま
れ
た
我
々
は
、
そ
の
犠

牲
と
し
て
み
ん
な
こ
の
寂
し
み
を
味
わ
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で

し
ょ
う

「
自
由
と
独
立
と
己
と
に
み
ち
た
現
代
に
生
ま
れ
た
我
々
は
、
そ
の

犠
牲
と
し
て
み
ん
な
こ
の
寂
し
み
を
味
わ
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で

し
ょ
う
。」
こ
れ
は
、
夏
目
漱
石
の
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
作
品
で
登
場

人
物
の
「
先
生
」
が
「
私
」
に
対
し
て
話
し
た
言
葉
の
中
の
一
行
で
あ

る
。
私
が
初
め
て
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
と
き
は
、
自
由
に
満
ち
溢
れ
て

い
る
こ
と
で
様
々
な
こ
と
が
制
限
な
く
で
き
る
は
ず
な
の
に
、
何
故
寂

し
さ
を
味
わ
う
の
か
と
疑
問
に
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、「
こ
こ
ろ
」

を
最
後
ま
で
読
み
終
え
た
と
き
に
こ
の
一
行
に
深
く
納
得
し
、
先
ほ
ど

の
私
自
身
の
疑
問
の
危
険
さ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
著
者
で
あ
る
夏
目
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石
が
こ
の
作
品
を
通
し
て
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
な
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
た
た
め
、
こ
の
一
行
を
選
ん
だ
。
こ
の
作
品
の
時
代
設
定

は
明
治
時
代
か
ら
大
正
時
代
へ
の
転
換
期
で
あ
り
、「
先
生
」
及
び
そ

の
友
人
で
あ
っ
た
「
Ｋ
」
は
近
代
化
の
渦
中
に
い
た
。
彼
ら
の
死
は
決

し
て
恋
に
破
れ
て
悔
し
か
っ
た
、
罪
悪
感
が
あ
る
な
ど
と
い
っ
た
単
純

な
も
の
で
は
な
く
、「
寂
し
さ
」
と
い
う
こ
の
時
代
特
有
の
複
雑
な
も

の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。私
が
選
ん
だ
こ
の
一
行
に
あ
る
通
り
、

近
代
化
す
る
と
西
洋
か
ら
日
本
に
、
個
人
や
自
由
を
尊
重
す
る
と
い
う

新
し
い
考
え
が
入
っ
て
く
る
。
彼
ら
は
そ
の
考
え
を
嫌
で
も
受
け
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
我
意
識
に
目
覚
め
つ
つ
も
、
閉
ざ
さ
れ
た
空
間

の
中
で
理
想
と
現
実
の
矛
盾
に
苦
し
み
、
孤
独
感
・
寂
し
さ
を
感
じ
て

い
た
の
だ
。

夏
目
漱
石
は
、
文
明
開
化
以
降
に
個
人
主
義
・
資
本
主
義
社
会
の
下

で
の
競
争
が
激
化
し
、
そ
の
結
果
人
々
を
孤
独
に
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

を
こ
の
作
品
及
び
こ
の
一
行
を
通
し
て
示
唆
し
て
い
る
。
西
洋
の
文
化

が
入
っ
て
く
る
前
ま
で
は
、
何
を
す
る
に
も
周
り
の
人
と
の
協
力
が
必

須
で
、「
自
由
・
独
立
・
己
」
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は
考
え
る
こ
と
す

ら
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
化
に
よ
り
物
質
的
に
豊
か
に
な
っ

た
こ
と
で
人
々
は
「
自
由
・
独
立
・
己
」
を
得
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
当

た
り
前
に
な
り
、
一
人
で
何
で
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
「
己
さ
え
、

自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
」
と
い
う
思
考
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
結
果
、
古
来

の
日
本
人
が
大
切
に
し
て
い
た
、
人
同
士
の
繋
が
り
が
薄
く
な
っ
た
の

だ
。こ

れ
は
現
代
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
最
初
に
述
べ
た
私
の
疑
問

が
そ
れ
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
こ
と
が
困
難
な
く
で
き

る
便
利
な
世
の
中
に
お
い
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
い
う
も
の
は
、「
自
由
・
独

立
・
己
」
を
得
た
こ
と
の
代
償
と
な
る
「
寂
し
さ
」
を
紛
ら
わ
す
手
段

の
一
つ
な
の
だ
。
し
か
し
、
私
た
ち
現
代
人
は
こ
の
「
寂
し
さ
」
に
気

づ
い
て
い
な
い
。
気
づ
い
て
い
た
と
し
て
も
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
の

だ
。「
寂
し
さ
」
を
完
全
に
な
く
す
こ
と
は
、
便
利
な
世
の
中
に
お
い

て
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
落
胆
す
る
の
で
は
な

く
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
は
「
寂
し
さ
」
を
認
識
し
、
し
っ
か
り
向
き

合
う
必
要
が
あ
る
の
だ
。

近
代
化
と
と
も
に
自
由
や
個
人
の
尊
重
が
重
ん
じ
ら
れ
る
一
方

で
、
人
々
が
孤
独
に
な
る
こ
と
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
孤

独
や
寂
し
さ
が
現
代
の
自
分
た
ち
の
問
題
で
も
あ
る
こ
と
を
よ
く

認
識
し
て
い
る
。

審
査
講
評
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𠮷よ
し

田だ　

そ
ら

作
品
名
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行人

間
全
体
を
信
用
し
な
い
ん
で
す

「
こ
こ
ろ
」
を
読
ん
で
、
私
が
一
番
衝
撃
を
受
け
た
の
は
「
人
間
全

体
を
信
用
し
な
い
ん
で
す
」
と
い
う
一
行
だ
。
こ
れ
は
主
人
公
が
「
先

生
」
と
慕
っ
て
い
る
人
物
が
、
出
会
っ
て
間
も
な
く
言
い
放
っ
た
言
葉

だ
。
先
生
は
い
つ
も
周
り
に
壁
を
作
っ
て
心
を
開
か
ず
、
孤
独
で
、
暗

い
過
去
を
背
負
っ
て
い
る
人
だ
っ
た
。
常
に
人
を
寄
せ
付
け
な
い
雰
囲

気
が
あ
り
、「
他
人
を
信
用
し
な
い
」
と
い
う
の
が
よ
く
当
て
は
ま
る

人
物
だ
。
そ
ん
な
「
他
人
に
対
す
る
不
信
感
」
を
募
ら
せ
て
い
る
先
生

だ
が
、
物
語
を
読
ん
で
い
く
う
ち
に
、
そ
の
「
不
信
感
」
は
他
人
に
向

け
た
も
の
だ
け
で
な
く
「
自
分
自
身
に
対
す
る
不
信
感
」
が
大
き
い
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
他
人
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
自
身
ま
で
も
が
信
じ
ら

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
先
生
の
心
の
闇
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
っ

た
。先

生
は
若
い
頃
に
両
親
を
亡
く
し
、
そ
の
時
に
叔
父
に
財
産
を
奪
わ

れ
て
人
間
不
信
に
陥
る
。
特
に
信
頼
し
て
い
た
親
戚
の
裏
切
り
は
深
い

傷
と
な
り
、
故
郷
と
も
絶
縁
、
若
い
頃
か
ら
孤
独
を
背
負
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
時
か
ら
「
人
を
信
じ
た
ら
裏
切
ら
れ
る
」
と
い
う
ト
ラ
ウ
マ

を
抱
え
て
生
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
人
を
信
じ
ず
孤
独
に
耐
え
た
青
年

だ
っ
た
が
、
下
宿
先
の
お
嬢
さ
ん
に
出
会
い
恋
心
を
抱
き
、
少
し
ず
つ

人
間
ら
し
い
感
情
が
芽
生
え
て
い
く
。
し
か
し
、
同
時
に
親
友
の
Ｋ
も

思
い
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
焦
り
や
不
安
、
嫉
妬
心
か
ら
親
友

を
裏
切
り
、
強
引
に
お
嬢
さ
ん
と
の
結
婚
を
す
す
め
て
し
ま
う
。
Ｋ
は

失
恋
の
シ
ョ
ッ
ク
で
自
殺
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
ん
な
状
況
で
も
自

分
の
卑
怯
さ
が
周
り
に
ば
れ
る
こ
と
を
案
じ
、
自
分
の
世
間
体
を
気
に

す
る
身
勝
手
で
醜
い
心
情
が
描
か
れ
て
い
る
。

か
つ
て
は
親
戚
の
裏
切
り
に
よ
り
傷
つ
き
人
間
不
信
に
陥
っ
て
い
た

先
生
が
、
一
転
し
て
自
分
が
大
切
な
親
友
を
欺
き
、
死
に
ま
で
追
い
詰

め
る
醜
い
人
物
に
豹
変
し
て
い
く
。
親
友
に
対
す
る
良
心
が
す
っ
か
り

欠
如
し
、
お
ぞ
ま
し
い
感
情
に
支
配
さ
れ
る
自
分
に
恐
怖
と
驚
き
を
感

じ
、
自
分
自
身
へ
の
「
不
信
感
」
を
募
ら
せ
て
い
く
の
だ
。
こ
の
時
の

変
化
を
「
平
生
は
み
ん
な
善
人
だ
が
、
急
に
悪
人
に
な
る
か
ら
恐
ろ
し

い
の
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
。
自
分
は
そ
う
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い

て
も
、
一
時
の
心
の
弱
さ
で
悪
に
も
転
じ
る
。
動
揺
か
ら
自
分
を
見
失

い
、
モ
ラ
ル
に
反
し
た
言
動
を
次
々
と
起
こ
す
姿
は
哀
れ
に
見
え
た
。



52

高
校
生
の
部

高
校
生
の
部人

間
は
良
心
と
利
己
心
、
善
と
悪
の
間
で
葛
藤
し
、
ど
ち
ら
も
紙
一
重

で
あ
る
と
痛
感
し
た
。

「
人
間
全
体
を
信
用
し
な
い
ん
で
す
」
と
い
う
言
葉
は
、
他
人
に
対

す
る
不
信
感
と
い
う
よ
り
も
、
自
分
自
身
が
良
心
を
無
く
し
、
身
勝
手

な
ふ
る
ま
い
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
戒
め
の
言
葉
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
親
友
を
死
に
至
ら
せ
罪
悪
感
を
背
負
う
先
生
が
、
一
番
信
じ
ら

れ
な
い
の
は
自
分
自
身
で
あ
り
、
一
番
恐
ろ
し
い
の
は
自
分
自
身
の
心

の
弱
さ
だ
と
訴
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
嫉
妬
や
憎
悪
、
不
安
や
焦

り
、
そ
ん
な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
は
人
間
な
ら
だ
れ
で
も
抱
く
こ
と
が

あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、負
の
感
情
で
自
分
自
身
を
見
失
う
こ
と
な
く
、

悔
い
な
く
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
強
く

感
じ
る
作
品
だ
っ
た
。

テ
ー
マ
の
捉
え
方
と
ス
ム
ー
ス
な
展
開
が
目
を
ひ
い
た
。「
人

間
全
体
を
信
用
し
な
い
」
と
い
う
言
葉
か
ら
先
生
自
身
を
責
め
て

い
る
こ
と
を
読
み
取
り
、
自
分
自
身
の
在
り
方
を
考
え
て
い
る
。

審
査
講
評

佳

作
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印い
ん

出で

井い　

彩あ
や

作
品
名
『
硝
子
戸
の
中
』

選
ん
だ
一
行公

平
な
「
時
」
は
大
事
な
宝
物
を
彼
女
の
手
か
ら
奪
う
代
り
に
、
そ

の
傷
口
も
次
第
に
療
治
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

生
と
死
。
そ
れ
は
対
極
で
あ
り
な
が
ら
、
常
に
表
裏
一
体
で
あ
る
。

生
は
些
細
な
き
っ
か
け
で
、
い
と
も
容
易
く
死
に
転
じ
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
る
。
私
達
は
、
連
綿
と
続
く
生
を
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
生
き

て
い
く
が
、
そ
の
中
で
、
こ
の
先
も
生
き
る
べ
き
か
死
ぬ
べ
き
か
の
判

断
の
境
界
が
曖
昧
に
な
る
時
が
あ
る
。

漱
石
の
も
と
を
訪
ね
た
あ
る
女
は
ま
さ
に
こ
の
状
況
に
あ
り
、
敬
愛

す
る
漱
石
に
、
自
分
の
話
を
し
た
後
で
、
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
判
断
を

執
拗
に
求
め
た
。
漱
石
は
、
命
が
関
わ
る
判
断
を
自
分
が
下
す
べ
き
で

は
な
い
と
考
え
、
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
明
確
な
答
え
を
出
さ
ず
に
女
を

帰
そ
う
と
し
た
が
、別
れ
際
に
女
が
漱
石
に
向
け
て
言
っ
た
、彼
に
送
っ
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も
ら
う
こ
と
を
「
光
栄
で
す
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
、「
そ
ん
な
ら

死
な
ず
に
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
返
答
し
た
。
そ
の
後
、
漱
石
は

こ
の
女
と
の
一
連
の
出
来
事
に
つ
い
て
人
間
ら
し
い
心
持
ち
を
感
じ
、

「
時
」
に
つ
い
て
考
え
を
巡
ら
せ
て
い
る
。
私
が
選
ん
だ
一
文
は
そ
の

中
に
あ
る
。

漱
石
は
、
時
が
持
つ
両
義
性
に
つ
い
て
、
宝
物
の
よ
う
な
生
の
歓
喜

を
奪
う
残
酷
な
面
と
、
そ
の
歓
喜
に
伴
う
苦
痛
を
和
ら
げ
る
治
療
の
面

が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
漱
石
を
訪
れ
た
女
は
恋
を
し
て
い
た
。
恋
愛

は
幸
せ
な
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
女
と
恋
を
し
て
い
た
男
が
亡
く

な
り
、
彼
女
は
燃
え
上
が
る
よ
う
な
生
に
お
け
る
喜
び
を
こ
の
ま
ま
生

き
続
け
る
こ
と
で
失
う
の
を
恐
れ
る
よ
う
に
な
る
。
漱
石
に
生
き
る
べ

き
か
死
ぬ
べ
き
か
と
い
う
判
断
を
仰
い
だ
の
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
そ

の
喜
び
が
薄
れ
て
い
く
の
に
耐
え
な
が
ら
こ
の
ま
ま
生
き
て
い
く
の

か
、
今
死
ん
で
幸
せ
な
気
持
ち
の
ま
ま
生
涯
を
終
え
る
か
を
問
う
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
女
に
と
っ
て
生
き
続
け
る
こ
と
は
苦
痛
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
が
、
漱
石
は
「
そ
ん
な
ら
死
な
ず
に
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
」

と
声
を
か
け
た
。
そ
れ
は
、
時
の
経
過
は
彼
女
の
苦
痛
を
和
ら
げ
て
い

く
だ
ろ
う
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
加
え
て
、
女
の
中

に
、
未
来
へ
の
希
望
と
も
と
れ
る
、
嬉
し
い
と
い
う
気
持
ち
や
感
謝
の

気
持
ち
が
確
か
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
漱
石
が
感
じ
取
っ
た
か
ら

だ
。私

は
、
今
回
選
ん
だ
一
文
か
ら
、
時
が
圧
倒
的
な
力
を
有
す
る
の
は
、

そ
れ
に
抗
え
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
が
漱
石
の
言
う
両
義
性
を

持
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
気
が
つ
き
、
時
の
本
質
に
触
れ
た
思
い
で
納
得

し
た
。
時
が
残
酷
な
力
と
癒
す
力
と
い
う
二
つ
の
相
反
す
る
力
を
同
時

に
持
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
は
、
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
以
上
合
点

が
い
く
。
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
選
択
は
常
に
自
由
だ
が
、
そ
れ
で
も
人

が
生
き
続
け
る
の
は
、
時
と
い
う
も
の
が
残
酷
で
あ
り
な
が
ら
も
誰
に

と
っ
て
も
公
平
で
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
か
ら
生
き
て
い
く
上
で
、
私
も
あ
の
女
の
よ
う
に
苦
悩
す
る
日

が
来
る
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
だ
ろ
う
。
世
の
中
に
は
死
を
選
択
す
る

人
が
い
る
の
も
事
実
だ
。
し
か
し
、
私
に
は
漱
石
の
言
葉
が
あ
る
。
私

の
心
の
中
の
漱
石
は
、
時
の
両
義
性
を
私
達
に
指
し
示
し
な
が
ら
、「
そ

ん
な
ら
死
な
ず
に
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
声
を
か
け
て
く
れ
る
よ

う
な
気
が
す
る
の
だ
。
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井い
の

上う
え　

元げ
ん

太た

作
品
名
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行あ

な
た
の
心
は
も
う
と
っ
く
の
昔
か
ら
既
に
恋
で
動
い
て
い
る
じ
ゃ

あ
り
ま
せ
ん
か
。

恋
と
は
異
性
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
異
性
に
向
か
う
前
の
段
階
と

し
て
、
ま
ず
同
性
に
向
か
っ
て
い
く
と
先
生
は
説
明
し
て
い
る
。
物
足

り
な
さ
、
心
の
虚
し
さ
を
埋
め
る
た
め
に
他
者
に
近
づ
く
と
い
う
行
為

は
等
し
く
恋
で
あ
る
と
す
る
先
生
の
考
え
方
に
驚
く
と
と
も
に
ず
い
ぶ

ん
と
寛
容
で
進
ん
だ
考
え
方
だ
と
感
じ
た
。
現
代
で
も
徐
々
に
理
解
さ

れ
て
き
た
と
い
っ
た
程
度
で
あ
り
未
だ
多
く
の
人
が
抵
抗
を
感
じ
て
い

る
同
性
愛
に
つ
い
て
、
こ
の
文
章
に
お
い
て
漱
石
が
理
解
を
示
し
う
け

い
れ
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
明
治
時
代
で
は
文
明
開
化
に
お

い
て
西
欧
の
文
化
を
取
り
入
れ
て
い
た
た
め
同
性
愛
に
関
し
て
寛
容
で

な
く
む
し
ろ
差
別
の
対
象
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
漱
石
自
身
も
英
国

留
学
を
す
る
な
ど
西
欧
の
文
化
に
影
響
を
受
け
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
人
物
が
同
性
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
も
恋
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
文
章
中
の
同
性
に

向
け
る
「
恋
」
と
は
決
し
て
同
性
愛
と
い
う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
で
も
私
は
漱
石
が
同
性
愛
に
対
し
抵
抗
を
持
っ
て
い
な
い
と
感
じ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
文
化
や
時
代
に
囚
わ
れ
ず
普
通
の
人

が
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
、
抵
抗
を
感
じ
て
し
ま
う
も
の
に
対
し

て
寛
容
に
な
り
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
こ
と
が
人
の
心
に
響

く
よ
う
な
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ

た
。
私
が
こ
の
文
章
を
選
ん
だ
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
今
ま
で

心
の
虚
し
さ
を
埋
め
る
た
め
に
他
人
に
す
が
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
を

経
験
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
現
象
に
名
前
が
あ
る
と
は
思
い
も

し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
恋
な
の
だ
と
言
わ
れ
る
と
何
だ
か
妙

に
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
恋
愛
対
象
で
な
い
性
別
の
人
間
と
仲
良

く
す
る
こ
と
と
、
恋
愛
対
象
で
あ
る
性
別
の
人
間
と
仲
良
く
す
る
こ
と

に
線
引
き
を
し
、
後
者
だ
け
を
特
別
視
す
る
こ
と
に
疑
問
を
持
っ
て
い

た
が
、
こ
の
一
行
を
読
ん
で
明
確
に
線
引
き
で
き
る
も
の
で
は
な
く
根

本
は
同
じ
な
の
だ
と
わ
か
っ
た
。
私
に
は
正
直
同
世
代
の
人
が
言
う
よ

う
な
、
そ
し
て
恋
愛
小
説
な
ど
で
読
む
よ
う
な
異
性
に
対
す
る
恋
と
い

う
の
を
明
確
に
掴
め
ず
に
い
た
。
し
か
し
、
同
性
に
近
づ
く
、
す
が
る

と
い
う
行
為
の
先
に
異
性
と
の
恋
が
あ
る
の
か
と
考
え
る
と
以
前
よ
り

も
明
確
に
恋
と
い
う
も
の
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
気
が
し
た
の
で
あ
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。
こ
の
作
品
を
読
ん
で
、
そ
し
て
こ
の
一
行
に
で
あ
っ
て
「
恋
」
と

い
う
も
の
が
何
な
の
か
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
た
と
え
一

般
に
言
う
恋
愛
を
せ
ず
と
も
同
性
に
惹
か
れ
る
だ
け
で
恋
で
あ
る
の
な

ら
、
人
間
に
と
っ
て
恋
と
は
絶
対
に
切
り
離
せ
な
い
も
の
な
の
だ
と
思

う
。
私
に
は
ま
だ
恋
が
何
な
の
か
に
つ
い
て
明
確
な
答
え
を
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
で
そ
れ
を
見
つ
け
て
い
き
た
い
。

こ
の
本
は
恋
を
考
え
る
良
い
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。

佳

作

一
人
の
淋
し
さ

東
京
都
立
桜
修
館
中
等
教
育
学
校　

２
年　
　
　



井い
の

上う
え　

成な
る

美み

作
品
名
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行私

は
仕
舞
に
Ｋ
が
私
の
や
う
に
た
っ
た
一
人
で
淋
し
く
っ
て
仕
方
が

な
く
な
っ
た
結
果
、
急
に
所
決
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
疑
が
ひ

出
し
ま
し
た
。
さ
う
し
て
又
慄
と
し
た
の
で
す
。
私
も
Ｋ
の
歩
い
た

路
を
、
Ｋ
と
、
同
じ
や
う
に
辿
っ
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
予
覚
が
、
折

々
風
の
や
う
に
私
の
胸
を
横
過
り
始
め
た
か
ら
で
す
。

Ｋ
が
自
殺
を
図
っ
た
シ
ー
ン
は
、と
て
も
衝
撃
的
だ
っ
た
。
平
凡
で
、

で
も
幸
福
だ
っ
た
日
常
を
少
し
ず
つ
変
え
て
い
く
「
何
か
」。
そ
れ
を

は
っ
き
り
視
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
確
実
に
日
常
に
暗

い
影
を
落
と
す
。
先
生
と
Ｋ
の
歯
車
が
嚙
み
合
わ
な
く
な
り
、
や
が
て

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
、
人
生
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
悲
劇
が
訪
れ

る
。
き
ら
き
ら
し
た
青
春
が
崩
壊
す
る
瞬
間
が
、
刹
那
的
に
、
で
も
瑞

々
し
く
切
り
取
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
な
の
に
「
何
か
」
が
常
に
体
に
ま

と
わ
り
つ
い
て
い
る
よ
う
な
ぞ
わ
ぞ
わ
し
た
感
覚
を
感
じ
た
。
だ
が
、
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が
選
ん
だ
の
は
、
そ
ん
な
印
象
的
な
シ
ー
ン
の
後
の
一
行
だ
。

私
は
、
Ｋ
が
自
殺
を
図
っ
た
理
由
に
つ
い
て
た
だ
、
失
恋
し
、
親
友

に
裏
切
ら
れ
て
失
意
の
念
の
ま
ま
死
ん
で
い
っ
た
と
思
っ
て
い
た
。
だ

か
ら
、
初
め
て
こ
の
文
を
読
ん
だ
と
き
、
な
か
な
か
内
容
が
頭
に
入
っ

て
こ
な
か
っ
た
。
Ｋ
が
た
っ
た
一
人
で
淋
し
く
て
命
を
絶
っ
た
？
先
生

が
Ｋ
と
同
じ
路
を
辿
っ
て
い
る
？

私
は
困
惑
し
、
何
度
も
該
当
の
シ
ー
ン
を
読
み
直
し
た
。
す
る
と
、

Ｋ
に
は
心
の
内
を
打
ち
明
け
ら
れ
る
人
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
に
気
が

付
い
た
。
Ｋ
が
心
の
う
ち
を
話
せ
る
人
は
、
恐
ら
く
お
嬢
さ
ん
と
奥
さ

ん
、
そ
し
て
先
生
の
三
人
に
限
ら
れ
て
い
た
。
実
の
両
親
と
も
義
理
の

両
親
と
も
連
絡
が
取
り
づ
ら
く
、
恋
路
の
張
本
人
で
あ
る
お
嬢
さ
ん
と

そ
の
母
で
あ
る
奥
さ
ん
に
は
ま
さ
か
話
せ
ま
い
。
す
る
と
、
や
は
り
一

番
の
友
人
で
あ
る
先
生
し
か
頼
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
彼
に
恋
を

あ
き
ら
め
る
よ
う
強
く
責
め
ら
れ
た
。
両
親
と
の
確
執
や
生
来
の
自
分

を
追
い
込
む
性
格
、
そ
し
て
苦
し
い
恋
な
ど
に
よ
り
か
な
り
気
を
張
っ

て
生
活
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
唯
一
頼
れ
た
先
生
に
突
き
放
さ
れ
た
。

彼
か
ら
否
定
さ
れ
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
な
く
な
り
、
は
っ
と
一
人
に

な
っ
た
と
感
じ
た
の
だ
ろ
う
。

で
は
、
Ｋ
の
そ
の
感
情
が
先
生
と
同
じ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最

後
ま
で
読
む
と
、
先
生
の
境
遇
も
Ｋ
と
似
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
感

じ
た
。
彼
も
家
族
を
亡
く
し
て
お
り
、
何
か
を
相
談
す
る
相
手
と
い
う

の
は
奥
さ
ん
と
お
嬢
さ
ん
、そ
し
て
Ｋ
し
か
い
な
か
っ
た
の
だ
。
だ
が
、

Ｋ
亡
き
後
、
白
分
が
彼
を
死
に
追
い
や
っ
た
と
自
責
の
念
に
囚
わ
れ
る

彼
は
、
そ
の
気
持
ち
を
亡
く
な
っ
た
Ｋ
は
勿
論
、
お
嬢
さ
ん
や
奥
さ
ん

に
も
打
ち
明
け
ら
れ
ず
一
人
で
ず
っ
と
抱
え
て
き
た
。
Ｋ
が
こ
の
世
か

ら
去
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
か
ら
許
さ
れ
る
機
会
を
永
遠
に
喪
っ
た

と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
許
し
を
く
れ
る
で
あ
ろ
う
お
嬢
さ
ん
に
は
、

彼
女
の
純
真
な
人
生
を
一
滴
で
も
汚
し
た
く
な
い
と
い
う
彼
自
身
の
エ

ゴ
に
よ
り
打
ち
明
け
ら
れ
な
い
。
そ
ん
な
一
人
で
抱
え
る
に
は
重
す
ぎ

る
感
情
を
一
生
抱
え
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
は
、
自
分

を
否
定
し
、
淋
し
さ
を
感
じ
る
の
に
は
十
分
す
ぎ
る
理
由
だ
。
ま
た
、

Ｋ
の
「
覚
悟
」
に
感
化
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
。
最
終
的
に
先
生

も
Ｋ
の
よ
う
に
自
殺
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
や
は
り
二
人
は
同
じ
淋

し
さ
を
抱
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

先
生
と
Ｋ
の
関
係
性
は
、
時
間
が
経
つ
ほ
ど
歪
で
他
人
の
介
入
を
許

さ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
。「
こ
こ
ろ
」
の
中
で
、
ひ
っ
そ
り
と
、

で
も
確
か
に
描
か
れ
る
、
静
か
に
狂
っ
て
い
く
人
間
の
様
が
、
私
が
感

じ
た
「
何
か
」
な
の
だ
ろ
う
。
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檜ひ

山や
ま　

葉は

奈な

作
品
名
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行「

世
の
中
で
自
分
が
最
も
信
愛
し
て
い
る
た
っ
た
一
人
の
人
間
す

ら
、
自
分
を
理
解
し
て
い
な
い
の
か
と
思
う
と
、
悲
し
か
っ
た
の
で

す
。」

「
世
の
中
で
自
分
が
最
も
信
愛
し
て
い
る
た
っ
た
一
人
の
人
間
す

ら
、自
分
を
理
解
し
て
い
な
い
の
か
と
思
う
と
、悲
し
か
っ
た
の
で
す
。」

先
生
が
遺
書
で
述
べ
た
こ
の
言
葉
に
は
、
先
生
が
感
じ
て
い
た
心
の
孤

独
、
そ
し
て
過
去
へ
の
自
責
の
念
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。

先
生
は
同
じ
人
を
好
き
で
い
る
親
し
か
っ
た
友
達
を
裏
切
っ
て
ま

で
、
深
く
愛
し
て
い
た
女
性
を
手
に
入
れ
た
か
っ
た
。
文
章
か
ら
は
先

生
が
自
分
の
良
心
を
見
失
い
な
が
ら
必
死
に
彼
女
を
迫
い
求
め
て
い
た

様
子
が
伺
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
想
が
現
実
に
叶
っ
た
直
後
、
彼
は

そ
の
友
達
の
死
を
迎
え
た
。
自
分
の
幸
せ
の
た
め
に
行
っ
た
行
為
が
他

人
の
不
幸
へ
と
行
き
つ
き
、
終
い
に
は
愛
し
て
い
る
人
が
一
番
近
く
に

い
て
も
、
埋
め
尽
く
さ
れ
な
い
孤
独
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

誰
に
も
打
ち
明
け
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
過
去
の
残
酷
な
真
実
。
そ

れ
を
吐
露
す
る
こ
と
に
よ
り
心
の
孤
独
か
ら
解
放
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ

た
が
、
先
生
は
そ
の
道
へ
の
選
択
を
何
度
も
躊
躇
し
た
。
私
は
そ
れ
が

妻
に
失
望
さ
れ
た
く
な
い
と
い
う
自
己
中
心
的
な
責
任
放
棄
か
ら
で
は

な
く
、
妻
を
自
分
と
同
じ
よ
う
な
寂
寞
の
沼
へ
と
足
を
踏
み
込
ま
せ
な

い
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
親
類
を
多
く
持
た
ず
、
終
日
家
で
家
庭

に
従
事
し
て
い
た
妻
に
と
っ
て
、
先
生
は
信
頼
で
き
る
最
も
大
き
な
存

在
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
先
生
も
そ
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
は
ず
だ
。

だ
か
ら
こ
そ
、
虚
像
と
も
言
え
る
妻
の
居
場
所
を
守
り
貫
く
こ
と
を
選

ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
複
雑
な
背
景
は
単
純
な
愛
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
私
は
、
先
生
が
最
後
に
選
択
し
、

決
心
し
た
自
ら
命
を
絶
つ
行
為
に
は
愛
が
忘
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
感

じ
た
。
先
生
は
友
人
の
死
後
か
ら
自
分
自
身
を
信
用
で
き
な
く
な
り
、

自
分
の
過
ち
に
対
し
て
大
き
な
罪
責
感
を
背
負
っ
て
い
た
こ
と
が
こ
の

一
文
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。
自
分
が
嫌
う
自
分
に
鞭
を
打
ち
、
孤
独

と
負
い
目
か
ら
解
き
放
た
れ
る
道
は
先
生
に
と
っ
て
最
も
楽
な
道
で

あ
っ
た
が
、
残
さ
れ
た
妻
、
そ
し
て
先
生
を
慕
っ
て
い
た
主
人
公
は
そ

の
孤
独
を
引
き
継
い
で
生
き
て
い
く
の
だ
。
先
生
の
良
心
の
呵
責
は
先

生
を
愛
し
て
い
た
人
達
に
と
っ
て
、
や
や
過
大
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
感
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ら
れ
る
。
私
は
も
し
、
先
生
が
妻
に
隠
し
通
し
て
い
た
真
実
を
全
て

打
ち
明
け
て
も
、
妻
は
ゆ
っ
く
り
と
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
と
信

じ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
女
も
先
生
が
つ
く
る
壁
を
常
に
感
じ
、
孤

独
を
心
の
内
に
秘
め
て
い
た
か
ら
。
先
生
の
「
こ
こ
ろ
」
は
最
後
ま
で

誰
に
も
見
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
何
も
感
じ
な
い
冷
た
い
も
の
へ
と
変

容
し
て
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
愛
は
最
後
ま
で
役
目
を
果

た
さ
ず
に
終
わ
り
を
迎
え
、
孤
独
は
連
鎖
し
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
と
考

え
た
。

あ
る
出
来
事
に
よ
り
、
自
分
と
い
う
存
在
を
恨
む
こ
と
し
か
で
き
な

く
な
っ
た
先
生
の
苦
し
み
は
私
に
は
図
り
か
ね
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
私
は
人
と
人
の
関
係
で
は
容
易
に
踏
み
込
ん
で
は
な
ら
な

い
部
分
が
あ
る
こ
と
を
こ
の
文
章
か
ら
教
訓
を
得
た
の
と
同
時
に
、
時

に
は
心
の
壁
に
一
歩
踏
み
出
し
、
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
の
で
き
る
勇

気
を
持
つ
人
で
あ
り
た
い
と
強
く
感
じ
た
。

佳

作

過
去
を
消
化
す
る東

京
都
立
桜
修
館
中
等
教
育
学
校　

２
年　
　
　



四よ

津つ

谷や　

凪な
ぎ

作
品
名
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行私

は
今
自
分
で
自
分
の
心
臓
を
破
っ
て
、
そ
の
血
を
あ
な
た
の
顔
に

浴
び
せ
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
私
の
鼓
動
が
停
っ
た
時
、

あ
な
た
の
胸
に
新
し
い
命
が
宿
る
事
が
で
き
る
な
ら
満
足
で
す
。

「
私
は
今
自
分
で
自
分
の
心
臓
を
破
っ
て
、
そ
の
血
を
あ
な
た
の
顔

に
浴
び
せ
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
私
の
鼓
動
が
停
っ
た
時
、

あ
な
た
の
胸
に
新
し
い
命
が
宿
る
事
が
で
き
る
な
ら
満
足
で
す
。」

私
が
選
ぶ
漱
石
の
一
行
、
そ
れ
は
冒
頭
に
あ
げ
た
、「
こ
こ
ろ
」
に

登
場
す
る
「
先
生
」
の
、
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
へ
向
け
た
遺
書
の
中

の
言
葉
だ
。
こ
の
言
葉
の
後
に
は
「
先
生
」
の
自
伝
が
長
々
と
続
く
。

初
め
て
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
と
き
、
自
分
の
命
を
も
っ
て
自
分
の
過

去
を
語
る
「
先
生
」
の
人
物
像
に
大
げ
さ
す
ぎ
な
い
か
と
感
じ
つ
つ
、

そ
れ
で
も
「
私
」
の
こ
と
を
特
別
に
思
っ
て
お
り
、
自
分
の
過
去
を
語
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こ
と
で
「
私
」
の
糧
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
の
が
素
敵
だ
と
も
感

じ
た
。
し
か
し
、後
に
「
先
生
」
の
過
去
が
明
か
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
、

私
の
解
釈
は
少
し
間
違
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
始
め
た
。

私
に
と
っ
て
、
自
分
の
過
去
を
語
る
の
は
と
て
も
楽
し
い
こ
と
で
あ

る
。
た
っ
た
十
七
年
し
か
生
き
て
い
な
い
し
、
な
ん
な
ら
小
学
校
入
学

前
の
記
憶
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
ほ
ん
の
十

年
の
歴
史
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
十
年
で
人
間
関
係
が
、
趣
味
が
、

学
生
生
活
が
、
な
に
も
か
も
が
大
き
く
変
動
し
て
今
の
私
を
作
り
上
げ

て
い
る
の
だ
と
思
う
と
、
た
と
え
そ
の
中
に
つ
ら
い
出
来
事
が
あ
っ
た

と
し
て
も
そ
れ
す
ら
も
愛
し
、
誰
か
に
ま
と
め
て
語
っ
て
し
ま
い
た
く

な
る
。「
こ
ん
な
し
ん
ど
い
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
よ
」「
で
も
私
、
乗
り

越
え
て
き
た
の
だ
よ
」
と
。
一
種
の
承
認
欲
求
か
も
し
れ
な
い
。
私
に

は
、過
去
の
つ
ら
い
出
来
事
を
そ
の
よ
う
に
消
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
誰
か
に
「
す
ご
い
ね
」
と
か
「
大
変
だ
っ
た
ね
」
と

共
感
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
つ
ら
い
出
来
事
か
ら
、
自
分
を
成
長
さ
せ

て
く
れ
た
良
い
思
い
出
と
し
て
完
全
に
昇
華
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、「
先
生
」に
は
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん「
先
生
」

に
と
っ
て
の
つ
ら
い
出
来
事
と
い
う
の
は
「
友
人
の
死
」、
そ
れ
も
自

分
が
殺
し
た
も
同
然
な
の
だ
か
ら
そ
う
簡
単
に
消
化
で
き
る
は
ず
が
な

い
だ
ろ
う
。
人
を
死
へ
と
追
い
や
っ
た
こ
と
の
あ
る
自
分
を
肯
定
す
る

の
は
簡
単
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
そ
れ
を
人
に
語
る
な
ん
て
、
で
き
た

も
の
じ
ゃ
な
い
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
そ
れ
を
、
自
分
の
命
と
引
き

換
え
に
成
し
遂
げ
た
。
そ
れ
を
漱
石
は
「
私
は
今
自
分
で
自
分
の
心
臓

を
破
っ
て
」
と
表
し
た
。
そ
し
て
、「
私
」
に
自
分
の
苦
し
み
を
分
か

ち
合
い
た
い
、
共
感
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
を
「
そ
の
血
を
あ

な
た
の
顔
に
浴
び
せ
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
」
と
表
現
し
た
。

今
ま
で
誰
に
も
打
ち
明
け
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
、
自
分
だ
け
が
背

負
っ
て
い
た
罪
を
、「
私
」
に
分
け
与
え
る
。「
私
の
鼓
動
が
停
っ
た
時
、

あ
な
た
の
胸
に
新
し
い
命
が
宿
る
事
が
で
き
る
な
ら
満
足
で
す
」
と
い

う
文
章
に
は
、
自
分
の
こ
と
を
知
り
た
が
っ
て
い
た
「
私
」
に
自
分
の

過
去
を
打
ち
明
け
る
こ
と
で
今
後
の
人
生
の
糧
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う

想
い
だ
け
で
な
く
、
よ
う
や
く
誰
か
と
自
分
の
罪
を
分
け
合
え
る
、「
消

化
」
で
き
る
と
い
う
自
分
に
対
す
る
満
足
も
感
じ
る
。
最
初
こ
の
文
章

を
読
ん
だ
と
き
、
大
げ
さ
だ
け
ど
素
敵
な
表
現
だ
な
と
感
じ
た
が
、
今

と
な
っ
て
は
生
々
し
く
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
も
の
し
か
感
じ
な
い
の
で
あ

る
。
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佳

作

信
じ
る
と
い
ふ
勇
気
な
る
も
の

長
野
清
泉
女
学
院
高
等
学
校　

１
年　
　
　



成な
り

田た　

朱し
ゅ

里り

作
品
名
『
行
人
』

選
ん
だ
一
行「

自
分
の
し
て
ゐ
る
事
が
、
自
分
の
目
的
に
な
っ
て
ゐ
な
い
程
、
苦

し
い
事
は
な
い
」

「
自
分
の
し
て
ゐ
る
事
が
、
自
分
の
目エ
ン
ド的
に
な
っ
て
ゐ
な
い
程
、
苦

し
い
事
は
な
い
」
と
い
う
兄
、
一
郎
の
台
詞
が
印
象
深
か
っ
た
。
そ
れ

に
対
し
て
Ｈ
さ
ん
が
「
目エ

ン
ド的
で
な
く
て
も
方ミ
イ
ン
ズ便
に
な
れ
ば
好
い
ぢ
ゃ
な

い
か
」
と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
一
郎
は
「
あ
る
目
的
が
あ
れ
ば
こ
そ
、

方
便
が
定
め
ら
れ
る
の
だ
か
ら
」
と
言
い
返
す
。
兄
の
こ
の
台
詞
が
象

徴
し
て
い
る
よ
う
に
一
郎
は
人
生
の
目
的
が
定
ま
ら
な
い
の
で
何
を
し

て
も
落
ち
着
か
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
方
便
」
と
い
う
手
段
を
い

か
に
完
璧
に
し
て
も
、
一
郎
の
心
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
。

凡
人
は
非
凡
な
人
を
羨
望
の
眼
で
見
る
が
、
天
才
は
孤
独
の
中
で
、

他
者
に
理
解
さ
れ
ず
、
他
者
の
心
を
理
解
で
き
な
い
苦
悩
を
持
つ
。

こ
の
話
は
、
平
凡
で
要
領
の
良
い
弟
で
あ
る
二
郎
の
視
点
で
、
非
凡

で
頭
脳
明
晰
な
兄
の
一
郎
の
心
の
葛
藤
が
描
か
れ
て
い
る
。
家
族
の
中

で
も
一
目
置
か
れ
て
い
る
が
、
真
面
目
す
ぎ
て
要
領
が
悪
く
、
世
渡
り

下
手
で
あ
る
兄
の
一
郎
が
、
自
分
の
心
さ
え
分
か
ら
な
く
な
り
苦
し
み

悩
み
続
け
る
。
約
百
年
も
前
の
漱
石
の
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
秀
才
に

あ
り
が
ち
な
他
者
の
心
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
メ
ン
タ
ル
の
悩
み
と
い

う
点
で
は
現
代
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
私
は
思
う
。

私
も
仲
良
し
の
友
達
で
、た
ま
た
ま
互
い
の
進
路
の
違
い
な
ど
か
ら
、

少
し
ず
つ
心
の
距
離
が
で
き
、
つ
い
に
は
一
言
も
会
話
が
な
く
な
り
、

一
緒
に
い
る
こ
と
さ
え
、
ほ
と
ん
ど
無
く
な
っ
た
人
が
い
る
。

数
学
や
物
理
な
ら
公
式
を
用
い
て
解
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
人
の
心
の
移
り
変
わ
り
は
解
を
正
し
く
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

私
は
一
郎
の
よ
う
な
秀
才
で
も
頭
脳
明
晰
で
も
な
い
が
、
時
々
、
仲
の

良
い
友
達
が
何
を
考
え
て
い
る
の
か
全
く
分
か
ら
な
い
瞬
間
が
あ
る
。

例
え
ば
、
昨
日
ま
で
は
仲
良
く
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
た
の
に
、
休
み

明
け
に
急
に
そ
の
友
達
の
態
度
が
よ
そ
よ
そ
し
く
な
っ
て
い
る
な
ど
で

あ
る
。

一
方
で
人
は
「
心
」
と
い
う
見
え
な
い
「
不
思
議
空
間
」
を
持
つ
か

ら
こ
そ
、
魅
力
的
で
機
械
と
は
異
な
る
と
思
う
。

相
手
の
気
持
ち
を
探
り
た
く
て
、
様
々
な
話
題
を
投
げ
か
け
た
り
、

談
笑
や
ケ
ン
カ
な
ど
の
経
験
を
通
じ
て
、
相
手
の
個
性
を
知
っ
て
い
く
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ら
だ
。
も
し
私
に
人
の
心
を
瞬
時
に
読
め
る
特
殊
能
力
が
あ
り
、
相

手
が
こ
う
す
る
と
喜
ぶ
、
こ
う
す
る
と
悲
し
む
と
全
て
が
分
か
っ
て
し

ま
っ
て
い
た
な
ら
、
私
の
人
生
は
と
て
つ
も
な
く
つ
ま
ら
な
い
も
の
に

な
る
だ
ろ
う
。
相
手
の
気
持
ち
を
推
量
し
て
行
動
し
、
す
れ
違
い
な
が

ら
も
笑
い
合
え
る
関
係
を
構
築
し
て
い
く
か
ら
こ
そ
、
奥
が
深
い
し
味

わ
い
深
い
。

こ
の
物
語
で
二
郎
が
幸
福
と
は
相
手
を
信
じ
る
こ
と
だ
と
言
う
。
根

拠
な
く
相
手
を
信
じ
る
こ
と
は
、
一
郎
に
は
苦
し
い
こ
と
だ
。
し
か
し

互
い
に
信
じ
合
う
こ
と
は
互
い
の
信
頼
に
つ
な
が
る
。
私
は
「
信
頼
」

こ
そ
が
人
生
で
幸
せ
を
感
じ
る
一
つ
の
大
切
な
要フ

ァ
ク
タ
ー素
な
の
だ
と
痛
感
し

た
。

佳

作

自
分
の
醜
さ

広
島
県
立
海
田
高
等
学
校　

２
年　
　
　



田た

口ぐ
ち　

依え

真ま

作
品
名
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行も

う
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
と
い
う
黒
い
光
が
、
私
の
未
来
を
貫
い

て
、
一
瞬
間
に
私
の
前
に
横
た
わ
る
全
生
涯
を
も
の
す
ご
く
照
ら
し

ま
し
た
。

私
は
、
夏
目
漱
石
の
「
こ
こ
ろ
」
を
読
ん
で
、「
も
う
取
り
返
し
が

つ
か
な
い
と
い
う
黒
い
光
が
、
私
の
未
来
を
貫
い
て
、
一
瞬
間
に
私
の

前
に
横
た
わ
る
全
生
涯
を
も
の
す
ご
く
照
ら
し
ま
し
た
。」
と
い
う
文

が
深
く
心
に
残
り
ま
し
た
。

こ
の
作
品
は
、主
人
公
の
私
と
先
生
、先
生
の
奥
さ
ん
、そ
し
て
「
Ｋ
」

と
い
う
四
人
が
主
に
登
場
し
ま
す
。先
生
が
奥
さ
ん
と
結
婚
す
る
前
に
、

「
Ｋ
」
は
先
生
の
奥
さ
ん
、
当
時
は
お
嬢
さ
ん
の
こ
と
が
好
き
に
な
り

ま
す
。
そ
の
こ
と
を
先
生
に
相
談
し
た
時
先
生
は
お
嬢
さ
ん
を
取
ら
れ

た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
大
き
く
な
り
、「
Ｋ
」
の
こ
と
を
欺
き
、
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嬢
さ
ん
の
お
母
さ
ん
に
結
婚
を
お
願
い
し
、
承
諾
を
し
て
も
ら
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
「
Ｋ
」
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ず
結
局
お

嬢
さ
ん
の
お
母
さ
ん
が
私
の
知
ら
ぬ
間
に
「
Ｋ
」
に
伝
え
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
希
望
を
な
く
し
た
「
Ｋ
」
は
二
日
後
に
自
殺
を
し
ま
し
た
。
私

が
心
に
残
っ
た
一
文
は
、
こ
の
直
後
の
文
で
す
。
こ
の
文
章
は
、
先
生

の
「
悲
し
い
」
と
い
う
感
情
だ
け
で
な
く
、
後
悔
や
戸
惑
い
、
そ
し
て
、

今
後
へ
の
不
安
を
完
璧
に
表
現
し
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
複
数
の
感

情
を
表
現
す
る
の
は
と
て
も
難
し
い
の
に
、
こ
の
一
文
で
明
確
に
表
現

し
て
い
る
所
が
夏
目
漱
石
の
素
晴
ら
し
さ
だ
と
思
い
ま
し
た
。

ま
た
、
私
が
初
め
て
こ
の
一
文
を
読
ん
だ
時
、
な
ぜ
通
常
は
明
る
い

は
ず
の
光
を
「
黒
い
光
」
と
表
現
し
て
い
る
の
か
と
て
も
疑
問
に
思
い

ま
し
た
。「
黒
い
光
」
の
黒
は
先
生
の
罪
の
意
識
に
か
か
わ
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
自
分
も
お
嬢
さ
ん
を
好
き
な
ん
だ
と

い
う
べ
き
だ
と
思
う
一
方
で
、
負
け
た
く
な
い
負
け
そ
う
だ
と
思
う
自

意
識
に
よ
っ
て
、
打
ち
明
け
る
ど
こ
ろ
か
全
力
で
友
人
を
出
し
抜
き
、

恋
を
手
抜
き
に
し
た
。
お
じ
に
手
酷
く
裏
切
ら
れ
た
経
験
を
持
ち
、
故

郷
と
決
別
し
た
の
は
、
人
間
の
汚
い
欲
、
自
分
が
良
け
れ
ば
い
い
と
い

う
利
己
心
を
嫌
い
「
自
分
は
そ
ん
な
人
間
で
は
な
い
」
と
自
負
し
て
い

た
か
ら
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
利
己
的
な
心
が
あ
る
こ
と

を
自
覚
さ
せ
ら
れ
た
、
そ
の
大
き
す
ぎ
る
代
償
が
友
人
で
あ
る
「
Ｋ
」

の
自
殺
で
は
な
か
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。私
が
選
ん
だ
一
文
は
、

無
く
て
も
物
語
に
違
和
感
は
な
い
の
に
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
一
文
を
入
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
の
未
来
を
照
ら
し
生
涯
を
貫
く
黒
い
光
が
持

つ
意
味
は
、
と
て
も
重
い
も
の
な
ん
だ
と
実
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
少

し
前
の
文
か
ら
、
私
の
選
ん
だ
一
文
の
次
の
文
ま
で
は
、
ほ
ん
の
一
瞬

の
出
来
事
な
の
に
何
行
も
使
っ
て
表
現
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、リ
ア
リ
テ
ィ
が
増
し
て
、読
者
自
身
が
先
生
の
立
場
に
な
っ

た
よ
う
な
気
に
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
一

行
一
行
に
夏
目
漱
石
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
な
と
感
じ

ま
し
た
。

大
事
な
場
面
で
は
、
一
行
一
句
、
読
者
を
そ
の
人
物
に
な
っ
た
か
の

よ
う
に
思
わ
せ
た
り
、
深
く
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
小
説
を
書
い
て
い
る

夏
目
漱
石
は
と
て
も
す
ご
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
文
が
「
こ

こ
ろ
」
に
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
読
者
ま
で
感
情
移
入
さ
せ
ら
れ
、

考
え
さ
せ
ら
れ
る
作
品
で
、
と
て
も
面
白
い
作
品
で
し
た
。
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読
書
感
想
文
　
選
ん
だ
一
行

惜
し
く
も
入
賞
を
逸
し
ま
し
た
が
、
最
終
審
査
候
補
と
な
っ
た
作
品
と
、
そ
の
「
わ
た
し
の
一
行
」
を
掲
載
し
ま
す
。

《
中
学
生
の
部
》

大
妻
中
学
校　

２
年

題
　
名　
今
を
生
き
る
コ
ツ

作
品
名　
『
三
四
郎
』

選
ん
だ
一
行　



と
ら
わ
れ
ち
ゃ
だ
め
だ
。

大
妻
中
学
校　

２
年

題
　
名　
一
行
で
印
象
が
変
わ
る

作
品
名　
『
倫
敦
塔
』

選
ん
だ
一
行　



そ
う
し
て
そ
の
中
に
冷
然
と
二
十
世
紀
を
軽
蔑
す
る
よ

う
に
立
っ
て
い
る
の
が
倫
敦
塔
で
あ
る
。

成
城
中
学
校　

２
年

題
　
名　
表
裏
一
体

作
品
名　
『
明
暗
』

選
ん
だ
一
行　



精
神
界
も
同
じ
だ
。
精
神
界
も
全
く
同
じ
だ
。
何
時
ど

う
変
る
か
分
ら
な
い
。
そ
う
し
て
そ
の
変
る
所
を
己
は

見
た
の
だ
。

筑
波
大
学
附
属
中
学
校　

２
年

題
　
名　
漱
石
の
言
葉
と
生
き
る

作
品
名　
『
硝
子
戸
の
中
』

選
ん
だ
一
行　



そ
う
し
て
そ
の
死
と
い
う
も
の
を
生
よ
り
は
楽
な
も
の

だ
と
ば
か
り
信
じ
て
い
る
。
あ
る
時
は
そ
れ
を
人
間
と

し
て
達
し
得
る
最
上
至
高
の
状
態
だ
と
思
う
事
も
あ

る
。
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《
高
校
生
の
部
》

光
塩
女
子
学
院
高
等
科　

２
年

題
　
名　
漱
石
が
勧
め
た
道

作
品
名　
『
硝
子
戸
の
中
』

選
ん
だ
一
行　


私
は
「
そ
ん
な
ら
死
な
ず
に
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
」

と
云
っ
た
。

東
京
都
立
桜
修
館
中
等
教
育
学
校　

２
年

題
　
名　
償
い

作
品
名　
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行　



傷
ま
し
い
先
生
は
、自
分
に
近
づ
こ
う
と
す
る
人
間
に
、

近
づ
く
ほ
ど
の
価
値
の
な
い
も
の
だ
か
ら
止
せ
と
い
う

警
告
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

東
京
都
立
桜
修
館
中
等
教
育
学
校　

２
年

題
　
名　
違
和
感

作
品
名　
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行　



「
私
は
死
ぬ
前
に
た
っ
た
一
人
で
好
い
か
ら
、
他
を
信

用
し
て
死
に
た
い
と
思
っ
て
い
る
。」

東
京
都
立
桜
修
館
中
等
教
育
学
校　

２
年

題
　
名　
漱
石
の
分
岐

作
品
名　
『
硝
子
戸
の
中
』

選
ん
だ
一
行　



「
死
は
生
よ
り
も
尊
い
」

東
京
都
立
桜
修
館
中
等
教
育
学
校　

２
年

題
　
名　
他
人
と
関
わ
る
孤
独

作
品
名　
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行　



「
ち
ょ
う
ど
好
い
、
や
っ
て
く
れ
」

広
島
県
立
海
田
高
等
学
校　

２
年

題
　
名　
移
り
変
わ
る
も
の

作
品
名　
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行　



そ
れ
は
時
勢
の
推
移
か
ら
来
る
人
間
の
相
違
だ
か
ら
仕

方
あ
り
ま
せ
ん
。



絵画コンクール

どんな夢を見た？
あなたの「夢十夜」

小学生低学年（ 1・2・3年生）の部
最優秀賞 ��������������� ６６
朝日新聞社賞 ������������� ６７
紀伊國屋書店賞 ������������ ６８
新潮社賞 ��������������� ６９
東京理科大学賞 ������������ ７０
二松学舎大学賞 ������������ ７１
くまもと賞 �������������� ７２
佳作 ����������������� ７３

小学生高学年（ 4・5・６年生）の部
最優秀賞 ��������������� ８０
朝日新聞社賞 ������������� ８１
紀伊國屋書店賞 ������������ ８２
新潮社賞 ��������������� ８３
東京理科大学賞 ������������ ８4
二松学舎大学賞 ������������ ８5
くまもと賞 �������������� ８６
佳作 ����������������� ８７



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

66

最優秀賞

タイトル

たいようさんごめんなさい
新宿区立四谷小学校　 ２年　石

いし
津
ず
　颯
そう
才
さい

ぼくがたいようさんにいたずらをしたら、たいようさんがおこりはじめました。あやまったら、わら
ってゆるしてくれました。でもぼくは、知ってます。たいようさんは、今もずっとおこっています。

説　　明

圧倒的な存在感と表現力。表現力がすごい。インパクトとストーリー性が感じられる。

審査講評



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

67

朝日新聞社賞

タイトル

わたしはカエル、ゆめにカエル
新宿区立愛日小学校　 ２年　淵

ふち
上
がみ
　紗

さ
凪
な

わたしのねぞうは、カエルみたいです。二どねしたゆめでカエルになっていてお花がいっぱい、むし
もたくさんのステキなところにいました。

説　　明

カエルの視点で描く発想がいい。丁寧に描かれていて、色彩表現からも楽しい夢の雰囲気がよく伝わ
ってくる。

審査講評



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

68

紀伊國屋書店賞

タイトル

せなかに虫がくっついた
新宿区立天神小学校　 ２年　原

はら
沢
さわ
　みのり

せなかにセミがくっついたゆめです。

説　　明

背中に虫が止まっている夢ならではのもどかしさが伝わってくる。

審査講評



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

69

新潮社賞

タイトル

ゆうれいが学校へ�
熊本市立古町小学校　 ３年　竹

たけ
永
なが
　菖
あやめ

ゆうれいががっこうにやってきて、こわかったからかいた。

説　　明

「怖さ」という描きにくい情感を上手に描いている。学校のなかを直接描かないところや、血の表現
も控えめで怖さを誘っている。

審査講評



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

70

東京理科大学賞

タイトル

よるのおちゃ
文京区立窪町小学校　 １年　萩

はぎ
原
わら
　健
たけ
文
ふみ

ママと夜にお茶を飲むきれいな夢が見たい。

説　　明

色彩表現がよい。夜の雰囲気が感じられ、素直に描かれている。

審査講評



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

71

二松学舎大学賞

タイトル

雲のベッド
新宿区立落合第四小学校　 ３年　近

こん
藤
どう
　千

ち
紗
さ

ふわふわな大きな雲の上で、天の川を一人でながめているような夢です。

説　　明

雲のベッドに寝ているという発想に子どもらしい感性がよく表れている。

審査講評



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

72

タイトル

こんなゆめみたよ
新宿区立淀橋第四小学校　 ２年　加

か
藤
とう
　寛
ひろ
也
や

へんな山にいたゆめ

説　　明

擬人的にもとらえられた山。大胆でためらいがなく、思い切りがあるのがいい。

審査講評

くまもと賞



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

73

佳作
タ
イ
ト
ル

ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
見
て
み
た
い
な

安
芸
太
田
町
立
筒
賀
小
学
校
　
２
年
　
戸と

田だ

　
篤あ
つ
希き

宇宙にあるブラックホールをかきました。見に行きたいです。

説　明

タ
イ
ト
ル

空
と
ぶ
未
来
の
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド

新
宿
区
立
大
久
保
小
学
校
　
３
年
　
鈴す
ず
木き

　
歩あ
ゆ
武む

未来のスケートボードに乗
る夢を見ました。誰でも簡
単に乗れて、空もとぶ事が
出来ます。

説　明



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

74

佳作
タ
イ
ト
ル

漱
石
と
語
ら
い
た
い

新
宿
区
立
鶴
巻
小
学
校
　
３
年
　
須す

賀が

　
美み

琴こ
と

私は黒ねこになっていて今の早稲田の町について語っています。

説　明

タ
イ
ト
ル

わ
た
し
の
み
た
い
ゆ
め

新
宿
区
立
戸
塚
第
一
小
学
校
　
２
年
　
照て
る
井い

　
彩あ
や
心こ

おかねもちになるゆめをみたいなぁとおもってかきました。

説　明



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

75

佳作
タ
イ
ト
ル

こ
ど
く
な
少
女
と
ひ
こ
う
せ
ん

新
宿
区
立
西
新
宿
小
学
校
　
３
年
　
田た

中な
か

　
真ま

優ゆ

子こ

こどくな少女がひこうせん
にのって、たいようを見て
いる。

説　明

タ
イ
ト
ル

り
ゅ
う
に
な
っ
て
、ち
き
ゅ
う
の

一
ば
ん
高
い
と
こ
ろ
に
行
く
ゆ
め

新
宿
区
立
西
戸
山
小
学
校
　
２
年
　
有あ
り
島し
ま

　
琴こ
と
子こ

ゆめの中で、かみなりや火
を出せるつよいりゅうにな
って、空をとんでちきゅう
の一ばん高いところに行き
たい。そのあと、ほしや月
まで行くゆめを見たい。

説　明



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

76

佳作
タ
イ
ト
ル

に
じ
の
つ
ば
さ
で
さ
ぁ
行
こ
う
！

新
宿
区
立
四
谷
第
六
小
学
校
　
３
年
　
橋は
し
本も
と

　
心ま
な
花か

大好きなネコに羽が生えてにじの中へ行けるゆめを見たいなと思いました。カラフルな羽のネコに
のって空をとんでわたあめのようなくもの中を通ってにじへ向かいます。色々な場所へ行けるワク
ワクした気持ちを表わしました。

説　明

タ
イ
ト
ル

こ
ん
な
ゆ
め
み
た
い
な

新
宿
区
立
淀
橋
第
四
小
学
校
　
２
年
　
横よ
こ
山や
ま

　
伶れ
い

夜花火があがったゆめ

説　明



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

77

タ
イ
ト
ル

月
と
ホ
タ
ル
が
か
が
や
く
よ
る

玉
名
市
立
横
島
小
学
校
　
２
年
　
井い

手で

　
希き

咲さ
き

夜はこわいけど、明るいこ
んな夜だったらこわくな
い。いつかこんな夜の夢を
見たい‼

説　明

佳作

タ
イ
ト
ル

私
が
見
た
ゾ
ウ
の
夢

千
代
田
区
立
和
泉
小
学
校
　
２
年
　
根ね

岸ぎ
し

　
凛り
ん

流れ星の中を歩いているゾウ

説　明



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

78

佳作
タ
イ
ト
ル

恐
竜
と
パ
ー
テ
ィ
ー

文
京
区
立
誠
之
小
学
校
　
２
年
　
関せ
き
口ぐ
ち

　
碧あ
お
い

ぼくは恐竜が好きです。大好きな恐竜と一緒にパーティーをする夢を描きました。

説　明

タ
イ
ト
ル

チ
ャ
ー
ハ
ン
た
ら
ふ
く
食
べ
た
よ

文
京
区
立
林
町
小
学
校
　
３
年
　
大お
お
場ば

　
創そ
う
介す
け

山もりのチャーハンの中にもぐってチャーハンをたらふく食べたゆめを見ました。

説　明



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

79

佳作
タ
イ
ト
ル

ね
こ
ま
み
れ

松
山
市
立
味
生
第
二
小
学
校
　
３
年
　
山や
ま
下し
た

　
結ゆ

芽め

歩いていると、かわいいねこが来たのでなでていました。するとどんどんねこがとびついて、頭や
足にしがみついてきてこわかったゆめの話です。

説　明



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

80

タイトル

木の幹になったシカが私に教えてくれたこと
東京学芸大学附属竹早小学校　 ６年　和

わ
田
だ
　遥
はるか

私が森を歩いていると木の幹が動きだし、シカに変わった。シカには人間のような目が一つついてい
た。シカは私に言った。「人間と共に過ごしてきた木がやっと人間のようになれた」と。

説　　明

世界観がしっかりしていておもしろく、物語が浮かんでくる。木が鹿へ変容した表現が分かるような
タッチと色合いで描かれている。

審査講評

最優秀賞



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

81

朝日新聞社賞

タイトル

あくまのパンダ
新宿区立早稲田小学校　 4年　老

おい
沼
ぬま
　歩

ほ
乃
の
佳
か

わたしがみたゆめは、みため暗いけど中身は明るいあくまのパンダがたすけてくれるゆめをみました。

説　　明

対照的な構図が何を指しているのか興味をそそられた。コンセプトと思い切った構成で描かれている。

審査講評



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

82

紀伊國屋書店賞

タイトル

宇宙の海
新宿区立戸山小学校　 ６年　山

やま
口
ぐち
　万

ま
理
り
恵
え

宇宙の海は「宇宙」を海にたとえて言った言葉ですが、本当に宇宙が海になったのを夢でもいいから
見てみたいと思い描きました。

説　　明

ブルーの色彩がきれいで目を奪われた。技術的に高く、飛び出てくるような臨場感がある。

審査講評



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

83

新潮社賞

タイトル

春を、走る。
新宿区立落合第六小学校　 5年　田

た
中
なか
　花

は
奈
な

実際に見た夢で、春の丘の上、桜がまいちる中に、どっしりとした鳥居がありました。中からのぞく
陽の光に、桜がまるで羽になったかのような開放感を感じました。

説　　明

花盛り、青春…ひたすら希望に満ちたまばゆい絵。

審査講評



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

84

タイトル

夢を見たクジラ
文京区立駕籠町小学校　 ６年　谷

たに
口
ぐち
　ちず子

こ

どんなにきらわれても自分の夢をおいかける。そんなクジラの夢を見たい。

説　　明

たくさんの色が使用されていてインパクトがある。クジラが夢を見ていて、自分がまたその夢を見て
いるという構図がおもしろい。

審査講評

東京理科大学賞



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

85

二松学舎大学賞

タイトル

ホワイトホール
新宿区立東戸山小学校　 4年　森

もり
本
もと
　健
けん
太
た

ゆめでホワイトホールをみつけたゆめ。

説　　明

「ホワイトホール」という発想がとても斬新でインパクトがある。

審査講評



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

86

タイトル

夜空
安芸太田町立筒賀小学校　 5年　正

まさ
木
き
　美

み
湖
こ

夜空をきつねやクジラにみ立てて、表現しました。

説　　明

きつねやクジラを夜空に見立てるという自由な発想と構成がすばらしい。宇宙を感じさせる。

審査講評

くまもと賞



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

87

タ
イ
ト
ル

お
か
し
な
夢

熊
本
市
立
古
町
小
学
校
　
５
年
　
水み
ず
谷た
に

　
成せ

那な

この作品「おかしな夢」は、見た夢を元にしてかいてあるので、少しおかしなところもありますが、
クレヨンをぼかしたり、絵の周りにうすいむらさきの絵の具を使ってかいたり、かげをつけたり、
立体感を出したり、いろいろ工夫をしてかいてみました。食べものが生活の中にいっぱいあったら
いいなと思いながらかいた作品です。

説　明

佳作

タ
イ
ト
ル

や
っ
と
会
え
た
ね

新
宿
区
立
大
久
保
小
学
校
　
６
年
　
ユ
キ
　
コ
コ

天国に行ったおじいちゃんとおばあちゃんに会う夢を見ました。夕日に照らされてる中おじいちゃ
んとおばあちゃんにハグする所を描きました。

説　明



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

88

佳作
タ
イ
ト
ル

星
の
見
え
る
花
火

新
宿
区
立
落
合
第
四
小
学
校
　
４
年
　
寺て
ら
岡お
か

　
柚ゆ

月づ
き

明るいと見えないはずのたくさんの星が見える、夢でしかみれない花火が見たいです。

説　明

タ
イ
ト
ル

キ
ャ
プ
テ
ン
峻
賢

新
宿
区
立
戸
塚
第
三
小
学
校
　
５
年
　
陳ち
ゃ
ん　
峻し
ゅ
ん
け
ん賢

どんなこんなんがあろうとも、がんばってのりきろう！自分。

説　明



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

89

佳作
タ
イ
ト
ル

ホ
ー
ム
ラ
ン
を
う
っ
た

新
宿
区
立
西
新
宿
小
学
校
　
４
年
　
星ほ
し

　
蒼そ

空ら

全国大会サヨナラホームランをうった。

説　明

タ
イ
ト
ル

お
か
し
の
お
し
ろ

新
宿
区
立
四
谷
小
学
校
　
４
年
　
吉よ
し
田だ

　
知ち

史ふ
み

おかしがすきだから、おかしのおしろでおかしをいっぱいたべたいから、この絵にした。

説　明



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

90

佳作
タ
イ
ト
ル

汽
車
と
星
と
空
と
海

新
宿
区
立
四
谷
第
六
小
学
校
　
４
年
　
渡わ
た
邊な
べ

　
詠う
た
子こ

　

すずしい夜に空の汽車を動物たちとながめつづけている。（自分はねこ）

説　明

タ
イ
ト
ル

宇
宙
人
の
遊
園
地

チ
ャ
イ
ル
ド
・
ア
ー
ト
教
室
く
じ
ら
　

新
宿
区
立
戸
塚
第
二
小
学
校
　

４
年
　
星ほ

し
野の

　
絢あ
や
香か

宇宙にある遊園地で宇宙人たちが楽しく遊んでいるところ

説　明



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

91

佳作
タ
イ
ト
ル

う
さ
ぎ
と
の
夏
休
み

松
山
市
立
生
石
小
学
校
　
６
年
　
深ふ
か
田た

　
七な

瑚こ

私のかっているうさぎと、自分の空そうの中のうさぎの友達といっしょに夏休みを、送れたら楽し
いだろうなと思って描きました。

説　明
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グラフィックデザイン
＆
WEBデザイン

チラシからパンフレット、年史、
WEBサイトまで幅広く手がけております。
お気軽にご相談ください。

チラシからパンフレット、年史、
WEBサイトまで幅広く手がけております。
お気軽にご相談ください。

株式会社アイデス・プランニング
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2 APビル6Ｆ

TEL　03-3404-4171　HP　ids@ids-p.co.jp

info@ids-p.co.jpお問合せはこちら



93



94

〈主催〉新宿区・新宿区教育委員会

〈後援〉�東京都教育委員会、千代田区、文京区、熊本県、熊本市、阿蘇市、玉名市、松山市、伊豆市

教育委員会、広島県安芸太田町、鎌倉市、早稲田大学、東北大学、二松学舎大学、東京理科

大学、㈱朝日新聞社、朝日小学生新聞・朝日中高生新聞、㈱岩波書店、㈱新潮社、㈱紀伊國

屋書店、新宿区町会連合会、鎌倉漱石の會、一般社団法人新宿区印刷・製本関連団体協議会、

公益財団法人新宿末来創造財団

〈対象〉�読書感想文コンクール　全国の中学生・高校生�

絵画コンクール　全国の小学生

〈賞〉　��最優秀賞、朝日新聞社賞、紀伊國屋書店賞、新潮社賞、�

東京理科大学賞、二松学舎大学賞、くまもと賞、佳作

・本書に掲載した内容の無断転用を禁じます。

・読書感想文は、原則、応募者本人が記載したとおりに表記しています。

・�選んだ一行は、原則、応募者本人が応募票に記載したとおりに表記しています。したがって原文と

は表記が異なる場合があリます。

・�文中には、今日の観点からみると不当・不適切と考えられる表現がありますが、原文の歴史性・文

学性を考慮して、そのままとしました。

・絵画は実際の作品と色合いが多少異なる場合があります。

・説明文は、原則、応募者本人が応募票に記載したとおりに表記しています。

この印刷物は業者委託により600部印刷製本しています。その経費として １部あたり１，777円（税込）

がかかっています。ただし、編集時の人件費や配送費などは含んでいません。

令和 ５年度新宿区夏目漱石コンクール作品集
発 行 年 月：令和 6年 １月
編集・発行：新宿区文化観光産業部文化観光課
　　　　　　〒１60―8484　東京都新宿区歌舞伎町 １ ― ５ ― １
　　　　　　TEL.03（５273）4１26　FAX.03（3209）１５00

右のQRコードから、インターネットでも閲覧できます。

印刷物作成番号
２０２３―４６―２８０１


