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「わたしの漱石、わたしの一行」
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新
宿
区
夏
目
漱
石
コ
ン
ク
ー
ル
に
応
募
し
て
い
た
だ
い
た
全
国
の
小

学
生
・
中
学
生
・
高
校
生
の
皆
さ
ん
、
あ
り
が
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
。

本
コ
ン
ク
ー
ル
も
、
今
回
で
１０
回
目
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
後
援

い
た
だ
い
て
い
る
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
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
度
は
、
読
書
感
想
文
コ
ン
ク
ー
ル
「
わ
た
し
の
漱
石
、
わ
た
し
の

一
行
」
に
は
、
中
学
生
・
高
校
生
あ
わ
せ
て
１
︐３
１
３
点
、
絵
画
コ

ン
ク
ー
ル
「
ど
ん
な
夢
を
見
た
？
あ
な
た
の
「
夢
十
夜
」」
に
は
、
小

学
生
か
ら
４５３
点
の
応
募
が
あ
り
、
ど
れ
も
一
人
ひ
と
り
の
感
性
が
光
る

作
品
ば
か
り
で
し
た
。
同
じ
作
品
を
選
ん
だ
読
書
感
想
文
で
も
、
選
ん

だ
一
行
や
思
考
・
表
現
に
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
表
れ
て
い
ま
す
。
絵
画

は
、
小
学
生
の
自
由
で
柔
軟
な
発
想
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
作
品

も
唯
一
無
二
の
輝
き
が
あ
り
ま
す
。

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
７
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
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
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
。
本
コ
ン
ク
ー
ル
や
記
念
館
の
取
り
組
み
を
通
し
て
、
未

来
を
担
う
皆
さ
ん
の
豊
か
な
感
性
、
表
現
力
を
磨
い
て
い
た
だ
け
る
と

嬉
し
く
思
い
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（祝休日の場合は翌平日）

　　　　　　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
（
４００
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
（日本国語教育学会会員）

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名誉教授）

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

二松学舎大学文学部教授　瀧田　浩

※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１４３点、高校生の部１, １７０点、計１, ３１３点

●絵画コンクール

　小学生低学年（１・２・３年生）の部２４７点、

　小学生高学年（４・５・６年生）の部２０６点、計４５３点
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令和 6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
足立区立千寿桜小学校
伊那市立長谷小学校
お茶の水女子大学附属小学校
熊本県立かもと稲田支援学校
熊本市立古町小学校
合志市立西合志東小学校
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
多良木町立黒肥地小学校
文京区立誠之小学校
チャイルド・アート教室くじら

絵画

読書感想文

中学校
学習院中等科
学習院女子中等科
暁星中学校
白百合学園中学校
高松市立桜町中学校
多摩大学附属聖ヶ丘中学校
千代田区立九段中等教育学校
筑波大学附属中学校
東京都立両国高等学校附属中学校
長野清泉女学院中学校
文京区立第一中学校
松山市立勝山中学校

高等学校
愛媛県立松山西中等教育学校
学習院女子高等科
神奈川県立湘南高等学校
暁星高等学校
恵泉女学園高等学校
熊本県立熊本商業高等学校
熊本県立熊本高等学校
光塩女子学院高等科
工学院大学附属高等学校
高知県立高知国際高等学校
済美高等学校
サレジオ学院高等学校
渋谷教育学園渋谷高等学校

白百合学園高等学校
聖ヨゼフ学園高等学校
仙台育英学園高等学校
多摩大学附属聖ヶ丘高等学校
千葉県立松戸国際高等学校
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
東京都立調布北高等学校
長崎南山高等学校
長野清泉女学院高等学校
広島県立海田高等学校
福岡雙葉高等学校
文徳高等学校
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審
査
講
評

審
査
委
員
長

作
家
　
北
村
　
薫

日
本
が
生
ん
だ
世
界
的
指
揮
者
小
澤
征
爾
は
、
中
学
生
の
時
、
先
生
に
漱
石

の
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
読
め
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
面
倒
な
の
で
、ち
ょ
う
ど
や
っ

て
い
た
映
画
の
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
観
て
す
ま
そ
う
と
し
ま
し
た
。
た
ち
ま
ち

「
バ
レ
ち
ゃ
っ
た
」
そ
う
で
す
。
先
生
は
、読
者
の
頭
に
浮
か
ぶ
「
赤
シ
ャ
ツ
」

な
ら
「
赤
シ
ャ
ツ
の
顔
は
み
ん
な
違
う
」、「
作
者
対
個
人
の
間
に
本
が
一
冊
し

か
な
い
、
そ
の
間
に
映
画
監
督
も
な
き
ゃ
映
画
俳
優
の
顔
も
な
い
、
そ
れ
が
大

事
だ
」
と
教
え
て
く
れ
た
そ
う
で
す
。

今
回
も
ま
た
み
な
さ
ん
が
、本
と
、そ
し
て
ま
た
夢
と
い
う
テ
ー
マ
と
、ま
っ

す
ぐ
に
向
か
い
あ
い
表
現
し
た
、
個
性
的
な
文
章
、
絵
画
を
見
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
に
浮
か
ん
だ
思
い
の
豊
か
さ
が
、
心
に

残
り
ま
し
た
。

読
書
感
想
文
審
査
委
員

日
本
国
語
教
育
学
会
会
員

�

小
尾
　
眞

今
回
、
中
学
生
、
高
校
生
と
も
に
、
た
い
へ
ん
深
い
読
み
を
し
て
い
る
と
感

じ
ま
し
た
。

こ
れ
は
恐
ら
く
、「
心
に
深
く
残
っ
た
一
行
を
選
ぶ
」
と
い
う
意
識
の
中
で
、

普
通
の
読
み
と
は
異
な
り
、「
感
動
」
か
ら
、「
作
者
の
真
意
を
探
る
」
と
い
う

行
動
に
自
然
に
移
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

ま
た
、
本
文
に
沿
っ
て
述
べ
な
が
ら
、
自
己
の
体
験
や
現
実
生
活
と
の
比
較

も
巧
み
で
、
深
い
集
中
力
を
感
じ
ま
し
た
。

さ
ら
に
文
章
構
成
（
段
落
構
成
）
も
上
手
で
、
た
い
へ
ん
読
み
ご
た
え
が
あ

り
ま
し
た
。

今
後
も
是
非
、
積
極
的
に
読
書
に
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
い
。
き
っ
と
手
ご
た

え
の
あ
る
未
来
が
見
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

読
書
感
想
文
審
査
委
員

フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
名
誉
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

・
分
析
的
に
言
語
化
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
今
回
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』『
夢
十
夜
』『
三
四
郎
』『
人
生
』
等
、
多
岐
に
わ
た
る
作
品

の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
時
代
の
文
脈
の
中
で
生
き
ざ
る
を
得
な
い
私

た
ち
人
間
の
在
り
様
に
つ
い
て
、
漱
石
の
一
行
を
手
掛
か
り
と
し
て
考
察
し
て

い
る
内
容
も
多
く
、
と
て
も
頼
も
し
く
感
じ
ま
し
た
。
漱
石
は
『
野
分
』
の
中

で
白
井
道
也
と
い
う
人
物
に
「
文
学
と
は
人
間
が
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
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る
」
と
語
ら
せ
て
い
ま
す
。
漱
石
作
品
が
、
こ
れ
か
ら
も
皆
さ
ん
の
人
生
の
ど

の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
道
標
と
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
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
回
も
た
く
さ
ん
の
素
晴
ら
し
い
作
文
に
出
会
う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
中

学
生
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
に
は
舌
を
巻
き
ま
し
た
し
、
高
校
生
な
の
に
大
人
顔
負

け
の
密
度
の
濃
い
文
章
を
書
く
人
も
い
て
、
本
当
に
驚
き
ま
し
た
。
ま
た
、
手

書
き
の
原
稿
用
紙
で
応
募
し
て
く
れ
た
人
は
総
じ
て
字
が
き
れ
い
で
し
た
が
、

そ
の
よ
う
な
手
書
き
の
原
稿
に
は
、
書
く
人
の
個
性
が
強
く
表
れ
て
い
る
よ
う

に
も
思
い
ま
し
た
。

漱
石
は
幸
い
、
自
筆
原
稿
が
か
な
り
残
っ
て
い
る
作
家
で
す
。
そ
れ
が
そ
の

ま
ま
本
に
な
っ
て
出
版
も
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
漱
石
の
手
書
き
の
原
稿
を
、

私
た
ち
は
今
も
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
漱
石
の
手
書
き
の
原
稿

も
ぜ
ひ
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
書
き
込
み
や
訂
正
の
跡
も
あ
り
、
一
つ
の
作

品
を
書
き
上
げ
る
た
め
に
、
い
か
に
推
敲
を
重
ね
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
よ

く
わ
か
り
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
で
書
く
場
合
も
、
ま
ず
は
手
書
き
で
下
書
き
を
し

て
み
る
の
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
手
書
き
の
原
稿
で
一
度
、
自
分
の
思
考
の
足

跡
を
確
認
し
て
み
る
と
、
意
外
な
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

次
回
も
素
晴
ら
し
い
作
品
が
応
募
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
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

あ
な
た
が
見
た
夢
、
君
が
見
た
夢
。
そ
れ
は
世
界
で
た
だ
一
つ
の
も
の
だ
か

ら
こ
そ
大
切
に
し
て
語
り
た
く
な
る
の
で
す
。
ど
ん
な
色
で
、ど
ん
な
構
図
で
、

ど
ん
な
線
で
、
ど
ん
な
形
で
。

い
ろ
ん
な
ア
イ
デ
ア
が
出
て
き
た
の
で
す
ね
。「
空
に
穴
が
あ
い
た
」
す
ご

い
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
ど
う
描
く
の
だ
ろ
う
。
色
を
何
回
も
重
ね
た
が
も
の
た
り

な
い
。
だ
か
ら
歯
ブ
ラ
シ
を
使
っ
て
ぬ
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
考
え
た
り
、
た
め
し

た
り
し
た
の
で
す
ね
。
す
ご
い
こ
と
な
の
で
す
。

高
学
年
に
な
る
と
細
か
い
部
分
を
し
っ
か
り
描
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
街
の

情
景
、
広
が
り
の
空
間
。
き
っ
と
夢
の
お
も
い
が
、
実
際
に
目
の
前
に
あ
っ
た

よ
う
な
経
験
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
。

モ
フ
モ
フ
の
お
し
り
の
感
触
。
な
ん
て
柔
ら
か
な
の
だ
ろ
う
。

楽
し
い
音
色
が
見
え
る
の
で
す
。
作
者
の
喜
び
で
す
。

こ
の
「
絵
」
を
描
く
こ
と
の
楽
し
さ
を
、
な
ん
と
か
私
の
イ
メ
ー
ジ
が
描
け

る
よ
う
努
力
し
た
こ
と
を
、
自
分
を
ほ
め
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
線
が
、
あ
の
色
が
、
あ
の
形
こ
そ
が
、
世
界
で
た
だ
ひ
と
つ
の
『
あ
な

た
』
で
あ
り
『
君
』
な
の
で
す
。

い
つ
ま
で
も
「
あ
な
た
」
や
「
君
」
の
お
お
き
な
大
切
な
経
験
と
し
て
。
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絵
画
審
査
委
員

府
中
市
美
術
館
館
長
・
日
本
藝
術
院
会
員

�

藪
野
　
健

夏
目
漱
石
の
『
夢
十
夜
』
の
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
が
基
調
に
な
っ
て
、
小

学
生
が
自
由
に
描
く
。心
惹
か
れ
る
の
は
発
見
と
驚
き
を
追
体
験
で
き
る
事
だ
。

夢
幻
（
ゆ
め
ま
ぼ
ろ
し
）
の
夢
も
あ
れ
ば
実
現
を
願
う
夢
も
あ
り
、
楽
し
い
夢

と
悪
夢
が
様
々
あ
っ
て
審
査
が
快
く
響
く
。

低
学
年

『
ラ
イ
オ
ン　

ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
』
は
夢
の
中
の
乗
り
物
に
乗
っ
て
ラ
イ
オ
ン

の
体
の
中
を
旅
行
。
び
っ
く
り
し
た
り
楽
し
か
っ
た
り
だ
。

『
た
の
し
い
ひ
み
つ
の
時
間
』
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
の
リ
ズ
ム
を
聴
き
な
が
ら
ピ
ア

ノ
を
弾
く
と
、
響
き
は
色
と
り
ど
り
に
形
を
変
え
、
ト
音
記
号
に
な
っ
て
い
く
。

『
ク
ラ
ゲ
の
カ
ー
テ
ン
』
見
上
げ
る
と
く
ら
げ
が
ひ
ら
ひ
ら
と
形
を
変
え
カ
ー

テ
ン
の
よ
う
に
見
え
る
。
軽
や
か
で
楽
し
い
。

『
す
ご
く
こ
わ
～
い
ゆ
め
を
み
た
』
夢
の
中
で
近
寄
っ
て
来
る
の
は
妖
怪
。
金

縛
り
に
あ
っ
て
逃
げ
ら
れ
な
い
。

『
ド
ラ
ゴ
ン
た
た
か
い
だ
い
け
っ
せ
ん
』
闘
い
の
主
人
公
に
な
っ
た
の
だ
。
色

が
生
き
生
き
し
て
い
て
美
し
い
。

『
オ
ニ
ヤ
ン
マ
が
と
び
か
う
空
』
オ
ニ
ヤ
ン
マ
が
大
好
き
な
の
が
伝
わ
っ
て
く

る
。
細
部
ま
で
心
が
こ
も
っ
て
い
る
。

『
私
の
絵
に
穴
が
空
い
て
…
！
』夜
の
風
景
を
気
に
い
っ
た
色
合
い
で
描
け
た
。

気
が
つ
く
と
画
面
に
穴
が
空
い
て
月
の
う
さ
ぎ
や
ら
異
次
元
が
次
々
現
れ
る
の

だ
。
意
表
を
つ
く
。

高
学
年

『
し
の
び
よ
る
ワ
ニ
、
ワ
ニ
ワ
ニ
フ
ァ
ミ
リ
ー
』
動
物
園
で
見
学
し
た
ワ
ニ
が

思
い
が
け
ず
蓮
池
に
出
現
。
水
間
に
は
魚
も
。
現
実
が
夢
に
繋
が
っ
て
い
る
。

『
迷
い
込
ん
だ
猫
』
樹
々
を
見
つ
め
る
風
流
な
仕
草
の
猫
は
漱
石
の
飼
っ
て
い

た
猫
か
も
し
れ
な
い
。

『
ま
つ
り
犬
』
祭
り
の
に
ぎ
や
か
さ
、
お
囃
子
の
華
や
か
さ
に
戸
惑
う
犬
。
貼

り
絵
が
状
況
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

『
読
書
感
想
文
か
ら
に
げ
る
な
！！
』
文
章
を
読
み
文
字
を
追
っ
て
い
る
と
な
ん

だ
か
文
字
た
ち
が
自
分
を
読
ん
で
る
様
に
思
え
た
。
し
っ
か
り
と
読
ま
な
く
て

は
。

『
月
と
猫
』
重
厚
で
叙
情
的
な
マ
チ
エ
ー
ル
が
、
夕
闇
迫
る
木
の
下
の
猫
を
包

む
。

『
ワ
ガ
ハ
イ
ハ
ネ
コ
デ
ア
ル
』
こ
ん
な
風
に
読
ん
だ
の
だ
と
、
ま
る
で
古
代
エ

ジ
プ
ト
の
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
語
ら
い
が
息
づ
い
て
い

る
。

『
つ
え
と
私
』
さ
ま
ざ
ま
に
読
み
取
れ
て
、
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
色
も

構
図
も
深
い
。
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審
査
委
員

�

新
宿
区
長
　
吉
住
　
健
一

読
書
感
想
文
部
門
で
は
、
漱
石
の
生
死
に
関
わ
る
言
葉
か
ら
、「
生
き
て
い

く
こ
と
」
を
前
向
き
に
捉
え
た
作
品
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
区
と
し
て
自
殺

対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
立
場
か
ら
、
漱
石
の
死
生
観
を
通
じ
て
死
ぬ
こ
と
の

怖
さ
や
死
へ
の
覚
悟
で
な
く
、
生
き
る
こ
と
の
希
望
を
見
出
し
た
感
想
文
に
心

を
惹
か
れ
ま
し
た
。

絵
画
部
門
で
は
、
低
学
年
は
自
分
の
や
り
た
い
遊
び
、
食
べ
た
い
も
の
、
好

き
な
こ
と
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
さ
れ
て
い
る
作
品
が
多
か
っ
た
と
感
じ
ま
し

た
。
高
学
年
は
技
術
の
高
さ
が
印
象
的
で
、
仕
上
げ
ま
で
徹
底
し
て
こ
だ
わ
っ

た
努
力
が
う
か
が
え
る
作
品
ば
か
り
で
し
た
。
昨
年
度
は
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
あ

る
作
品
が
多
か
っ
た
印
象
で
す
が
、
今
回
は
描
き
た
い
も
の
を
ど
の
よ
う
に
し

た
ら
表
現
で
き
る
か
に
注
力
し
た
作
品
に
目
を
奪
わ
れ
ま
し
た
。

審
査
委
員

新
宿
区
教
育
委
員
会
教
育
長

針
谷
　
弘
志

今
回
も
全
国
の
小
・
中
・
高
校
生
か
ら
た
く
さ
ん
の
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
、
自
分
の
気
持
ち
や
感
じ
た
こ
と
を
素
直
に
伸
び
や

か
に
書
い
た
作
品
や
個
性
的
な
視
点
か
ら
作
品
を
見
つ
め
、
自
分
の
思
い
を
論

理
的
に
展
開
す
る
作
品
な
ど
、
ど
の
作
品
も
興
味
深
く
、
瑞
々
し
い
感
性
に
あ

ふ
れ
た
力
作
ぞ
ろ
い
で
し
た
。

絵
画
部
門
で
は
、
作
品
に
添
え
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
と
合
わ
せ
て
作
品
を
見
る

と
、
作
者
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
絵
に
表
現

し
た
の
か
、
嬉
し
さ
や
楽
し
さ
、
不
思
議
な
感
じ
な
ど
、
作
者
の
思
い
を
よ
り

味
わ
い
深
く
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
回
も
素
晴
ら
し
い
作
品
と
出
会
え
て
、
審
査
の
時
間
が
と
て
も
楽
し
か
っ

た
で
す
。
今
後
も
新
た
な
出
会
い
を
期
待
し
て
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

ま
ず
絵
画
部
門
。
審
査
の
日
は
、毎
年
わ
く
わ
く
し
て
会
場
に
向
か
い
ま
す
。

思
い
も
よ
ら
な
い
夢
の
世
界
に
毎
年
唸
っ
て
い
ま
す
が
、
今
回
も
素
晴
ら
し
い

作
品
の
数
々
に
目
を
み
は
り
ま
し
た
。

朝
日
新
聞
社
賞
の
２
点
。
低
学
年
の
部
は
、
鍵
盤
で
で
き
た
素
敵
な
ト
音
記

号
が
画
面
い
っ
ぱ
い
に
広
が
っ
て
、
楽
し
い
演
奏
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
。
高
学

年
の
部
は
、
桜
と
新
緑
、
紅
葉
が
一
挙
に
み
ら
れ
る
発
想
の
豊
か
さ
に
驚
き
ま

し
た
。

一
方
、
作
文
審
査
は
、
例
年
以
上
に
中
高
生
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
、
ソ
ー

シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
で
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
可
視
化
さ
れ
る
社
会
の
息
苦
し
さ
を
感

じ
、
大
人
の
責
任
を
痛
感
し
ま
し
た
。
同
時
に
、
１００
年
前
の
漱
石
の
こ
と
ば
は
、
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現
代
の
閉
塞
感
を
突
き
抜
け
る
よ
う
な
力
を
持
っ
て
い
る
、
確
実
に
中
高
生
の

心
に
響
い
て
い
る
こ
と
も
改
め
て
分
か
り
ま
し
た
。

朝
日
新
聞
の
大
先
輩
の
こ
と
ば
は
、
い
ま
も
な
お
、
発
見
に
満
ち
満
ち
て
い

ま
す
。

紀
伊
國
屋
書
店
賞
選
考

㈱
紀
伊
國
屋
書
店 

新
宿
本
店
長

�

星
　
真
一

今
回
も
各
部
門
か
ら
紀
伊
國
屋
書
店
賞
を
選
出
し
て
贈
賞
し
ま
し
た
が
、
い

ず
れ
も
複
数
の
審
査
委
員
か
ら
推
薦
の
あ
っ
た
作
品
で
す
。
各
企
業
・
大
学
賞

と
も
最
優
秀
賞
に
負
け
ず
劣
ら
ず
、
若
々
し
い
想
像
力
と
表
現
の
喜
び
に
溢
れ

た
秀
作
ば
か
り
で
し
た
。

感
想
文
は
ど
の
作
品
の
、ど
の
一
行
を
選
ぶ
か
に
セ
ン
ス
を
問
わ
れ
ま
す
が
、

そ
の
セ
ン
ス
を
い
か
な
る
説
得
力
を
も
っ
て
文
章
に
表
現
す
る
か
は
技
術
の
領

域
で
す
。
絵
画
も
同
様
に
、
テ
ー
マ
選
び
に
セ
ン
ス
が
表
れ
ま
す
け
れ
ど
、
そ

れ
を
画
用
紙
に
落
と
し
込
み
、
定
着
さ
せ
る
技
術
も
大
切
で
す
。
今
回
は
セ
ン

ス
と
技
術
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
調
和
し
た
作
品
が
多
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た

が
、
個
人
的
に
は
セ
ン
ス
の
優
劣
を
判
断
す
る
の
が
悩
ま
し
く
、
も
っ
ぱ
ら
技

術
に
秀
で
る
と
感
じ
た
作
品
を
強
く
推
す
結
果
に
な
り
ま
し
た
。

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
、『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』（
中
学
生
）

や
、『
こ
こ
ろ
』『
文
鳥
』（
高
校
生
）
な
ど
の
定
番
作
品
を
選
び
な
が
ら
、
有

名
箇
所
で
は
な
い
自
分
だ
け
の
一
行
を
選
び
、
独
自
の
論
評
を
加
え
た
作
品
が

目
立
ち
ま
し
た
。
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
も
ス
タ
ー
ト
か
ら
十
年
以
上
が
経
っ
て
、

漱
石
作
品
が
よ
り
広
く
深
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
実
に
喜
ば

し
い
こ
と
で
す
。

絵
画
部
門
で
は
、
自
分
の
「
大
好
き
」
を
色
鮮
や
か
に
具
現
化
し
た
も
の
か

ら
、「
悪
夢
」
の
恐
怖
や
後
味
の
悪
さ
が
色
や
形
か
ら
滲
み
で
る
よ
う
な
作
品

ま
で
、
今
回
も
実
に
多
彩
な
「
夢
」
が
出
そ
ろ
い
ま
し
た
。
同
じ
く
夏
休
み
の

課
題
で
あ
ろ
う
読
書
感
想
文
へ
の
嫌
悪
を
大
胆
な
デ
ザ
イ
ン
で
表
現
し
た
絵
な

ど
に
は
、
小
学
生
と
は
思
え
な
い
「
諧か

い
ぎ
ゃ
く
み

謔
味
」
を
感
じ
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち

の
発
想
の
、
限
界
突
破
の
自
由
さ
に
拍
手
を
送
り
ま
す
。

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
こ
こ
ろ
で
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
読
み
込
ん
で
、「
正
し
い

人
の
道
」
は
、
読
者
本
人
の
こ
と
ば
で
「
私
の
生
き
る
世
界
は
こ
れ
か
ら
少
し
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ず
つ
お
お
き
く
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
皆
の
中
に
あ
る
正
義
は
見
え
な
い

し
、
対
立
す
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
歩
み
寄
り
、
関
わ
る
こ

と
を
諦
め
な
い
で
生
き
て
い
き
た
い
」
と
素
直
に
自
分
の
こ
と
ば
で
未
来
に
向

か
っ
て
の
希
望
を
記
し
て
い
ま
す
。
中
学
生
が
い
ま
「
正
し
い
人
の
道
」
と
し

て
、
漱
石
の
生
き
る
哲
学
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
が
素
晴
ら
し
い
で
す
。
漱

石
の
純
粋
性
を
受
け
止
め
て
、
自
分
が
純
粋
な
人
間
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を

持
っ
て
い
れ
ば
、
す
べ
て
自
分
を
物
差
し
に
し
て
は
か
る
か
ら
、
自
覚
の
で
き

て
い
な
い
も
の
は
、い
つ
も
そ
ち
ら
を
向
い
て
よ
ろ
め
い
て
し
ま
い
ま
す
。「
正

し
い
人
の
道
」
に
つ
い
て
漱
石
の
作
品
か
ら
読
み
解
い
て
、
自
分
の
こ
れ
か
ら

歩
む
正
し
い
人
の
道
に
つ
い
て
の
自
覚
が
本
人
に
ち
ゃ
ん
と
で
き
て
い
る
。

高
校
生
部
門
の
本
大
学
賞
受
賞
作
品
は
、
作
品
『
夢
十
夜
』
の
中
で
書
か
れ

て
い
る
生
死
観
に
つ
い
て
、「
私
た
ち
が
普
段
死
に
た
い
」
と
日
常
生
活
の
中

で
よ
く
口
に
す
る
よ
う
に
、
長
く
終
わ
り
の
見
え
な
い
日
々
は
私
た
ち
を
辟
易

さ
せ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
が
人
間
の
本
性
と
し
て
哀
愁
を
孕
ん
で
い

る
こ
と
に
気
づ
い
た
高
校
生
の
感
性
が
素
晴
ら
し
い
で
す
。
高
校
生
が
、
ど
ん

な
に
今
が
退
屈
で
も
死
ぬ
と
き
に
後
悔
す
る
の
だ
か
ら
自
ら
人
生
を
放
棄
せ
ず

に
生
き
抜
い
て
い
く
と
い
う
自
分
自
身
の
気
持
ち
に
つ
い
て
夏
目
漱
石
の
作
品

か
ら
気
づ
い
て
い
る
。「
い
ま
を
生
き
る
こ
と
」
は
「
死
と
向
き
合
う
こ
と
」

と
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
高
校
生
の
情
緒
の
中
に
、「
自
分
と
は
何
ぞ
」

自
分
は
本
当
に
在
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
在
る
と
思
っ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
ろ

う
か
。
ふ
つ
う
自
分
と
思
っ
て
い
る
よ
う
な
自
分
を
消
し
去
っ
て
も
、
な
お
自

分
（
自
我
）
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
本
当
の
自
分
だ
と
い
え
る
か
を
漱
石
の

作
品
を
通
し
て
自
問
自
答
し
て
い
る
。

二
松
学
舎
大
学
賞
選
考

二
松
学
舎
大
学
文
学
部
教
授

�

瀧
田
　
浩

中
高
生
の
感
想
文
が
大
人
び
て
い
て
驚
い
た
。
彼
ら
は
大
人
ぶ
っ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
大
量
の
知
識
や
刺
激
を
浴
び
て
い
る
う
ち
に
、
否
応
な
く
諦
観
の

境
地
に
ま
で
達
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
夏
目
漱
石
が
美
し
く
紡
ぐ
世

を
生
き
る
苦
し
み
へ
の
共
感
は
、
中
高
生
の
息
苦
し
い
日
々
を
思
わ
せ
た
。

共
感
の
奥
に
は
漱
石
の
再
発
見
が
潜
ん
で
い
る
。「
国
民
の
教
師
と
し
て
の

漱
石
」
と
い
う
固
定
観
念
な
ど
か
ら
解
放
さ
れ
、
漱
石
が
神
経
の
ふ
る
え
や
絶

望
の
天
才
的
な
表
現
者
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
て
い
る
。
ま
た
、
ど
れ
ほ
ど
苦

し
く
と
も
安
易
に
絶
望
せ
ず
に
最
後
ま
で
人
生
を
生
き
抜
け
と
い
う
漱
石
の
思

想
ま
で
も
理
解
し
て
い
る
。
表
彰
さ
れ
た
感
想
文
た
ち
は
漱
石
の
本
質
に
触

れ
、
人
生
の
本
質
に
触
れ
て
い
る
と
思
っ
た
。

絵
画
部
門
で
は
「
夢
と
い
う
枠
」
が
定
型
的
な
発
想
に
結
び
つ
く
難
し
さ
が

あ
る
中
、
想
像
力
を
伸
び
や
か
に
広
げ
た
作
品
を
評
価
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

高
等
学
校
部
門
を
拝
読
し
ま
し
た
。『
こ
こ
ろ
』を
選
ん
だ
方
が
多
く
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
は
、
学
校
の
宿
題
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
中
で
も
「
あ
な
た
は

死
と
い
う
事
実
を
ま
だ
真
面
目
に
考
え
た
事
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
」
と
い
う
一
行

を
選
ん
だ
方
が
目
立
ち
ま
し
た
。
漱
石
の
作
品
が
「
死
」
を
真
面
目
に
考
え
る

き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
読
書
を
し
た
、
感
想
文
を
書
い
た
、
大

き
な
価
値
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
登
場
人
物
が
体
験
し
た
こ
と
を
追
体
験
す
る

こ
と
で
、
普
段
の
生
活
を
見
直
し
、
そ
の
意
味
、
価
値
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
う
い
う
き
っ
か
け
を
得
た
方
が
、
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。ま

た
、『
行
人
』、『
坑
夫
』
と
い
っ
た
作
品
を
選
ん
だ
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。
昨
年
度
、『
こ
こ
ろ
』
以
外
の
作
品
に
も
手
を
伸
ば
し
て
ほ
し
い
、

と
申
し
た
者
と
し
て
は
う
れ
し
い
こ
と
で
し
た
。
自
分
に
は
、
少
し
難
し
い
世

界
で
あ
っ
て
も
、
我
慢
強
く
読
み
続
け
る
こ
と
で
、
少
し
ず
つ
視
界
が
開
け
て

く
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
宿
題
で
始
め
た
読
書
で
も
、
自
分
を
成
長
さ
せ

る
体
験
に
な
れ
ば
、
次
は
自
ら
漱
石
の
作
品
を
手
に
取
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の

で
は
な
い
か
、
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

宇
佐
見
　
尚
子

漱
石
の
作
品
と
向
き
合
う
こ
と
で
、
改
め
て
人
間
の
内
面
や
時
代
性
、
言
葉

の
定
義
や
重
み
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た

で
す
。
今
後
も
様
々
な
作
品
と
の
出
会
い
が
、
自
分
自
身
を
認
識
し
、
拡
げ
て

い
く
こ
と
に
繋
が
る
よ
う
、
期
待
し
て
い
ま
す
。

岡
田
　
幸
一

毎
年
こ
の
審
査
を
し
て
い
て
皆
さ
ん
の
出
品
作
品
を
読
ん
で
い
ま
す
と
、
明

治
の
漱
石
先
生
と
現
代
の
中
高
生
が
親
し
く
対
話
し
て
い
る
の
に
立
ち
会
っ
た

よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
漱
石
先
生
の
書
き
残
し
た
言
葉
が
長
い
時
を
超

え
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
若
い
読
者
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
漱
石
作
品
の
持

つ
普
遍
的
な
魅
力
を
改
め
て
思
い
知
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
自
分
な
り
の
視
点

か
ら
具
体
的
な
一
行
、
一
文
を
取
り
上
げ
、
自
分
な
り
の
解
釈
に
至
っ
て
い
く

過
程
は
、
ま
さ
し
く
読
者
と
し
て
の
主
体
性
を
発
揮
す
る
こ
と
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
う
し
た
経
験
が
、
中
高
生
の
「
明
日
の
読
書
」
に
繋
が
っ
て
い
く
こ

と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

金
指
　
紀
彦

「
な
ぜ
そ
の
一
行
を
選
ん
だ
の
か
」
と
い
う
課
題
に
対
し
、
自
分
な
り
の
視

点
を
持
っ
て
、
作
品
全
体
か
ら
分
析
的
に
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
が
う

か
が
え
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
、探
究
的
に
読
め
て
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

私
も
皆
さ
ん
か
ら
新
た
な
気
づ
き
を
得
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
に
し
て
読
ん
だ
も
の
を
ま
と
め
る
際
に
は
、
や
は
り
論
理
的
に
書

き
た
い
で
す
。皆
さ
ん
の
中
に
は
段
落
を
分
け
ず
書
い
て
い
る
人
も
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
、
書
く
こ
と
に
つ
な
が
る
読
書
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
良
い
と

思
い
ま
し
た
。
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鈴
木
　
秀
一

今
年
度
も
多
く
の
力
作
が
寄
せ
ら
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
思
わ
ず
審
査
し

て
い
る
の
を
忘
れ
て
一
つ
一
つ
の
作
品
に
引
き
込
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。

特
に
今
回
は
作
品
の
時
代
背
景
に
触
れ
る
方
が
多
く
、
激
動
す
る
明
治
時
代

を
生
き
た
人
々
と
し
て
登
場
人
物
を
捉
え
、
読
み
味
わ
っ
て
い
る
様
子
が
う
か

が
え
ま
し
た
。

様
々
な
も
の
に
対
す
る
価
値
観
が
激
変
し
て
い
く
明
治
期
は
、
先
行
き
の
見

え
な
い
今
日
と
共
通
す
る
点
も
あ
り
、
心
に
残
る
も
の
も
多
か
っ
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。

福
本
　
元
惠

読
書
の
楽
し
さ
や
そ
の
価
値
に
触
れ
た
作
品
が
多
く
、
皆
さ
ん
の
今
後
の
人

生
で
の
ご
活
躍
や
在
り
方
、
生
き
方
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、
丁
寧
に
読
ま
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
が
夏
目
漱
石
の
作
品
を
通
し
て
、
作
者
で
あ
る

明
治
の
文
豪
と
向
き
合
わ
れ
た
よ
う
に
、
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
応
募
作
品
の

一
語
一
文
、
一
字
一
句
と
正
対
し
、
時
間
を
か
け
て
の
皆
さ
ん
と
の
対
話
か
ら
、

多
く
の
学
び
と
出
会
い
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
体
験
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。今

年
度
の
応
募
作
品
も
力
作
揃
い
で
し
た
。
見
知
ら
ぬ
世
界
や
難
解
な
表
現

と
の
出
会
い
を
通
し
て
、
難
し
い
課
題
や
困
難
と
向
き
合
う
学
び
の
中
で
こ
そ

体
験
で
き
る
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
深
め
る
楽
し
さ
や
そ
れ
ら
を
表
現
す
る
こ

と
の
面
白
さ
に
目
覚
め
て
、
現
在
の
自
分
の
思
い
や
考
え
を
重
ね
合
わ
せ
て
語

り
尽
く
し
た
作
品
は
、
豊
か
な
感
性
や
個
性
に
溢
れ
、
用
い
る
語
句
や
表
現
の

工
夫
に
も
優
れ
て
い
て
、
読
み
手
の
共
感
を
誘
う
光
り
輝
く
作
品
と
な
っ
て
い

ま
す
。

考
え
や
読
み
取
り
の
深
ま
り
を
綴
る
文
章
で
は
、
内
容
の
記
述
だ
け
で
は
な

く
、
理
由
や
根
拠
、
理
由
付
け
を
明
確
に
し
て
、
読
み
手
を
納
得
さ
せ
る
た
め

に
、
そ
の
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る
段
落
構
成
も
重
要
な
働
き
を
し
ま
す
。
作
品

の
文
章
全
体
の
組
み
立
て
に
も
う
一
工
夫
が
加
わ
れ
ば
、
さ
ら
に
輝
き
を
増
す

作
品
も
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。推
敲
の
楽
し
み
に
も
目
覚
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

細
川
　
李
花

一
行
に
着
目
し
な
が
ら
作
品
を
読
む
と
い
う
行
為
は
、
作
品
の
解
釈
を
深
め

る
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
大
変
価
値
の

あ
る
も
の
で
す
。
な
ぜ
そ
の
一
行
が
自
分
の
心
の
琴
線
に
触
れ
た
の
か
に
つ
い

て
考
え
、
作
品
や
漱
石
に
、
そ
し
て
、
自
分
自
身
に
ま
っ
す
ぐ
向
き
合
い
、
対

話
し
な
が
ら
、
思
考
を
深
め
て
い
る
作
品
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
自
分
の
日
常

生
活
や
こ
れ
ま
で
の
経
験
と
結
び
つ
け
な
が
ら
漱
石
作
品
に
向
き
合
い
、
豊
か

に
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
ま
し
た
。
文
章
の
リ
ズ
ム
や
展
開
、
書
き
出
し
や

細
か
な
表
現
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
作
品
も
多
く
、
ど
の
作
品
も
楽
し
み
な
が
ら

拝
読
し
ま
し
た
。

森
　
顕
子

今
年
度
も
、
学
校
の
授
業
で
扱
わ
れ
た
「
こ
こ
ろ
」
と
「
三
四
郎
」
の
感
想

が
多
く
み
ら
れ
ま
し
た
。
授
業
で
深
く
読
ん
で
、
そ
の
感
想
も
深
い
も
の
と
な

れ
る
と
い
う
良
さ
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
授
業
で
学
ん
だ
作
品
を
足
が
か
り
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と
し
て
、
来
年
度
は
、
漱
石
の
別
の
作
品
に
広
げ
て
い
け
る
と
よ
い
と
も
思
い

ま
し
た
。
自
分
の
心
に
触
れ
る
一
文
を
意
識
し
な
が
ら
、
様
々
な
作
品
を
開
い

て
み
て
く
だ
さ
い
。

山
下
　
憲
人

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
。

高
校
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（『
こ
こ
ろ
』に
お
け
る「
先
生
」と「
私
」

と
の
関
係
性
の
よ
う
に
…
！
）。

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
祈
っ
て
い

ま
す
。
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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

心
を
自
由
に

学
習
院
中
等
科　

３
年　
　
　



深ふ
か
だ田　

奈な

ぎ義

作
品
名
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

選
ん
だ
一
行い

く
ら
自
分
が
え
ら
く
て
も
世
の
中
は
と
う
て
い
意
の
ご
と
く
な
る

も
の
で
は
な
い
、
落
日
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
も
、
鴨
川
を
逆
に
流
す
こ

と
も
で
き
な
い
。
た
だ
で
き
る
も
の
は
自
分
の
心
だ
け
だ
か
ら
ね

全
編
皮
肉
が
効
い
て
い
る
。
当
時
の
高
等
遊
民
と
呼
ば
れ
る
イ
ン
テ

リ
知
識
人
と
拝
金
主
義
の
実
業
家
達
を
、
猫
の
視
点
で
語
る
の
を
い
い

こ
と
に
、
情
け
容
赦
な
く
コ
キ
下
ろ
し
て
い
る
。

し
か
も
猫
の
主
人
は
作
者
が
モ
デ
ル
ら
し
い
の
で
、
自
ら
を
も
容
赦

な
く
ブ
ッ
タ
斬
る
そ
の
心
意
気
は
気
持
ち
が
い
い
ぐ
ら
い
だ
。
た
だ
し

そ
こ
に
適
度
な
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
か
ら
読
後
感
は
そ
れ
ほ
ど
悪
く
な

い
。
そ
の
辺
り
が
漱
石
の
セ
ン
ス
の
い
い
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
。

僕
が
印
象
に
残
っ
た
の
は
第
八
話
で
の
、
苦
沙
弥
の
旧
友
で
ヤ
ギ
の

よ
う
な
顎
髭
が
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
の
哲
学
者
、
八
木
独
仙
が
語
る
場
面

だ
。こ

の
回
で
珍
野
家
の
隣
に
あ
る
落
雲
館
中
学
校
の
生
徒
が
、
何
度
も

庭
に
野
球
の
ボ
ー
ル
を
打
ち
込
み
、
苦
沙
弥
は
そ
の
た
び
激
怒
す
る
。

そ
の
後
訪
れ
る
主
治
医
、
甘
木
先
生
の
催
眠
術
も
苦
沙
弥
に
は
効
か
な

い
。
何
も
か
も
が
嫌
に
な
っ
た
苦
沙
弥
に
、
最
後
に
訪
れ
た
八
木
が
語

る
言
葉
が
以
下
の
一
行
だ
。
こ
れ
が
印
象
深
い
。

『
い
く
ら
自
分
が
え
ら
く
て
も
世
の
中
は
と
う
て
い
意
の
ご
と
く
な
る

も
の
で
は
な
い
、
落
日
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
も
、
鴨
川
を
逆
に
流
す
こ
と

も
で
き
な
い
。
た
だ
で
き
る
も
の
は
自
分
の
心
だ
け
だ
か
ら
ね
』

こ
の
哲
学
者
は
、
苦
沙
弥
の
元
に
訪
れ
る
他
の
人
間
の
よ
う
に
知
識

を
振
り
か
ざ
す
こ
と
も
な
く
、
し
ご
く
落
ち
着
い
た
態
度
で
「
心
の
修

行
を
つ
ん
で
消
極
の
極
に
達
す
る
べ
し
」
と
説
く
。
そ
れ
を
彼
は
「
消

極
の
修
養
」
と
呼
ぶ
。

こ
の
思
想
は
積
極
的
行
動
を
よ
し
と
す
る
西
洋
的
思
考
と
は
お
よ
そ

対
極
だ
。
八
木
は
「（
積
極
的
行
動
だ
け
で
は
）
ど
こ
ま
で
も
行
っ
て

も
不
満
足
な
人
生
し
か
生
き
ら
れ
な
い
」
と
揶
揄
す
る
。「
心
の
落
ち

着
き
は
死
ぬ
ま
で
焦
っ
た
っ
て
片
づ
く
こ
と
が
あ
る
も
の
か
」
と
訴
え

る
。
そ
う
で
は
な
く
「
根
本
的
に
周
囲
の
境
遇
は
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る

も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
中
で
安
心
を
求
め
る
手
段
を
考

え
ろ
」
と
説
く
。「
た
だ
一
つ
自
分
の
も
の
で
あ
る
心
を
自
由
に
す
る

修
行
を
し
て
安
心
を
得
ろ
」
と
。
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八
木
は
と
ど
め
と
ば
か
り
『
電
光
影
裏
に
春
風
を
斬
る
』
と
い
う
、

か
つ
て
無
覚
禅
師
と
い
う
坊
主
が
説
い
た
文
句
を
引
用
し
て
苦
沙
弥

（
お
よ
び
語
り
部
の
猫
）
を
完
全
に
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
す
る
。

僕
も
読
み
な
が
ら
、
こ
の
思
想
は
個
人
主
義
が
蔓
延
し
て
い
る
現
代

に
お
い
て
も
有
効
な
の
で
は
な
い
か
と
共
感
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、

次
の
第
九
話
で
大
き
く
し
っ
ぺ
返
し
を
喰
ら
っ
た
。
こ
の
回
で
は
苦
沙

弥
の
悪
友
で
あ
る
迷
亭
が
、
八
木
独
仙
が
い
か
に
薄
っ
ぺ
ら
で
器
の
小

さ
な
人
間
か
を
徹
底
的
に
暴
露
す
る
の
だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
八
木
の
思

想
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
会
話
に
引
用
し
て
い
た
苦
沙
弥
も
赤
っ
恥
を

か
か
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
僕
も
。

漱
石
よ
、
ど
こ
ま
で
意
地
悪
な
ん
だ
、
あ
な
た
は
。

だ
が
、
そ
れ
で
も
「
自
分
の
心
だ
け
は
意
の
ま
ま
に
で
き
る
」
と
い

う
、
八
木
の
し
な
や
か
で
力
強
い
言
葉
は
、
今
の
ス
ト
レ
ス
満
載
の
世

の
中
に
生
き
て
い
る
僕
に
は
と
て
も
素
敵
に
響
い
て
し
ま
う
。
八
木
の

思
想
が
時
代
を
何
周
も
回
っ
て
、
か
つ
て
の
よ
う
に
冷
笑
さ
れ
る
こ
と

な
く
受
け
い
れ
ら
れ
る
こ
と
を
僕
は
密
か
に
期
待
し
た
い
。

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
中
に
あ
る
こ
と
ば
「
心
の
修
行
を
つ

ん
で
消
極
の
極
に
達
す
る
べ
し
」
を
選
ん
で
、
明
治
時
代
の
は
じ

め
に
西
洋
思
想
が
急
速
に
広
が
る
中
で
、
夏
目
漱
石
の
東
洋
哲
学

に
気
づ
い
た
こ
と
が
素
晴
ら
し
い
感
性
で
あ
る
。

審
査
講
評

朝
日
新
聞
社
賞

本
当
に
大
切
な
も
の

東
京
都
立
白
鷗
高
等
学
校
附
属
中
学
校　

２
年　
　
　



矢や

べ部　

晴は
る
た大

作
品
名
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

選
ん
だ
一
行「

履
歴
な
ん
か
構
う
も
ん
で
す
か
、
履
歴
よ
り
義
理
が
大
切
で
す
」

坊
っ
ち
ゃ
ん
は
知
恵
が
足
ら
な
い
よ
う
だ
が
、
本
質
を
見
る
能
力
に

は
長
け
て
い
る
。
私
は
、「
履
歴
な
ん
か
構
う
も
ん
で
す
か
、
履
歴
よ

り
義
理
が
大
切
で
す
」
と
い
う
一
文
に
現
代
人
が
見
落
と
し
て
い
る
も

の
を
感
じ
た
。

友
人
を
不
当
に
僻
地
に
飛
ば
し
た
こ
と
に
怒
り
、
辞
め
る
、
と
詰
め

寄
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
対
し
、
校
長
で
あ
る
狸
は
、
今
辞
め
る
な
ら
君
の

履
歴
に
関
わ
る
だ
ろ
う
と
脅
す
。
し
か
し
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、
自
分
の
身

の
上
よ
り
、
友
情
を
選
ぶ
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
、
誰
も
が
自
分
の
こ
と
を
発
信
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
現
在
で
は
、
昔
よ
り
自
分
と
他
人
の
差
が
可
視
化
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
自
分
と
他
人
の
差
と
言
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
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収
や
顔
の
醜
美
、
学
歴
な
ど
、
そ
う
い
う
表
向
き
の
事
だ
。
い
く
ら

表
向
き
が
立
派
で
も
、
そ
の
人
自
身
の
価
値
は
判
断
で
き
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
そ
う
い
う
表
向
き
が
立
派
な
人
と
、
自
分
と
を
比
べ
て
精
神
を

病
む
若
者
が
後
を
絶
た
な
い
の
だ
。

私
た
ち
の
世
代
は
よ
く
「
ゼ
ッ
ト
世
代
」
と
呼
ば
れ
る
。
ゼ
ッ
ト
世

代
と
い
う
と
、
多
く
の
人
は
、
怠
け
も
の
だ
と
か
、
繊
細
、
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
私
自
身
、
上
の
世
代
と
比
べ
て
、
ゼ

ッ
ト
世
代
は
少
し
異
質
な
よ
う
に
感
じ
る
。

私
は
そ
の
原
因
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
可
視
化
か
ら
起
こ
る
、

社
会
へ
の
不
満
や
、
将
来
の
不
安
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
今
の
若
者

は
幼
い
こ
ろ
か
ら
身
近
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

常
に
誰
か
と
自
分
を
比
べ
て
、
自
分
の
能
力
を
的
確
に
認
識
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
れ
は
大
変
残
酷
な
こ
と
で
あ
る
。
夢
や
希
望
と

い
う
の
は
、
自
分
の
能
力
を
誤
認
し
な
け
れ
ば
全
く
持
て
な
い
の
だ
。

ゼ
ッ
ト
世
代
は
夢
や
希
望
が
持
て
な
い
故
に
、
向
上
心
も
な
い
。
だ
か

ら
、自
堕
落
な
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
様
子
を
見
て
、

上
の
世
代
は
、
怠
け
も
の
、
繊
細
と
言
う
。

ゼ
ッ
ト
世
代
は
、
自
分
の
能
力
に
つ
い
て
残
酷
な
ほ
ど
的
確
に
認
識

し
て
い
る
。
し
か
し
、自
分
の
価
値
を
認
識
す
る
能
力
は
低
い
と
思
う
。

表
向
き
の
情
報
に
重
き
を
置
き
す
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。
表
向
き
が
す

べ
て
で
は
な
い
。
人
間
の
価
値
は
、
目
に
は
見
え
な
い
も
の
で
決
ま
る

の
だ
。
そ
れ
な
の
に
、
義
理
や
心
の
醜
美
な
ど
の
目
に
見
え
な
い
大
切

な
も
の
を
見
落
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
実
際
よ
り
自
分
の
価
値
を
低

く
見
て
し
ま
っ
て
い
る
。

小
説
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
で
は
、
全
体
を
通
し
て
、
目
に
見
え
な
い
も

の
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
と
思
う
。
悪
役
の
赤
シ
ャ
ツ
は
学
士
や
教

頭
な
ど
と
い
う
肩
書
が
立
派
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん

は
そ
う
い
っ
た
も
の
が
何
も
な
い
。
し
か
し
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
は
義
理

人
情
が
あ
る
し
、
何
よ
り
心
が
綺
麗
で
あ
る
。
肩
書
ば
か
り
立
派
で
、

中
身
が
な
い
赤
シ
ャ
ツ
を
、
肩
書
が
な
く
て
も
心
が
立
派
な
坊
っ
ち
ゃ

ん
が
懲
ら
し
め
る
話
な
の
だ
。

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
、
百
年
以
上
愛
さ
れ
続
け
て
き
た
が
、
今
日
に

な
っ
て
よ
り
一
層
深
み
が
増
し
て
き
て
い
る
。
現
代
人
が
見
落
と
し
が

ち
な
本
当
に
大
切
な
も
の
を
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
百
年
前
よ
り
私
た
ち
に

教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
人
間
の
価
値
は
、
目
に
見
え
な
い
も
の
で
決
ま
る
」
と
い
う

教
訓
を
引
き
出
し
て
お
り
、
漱
石
を
読
む
意
義
を
わ
た
し
た
ち
に

教
え
て
く
れ
る
秀
作
。

審
査
講
評
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紀
伊
國
屋
書
店
賞

義
務
と
好
意

学
習
院
中
等
科　

３
年　
　
　



矢や
が
わ川　

隼じ
ゅ
ん
ご伍

作
品
名
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』

選
ん
だ
一
行彼

ら
の
義
務
の
中
に
、
半
分
の
好
意
を
溶
き
込
ん
で
、
そ
れ
を
病
人

の
眼
か
ら
透
か
し
て
み
た
ら
、
彼
等
の
所
作
が
ど
れ
程
尊
く
な
る
か

わ
か
ら
な
い

「
彼
ら
の
義
務
の
中
に
、
半
分
の
好
意
を
溶
き
込
ん
で
、
そ
れ
を
病

人
の
眼
か
ら
透
か
し
て
み
た
ら
、
彼
等
の
所
作
が
ど
れ
程
尊
く
な
る
か

わ
か
ら
な
い
」

今
回
読
ん
だ
「
思
ひ
出
す
事
な
ど
」
と
い
う
作
品
は
、
漱
石
が
胃
潰

瘍
か
ら
の
大
量
出
血
で
命
の
危
険
か
ら
何
と
か
生
還
し
た
回
想
記
だ
。

命
の
危
険
が
あ
っ
た
状
況
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、こ
の
作
品
の
中
で
は
、

人
間
と
し
て
の
本
当
の
漱
石
の
気
持
ち
が
直
接
表
さ
れ
て
い
る
。
僕
が

最
も
印
象
に
残
り
選
ん
だ
一
行
も
、
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
文

章
は
、
病
人
の
漱
石
が
仕
事
と
し
て
の
治
療
だ
け
で
な
く
、
優
し
く
気

遣
っ
て
も
ら
う
好
意
も
受
け
、
そ
れ
は
と
て
も
尊
い
物
だ
と
い
う
内
容

だ
。
こ
れ
を
読
ん
だ
時
、
な
ん
と
な
く
感
じ
て
い
た
、
普
段
の
生
活
し

て
い
る
環
境
が
、
仕
事
を
し
て
い
る
人
の
義
務
と
好
意
で
成
り
立
っ
て

い
る
こ
と
が
言
語
化
さ
れ
て
理
解
で
き
た
。

こ
の
文
章
に
あ
る
「
好
意
」
は
、
ぼ
く
が
こ
の
社
会
で
生
活
し
て
い

て
、
結
構
受
け
て
い
る
物
な
の
だ
と
思
う
。
生
活
す
る
と
い
ろ
い
ろ
な

仕
事
を
し
て
い
る
人
と
接
す
る
し
、
お
世
話
に
な
る
。
バ
ス
の
運
転
手

さ
ん
や
駅
員
さ
ん
、
お
店
の
店
員
さ
ん
、
そ
し
て
毎
日
の
学
校
の
先
生

や
職
員
の
方
。
仕
事
な
の
で
給
料
や
代
金
を
受
け
る
の
で
、
そ
れ
に
対

す
る
義
務
が
あ
り
、そ
れ
は
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
け
れ
ど
、

僕
ら
は
本
来
の
仕
事
の
義
務
以
外
の
親
切
や
助
け
を
普
段
か
ら
た
く
さ

ん
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
僕
が
特
に
思
い
出
す
の
は
、
昔
祖
父

の
家
に
一
人
で
行
く
時
に
、
地
下
鉄
の
駅
で
出
口
が
分
か
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
い
駅
員
さ
ん
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
地
図
で
教
え
て
く
れ
る
だ
け

で
な
く
実
際
に
僕
を
出
口
ま
で
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
こ
の
場
合
、
教
え
て
く
れ
る
ま
で
は
仕
事
の
義
務
か
も
し
れ
な
い

が
、一
緒
に
出
口
ま
で
付
い
て
き
て
く
れ
た
の
は
好
意
だ
っ
た
と
思
う
。

そ
の
お
か
げ
で
不
安
だ
っ
た
気
持
ち
か
ら
安
心
な
気
持
ち
に
変
わ
っ

た
。こ
れ
は
文
章
に
し
た
ら
簡
単
な
こ
と
に
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

当
時
の
僕
の
気
持
ち
と
し
て
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
駅
員
さ
ん
の
所
作
が

ど
れ
程
尊
か
っ
た
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
好
意
を
受
け
て

る
か
ど
う
か
は
、
普
段
は
気
づ
き
に
く
い
場
合
も
多
い
の
か
も
し
れ
な
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が
、
弱
っ
て
い
た
り
困
っ
て
い
た
り
し
て
い
る
時
に
気
づ
い
た
り
、

あ
り
が
た
さ
が
分
か
っ
て
く
る
の
だ
と
思
う
。
病
気
で
床
に
伏
し
て
い

た
り
、
も
う
だ
め
か
も
し
れ
な
い
と
気
が
弱
く
な
る
と
、
誰
で
も
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
を
考
え
て
し
ま
う
と
思
う
。
病
で
お
そ
ら
く
気
が
弱
く

な
っ
た
漱
石
は
、
そ
の
あ
り
が
た
さ
を
感
じ
た
の
だ
と
思
っ
た
。

も
し
好
意
が
な
く
義
務
だ
け
が
当
た
り
前
の
世
の
中
だ
と
、
漱
石
が

別
の
と
こ
ろ
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
社
会
は
も
っ
と
器
械
的

だ
っ
た
と
思
う
。
お
金
を
得
る
た
め
に
義
務
に
忠
実
と
い
う
こ
と
は
、

仕
事
と
し
て
最
低
限
必
要
な
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
う
。
そ
こ
に
好

意
が
入
る
こ
と
が
、
社
会
で
み
ん
な
が
気
持
ち
良
く
助
け
合
っ
て
生
き

て
い
く
に
は
、
あ
っ
た
ほ
う
が
良
い
も
の
だ
と
思
っ
た
。

自
身
の
体
験
も
ふ
ま
え
つ
つ
漱
石
の
言
葉
を
現
代
の
生
活
に

沿
っ
た
文
脈
で
捉
え
直
そ
う
と
い
う
態
度
に
好
感
が
も
て
る
。

審
査
講
評

新

潮

社

賞

私
の
松
山
、
漱
石
の
松
山松

山
市
立
勝
山
中
学
校　

３
年　
　
　



邑む
ら
ま
つ松　

藍あ
い
こ子

作
品
名
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

選
ん
だ
一
行き

の
う
着
い
た
。
つ
ま
ら
ん
所
だ
。

私
の
住
む
街
、松
山
は
し
ば
し
ば
「『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
ゆ
か
り
の
地
」

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
の
中
で
は
、
田
舎
で

見
ど
こ
ろ
も
な
い
よ
う
な
街
と
し
て
書
か
れ
、
良
い
印
象
は
見
受
け
ら

れ
な
い
。
か
く
い
う
私
も
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
同
じ
く
東
京
か
ら
松
山
に

渡
っ
て
き
た
身
で
あ
る
。
初
め
て
松
山
を
訪
れ
た
の
は
、
小
学
校
入
学

よ
り
前
で
記
憶
が
定
か
で
は
な
い
が
、
東
京
に
比
べ
寂
れ
た
街
、
と
い

う
印
象
を
受
け
た
。
ま
た
、
今
で
こ
そ
愛
着
が
あ
る
も
の
の
当
時
い
き

な
り
見
慣
れ
な
い
街
に
放
り
込
ま
れ
た
私
の
心
の
中
は
、不
安
や
心
配
、

恐
れ
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
そ
れ
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
も
同
じ
こ
と
が
言

え
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
意
地
っ
張
り
で
気
が
強

い
江
戸
っ
子
で
あ
る
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
も
同
じ
よ
う
な
感
情
を
抱
き
つ
つ
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、
弱
み
を
見
せ
ま
い
と
喧
嘩
腰
な
態
度
を
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

も
ち
ろ
ん
、
日
本
の
中
心
地
で
当
時
、
世
界
的
な
大
都
市
だ
っ
た
東
京

で
生
ま
れ
育
っ
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
か
ら
す
れ
ば
、
小
さ
な
島
の
小
さ
な
町

で
あ
る
松
山
は
面
白
味
の
な
い
所
に
見
え
る
は
ず
だ
。し
か
し
多
少
は
、

前
述
し
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
り
の
強
が
り
の
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
私
は
思
う
。

私
が
選
ん
だ
「
き
の
う
着
い
た
。
つ
ま
ら
ん
所
だ
。」
と
い
う
文
は
、

古
く
か
ら
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
慕
っ
て
い
る
清
へ
宛
て
た
手
紙
の
一
部
で
あ

る
。
清
に
心
配
を
か
け
ま
い
と
、
自
分
は
松
山
で
逞
し
く
生
き
て
い
る

こ
と
を
伝
え
る
た
め
、
気
張
っ
た
言
葉
で
こ
の
街
を
表
し
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
う
思
う
と
、
こ
の
一
行
は
不
器
用
だ
が
温
か
い
坊
っ

ち
ゃ
ん
の
性
格
を
、
松
山
と
い
う
街
と
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
べ
ら
ん
め
え
気

質
を
巧
み
に
利
用
し
、上
手
く
表
現
し
て
い
る
と
感
じ
る
。
加
え
、坊
っ

ち
ゃ
ん
の
気
取
ら
な
い
、
ス
パ
っ
と
切
れ
味
の
良
い
口
調
か
ら
爽
快
感

が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
た
っ
た
十
数
文
字
の
短
く
簡
潔
な
文
だ
。
し

か
し
、
こ
の
十
数
文
字
か
ら
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
様
々
な
面
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
た
め
、
私
は
こ
の
一
行
に
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
た
。

漱
石
自
身
も
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
同
じ
く
教
師
と
し
て
松
山
に
渡
っ
た

経
験
が
あ
る
。
漱
石
が
松
山
に
滞
在
し
た
の
は
僅
か
一
年
だ
が
、
自
身

の
作
品
の
舞
台
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
ぐ
ら
い
な
の
だ
か
ら
、
き
っ

と
良
く
も
悪
く
も
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
経
験
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
作

品
で
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
心
理
描
写
は
、
漱
石
が
実
際
に
感
じ
た
こ
と
を

坊
っ
ち
ゃ
ん
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場

合
、
あ
け
す
け
に
物
を
言
う
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
性
は
、
感

情
や
体
験
を
表
す
こ
と
に
お
い
て
か
な
り
適
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ

取
ら
れ
る
。

あ
く
ま
で
こ
の
物
語
の
テ
ー
マ
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
正
直
者

が
損
を
す
る
世
界
の
不
条
理
さ
で
あ
り
、
私
が
選
ん
だ
こ
の
「
一
行
」

は
挿
話
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、私
自
身
が
坊
っ
ち
ゃ

ん
と
似
た
よ
う
な
経
験
を
し
て
お
り
、
物
語
の
舞
台
と
な
っ
た
松
山
に

住
ん
で
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
「
一
行
」
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き

た
と
思
う
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
通
し
た
漱
石
自
身
の
生
き
た
感
性
を
よ
り

鮮
明
に
感
じ
と
れ
た
の
は
、
他
で
も
な
い
私
自
身
の
経
験
が
あ
っ
て
こ

そ
だ
ろ
う
。
私
の
松
山
と
漱
石
の
松
山
、形
を
変
え
つ
つ
も
時
を
超
え
、

ど
こ
か
で
繋
が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
つ
ま
ら
ん
所
だ
」
と
言
い
放
っ
た
主
人
公
の
「
強
が
り
」
や

「
不
安
」
と
い
っ
た
真
情
を
的
確
に
分
析
し
て
い
る
。
清
へ
の
手

紙
の
一
節
で
あ
る
こ
の
言
葉
が
清
へ
の
思
い
や
り
で
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る
の
も
よ
い
。

審
査
講
評
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東
京
理
科
大
学
賞

正
し
い
人
の
道

白
百
合
学
園
中
学
校　

１
年　
　
　



平ひ
ら
た田　

希の
ぞ
み

作
品
名
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

選
ん
だ
一
行あ

し
た
勝
て
な
け
れ
ば
、
あ
さ
っ
て
勝
つ
。

「
あ
し
た
勝
て
な
け
れ
ば
、
あ
さ
っ
て
勝
つ
。」

こ
の
言
葉
が
強
く
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
こ
れ
こ
そ
坊
っ
ち
ゃ
ん
の

正
義
感
が
強
く
、
嘘
を
嫌
う
潔
癖
な
性
格
が
現
れ
て
い
る
、
と
思
っ
た

か
ら
で
す
。

坊
っ
ち
ゃ
ん
は
中
学
校
の
数
学
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
の
で
す
が
、

生
徒
た
ち
に
い
た
ず
ら
を
し
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
生
徒
は
い
た

ず
ら
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
の
で
、
嘘
を
つ
い
て
い
る
様
子
に
腹
を
立

て
た
彼
は
、
生
徒
に
対
し
て
真
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
っ
て
い
き
ま
す
。

上
か
ら
目
線
で
常
識
を
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
人
間
対
人
間
と
し

て
、
物
事
の
善
悪
を
問
う
の
で
す
。
ま
た
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
言
っ
て
い

る
「
勝
つ
」
と
い
う
言
葉
に
は
い
た
ず
ら
し
た
こ
と
を
謝
ら
せ
る
よ
り

も
、
嘘
を
つ
い
た
こ
と
を
反
省
さ
せ
る
、
生
徒
の
正
直
な
心
を
引
き
出

す
た
め
の
信
念
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
、
深
く
感
動
し
ま
し

た
。私

は
嘘
を
つ
く
こ
と
が
嫌
い
で
苦
手
で
す
。
思
っ
た
こ
と
を
す
ぐ
に

言
動
に
う
つ
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
似
て
い
る

の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
た
だ
私
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
自
分
の
中

の
ゆ
る
が
な
い
正
義
と
い
う
も
の
が
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

「
人
の
道
に
か
な
っ
て
い
て
正
し
い
こ
と
」
の
人
の
道
を
模
索
し
て
い

る
最
中
で
す
。自
分
で
は
良
か
れ
と
思
っ
た
発
言
が
人
を
傷
つ
け
た
り
、

個
人
の
意
見
と
集
団
の
意
見
が
違
っ
た
時
に
ど
ち
ら
へ
舵
を
切
る
か
悩

ん
だ
り
、
両
親
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
友
人
の
ア
ド
バ
イ
ス
の
違
い
に
戸
惑

う
こ
と
も
。
私
の
中
の
正
義
は
い
つ
も
不
安
定
で
、
周
囲
に
左
右
さ
れ

続
け
て
い
ま
す
。

で
も
、
今
回
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
読
ん
で
、
勝
つ
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
自
分
の
弱
い
気
持
ち
に
喝
を
入
れ
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
し
た
。
他
人
の
せ
い
、
状
況
の
せ
い
、
環
境
の
せ
い
に
せ
ず
、
確

固
と
し
た
自
己
を
持
ち
、
誰
に
も
嘘
を
つ
か
ず
に
生
き
る
こ
と
の
清
々

し
さ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
よ
う

に
、
い
つ
も
自
分
を
律
す
る
こ
と
は
ま
だ
私
に
は
難
し
い
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
、
自
分
の
信
じ
た
正
義
を
貫
く
勇
気
を
心
の
ど
こ
か
に
持
ち

続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

道
幅
が
分
か
ら
な
い
、
人
の
道
の
中
で
今
の
私
が
大
切
に
思
う
こ
と
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考
え
て
み
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
自
分
の
正
義
と
同
様
に
相
手
の
正
義

も
尊
重
す
る
こ
と
で
す
。
自
分
の
気
持
ち
に
嘘
を
つ
か
な
い
生
き
方
と

い
う
と
、
か
っ
こ
よ
く
聞
こ
え
ま
す
が
、
私
自
身
を
振
り
返
る
と
、
他

者
の
こ
と
を
考
え
ず
に
楽
を
し
て
い
る
だ
け
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い

か
、
ま
た
、
一
人
よ
が
り
の
正
義
が
争
い
を
生
む
、
と
い
う
こ
と
も
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

私
に
は
私
を
大
切
に
思
っ
て
く
れ
る
家
族
が
い
て
、
友
人
が
い
て
、

恩
師
が
い
ま
す
。
私
の
生
き
る
世
界
は
こ
れ
か
ら
少
し
ず
つ
大
き
く

な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。皆
の
中
に
あ
る
正
義
は
目
に
見
え
な
い
し
、

対
立
す
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
歩
み
寄
り
、
関
わ
る

こ
と
を
諦
め
な
い
で
生
き
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
私
が
解

釈
し
た
「
あ
し
た
勝
て
な
け
れ
ば
、
あ
さ
っ
て
勝
つ
。」
で
す
。

「
皆
の
中
に
あ
る
正
義
は
見
え
な
い
し
、
対
立
す
る
こ
と
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
歩
み
寄
り
、
関
わ
る
こ
と
を
諦
め
な

い
で
生
き
て
い
き
た
い
」
と
素
直
に
夏
目
漱
石
の
作
品
を
受
け
止

め
て
い
る
。

審
査
講
評

二
松
学
舎
大
学
賞

人
生
の
最
期
に

白
百
合
学
園
中
学
校　

１
年　
　
　



金か
な
い井　

綺あ
や
か花

作
品
名
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

選
ん
だ
一
行「

も
う
よ
そ
う
。
勝
手
に
す
る
が
い
い
。
が
り
が
り
は
こ
れ
限
り
御

免
蒙
る
よ
。」

「
も
う
よ
そ
う
。
勝
手
に
す
る
が
い
い
。
が
り
が
り
は
こ
れ
限
り
御
免

蒙
る
よ
。」

猫
が
そ
の
生
涯
を
閉
じ
よ
う
と
す
る
時
に
辿
り
着
い
た
境
地
、
そ
れ

こ
そ
が
こ
の
作
品
を
通
し
て
描
か
れ
て
き
た
人
間
た
ち
の
営
み
、思
い
、

苦
し
み
、
悩
み
、
そ
れ
ら
全
て
に
通
じ
る
答
え
で
あ
り
、
救
い
で
あ
る

よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

猫
を
通
し
て
客
観
的
に
、
時
に
は
寓
話
的
に
紡
が
れ
て
い
た
人
間
の

愚
か
し
い
が
愛
す
べ
き
行
動
、
そ
の
根
底
に
あ
る
考
え
や
思
惑
、
そ
ん

な
も
の
は
賢
く
な
っ
た
と
思
い
込
ん
で
い
る
人
間
た
ち
が
勝
手
に
作
り

出
し
、
こ
ね
く
り
回
し
て
い
る
児
戯
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
？
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そ
う
だ
と
す
る
と
、
生
き
て
い
る
意
味
は
？
悩
ん
で
い
る
意
味
は
？

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
終
わ
り
を
迎
え
る
そ
の
時
に
考
え
ら
れ
る
こ
と

で
も
答
え
が
で
る
も
の
で
も
な
く
、
最
後
は
成
り
行
き
に
任
せ
る
し
か

な
い
、
だ
か
ら
こ
そ
生
き
て
い
る
こ
の
時
間
に
寸
暇
を
惜
し
ん
で
考
え

る
必
要
が
あ
る
、
そ
の
よ
う
な
作
者
の
思
い
が
聞
こ
え
た
気
が
し
ま
し

た
。そ

れ
と
同
時
に
、
も
が
い
て
が
り
が
り
し
た
と
し
て
も
、
ど
う
し
よ

う
も
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
時
に
は
あ
き
ら
め
る
し
か
な
い
、
自

分
の
力
で
は
ど
う
に
も
出
来
な
い
こ
と
も
確
か
に
あ
る
、
と
読
者
に
訴

え
か
け
て
い
る
、そ
の
よ
う
な
一
文
で
も
あ
り
ま
す
。
猫
が
最
後
に「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
と
念
仏
を
唱
え
ま
す
が
、
神
頼
み
す
る
し
か
な
い
こ
と

も
あ
る
、
そ
れ
も
人
生
だ
よ
、
と
作
者
が
ニ
ヤ
リ
と
笑
っ
て
言
っ
て
い

る
よ
う
に
も
思
え
ま
し
た
。

こ
の
一
文
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
れ
ば
、
散
々
に
酔
っ
ぱ
ら
い
を
馬

鹿
に
し
て
い
た
猫
が
、
死
と
い
う
も
の
を
認
識
し
、
抵
抗
が
許
さ
れ
な

い
そ
の
不
条
理
に
耐
え
切
れ
ず
、
飲
み
残
し
の
ビ
ー
ル
を
舐
め
て
し

ま
っ
た
の
も
、
自
分
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
何
か
を
感
じ
た
故

で
あ
り
ま
し
た
。

人
生
（
猫
生
）
は
始
ま
っ
た
と
き
か
ら
終
わ
り
に
向
か
い
続
け
て
い

る
こ
と
、つ
ま
り
は
誰
し
も
が
死
ぬ
た
め
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

そ
れ
を
認
識
し
て
し
ま
い
空
虚
を
感
じ
た
猫
、
虚
無
へ
戻
っ
て
も
良
い

心
持
ち
に
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
実
際
に
水
の
中
に
落
ち
れ
ば
、
死
に

抗
う
よ
う
に
足
を
の
ば
し
た
り
、
飛
び
上
が
っ
て
み
た
り
、
必
死
に
生

を
掴
も
う
と
し
ま
し
た
。
必
死
の
苦
し
さ
の
中
、
こ
の
苦
し
さ
は
そ
れ

か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
生
じ
て
い
る
こ
と
を
悟
り
、
苦
し
み
か

ら
逃
れ
る
た
め
に
苦
し
む
、
そ
の
矛
盾
が
猫
を
穏
や
か
な
最
後
に
導
き

ま
し
た
。

猫
は
生
き
る
矛
盾
を
受
入
れ
、
そ
れ
に
逆
ら
わ
ず
念
仏
を
唱
え
ら
れ

ま
し
た
が
、人
間
は
ど
う
だ
ろ
う
？
私
は
ど
う
思
う
だ
ろ
う
？
猫
の「
南

無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀
仏
。
あ
り
が
た
い
あ
り
が
た
い
。」
の
境
地

に
は
ま
だ
ま
だ
辿
り
着
け
な
さ
そ
う
で
す
が
、
必
死
に
が
り
が
り
し
続

け
て
い
き
た
い
で
す
。

猫
の
人
間
世
界
に
対
す
る
俯
瞰
、
猫
の
死
に
対
す
る
達
観
を
充

分
咀
嚼
し
て
書
き
切
る
理
解
力
・
表
現
力
に
驚
い
た
。
恐
る
べ
き

相
対
主
義
的
思
考
だ
と
思
っ
た
。

審
査
講
評
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く
ま
も
と
賞

狂
気

暁
星
中
学
校　

３
年　
　
　



銭ぜ
に
た
に谷　

翔し
ょ
う

作
品
名
『
人
生
』

選
ん
だ
一
行二

点
を
求
め
得
て
之
を
通
過
す
る
直
線
の
方
向
を
知
る
と
は
幾
何
学

上
の
事
、
吾
人
の
行
為
は
二
点
を
知
り
三
点
を
知
り
、
重
ね
て
百
点

に
至
る
と
も
、
人
生
の
方
向
を
定
む
る
に
足
ら
ず

僕
は
夏
目
漱
石
の
作
品
「
人
生
」
の
中
の
一
文
「
二
点
を
求
め
得
て

之
を
通
過
す
る
直
線
の
方
向
を
知
る
と
は
幾
何
学
上
の
事
、
吾
人
の
行

為
は
二
点
を
知
り
三
点
を
知
り
、
重
ね
て
百
点
に
至
る
と
も
、
人
生
の

方
向
を
定
む
る
に
足
ら
ず
」
が
今
で
も
心
に
残
っ
て
い
る
。

人
は
生
ま
れ
て
死
ぬ
。
人
生
と
は
そ
の
間
に
起
き
た
物
事
の
集
合
で

あ
る
。
し
か
し
、
世
界
に
は
数
十
億
人
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
人
の
特

徴
が
あ
っ
て
、そ
の
人
の
心
の
状
態
で
物
事
の
見
方
が
変
わ
っ
て
い
く
。

だ
か
ら
一
概
に
人
生
と
い
っ
て
も
、
人
の
人
生
を
勝
手
に
決
め
つ
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
夏
目
漱
石
は
小
説
が
こ
の
複
雑
な
人
生
の
一

側
面
を
描
き
、
我
々
に
一
つ
の
哲
学
的
な
教
訓
を
与
え
て
く
れ
る
も
の

だ
と
考
え
て
い
る
。
確
か
に
小
説
に
は
心
理
的
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い

る
も
の
や
、
直
感
的
に
理
解
で
き
る
物
事
が
多
く
、
人
生
の
大
部
分
は

こ
れ
ら
が
占
め
て
い
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
人
生
に
は
何
ら
か
の
理

由
で
自
分
の
理
性
で
は
制
御
で
き
ず
自
分
が
自
分
で
は
な
い
よ
う
な
状

態
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
。
夏
目
漱
石
は
作
中
で
こ
れ
を
「
狂
気
」
と
呼

ん
で
い
る
。「
人
間
の
行
為
は
良
心
の
制
裁
を
受
け
、
意
思
の
主
宰
に

従
ふ
」
と
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
通
常
、
人
は
善
悪
に
判
断
が
つ
き
、

そ
の
人
の
意
思
で
行
動
す
る
。
し
か
し
何
か
異
常
な
こ
と
が
起
こ
っ
た

り
す
る
と
人
は
意
図
し
な
い
行
動
を
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
誰
に
で
も

起
こ
り
う
る
こ
と
で
、
ど
れ
だ
け
冷
静
沈
着
な
人
で
あ
っ
て
も
気
を
取

り
乱
す
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
れ
だ
け
自
分
の
心
理
状
況
を
理
解

し
よ
う
と
も
自
分
の
人
生
を
操
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
だ
。
そ
れ
が

夏
目
漱
石
の
言
い
た
か
っ
た
こ
と
だ
と
僕
は
思
う
。
ま
た
、
夏
目
漱
石

は
こ
の
「
狂
気
」
を
犯
罪
と
関
連
づ
け
て
い
る
。
人
は
何
か
を
犯
せ
ば

罰
が
下
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
が
た
め
何
も
罪
を
犯
さ
な
い
が
、
ひ

と
た
び
そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
己
の
感
情
に
任
せ
て
し

ま
う
。
他
に
も
天
災
と
関
連
付
け
て
い
て
、
こ
れ
が
人
間
の
意
思
で
は

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
神
の
意
思
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と
書

か
れ
て
い
る
。

夏
目
漱
石
は
「
狂
気
」
に
つ
い
て
「
険
吞
な
る
哉
」
と
綴
っ
て
い
る

が
、
本
当
に
「
剣
呑
」
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
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し
か
し
、
僕
は
こ
れ
は
人
生
の
無
限
の
可
能
性
を
表
し
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
僕
の
心
の
中
に
残
っ
て
い
る
「
二
点
を
求
め
得
て
之
を
通
過

す
る
直
線
の
方
向
を
知
る
と
は
幾
何
学
上
の
事
、
吾
人
の
行
為
は
二
点

を
知
り
三
点
を
知
り
、
重
ね
て
百
点
に
至
る
と
も
、
人
生
の
方
向
を
定

む
る
に
足
ら
ず
」
と
い
う
文
に
は
人
生
は
幾
何
学
と
は
違
い
、
ど
れ
だ

け
色
々
な
物
事
が
起
き
て
も
結
末
が
ど
う
な
る
か
は
誰
に
も
わ
か
ら
な

い
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
僕
は
解
釈
し
て
る
。
人
生
は
不
確

定
で
危
険
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
分
の
行
動
、
気
持
ち
次
第
で
は
い
い

方
向
に
進
む
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
僕
の
好

き
な
一
文
だ
。

中
学
生
が
「
人
生
」
を
読
ん
で
、「
人
間
の
行
為
は
良
心
の
制

裁
を
受
け
、意
思
の
主
宰
に
従
う
」
と
い
う
言
葉
を
受
け
止
め
て
、

「
ど
れ
だ
け
自
分
の
心
理
状
態
を
理
解
し
よ
う
と
も
自
分
の
人
生

を
操
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
」
に
気
づ
い
た
こ
と
が
素
晴
ら
し

い
感
性
で
あ
る
。

審
査
講
評

佳

作

今
に
も
生
き
る
義
理
と
人
情学

習
院
女
子
中
等
科　

２
年　
　
　



川か
わ
む
ら村　

響き
ょ
う
こ子

作
品
名
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

選
ん
だ
一
行履

歴
な
ん
か
構
う
も
ん
で
す
か
、
履
歴
よ
り
義
理
が
大
切
で
す

こ
の
一
行
は
主
人
公
の
無
鉄
砲
さ
と
義
理
堅
さ
の
両
方
を
よ
く
表
し

て
い
て
印
象
的
だ
っ
た
。
今
後
も
教
師
を
続
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
と

え
不
満
が
あ
っ
て
も
経
歴
に
傷
を
つ
け
な
い
よ
う
に
が
ま
ん
す
る
の
が

普
通
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
主
人
公
は
退
職
に
追
い
込
ま
れ
た
味
方
の
山

嵐
へ
の
義
理
と
人
情
を
優
先
し
て
、
松
山
で
教
師
に
な
っ
て
一
か
月
し

か
経
っ
て
い
な
い
の
に
自
ら
も
辞
表
を
出
し
て
退
職
し
て
し
ま
っ
た
。

主
人
公
は
冒
頭
に
あ
る
通
り
無
鉄
砲
の
お
か
げ
で
損
ば
か
り
し
て
い
る

よ
う
だ
が
、
山
嵐
と
一
緒
に
松
山
を
離
れ
る
際
に
「
船
が
岸
を
去
れ
ば

去
る
ほ
ど
い
い
心
持
ち
が
し
た
。」
と
あ
り
、
主
人
公
本
人
は
そ
う
い

う
生
き
方
に
後
悔
は
な
さ
そ
う
だ
。

ま
た
、
主
人
公
は
東
京
に
戻
っ
て
か
ら
、
愛
情
を
か
け
て
育
て
て
く
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た
下
女
の
清
を
引
き
取
っ
て
一
緒
に
暮
ら
し
お
墓
ま
で
世
話
し
て
あ

げ
た
と
こ
ろ
も
義
理
堅
い
。
主
人
公
は
就
職
し
て
初
め
て
世
間
に
出
て

ひ
き
ょ
う
な
目
に
あ
い
、
清
の
真
っ
直
ぐ
な
愛
情
や
親
切
の
あ
り
が
た

さ
に
改
め
て
気
づ
い
た
。
兄
ば
か
り
ひ
い
き
す
る
実
の
両
親
に
可
愛
が

ら
れ
な
か
っ
た
主
人
公
が
ひ
ね
く
れ
ず
に
真
っ
直
ぐ
な
気
性
に
育
っ
た

の
は
、
清
が
愛
情
深
く
育
て
て
く
れ
た
お
か
げ
だ
と
思
う
。

日
本
人
が
義
理
と
人
情
を
大
切
に
す
る
と
こ
ろ
は
昔
か
ら
変
わ
っ
て

い
な
い
よ
う
だ
。
主
人
公
が
た
だ
単
に
無
鉄
砲
で
喧
嘩
早
い
だ
け
の
人

物
な
ら
、
こ
の
作
品
は
こ
こ
ま
で
長
く
愛
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
最
後
は
主
人
公
を
お
と
し
い
れ
よ
う
と
し
た
赤
シ
ャ
ツ
と
野
だ

に
一
矢
報
い
る
と
こ
ろ
も
ス
カ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
物
語
で
あ
る
。

主
人
公
は
お
堅
い
教
師
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
っ
て
と
て
も
素
直
で
人

間
ら
し
い
愛
す
べ
き
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
清
が
主
人
公
を
坊
っ

ち
ゃ
ん
と
呼
ん
で
育
て
た
が
、
主
人
公
は
自
分
の
こ
と
を
坊
っ
ち
ゃ
ん

ら
し
い
と
は
全
く
思
っ
て
い
な
い
様
子
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
主
人
公

を
お
と
し
い
れ
た
赤
シ
ャ
ツ
と
野
だ
が
主
人
公
を
「
べ
ら
ん
め
え
の

坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
後
で
知
る
。
主
人
公
は
同
僚
の

教
師
た
ち
一
人
一
人
に
勝
手
に
あ
だ
名
を
つ
け
て
人
間
観
察
を
楽
し
ん

で
い
た
が
、
実
は
自
分
に
も
あ
だ
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
清

に
呼
ば
れ
て
い
た
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
同
じ
で
、作
品
の
題
名
に
も
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
東
京
生
ま
れ
東
京
育
ち
で
世
間
知
ら
ず
の

真
っ
直
ぐ
な
気
性
が
に
じ
み
出
て
い
て
、
先
輩
の
教
師
た
ち
か
ら
見
て

も
坊
っ
ち
ゃ
ん
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
つ
け
ら
れ
た
あ
だ
名
な
の
だ
ろ

う
。こ

の
作
品
に
は
長
く
愛
さ
れ
る
要
素
が
色
々
詰
ま
っ
て
い
る
。
目
先

の
損
得
ば
か
り
考
え
て
他
人
を
お
と
し
い
れ
て
自
分
さ
え
良
け
れ
ば
い

い
と
い
う
考
え
方
で
は
、い
つ
か
し
っ
ぺ
返
し
が
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

主
人
公
の
よ
う
に
大
切
に
思
う
人
に
対
し
て
真
っ
直
ぐ
に
誠
実
で
あ
れ

ば
自
分
と
し
て
後
ろ
め
た
い
こ
と
も
な
く
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
だ
ろ
う
。

人
と
の
長
い
信
頼
関
係
を
築
く
に
は
義
理
と
人
情
を
守
る
こ
と
が
大
切

な
の
だ
と
思
う
。
私
も
家
族
や
周
囲
の
人
と
の
信
頼
関
係
を
大
切
に
し

て
生
き
て
い
き
た
い
。



30

中
学
生
の
部

中
学
生
の
部

佳

作

漱
石
の
描
く
石
地
蔵

暁
星
中
学
校　

３
年　
　
　



河か
わ
い井　

一い
っ
さ桜

作
品
名
『
夢
十
夜
』

選
ん
だ
一
行お

れ
は
人
殺
で
あ
っ
た
ん
だ
な
と
初
め
て
気
が
つ
い
た
途
端
に
、
背

中
の
子
が
急
に
石
地
蔵
の
よ
う
に
重
く
な
っ
た
。

僕
が
選
ん
だ
漱
石
の
一
行
は
、「
お
れ
は
人
殺
で
あ
っ
た
ん
だ
な
と

初
め
て
気
が
つ
い
た
途
端
に
、
背
中
の
子
が
急
に
石
地
蔵
の
よ
う
に
重

く
な
っ
た
」
で
す
。

こ
の
一
文
は
夢
十
夜
の
第
三
夜
の
ラ
ス
ト
の
一
行
で
す
。
こ
の
作
文

を
書
く
に
あ
た
り
調
べ
て
み
て
わ
か
っ
た
の
で
す
が
、
漱
石
は
若
い
こ

ろ
か
ら
神
経
衰
弱
を
患
っ
て
お
り
、
心
の
リ
ハ
ビ
リ
の
た
め
に
書
き
始

め
た
の
が
小
説
だ
そ
う
で
す
。漱
石
の
中
に
あ
る
不
安
や
恐
怖
な
ど
が
、

夢
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
の
夢
十
夜
が
印
象
に
残
り
ま
し

た
。
そ
の
中
で
も
特
に
ホ
ラ
ー
テ
イ
ス
ト
な
の
が
、こ
の
第
三
夜
で
す
。

子
ど
も
を
背
負
い
な
が
ら
田
圃
を
歩
い
て
い
た
自
分
は
、
盲
目
で
あ

る
そ
の
我
子
か
ら
衝
撃
の
事
実
を
告
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
事
実
と
は
自

分
が
百
年
前
の
こ
ん
な
闇
の
晩
に
一
人
の
盲
目
を
殺
し
た
事
。
そ
の
事

実
に
気
が
つ
い
た
途
端
、
背
中
の
子
が
石
地
蔵
の
よ
う
に
重
く
な
る
。

そ
の
あ
と
、
冒
頭
の
一
行
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

僕
の
思
う
第
三
夜
の
見
ど
こ
ろ
は
奇
妙
な
子
供
に
翻
弄
さ
れ
る
「
自

分
」
の
焦
燥
感
だ
と
思
い
ま
す
。
親
で
あ
る
「
自
分
」
の
問
い
か
け
に

子
供
は
、
な
に
昔
か
ら
さ
と
答
え
ま
す
。
ま
だ
六
歳
し
か
生
き
て
な
い

子
供
が
昔
か
ら
な
ど
と
返
答
す
る
の
に
も
違
和
感
を
覚
え
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
こ
の
第
三
夜
で
は
子
供
の
異
常
さ
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
ま
だ
ま
だ
子
供
の
無
気
味
さ
は
続
き
ま
す
。
子
供
は
盲
目
の
は
ず
な

の
に
予
知
め
い
た
こ
と
ま
で
し
始
め
ま
す
。「
自
分
」
も
少
し
怖
く
な

り
も
う
こ
ん
な
子
供
は
ど
こ
か
へ
捨
て
て
し
ま
お
う
と
、
焦
り
始
め
ま

す
。そ

し
て
「
自
分
」
は
森
の
中
に
迷
い
込
み
、
一
本
の
杉
の
木
の
前
で

つ
い
に
思
い
出
し
ま
す
。「
自
分
」
は
こ
れ
ま
で
子
供
が
何
か
を
言
っ

て
も
た
だ
無
気
味
そ
う
に
す
る
だ
け
で
し
た
が
、
ラ
ス
ト
の
こ
の
場
面

で
は
子
供
の
「
御
父
さ
ん
、そ
の
杉
の
根
の
処
だ
っ
た
ね
」
に
対
し
「
う

ん
、
そ
う
だ
」
と
思
わ
ず
口
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
自
分
の
罪

に
気
が
つ
い
た
時
、
子
供
が
石
地
蔵
の
よ
う
に
重
く
な
り
ま
す
。
い
っ

た
い
ど
う
し
て
、
子
供
は
重
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
僕
が
考
え
る

に
、「
自
分
」
が
人
殺
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
こ
と
で
罪
の
意
識
が

重
た
く
の
し
か
か
っ
て
き
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
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ま
た
、
実
は
物
語
の
中
盤
で
子
供
自
身
が
重
た
く
な
る
こ
と
を
予
言

し
て
い
ま
す
。
子
供
が
「
御
父
さ
ん
、重
い
か
い
」
と
聞
い
た
の
で
、「
重

か
あ
な
い
」
と
答
え
る
と
「
今
に
重
く
な
る
よ
」
と
答
え
ま
し
た
。
第

三
夜
の
真
相
を
す
べ
て
知
っ
た
う
え
で
こ
の
、「
今
に
重
く
な
る
よ
」

を
読
む
と
ま
る
で
「
今
に
お
前
は
罪
の
重
さ
を
思
い
出
す
よ
」
と
言
っ

て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。
背
中
の
子
供
と
い
う
要
素
を
使
っ

て
、「
自
分
」
に
罪
の
重
さ
を
体
感
さ
せ
る
と
い
う
秀
逸
な
技
法
に
漱

石
ら
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
本
文
に
は
書
か
れ
な
か
っ
た
「
自
分
」
の

そ
の
後
を
想
像
す
る
と
、
後
味
の
悪
さ
を
覚
え
ま
す
が
、
其
れ
も
含
め

て
、
こ
の
第
三
夜
の
魅
力
だ
な
と
思
い
ま
す
。

佳

作

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
読
ん
で

暁
星
中
学
校　

２
年　
　
　



篠し
の
は
ら原　

将ま
さ
と人

作
品
名
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

選
ん
だ
一
行船

が
岸
を
去
れ
ば
去
る
ほ
ど
い
い
心
持
ち
が
し
た
。

僕
は
夏
目
漱
石
の
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
読
み
ま
し
た
。
こ
の
本
に
は
、

坊
っ
ち
ゃ
ん
の
セ
リ
フ
の
中
に
、
多
く
の
心
に
残
る
文
章
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
中
で
も
、
僕
が
一
番
心
に
残
っ
た
一
文
は
、「
船
が
岸
を
去

れ
ば
去
る
ほ
ど
い
い
心
持
ち
が
し
た
。」
で
し
た
。

坊
っ
ち
ゃ
ん
は
小
さ
い
頃
か
ら
よ
く
喧
嘩
を
し
て
周
り
に
い
る
大
人

は
あ
き
れ
て
い
ま
し
た
が
、
喧
嘩
を
す
る
理
由
は
、
曲
が
っ
た
こ
と
が

嫌
い
で
損
を
す
る
と
分
か
っ
て
い
て
も
向
か
っ
て
い
く
性
格
だ
っ
た
か

ら
で
す
。
そ
れ
は
大
人
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
ず
、
学
校
の
先
生
に
な
っ

て
も
、
曲
が
っ
た
こ
と
が
嫌
い
で
ま
っ
す
ぐ
に
物
を
見
て
、
正
し
い
こ

と
を
貫
い
て
い
ま
し
た
。

非
常
に
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
生
徒
た
ち
に
対
し
て
も
同
僚
や
上
司
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先
生
に
対
し
て
も
、
人
か
ら
言
わ
れ
た
噂
話
で
は
な
く
、
坊
っ
ち
ゃ

ん
自
身
が
自
分
の
目
で
見
た
こ
と
を
信
じ
る
と
い
う
部
分
で
す
。
最
初

に
そ
の
人
の
印
象
を
植
え
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
人
は
ど
う
し
て
も

そ
う
い
っ
た
枠
で
人
を
見
て
判
断
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
坊
っ

ち
ゃ
ん
は
そ
れ
を
し
ま
せ
ん
。
自
分
が
そ
の
人
と
ど
う
話
し
、
ど
う
感

じ
た
か
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
僕
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
人
と
知

り
合
い
、そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
多
く
の
人
と
出
会
い
ま
す
が
、坊
っ
ち
ゃ

ん
の
よ
う
に
、
自
分
の
目
で
見
て
感
じ
た
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
、赤
シ
ャ
ツ
の
陰
謀
で
陥
れ
ら
れ
て
し
ま
い
、

同
僚
で
あ
り
友
人
の
山
嵐
が
責
任
を
取
り
教
師
を
辞
め
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。そ
の
時
ま
で
は
、先
々
を
考
え
様
子
を
見
て
き
た
坊
っ

ち
ゃ
ん
で
し
た
が
、
つ
い
に
抑
え
き
れ
ず
、
山
嵐
と
一
緒
に
赤
シ
ャ
ツ

と
直
接
対
決
す
る
こ
と
を
決
め
ま
す
。
僕
は
、
自
分
の
こ
と
よ
り
友
人

を
大
切
に
思
い
行
動
す
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
か
っ
こ
い
い
と
思
い
ま
し

た
。
そ
し
て
赤
シ
ャ
ツ
を
や
っ
つ
け
た
後
に
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
も
辞
表
を

出
し
、
学
校
か
ら
去
り
ま
す
。

僕
が
一
番
印
象
に
残
っ
た
一
文
は
そ
の
時
の
も
の
で
す
が
、
状
況
と

し
て
は
、
赤
シ
ャ
ツ
を
や
っ
つ
け
た
も
の
の
、
学
校
を
辞
め
る
こ
と
に

な
っ
た
の
は
山
嵐
と
坊
っ
ち
ゃ
ん
で
、
赤
シ
ャ
ツ
か
ら
謝
罪
が
あ
っ
た

わ
け
で
も
な
い
の
で
、
結
局
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
負
け
た
と
も
い
え
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
も
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、
後
悔
を
せ
ず
、
自
分

の
意
志
を
貫
き
通
し
、
権
力
や
お
金
を
持
っ
て
い
る
も
の
が
勝
つ
と
い

う
世
の
中
の
流
れ
か
ら
あ
ら
が
お
う
と
し
た
勇
敢
な
姿
に
僕
は
心
を
打

た
れ
ま
し
た
。

人
は
常
に
誰
か
と
接
し
、
状
況
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
い
く
中

で
、
自
分
の
気
持
ち
に
常
に
正
直
で
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
維
持
し
貫
く

と
い
う
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
と
僕
は
思
い
ま
す
。「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

を
読
ん
で
、
そ
ん
な
風
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
か
っ

こ
よ
く
も
あ
り
、う
ら
や
ま
し
い
と
も
感
じ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
少
し
、

坊
っ
ち
ゃ
ん
を
意
識
し
て
、
自
分
の
意
志
や
思
い
を
大
切
に
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
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作

そ
れ
ぞ
れ
の
新
し
い
世
界

白
百
合
学
園
中
学
校　

１
年　
　
　



古こ

が賀　

あ
さ
美み

作
品
名
『
三
四
郎
』

選
ん
だ
一
行そ

の
時
ポ
ン
チ
画
の
男
は
、
死
ん
だ
小
泉
八
雲
先
生
は
教
員
控
室
へ

這
入
る
の
が
嫌
で
講
義
が
済
む
と
い
つ
で
も
こ
の
周
囲
を
ぐ
る
ぐ
る

廻
っ
て
あ
る
い
た
ん
だ
と
、
あ
た
か
も
小
泉
先
生
に
教
わ
っ
た
様
な

事
を
云
っ
た
。

私
は
、
現
在
ま
で
ず
っ
と
新
宿
区
で
成
長
し
て
き
た
。
幼
い
頃
か
ら

夏
目
漱
石
生
誕
の
地
の
碑
や
、
夏
目
坂
。
そ
れ
か
ら
小
泉
八
雲
旧
居
跡

な
ど
が
近
所
に
あ
り
、
何
の
気
な
く
眺
め
て
い
た
。
そ
し
て
ち
ょ
う
ど

熊
本
に
も
縁
が
あ
り
、
熊
本
に
訪
れ
た
際
に
、
漱
石
旧
居
や
八
雲
旧
居

が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
興
味
を
持
っ
て
観
に
行
っ
た
。
そ
れ
を
き
っ
か

け
に
漱
石
と
八
雲
に
も
運
命
的
な
縁
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

元
々
有
名
な
話
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
十
七
歳
も
の
年
齢
差
の
あ
る
二

人
。
熊
本
の
第
五
高
等
学
校
の
講
師
と
し
て
、
八
雲
の
後
任
を
漱
石
が

任
さ
れ
る
。
漱
石
は
英
国
留
学
を
経
て
、
ま
た
八
雲
の
後
任
と
し
て
東

京
帝
国
大
学
の
講
師
と
な
る
。
同
じ
立
場
で
教
え
て
い
た
の
だ
か
ら
旧

居
が
近
く
に
あ
る
の
も
、
そ
れ
は
当
然
で
あ
っ
た
。
だ
が
し
か
し
、
二

度
も
赴
任
先
を
同
じ
く
し
て
、
し
か
も
前
任
、
後
任
が
二
回
重
な
る
と

い
う
の
は
や
は
り
運
命
的
な
も
の
を
感
じ
る
。

漱
石
は
八
雲
の
後
任
と
な
る
こ
と
に
恐
縮
し
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の

オ
マ
ー
ジ
ュ
な
の
か
「
三
四
郎
」
に
も
「
そ
の
時
ポ
ン
チ
画
の
男
は
、

死
ん
だ
小
泉
八
雲
先
生
は
教
員
控
室
へ
這
入
る
の
が
嫌
で
講
義
が
済
む

と
い
つ
で
も
こ
の
周
囲
を
ぐ
る
ぐ
る
廻
っ
て
あ
る
い
た
ん
だ
と
、
あ
た

か
も
小
泉
先
生
に
教
わ
っ
た
様
な
事
を
云
っ
た
。」
と
い
う
く
だ
り
が

あ
る
。
こ
れ
は
三
四
郎
が
大
学
で
出
会
い
、
友
人
と
な
っ
た
与
次
郎
の

言
葉
で
あ
る
が
、こ
の
風
変
わ
り
な
与
次
郎
を
含
め
て
三
四
郎
は
広
田
、

野
々
宮
、
原
口
な
ど
自
分
の
信
じ
る
学
問
を
突
き
詰
め
て
生
き
る
人
達

と
出
会
う
。

周
り
の
人
物
を
み
な
虜
に
す
る
魅
力
的
な
美
禰
子
に
三
四
郎
は
恋
心

を
抱
く
が
、結
局
そ
の
想
い
は
実
ら
な
い
。
時
々
届
く
母
の
手
紙
か
ら
、

母
親
は
三
四
郎
が
三
輪
田
の
御
光
さ
ん
と
結
婚
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

三
四
郎
は
こ
れ
ら
の
人
物
と
触
れ
合
う
中
で
「
三
つ
の
世
界
」
が
出

来
た
と
い
う
。学
問
の
追
求
に
関
し
て
は
憧
れ
も
あ
っ
た
か
と
思
う
が
、

母
や
御
光
さ
ん
の
よ
う
な
純
朴
な
女
性
ば
か
り
で
な
く
、
知
的
で
社
交

的
な
女
性
達
が
存
在
す
る
こ
と
。
三
四
郎
が
都
会
に
馴
染
む
に
つ
れ
て
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じ
た
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
冷
静
に
判
断
し
て
い
る
の
が
面
白

い
。
文
体
は
難
し
い
が
、
少
し
大
人
の
ア
オ
ハ
ル
を
読
ん
で
い
る
よ
う

で
、
映
画
を
観
て
い
る
よ
う
に
読
ん
で
し
ま
っ
た
。

作
中
の
「
九
段
の
燈
明
台
」
や
「
九
段
の
上
の
銅
像
」
な
ど
、
こ
れ

ら
は
現
在
も
健
在
で
、私
も
通
学
路
で
毎
日
見
か
け
る
も
の
で
あ
る
が
、

三
四
郎
、
ひ
い
て
は
漱
石
も
よ
く
見
か
け
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思

う
と
更
に
親
近
感
を
も
っ
た
。

漱
石
と
八
雲
は
こ
れ
ま
た
揃
っ
て
「
雑
司
ヶ
谷
」
で
眠
っ
て
い
る
。

正
直
、
今
ま
で
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
て
近
代
日
本
の
名
作
を
避
け
て
き
た

私
で
あ
っ
た
が
、
今
回
初
め
て
「
三
四
郎
」
を
手
に
と
り
、
幼
い
頃
か

ら
少
し
ず
つ
、「
読
ん
で
ご
ら
ん
。
面
白
い
よ
。」
と
文
豪
二
人
に
手
招

き
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
気
さ
え
し
て
い
る
。
三
四
郎
も
新
し
い
世
界
が

出
来
た
訳
だ
が
、
私
も
ま
た
新
し
い
世
界
に
引
き
込
ま
れ
た
よ
う
だ
。

佳

作

三
四
郎
の
成
長

千
代
田
区
立
九
段
中
等
教
育
学
校　

３
年　
　
　



鈴す
ず
き木　

凛り

こ子

作
品
名
『
三
四
郎
』

選
ん
だ
一
行女

は
こ
の
夕
日
に
向
い
て
立
っ
て
い
た
。
三
四
郎
の
し
ゃ
が
ん
で
い

る
低
い
陰
か
ら
見
る
と
岡
の
上
は
大
変
明
る
い
。

こ
の
本
を
読
み
、
私
の
心
に
残
っ
た
の
は
「
女
は
こ
の
夕
日
に
向
い

て
立
っ
て
い
た
。
三
四
郎
の
し
ゃ
が
ん
で
い
る
低
い
陰
か
ら
見
る
と
岡

の
上
は
大
変
明
る
い
。」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
四
郎
が
初

め
て
美
禰
子
と
出
会
う
場
面
だ
。
私
が
な
ぜ
こ
の
文
を
選
ん
だ
か
と
い

う
と
、
美
禰
子
と
三
四
郎
と
の
対
比
と
だ
ん
だ
ん
と
東
京
に
馴
染
ん
で

い
く
三
四
郎
の
成
長
を
読
み
返
し
た
と
き
に
感
じ
ら
れ
た
文
章
で
あ
っ

た
か
ら
だ
。

夕
日
を
浴
び
て
明
る
く
光
る
女
、
美
禰
子
と
陰
で
し
ゃ
が
ん
で
い
て

暗
く
な
っ
て
い
る
三
四
郎
の
対
比
が
印
象
的
な
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は

物
語
の
初
め
の
方
で
あ
り
、
三
四
郎
は
九
州
か
ら
上
京
し
て
き
た
ば
か
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で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
こ
の
対
比
と
い
う
の
は
東
京
で
過
ご

し
て
き
て
、
文
化
や
雰
囲
気
な
ど
と
い
っ
た
も
の
に
染
ま
っ
て
い
る
美

禰
子
と
東
京
に
な
れ
て
お
ら
ず
、
染
ま
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
三
四

郎
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
三
四
郎
は
こ
の
後
、
様
々
な
人
と
出
会
い
、
様
々
な
経
験
を

通
し
て
東
京
に
つ
い
て
学
ん
で
い
く
こ
と
で
だ
ん
だ
ん
と
馴
染
ん
で
い

く
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
文
章
は
東
京
に
馴
染
ん
で
い
っ
た
後

の
三
四
郎
と
馴
染
む
前
の
三
四
郎
を
比
較
で
き
る
文
章
で
も
あ
る
。

東
京
で
暮
ら
し
て
い
き
な
が
ら
成
長
し
て
い
く
と
い
う
の
が
本
の
中

で
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
私
た
ち
が
生
活
す
る
中
で
も
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
人
は
い
つ
も
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
だ

け
で
は
新
し
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
う
。
新
し
い
環
境

や
人
間
関
係
の
中
で
様
々
な
こ
と
に
挑
戦
し
て
成
長
で
き
る
の
で
あ

る
。
こ
の
物
語
で
三
四
郎
が
新
し
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
は

九
州
か
ら
東
京
に
行
く
と
い
う
挑
戦
を
し
て
、
様
々
な
人
と
出
会
い
、

考
え
方
や
生
き
方
を
た
く
さ
ん
学
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
私
が
引
っ
越
し
を
し
た
と
き
の

こ
と
を
思
い
出
し
た
。
引
っ
越
し
を
し
た
ば
か
り
の
と
き
は
新
し
い
環

境
や
人
間
関
係
に
戸
惑
い
、
上
手
く
や
っ
て
い
け
る
か
不
安
だ
っ
た
。

し
か
し
、
過
ご
し
て
い
く
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
と
慣
れ
て
い
く
こ
と
が
で

き
た
。引
っ
越
し
を
し
な
け
れ
ば
出
会
え
な
か
っ
た
人
と
出
会
え
た
り
、

地
域
に
よ
る
違
い
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
り
と
新
し
い
経
験
を
す
る
こ

と
が
で
き
て
良
か
っ
た
と
思
う
。

三
四
郎
も
上
京
し
た
ば
か
り
は
環
境
や
文
化
の
違
い
に
戸
惑
っ
て
い

た
。
そ
れ
は
私
が
選
ん
だ
文
章
の
場
面
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
三
四
郎

は
新
し
い
こ
と
を
学
ぶ
た
め
に
挑
戦
し
た
の
だ
。
私
は
こ
の
物
語
を
読

ん
で
、
こ
れ
か
ら
先
も
様
々
な
こ
と
を
経
験
す
る
場
面
が
多
く
あ
る
と

思
う
が
新
し
い
こ
と
を
恐
れ
ず
に
知
り
た
い
、
学
び
た
い
と
い
っ
た
心

を
持
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
た
。
そ
し
て
、
三
四
郎
の
よ
う
に
何
か
の

経
験
を
通
し
て
成
長
し
て
い
き
た
い
。
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移
ろ
う
常
識

千
代
田
区
立
九
段
中
等
教
育
学
校　

３
年　
　
　



渡わ
た
な
べ辺　

葵あ
お
い

作
品
名
『
三
四
郎
』

選
ん
だ
一
行「

私
そ
ん
な
に
生
意
気
に
見
え
ま
す
か
」

「
私
そ
ん
な
に
生
意
気
に
見
え
ま
す
か
」

こ
れ
は
上
京
し
て
き
た
青
年
、
三
四
郎
と
の
会
話
で
、
美
禰
子
と
い

う
女
性
が
突
然
発
し
た
言
葉
だ
。

主
人
公
は
三
四
郎
だ
が
、
私
は
時
折
、
美
禰
子
が
真
の
主
人
公
で
あ

る
か
の
よ
う
に
錯
覚
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
美
禰
子
は
常
に
、
三
四
郎

を
翻
弄
す
る
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
三
四
郎

の
目
に
は
解
せ
な
い
行
動
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
彼
女
の
行
動
の
裏
に

は
、
彼
女
な
り
の
深
い
葛
藤
と
現
状
へ
の
救
い
を
求
め
る
思
い
が
隠
さ

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

美
禰
子
は
慣
習
通
り
、
家
族
に
勧
め
ら
れ
た
相
手
と
結
婚
す
る
こ
と

に
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
、
青
年
野
々
宮
、
三
四
郎
と
の
関
わ
り
を
持
ち

続
け
る
。
た
だ
、
ど
ち
ら
に
対
し
て
も
は
っ
き
り
と
好
意
を
見
せ
る
場

面
は
な
い
。
そ
の
一
連
の
行
動
か
ら
は
、
自
分
の
意
志
で
未
来
を
考
え

る
新
し
い
価
値
観
を
持
っ
た
女
性
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。
彼
女
は
明

治
時
代
の
社
会
の
風
潮
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
自
分
の
道
を
行
こ
う
と
、

生
き
方
を
模
索
し
て
い
た
の
だ
。

『
三
四
郎
』
に
は
、
明
治
時
代
の
自
由
恋
愛
や
個
人
主
義
が
高
ま
る

世
相
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
新
し
い
西
洋
の
価
値
観
で
あ
り
、

伝
統
的
な
日
本
の
価
値
観
と
は
対
立
す
る
も
の
だ
。当
時
の
日
本
で
は
、

親
や
家
族
が
決
め
た
相
手
と
結
婚
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
個
人
の

意
思
は
あ
ま
り
尊
重
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
時
代
に

も
自
由
恋
愛
を
求
め
る
動
き
が
広
が
り
始
め
て
い
た
の
だ
。

現
代
と
明
治
時
代
の
違
い
は
明
ら
か
だ
が
、
共
通
点
も
存
在
す
る
。

明
治
時
代
は
自
由
恋
愛
へ
の
反
発
が
あ
り
、
現
代
は
同
性
愛
な
ど
の
多

様
な
恋
愛
の
形
に
対
す
る
偏
見
が
あ
る
。

こ
こ
で
、時
代
と
共
に
移
り
変
わ
る
「
常
識
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

現
代
か
ら
見
る
と
明
治
時
代
の
常
識
に
は
多
く
の
疑
問
が
浮
か
ぶ
が
、

未
来
か
ら
見
た
現
代
も
同
じ
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
議

論
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
や
が
て
常
識
と
な
り
、
そ
の
議
論
が
あ
っ
た

こ
と
自
体
を
疑
問
に
思
わ
れ
る
よ
う
な
未
来
が
訪
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。こ

う
し
た
視
点
か
ら
見
る
と
、
美
禰
子
の
曖
昧
で
煮
え
切
ら
な
い
行

動
も
、
社
会
の
常
識
に
彼
女
な
り
に
立
ち
向
か
っ
て
い
た
姿
で
あ
る
よ
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に
映
る
。
た
だ
、彼
女
自
身
も
自
ら
の
本
当
の
想
い
が
分
か
ら
な
い
、

「
迷
え
る
子
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
迷
い
な
が
ら
も
進
む
姿
に
は
無

邪
気
さ
す
ら
あ
り
、
と
て
も
愛
お
し
い
。
と
は
い
え
、
実
際
の
と
こ
ろ
、

美
禰
子
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
。
そ

れ
で
も
、も
し
、三
四
郎
が
美
禰
子
の
想
い
に
気
付
け
て
い
た
ら
。
も
っ

と
自
由
な
時
代
だ
っ
た
ら
。
こ
う
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
だ
が
、

三
四
郎
は
そ
れ
を
理
解
で
き
る
ほ
ど
大
人
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。

こ
れ
は
確
か
に
、
切
な
い
す
れ
違
い
の
物
語
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

ど
こ
か
清
々
し
さ
ま
で
覚
え
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
純
粋
な
感
情
に
惹
か

れ
、
そ
の
成
長
に
期
待
、
喜
び
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

い
く
ら
困
難
に
思
え
る
こ
と
で
も
い
つ
か
は
理
解
を
得
ら
れ
る
。
そ

ん
な
希
望
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
『
三
四
郎
』。
こ
れ
は
、
時
代
を
超

え
て
少
数
派
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
物
語
な
の
で
あ
る
。

佳

作

信
念
を
貫
く

筑
波
大
学
附
属
中
学
校　

１
年　
　
　



荒あ
ら
い井　

雅も
と
か佳

作
品
名
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

選
ん
だ
一
行「

あ
な
た
が
い
う
こ
と
は
も
っ
と
も
で
す
が
、
ぼ
く
は
増
給
が
い
や

に
な
っ
た
ん
で
す
か
ら
、
ま
あ
、
こ
と
わ
り
ま
す
。
考
え
た
っ
て
お

な
じ
こ
と
で
す
。
さ
よ
う
な
ら
。」
と
い
い
す
て
て
、
門
を
で
た
。

赤
シ
ャ
ツ
に
呼
ば
れ
て
突
然
言
わ
れ
た
増
給
の
話
。
腑
に
落
ち
な
い

点
が
あ
る
も
の
の
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
一
度
承
諾
を
し
て
い
る
。
古
賀
君

の
転
勤
は
彼
が
望
ん
だ
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
増
給
の
話
を
受
け
入
れ

れ
ば
そ
の
場
を
丸
く
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ん
な
思
い
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
っ
て
も
突
然
の
う
ま
い
話
に
坊
っ
ち
ゃ
ん

は
気
が
気
で
な
ら
な
か
っ
た
。
夕
食
時
、
下
宿
の
お
ば
さ
ん
に
古
賀
君

の
転
勤
話
を
振
っ
て
い
る
。
赤
シ
ャ
ツ
の
話
に
は
裏
が
あ
る
に
違
い
な

い
。
話
好
き
な
お
ば
さ
ん
の
こ
と
だ
か
ら
き
っ
と
周
囲
か
ら
何
か
情
報

を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
判
断
を
し
た
た
め
だ
ろ
う
。
会
話
の
中
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、
古
賀
君
の
転
勤
は
彼
が
望
ん
だ
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
と
、

坊
っ
ち
ゃ
ん
は
そ
の
日
の
う
ち
に
赤
シ
ャ
ツ
の
家
に
押
し
か
け
増
給
の

撤
回
を
申
し
出
た
。
お
ば
さ
ん
の
止
め
の
言
葉
に
は
聞
く
耳
を
持
た
ず

自
分
の
意
思
を
突
き
通
し
た
の
だ
。
仲
間
が
悲
し
い
思
い
を
し
て
い
る

の
に
自
分
だ
け
懐
が
暖
か
く
な
る
の
は
良
く
な
い
。
金
や
威
力
で
人
間

の
心
を
買
お
う
と
し
て
い
る
赤
シ
ャ
ツ
の
手
段
が
人
と
し
て
許
せ
な

い
。
そ
の
思
い
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
心
を
動
か
し
増
給
を
断
る
決
断
に

至
っ
た
の
だ
と
私
は
思
う
。

以
前
、
下
女
の
清
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
こ
と
を
「
ま
っ
す
ぐ
で
、
よ
い

気
性
を
持
っ
て
お
り
、
欲
が
少
な
く
、
心
が
き
れ
い
だ
。」
と
褒
め
て

い
る
が
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
性
格
は
大
人
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た

こ
と
が
こ
の
行
動
か
ら
も
わ
か
る
。
生
活
環
境
が
人
間
形
成
に
影
響
す

る
と
言
わ
れ
る
が
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
無
鉄
砲
で
ま
っ
す
ぐ
で
感
情
的
な

部
分
は
父
親
か
ら
、
人
情
の
厚
さ
は
い
つ
も
優
し
く
接
し
て
く
れ
た
清

か
ら
学
ん
だ
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ
ん
な
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
自
分
の
信
念

を
貫
く
姿
に
私
は
感
銘
を
受
け
た
。

今
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
に
相
手
を
思
い
や
れ
る
人
、
善
悪
の
判
断

を
間
違
わ
ず
に
で
き
る
人
、
自
分
の
考
え
を
誰
に
で
も
言
う
勇
気
が
あ

る
人
は
ど
の
ぐ
ら
い
い
る
で
あ
ろ
う
か
？
私
は
お
金
に
関
す
る
ニ
ュ
ー

ス
を
耳
に
す
る
た
び
に
様
々
な
思
い
に
な
る
。
募
金
活
動
の
話
は
聞
い

て
い
て
笑
み
が
こ
ぼ
れ
、
私
に
も
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
と
心
が
動
く

が
、
一
方
で
残
念
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
話
を
聞
く

と
、
こ
れ
か
ら
の
未
来
に
不
安
を
感
じ
て
心
が
痛
む
。
祖
父
に
「
た
く

さ
ん
の
お
金
が
な
い
と
人
生
は
楽
し
め
な
い
の
か
。」
と
相
談
を
す
る

と
、
祖
父
は
笑
い
な
が
ら
「
人
生
を
恐
れ
て
は
い
け
な
い
。
人
生
に
必

要
な
の
は
、
勇
気
と
想
像
力
と
ほ
ん
の
少
し
の
お
金
だ
。」
と
い
う
チ

ャ
ッ
プ
リ
ン
の
言
葉
を
教
え
て
く
れ
た
。
驚
く
こ
と
に
坊
っ
ち
ゃ
ん
の

行
動
と
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
考
え
は
同
様
だ
っ
た
の
だ
。
お
金
は
あ
る
と

便
利
な
も
の
だ
が
欲
張
っ
て
は
い
け
な
い
。
私
は
周
囲
の
方
が
笑
顔
の

日
々
が
送
れ
る
よ
う
な
使
い
方
を
心
が
け
て
い
き
た
い
と
思
う
。

人
は
他
人
と
関
わ
り
合
い
、そ
し
て
支
え
合
い
な
が
ら
生
き
て
い
く
。

そ
の
中
で
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
に
正
義
を
貫
く
こ
と
が
難
し
い
時
も

あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
時
は
、
一
歩
下
が
っ
て
考
え
て
、
一
歩
踏
み

出
す
勇
気
が
あ
れ
ば
道
を
誤
ら
ず
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
正

義
を
貫
く
こ
と
は
多
く
の
人
の
幸
せ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
私
は
信
じ

て
い
る
。
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佳

作

心
の
音

長
野
清
泉
女
学
院
中
学
校　

１
年　
　
　



山や
ま
じ路　

小さ

ゆ

り
百
合

作
品
名
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

選
ん
だ
一
行「

の
ん
き
と
見
え
る
人
々
も
、
心
の
底
を
た
た
い
て
み
る
と
、
ど
こ

か
悲
し
い
音
が
す
る
。」

「
の
ん
き
と
見
え
る
人
々
も
、
心
の
底
を
た
た
い
て
み
る
と
、
ど
こ

か
悲
し
い
音
が
す
る
。」

私
が
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
読
ん
で
、
一
番
心
に
残
っ
た
の
は
、

こ
の
本
の
終
盤
に
出
て
く
る
こ
の
一
文
で
す
。
こ
れ
は
、
中
学
の
英
語

教
師
で
あ
る
苦
沙
弥
先
生
の
も
と
へ
集
ま
っ
た
、
美
学
者
の
迷
亭
、
哲

学
者
の
独
仙
、
理
学
者
の
寒
月
、
新
体
詩
人
の
東
風
が
、
い
つ
も
の
よ

う
に
言
い
た
い
放
題
に
話
を
楽
し
ん
で
帰
っ
た
後
、
寂
し
く
な
っ
た
座

敷
で
吾
輩
が
口
に
し
た
言
葉
で
す
。
こ
こ
に
は
、
気
楽
に
生
き
て
い
る

よ
う
に
見
え
て
い
て
も
、
実
際
に
は
、
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
に
寂
し
さ
や

悲
し
み
や
苦
し
み
を
抱
え
て
い
て
、
決
し
て
の
ん
き
に
生
き
て
い
る
訳

で
は
な
い
と
い
う
人
間
に
対
す
る
吾
輩
の
鋭
い
洞
察
力
が
表
れ
て
い

て
、
と
て
も
深
い
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。

私
自
身
、周
囲
の
人
か
ら
「
何
も
悩
み
が
な
さ
そ
う
で
い
い
ね
。」「
あ

な
た
は
の
ん
き
者
ね
。」「
辛
い
経
験
な
ん
て
し
た
こ
と
が
な
い
で

し
ょ
。」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
何
度
も
あ
り
ま
す
。
出
来
る
だ
け
笑
顔

で
過
ご
そ
う
と
努
力
し
て
い
る
の
で
、
確
か
に
、
幸
せ
そ
う
に
見
え
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
違
い
ま
す
。
の
ん
き

そ
う
に
笑
っ
て
い
て
も
、
心
の
中
で
は
泣
い
て
い
た
り
、
人
に
は
言
え

な
い
悩
み
を
抱
え
て
苦
し
ん
で
い
た
り
、
辛
い
こ
と
や
悲
し
い
こ
と
は

数
え
切
れ
な
い
程
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
の
ん
き
と
見
え
る
人
々
も
、
心

の
底
を
た
た
い
て
み
る
と
、
ど
こ
か
悲
し
い
音
が
す
る
。」
と
い
う
言

葉
は
、
ま
さ
に
私
の
気
持
ち
に
ぴ
っ
た
り
で
、
思
わ
ず
吾
輩
に
拍
手
を

送
り
た
く
な
り
ま
し
た
。

表
面
だ
け
で
人
を
判
断
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
付
き
合
い
や
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
上
で
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
す
。
笑
っ
て

い
る
か
ら
楽
し
い
、
泣
い
て
い
る
か
ら
悲
し
い
で
は
な
く
、
そ
の
人
の

心
の
奥
底
に
隠
さ
れ
た
本
当
の
気
持
ち
を
汲
み
と
る
こ
と
が
何
よ
り
重

要
だ
と
思
い
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
の
社
会
で
は
表
面
的
な
付

き
合
い
が
多
く
な
り
、
本
質
を
見
よ
う
と
し
な
い
人
が
多
す
ぎ
ま
す
。

あ
の
人
に
も
き
っ
と
色
々
あ
る
は
ず
、
本
当
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
と
相

手
の
心
の
底
を
思
い
や
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
人
と
の
付
き
合
い
方
が

大
き
く
変
わ
り
、一
人
ひ
と
り
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
が
変
わ
れ
ば
、
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会
や
国
、そ
し
て
世
界
も
大
き
く
変
わ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

夏
目
漱
石
は
、
猫
の
目
を
通
し
て
、
私
た
ち
に
人
間
が
い
か
に
愚
か
な

存
在
で
あ
る
か
を
気
付
か
せ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

私
は
、
こ
の
本
か
ら
学
ん
だ
沢
山
の
こ
と
と
「
の
ん
き
と
見
え
る
人

々
も
、
心
の
底
を
た
た
い
て
み
る
と
、
ど
こ
か
悲
し
い
音
が
す
る
。」

と
い
う
言
葉
を
教
訓
に
、
相
手
の
「
心
の
底
」
を
汲
み
と
れ
る
人
に
な

り
た
い
で
す
。
そ
し
て
、
ま
た
素
敵
な
言
葉
に
出
会
え
る
よ
う
、
夏
目

漱
石
の
本
に
触
れ
る
機
会
を
持
ち
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

佳

作

吾
輩
は
猫
で
あ
る
の
時
代
と
現
代

文
京
区
立
第
一
中
学
校　

３
年　
　
　



藤ふ
じ
お
か岡　

虹こ
う
す
け丞

作
品
名
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

選
ん
だ
一
行吾

輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
無
い
。

「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
無
い
。」
こ
の
一
節
は
、
日
本

文
学
に
お
い
て
非
常
に
有
名
で
、
世
代
を
問
わ
ず
、
多
く
の
人
に
親
し

ま
れ
て
い
ま
す
。

私
が
こ
の
有
名
な
一
文
を
選
ん
だ
理
由
は
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
の

猫
が
語
り
手
と
な
り
、
こ
の
当
時
（
明
治
時
代
）
の
社
会
を
風
刺
し
て

い
る
の
が
現
代
と
似
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら
で
す
。
明
治
時
代
は
、
西

洋
文
化
が
一
気
に
流
入
し
、
社
会
や
文
化
ま
で
大
き
く
変
化
を
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
よ
り
、新
し
い
時
代
に
適
応
し
き
れ
ず
自
己
を
失
う
人
や
、

知
識
の
偽
善
を
行
う
人
ま
で
も
が
出
て
き
ま
し
た
。
夏
目
漱
石
は
、
こ

の
よ
う
な
社
会
の
風
刺
を
人
間
で
は
な
く
「
猫
」
に
や
ら
せ
る
こ
と
で

ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
批
判
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
新
し
い
文
化
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影
響
を
大
き
く
受
け
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
失
い
つ
つ
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
を
、
猫
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
の
中
で
人
々
が
自
己

認
識
を
ど
の
よ
う
に
失
い
、
流
さ
れ
て
い
る
か
を
批
判
的
に
描
い
て
い

ま
す
。
猫
が
自
虐
と
も
と
れ
る
よ
う
な
セ
リ
フ
「
名
前
は
ま
だ
な
い
」

と
自
己
紹
介
を
行
う
こ
と
で
、
自
己
認
識
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
不

確
か
さ
を
暗
示
し
、
そ
れ
が
当
時
の
日
本
人
全
体
の
社
会
問
題
で
あ
る

こ
と
が
こ
こ
か
ら
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
西
洋
化
へ
の
批
判
も
描
か
れ

て
い
ま
す
。
漱
石
は
、
こ
の
急
速
な
変
化
が
日
本
人
に
必
ず
し
も
い
い

変
化
を
も
た
ら
し
、幸
福
に
な
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

猫
目
線
を
通
し
て
、
西
洋
的
な
生
活
様
式
や
価
値
観
が
ど
れ
だ
け
日
本

人
に
と
っ
て
不
自
然
で
、
マ
ッ
チ
し
て
お
ら
ず
、
無
意
味
な
の
か
を
描

い
て
い
ま
す
。
家
庭
内
で
の
西
洋
風
な
食
事
や
服
装
に
猫
が
冷
た
い
視

線
を
注
い
で
い
る
の
は
、
無
理
に
西
洋
化
を
進
め
よ
う
と
す
る
社
会
に

対
す
る
風
刺
と
解
釈
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
風
刺
は
現
代
の
日
本
の
社
会
に
も
多
く
あ
て
は
ま
る
と

感
じ
ま
す
。
承
認
欲
求
や
、
文
化
と
技
術
へ
の
過
信
、
知
識
社
会
の
問

題
な
ど
多
く
の
こ
と
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
り
ま
す
。
現
代
社
会
は
、
昔

よ
り
も
さ
ら
に
情
報
に
溢
れ
か
え
っ
て
い
る
社
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
知
識
人
が
知
識
だ
け
を
持
っ
て
い
て
、
現
実
の
問
題
解
決
に
は

無
力
で
あ
る
状
況
は
昔
と
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。む
し
ろ
、ひ
ど
く
な
っ

て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
そ
し
て
、
技
術
へ
の
過
度
な
過
信
も
否
め
ま
せ

ん
。
現
代
は
、
高
度
な
技
術
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
そ
の
例
と
し
て
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
人
工
知
能
、
ロ
ボ
ッ
ト
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
ら
は
、
現
代
人
の
生
活
を
便
利
に
す
る
一
方
で
、
社
会
的
な
孤
立
や

精
神
的
な
問
題
が
増
加
し
て
い
る
現
象
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
漱

石
が
心
配
し
て
い
た
急
激
な
社
会
変
化
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

見
失
い
、
文
化
の
変
質
は
、
今
日
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
に
も
当
て
は
ま
る

問
題
で
す
。

私
は
、
こ
れ
ら
の
社
会
問
題
を
考
え
て
感
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

人
間
に
と
っ
て
の
大
き
な
変
化
は
良
く
も
あ
り
悪
く
も
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
今
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
で
生
き
て
い
る
私
の
生
活
は
と
て
も
便

利
な
反
面
、
自
分
を
心
身
共
に
守
る
こ
と
に
必
死
な
気
が
し
ま
す
。
親

の
目
を
気
に
し
て
、
嫌
い
な
勉
強
を
し
て
、
行
き
た
く
も
な
い
学
校
に

行
っ
た
り
、友
人
の
動
き
を
無
意
識
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
追
っ
て
し
ま
っ
た
り
、

他
人
と
比
べ
て
し
ま
っ
た
り
身
体
だ
け
で
は
な
く
、
心
の
健
康
ま
で
守

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
時
代
独
特
の
も
の
だ
と
私
は
感
じ

ま
す
。
漱
石
が
、
描
い
た
人
間
の
本
質
的
な
性
質
や
社
会
の
理
不
尽
や

矛
盾
は
、
時
代
を
超
え
て
共
通
す
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
現
代
の
視
点
か

ら
再
解
釈
す
る
こ
と
で
新
た
な
発
見
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
感
じ
ま
し

た
。
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最

優

秀

賞

漱
石
か
ら
受
け
取
っ
た
信
念

光
塩
女
子
学
院
高
等
科　

３
年　
　
　



佐さ
え
き伯　

理り

な奈

作
品
名
『
私
の
個
人
主
義
』

選
ん
だ
一
行そ

の
時
確
か
に
握
っ
た
自
己
が
主
で
、
他
は
賓ひ
ん

で
あ
る
と
い
う
信
念

は
、
今
日
の
私
に
非
常
の
自
信
と
安
心
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。

「
私
の
個
人
主
義
」
は
、
大
正
三
年
に
夏
目
漱
石
が
学
習
院
の
学
生

た
ち
に
向
け
て
お
こ
な
っ
た
講
演
の
記
録
だ
。
自
身
の
さ
ま
ざ
ま
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
入
れ
、
丁
寧
に
、
と
き
に
は
自
虐
も
含
め
た
漱
石
の

講
演
内
容
は
、
小
気
味
よ
く
、
生
き
生
き
し
て
い
て
決
し
て
色
褪
せ
て

い
な
い
。
ま
る
で
現
代
の
課
題
を
熱
く
論
じ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ

た
の
と
同
時
に
、
自
分
の
内
面
と
深
く
向
き
合
う
自
己
対
話
の
重
要
性

に
気
づ
い
た
。

現
代
社
会
で
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
「
い
い
ね
！
」
や
同
調
圧
力
に
よ
っ
て

個
人
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

の
ク
チ
コ
ミ
や
評
価
の
星
の
数
に
決
定
を
左
右
さ
れ
た
り
と
自
分
を
見

失
い
が
ち
だ
。
生
成
Ａ
Ｉ
に
コ
マ
ン
ド
を
入
力
し
、
表
示
さ
れ
た
回
答

を
自
分
の
意
見
だ
と
勘
違
い
し
て
い
る
人
も
い
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
は
私
た
ち
の
生
活
を
便
利
に
し
、
人
と
人
が
つ
な
が
る
こ
と

も
容
易
に
し
た
が
、
一
方
で
閉
塞
感
や
孤
独
感
を
募
ら
せ
る
人
も
多
い

と
聞
く
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
現
代
人
が
自
分
が
主
で
あ
る
と
い
う
意
識

を
持
ち
、自
ら
の
意
思
で
道
を
切
り
開
く
「
自
己
本
位
」
を
手
放
し
て
、

他
者
の
判
断
に
従
う
の
が
当
た
り
前
の
「
他
人
本
位
」
に
支
配
さ
れ
て

い
る
か
ら
ゆ
え
に
起
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
た
。

読
後
、
私
は
自
己
対
話
の
機
会
を
習
慣
づ
け
、
判
断
や
行
動
が
自
分

の
意
志
に
基
づ
い
て
い
る
か
ど
う
か
を
常
に
問
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ま

た
、
漱
石
が
語
っ
た
な
か
で
、
ひ
と
き
わ
凛
と
し
た
強
さ
を
帯
び
た
矢

と
な
り
私
の
胸
に
刺
さ
っ
た
の
が
「
自
己
が
主
で
、
他
は
賓
で
あ
る
と

い
う
信
念
」
で
あ
る
。
一
見
、
自
分
勝
手
や
利
己
主
義
に
も
聞
こ
え
る

言
葉
だ
が
、
そ
の
真
意
は
自
分
の
意
志
や
価
値
観
を
重
視
す
る
と
同
時

に
他
者
の
意
志
や
価
値
観
も
同
等
に
尊
重
す
る
べ
き
と
い
う
漱
石
か
ら

の
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
。
私
は
多
様
な
個
性
を
尊
重
す
る
こ
と
の
重
要

さ
は
最
近
に
な
っ
て
言
わ
れ
始
め
た
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、

百
年
以
上
前
の
漱
石
が
若
者
た
ち
に
語
っ
た
内
容
に
は
、
既
に
多
様
性

社
会
を
構
築
す
る
必
要
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ま
ず
驚
き
、
端

的
に
表
現
さ
れ
た
信
念
の
凛
々
し
さ
に
感
銘
を
受
け
た
。
そ
れ
か
ら
の

私
は
毎
回
の
自
己
対
話
の
な
か
で
こ
の
信
念
を
リ
マ
イ
ン
ド
し
て
い
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。
そ
う
す
る
こ
と
で
変
化
が
起
き
た
。
私
は
他
者
の
意
見
へ
の
否
定

や
噂
話
へ
の
同
調
、
憶
測
で
の
発
言
を
す
る
こ
と
を
一
切
し
な
く
な
っ

た
の
だ
。
私
は
「
他
人
本
位
」
か
ら
解
放
さ
れ
て
「
自
己
本
位
」
を
手

に
入
れ
始
め
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
自
分
を
認
識
し
て
こ
そ
、
他
者

を
重
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
確
信
し
た
。
そ
う
、
多
様
な
個
性

を
尊
重
す
る
社
会
を
つ
く
る
第
一
歩
は
自
分
自
身
と
向
き
合
う
こ
と
な

の
だ
。

漱
石
は
講
演
で
若
者
に
未
来
を
託
し
た
。
そ
し
て
、
百
年
以
上
の
時

間
を
経
て
、
現
代
の
若
者
で
あ
る
私
が
受
け
取
っ
た
。「
自
己
が
主
で
、

他
は
賓
で
あ
る
と
い
う
信
念
」
を
胸
に
、
誰
も
が
自
分
ら
し
く
輝
け
る

社
会
の
実
現
の
た
め
に
行
動
し
て
い
こ
う
。
そ
う
決
意
し
た
。

現
代
社
会
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
得
た
も
の
、

失
っ
た
も
の
か
ら
自
己
本
位
の
価
値
に
気
付
き
、
自
己
対
話
の
重

要
性
に
論
理
を
進
め
た
と
こ
ろ
が
良
い
。
ま
た
、
自
己
と
他
者
を

見
つ
め
、
未
来
に
向
か
っ
て
行
動
す
る
姿
が
表
れ
て
い
る
。

審
査
講
評

朝
日
新
聞
社
賞

内
な
る
感
情
の
重
み

学
習
院
女
子
高
等
科　

２
年　
　
　



佐さ

の野　

帆ほ
な
み南

作
品
名
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行私

は
今
よ
り
い
っ
そ
う
寂
し
い
未
来
の
私
を
我
慢
す
る
代
り
に
、
寂

し
い
今
の
私
を
我
慢
し
た
い
の
で
す
。

キ
ャ
ラ
を
作
る
、
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
漫
画
や
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
の
よ
う
に
、
わ
か
り
や
す
く
、「
こ
の
人
は
こ
う
だ
よ
ね
」
と

一
言
で
表
せ
る
象
徴
を
作
る
。
社
会
に
適
応
す
る
た
め
、
自
分
に
わ
か

り
や
す
い
符
号
を
つ
け
る
。
そ
れ
が
キ
ャ
ラ
を
作
る
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
れ
は
若
者
で
あ
る
私
も
例
外
で
は
な
く
、
や
は
り
「
ツ
ッ
コ
ミ
・
ボ

ケ
」「
可
愛
い
・
か
っ
こ
い
い
」
等
わ
か
り
や
す
い
符
号
を
望
ん
で
し

ま
う
。
そ
し
て
同
時
に
、
私
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
私
の
人
間
関
係
も
共

に
ど
こ
か
表
面
的
で
薄
い
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
現
実
で
あ
る

の
に
現
実
で
は
な
い
よ
う
な
、漠
然
と
し
た
違
和
感
を
持
っ
て
し
ま
う
。

そ
ん
な
、
私
が
頭
の
中
で
捉
え
て
い
た
拭
え
な
い
気
持
ち
を
消
し
た
の
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先
生
だ
っ
た
。
先
生
は
作
中
で
確
か
に
生
き
て
い
た
。
弱
い
部
分
を

抱
え
た
先
生
は
、
最
も
人
間
だ
っ
た
。

「
寂
し
い
今
の
私
を
我
慢
し
た
い
」

私
は
先
生
の
事
情
を
知
ら
ぬ
ま
ま
、
こ
の
言
葉
を
読
ん
だ
と
き
、
先

生
が
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
を
超
え
て
、
そ
の
ま
ま
目
の
前
に
存
在
し
て

い
る
よ
う
な
心
地
が
し
た
。
今
ま
で
散
々
主
人
公
の
「
私
」
に
他
人
を

信
用
で
き
な
い
等
と
伝
え
て
い
な
が
ら
、寂
し
い
と
零
し
て
し
ま
う
所
。

聞
か
な
い
ほ
う
が
い
い
と
い
い
な
が
ら
結
局
過
去
を
話
す
そ
ぶ
り
を
見

せ
る
所
。
物
事
を
わ
か
っ
て
い
る
よ
う
に
話
す
の
に
、
自
身
は
わ
か
ら

な
い
と
嘆
く
所
。
そ
し
て
後
半
で
明
か
さ
れ
る
、
あ
ま
り
に
も
膨
大
な

先
生
の
感
情
の
連
な
り
。
矛
盾
に
満
ち
自
分
の
内
な
る
も
の
の
大
き
さ

に
呆
然
と
す
る
先
生
を
、
誰
よ
り
も
人
間
ら
し
い
と
思
っ
た
。

精
神
的
に
弱
い
部
分
が
あ
る
、
と
い
う
言
い
方
を
す
る
こ
と
が
あ
る

が
、
そ
れ
を
言
い
換
え
る
と
す
れ
ば
矛
盾
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
、

私
は
思
う
。
人
の
中
に
は
あ
ま
り
に
も
沢
山
の
感
情
の
引
き
出
し
が
あ

る
の
だ
。
中
に
は
私
た
ち
が
感
じ
た
こ
と
の
な
い
感
情
も
あ
る
の
だ
ろ

う
。
そ
の
出
し
入
れ
の
中
で
矛
盾
が
生
ま
れ
た
り
、
新
し
い
感
情
が
出

て
き
た
り
す
る
と
人
間
は
戸
惑
い
苦
し
む
。
自
分
の
奥
底
に
あ
る
沢
山

の
感
情
の
連
な
り
が
人
間
だ
と
思
う
。
小
説
と
い
う
符
号
を
も
っ
て
展

開
さ
れ
る
エ
ン
タ
メ
の
中
で
先
生
は
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
た
。

結
局
先
生
は
Ｋ
の
こ
と
を
私
に
話
し
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
だ

が
、
先
生
は
Ｋ
に
囚
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
自
分
の
弱
い
部
分
に
囚
わ

れ
続
け
て
い
た
よ
う
に
感
じ
る
。
過
去
と
未
来
に
生
き
、
己
の
弱
さ
を

知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
先
生
は
人
を
信
じ
る
こ
と
も
自
身
を
信
じ
る

こ
と
も
で
き
ず
、
私
に
さ
え
直
接
過
去
を
打
ち
明
け
る
こ
と
も
な
く
死

ん
だ
。
そ
ん
な
先
生
を
見
つ
め
て
、
私
は
直
接
自
分
の
弱
さ
を
見
つ
め

て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
わ
か
り
や
す
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で

自
分
の
醜
い
感
情
を
隠
す
。
す
な
わ
ち
、
空
気
を
読
む
。
そ
れ
が
癖
に

な
っ
て
、
無
意
識
に
負
の
感
情
に
目
を
背
け
る
自
分
が
い
る
こ
と
に
気

が
付
か
な
か
っ
た
。
こ
こ
ろ
を
読
み
終
え
、自
分
に
焦
点
を
あ
て
た
時
、

私
は
苦
々
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。

い
つ
の
時
代
も
内
な
る
感
情
を
抱
え
て
生
き
る
の
が
人
間
だ
。
そ
の

重
み
と
の
向
き
合
い
方
の
正
解
が
、
私
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
。

人
間
と
は
何
者
か
、
悩
み
な
が
ら
模
索
を
続
け
る
筆
者
の
精
神

の
成
長
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

審
査
講
評
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紀
伊
國
屋
書
店
賞

私
の
鏡
に
な
る

東
京
都
立
桜
修
館
中
等
教
育
学
校　

２
年　
　
　



野の
む
ら村　

英え
い

作
品
名
『
夢
十
夜
』

選
ん
だ
一
行自

分
の
足
が
甲
板
を
離
れ
て
、
船
と
縁
が
切
れ
た
そ
の
刹
那
に
、
急

に
命
が
惜
し
く
な
っ
た
。

抗
う
に
抗
え
ぬ
大
き
な
力
が
、
生
き
て
い
れ
ば
あ
る
と
い
う
。
幸
い

私
が
そ
の
よ
う
な
力
に
潰
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
ま
だ
な
い
。
こ

の
物
語
の
彼
は
潰
さ
れ
て
し
ま
う
人
で
あ
っ
た
。

夢
十
夜
、
第
七
夜
。「
自
分
」
は
覚
え
の
な
い
大
き
な
船
に
乗
っ
て

い
る
。
ど
こ
に
行
く
か
も
わ
か
ら
な
い
。「
詰
ま
ら
な
く
な
っ
」
て
、

と
う
と
う
海
の
中
へ
飛
び
込
む
が
、
足
が
離
れ
た
刹
那
に
命
が
惜
し
く

な
る
。

こ
の
物
語
は
最
後
の
一
行
ま
で
「
自
分
」
が
死
な
な
い
。「
無
限
の

後
悔
と
恐
怖
を
抱
い
て
」
い
つ
ま
で
も
海
へ
落
ち
る
の
だ
。
大
き
な
船

は
ま
る
で
時
間
そ
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
彼
が
入
水
し
た
瞬
間
か
ら

着
水
ま
で
を
無
限
の
よ
う
に
感
じ
る
の
も
、
時
間
と
い
う
概
念
か
ら
外

れ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

私
だ
け
で
な
い
、
き
っ
と
す
べ
て
の
人
が
、
時
間
に
つ
い
て
疎
ま
し

く
思
っ
て
い
る
。
時
間
の
融
通
の
利
か
な
さ
と
い
っ
た
ら
な
い
。
そ
れ

は
こ
の
物
語
の
大
き
な
船
の
よ
う
に
、
人
々
を
乗
せ
て
ぐ
ん
ぐ
ん
と
進

ん
で
い
く
。
時
折
、
時
間
に
終
わ
り
は
あ
る
の
か
、
い
っ
た
い
ど
こ
に

向
か
っ
て
い
く
の
か
、
止
ま
っ
て
く
れ
は
し
な
い
か
と
、
不
安
に
な
っ

た
り
悲
し
く
な
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
で
も
時
間
は
知
ら
な
い
ふ
り
で
進

ん
で
し
ま
う
。
し
か
し
第
七
夜
の
本
質
は
時
間
で
は
な
い
。
時
間
が
持

つ
よ
う
な
、
抗
え
ぬ
絶
大
な
力
で
あ
る
。

話
は
不
安
を
残
し
て
終
わ
る
。
読
み
終
え
て
私
が
大
き
な
船
と
重
ね

合
わ
せ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
私
が
苦
笑
い
で
ご
ま
か
し
て
き
た
ど
う
し

よ
う
も
な
さ
で
あ
っ
た
。
父
の
単
身
赴
任
も
、
母
の
決
断
も
、
今
思
え

ば
そ
う
で
あ
っ
た
。
本
当
に
す
ん
な
り
と
事
は
進
ん
だ
。
私
は
悲
し
く

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
抗
い
え
ぬ
事
情
に
対
す
る
あ
き
ら
め
と
も
言
え
よ

う
。
私
は
あ
き
ら
め
が
良
い
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、私
が
こ
の
物
語
の
、

こ
の
大
き
な
船
に
乗
り
合
わ
せ
た
と
し
て
も
、
飛
び
降
り
た
り
は
し
な

い
だ
ろ
う
。
一
方
で
「
自
分
」
は
違
っ
た
。
彼
に
は
ど
こ
へ
行
く
の
か

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
海
へ
飛
び
込
ん

だ
。こ

の
物
語
で
は
主
人
公
の
心
情
は
変
化
し
な
い
。成
長
な
ど
は
な
い
。

た
だ
一
貫
し
た
「
自
分
」
が
い
る
。
淡
々
と
し
た
書
き
口
か
ら
も
見
受
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ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
大
き
な
力
に
対
す
る
向
き
合
い
方
の
、
ひ
と

つ
の
凡
例
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
う
。
彼
を
無
限
の
後
悔
に
さ
い
な
ま

す
こ
と
で
、
正
し
い
心
の
持
ち
方
は
こ
う
で
あ
る
と
い
う
明
確
な
「
正

解
」
も
出
ず
に
終
わ
る
。

で
は
な
ぜ
私
は
こ
の
一
行
を
選
ん
だ
の
か
。
そ
れ
は
鏡
の
よ
う
で

あ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
物
語
は
我
々
に
、
生
き
ろ
、
な
ど
と
言
わ
な
い
。

変
わ
る
こ
と
を
勧
め
る
こ
と
も
な
い
。
こ
の
男
は
こ
う
だ
っ
た
、
そ
れ

で
あ
な
た
は
ど
う
生
き
て
い
る
の
で
す
か
、
と
読
者
自
身
に
問
い
か
け

て
く
る
よ
う
な
読
後
の
余
韻
。
そ
う
し
て
我
々
は
ま
っ
す
ぐ
に
鏡
を
見

据
え
る
。
私
は
何
を
ど
う
乗
り
越
え
て
き
た
か
を
知
る
。
ど
う
乗
り
越

え
た
い
か
を
考
え
る
。

中
盤
に
挿
入
さ
れ
る
自
身
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
、
結
末
に
配
置
さ

れ
た
鏡
の
比
喩
が
詩
情
を
誘
う
。

審
査
講
評

新

潮

社

賞

な
き
声

仙
台
育
英
学
園
高
等
学
校　

１
年　
　
　



横よ
こ
く
ら倉　

陽は
る
た
ろ
う

太
郎

作
品
名
『
文
鳥
』

選
ん
だ
一
行世

の
中
に
は
満
足
し
な
が
ら
不
幸
に
陥
っ
て
行
く
者
が
沢
山
あ
る
。

縁
側
で
文
鳥
が
鳴
く
。
千
代
々
々
、
千
代
と
い
う
美
し
い
声
に
、
私

は
か
な
し
み
が
混
じ
る
の
を
聴
い
た
。

こ
の
小
説
は
、
友
人
の
三
重
吉
の
勧
め
で
文
鳥
を
飼
う
こ
と
に
な
っ

た
漱
石
の
日
々
と
、
文
鳥
の
淡
く
繊
細
な
美
し
さ
、
そ
し
て
、
そ
の
死

と
を
描
く
。
漱
石
の
元
に
文
鳥
が
や
っ
て
き
た
の
は
、
初
冬
の
晩
で
あ

る
。
始
め
こ
そ
可
愛
が
っ
て
い
た
漱
石
だ
が
、
一
日
、
ま
た
一
日
と
過

ぎ
る
程
に
、
そ
の
世
話
が
億
劫
に
な
っ
て
き
た
。
一
度
家
人
が
世
話
を

し
て
く
れ
て
か
ら
は
、
尚
更
怠
け
た
。
餌
や
り
や
糞
の
掃
除
を
忘
れ
る

こ
と
も
多
く
な
っ
た
。
そ
し
て
あ
る
日
、
文
鳥
は
鳴
か
な
く
な
っ
た
。

三
重
吉
の
飼
っ
て
い
た
文
鳥
は
、
三
重
吉
の
顔
を
見
る
と
し
き
り
に

鳴
き
続
け
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
文
鳥
は
漱
石
の
顔
を
見
て
も
鳴
か
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か
っ
た
。
む
し
ろ
、
嗚
く
の
は
漱
石
が
眼
前
に
い
な
い
時
ば
か
り
で

あ
っ
た
。
漱
石
は
文
鳥
が
鳴
く
の
は
元
気
な
証
拠
だ
と
思
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
私
の
頭
で
響
い
た
「
千
代
千
代
」
は
、
悲
痛
で
、
か
な
し
い

色
を
し
て
い
た
。

文
鳥
は
漱
石
を
呼
び
続
け
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
愛
を
求
め
て
い
た

の
だ
と
思
う
。け
れ
ど
同
時
に
、漱
石
の
愛
が
死
ん
で
い
く
の
も
わ
か
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
つ
い
に
そ
の
日
は
来
た
。

そ
の
朝
、
漱
石
は
知
り
合
い
の
縁
談
に
片
を
付
け
よ
う
と
思
い
立
っ

た
。

「
い
く
ら
当
人
が
承
知
だ
っ
て
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
へ
嫁
に
遣
る
の
は
行

末
よ
く
あ
る
ま
い
」

「
世
の
中
に
は
満
足
し
な
が
ら
不
幸
に
陥
っ
て
行
く
者
が
沢
山
あ
る
。」

な
ど
と
考
え
な
が
ら
、
家
を
出
た
。
文
鳥
の
こ
と
は
す
っ
か
り
忘
れ
て

い
た
。
夕
方
、家
に
帰
る
と
―
文
鳥
は
籠
の
底
で
冷
た
く
な
っ
て
い
た
。

漱
石
は
、
餌
や
水
を
や
っ
て
い
さ
え
す
れ
ば
文
鳥
は
幸
せ
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
、
そ
れ
は
違
う
。
本
当
に
枯
ら
し
て
は
な
ら
な

い
の
は
、
愛
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
き
物
を
迎
え
た
瞬
間
か
ら
の
、
生

き
物
と
の
約
束
で
あ
る
。
漱
石
は
そ
れ
を
守
れ
な
か
っ
た
。
か
な
し
み

に
気
づ
い
て
や
れ
な
か
っ
た
。幸
せ
だ
と
思
っ
て
い
た
文
鳥
は
死
ん
だ
。

「
世
の
中
に
は
満
足
し
な
が
ら
不
幸
に
陥
っ
て
行
く
者
が
沢
山
あ
る
。」

こ
の
時
、
漱
石
は
そ
の
一
人
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
。

愛
を
求
め
る
文
鳥
と
そ
れ
に
気
づ
け
な
い
漱
石
、
と
い
う
自
分

な
り
の
『
物
語
』
を
創
り
出
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
物
語
を
、
自

身
が
選
ん
だ
一
行
に
う
ま
く
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。

審
査
講
評
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東
京
理
科
大
学
賞

広
い
海
で
舵
を
取
る

恵
泉
女
学
園
高
等
学
校　

２
年　
　
　



相あ
い
か
わ川　

遥は
る
か

作
品
名
『
夢
十
夜
』

選
ん
だ
一
行自

分
は
つ
ま
ら
な
い
か
ら
死
の
う
と
さ
え
思
っ
て
い
る
。

途
方
も
な
く
つ
ま
ら
な
い
毎
日
が
際
限
な
く
続
い
て
い
る
。
人
生
は

大
き
な
海
に
漕
ぎ
出
し
た
頼
り
な
く
小
さ
な
船
の
よ
う
で
、
こ
の
船
の

行
先
は
分
か
ら
ず
、
そ
の
上
い
つ
こ
の
旅
が
終
わ
る
の
か
も
わ
か
ら
な

い
。
そ
ん
な
中
で
死
を
も
っ
て
し
て
こ
の
毎
日
の
連
続
か
ら
抜
け
出
し

た
い
と
考
え
る
こ
と
は
、
当
然
な
の
で
は
な
い
か
。

私
は
、
こ
の
一
文
が
載
っ
て
い
る
第
七
夜
に
は
夏
目
漱
石
の
死
生
観

が
強
く
表
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
物
語
中
の
「
自
分
」
が
乗
っ
て
い
る

船
を
人
生
、
そ
し
て
そ
の
終
わ
り
を
死
と
捉
え
る
と
す
る
。
船
に
乗
客

は
沢
山
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、「
自
分
」
に
は
親
し
く
話
せ
る
友
人

が
い
な
い
。
そ
の
上
私
の
人
生
が
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
も
わ
か

ら
ず
、
た
だ
日
々
を
空
費
し
て
い
る
。
そ
ん
な
中
で
「
自
分
」
は
ず
っ

と
自
殺
を
試
み
て
い
る
の
だ
。「
つ
ま
ら
な
い
か
ら
死
の
う
と
考
え
て

い
る
。」
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ
。
私
達
が
死
に
た
い
と
よ
く
口
に
す

る
よ
う
に
、
長
く
終
わ
り
の
見
え
な
い
日
々
は
私
達
を
辟
易
さ
せ
る
。

夏
目
漱
石
を
は
じ
め
、
私
達
が
死
に
た
い
と
思
う
の
は
当
然
の
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
私
に
は
こ
の
淡
々
と
死
を
願
っ
て
い
る
一
文
が
、
ど
う

に
も
哀
愁
を
孕
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
た
っ
た
二
十
二
文
字
の
こ

の
一
文
に
、
夏
目
漱
石
は
生
と
死
の
狭
間
で
葛
藤
す
る
青
年
の
複
雑
な

感
情
を
託
し
た
の
だ
。
そ
こ
に
は
や
り
た
い
こ
と
も
、
向
か
っ
て
い
き

た
い
先
も
な
い
自
分
の
人
生
へ
の
失
望
や
、
何
も
せ
ず
と
も
訪
れ
る
日

々
へ
の
疲
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
原
因
と
な
り
自
分
を
苛
む
心
細
さ
が

絡
ま
り
合
い
、
大
き
な
感
情
と
な
り
淡
々
と
し
た
文
に
隠
さ
れ
て
い
な

が
ら
も
そ
の
哀
愁
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
の
だ
。

そ
し
て
こ
の
一
文
の
後
、「
自
分
」
は
船
か
ら
身
を
乗
り
出
し
て
自

殺
す
る
。
そ
の
時
「
自
分
」
は
何
を
思
う
だ
ろ
う
か
。
死
の
う
と
思
っ

て
い
た
日
々
か
ら
解
放
さ
れ
、
や
っ
と
死
ぬ
こ
と
が
出
来
た
の
だ
。
大

義
を
果
た
し
た
達
成
感
か
、
あ
る
種
の
清
々
し
さ
を
抱
く
の
で
は
な
い

か
と
私
は
読
み
な
が
ら
考
え
て
い
た
。
し
か
し
夏
目
漱
石
の
考
え
は
全

く
私
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
た
。「
自
分
」
は
た
ま
ら
な
く
後
悔
す
る

の
だ
。
足
が
甲
板
を
離
れ
た
そ
の
時
か
ら
、
よ
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た

と
心
か
ら
思
う
の
だ
っ
た
。
こ
の
も
は
や
手
遅
れ
で
あ
る
後
悔
の
、
な

ん
と
残
酷
な
こ
と
か
。

第
七
夜
に
は
夏
目
漱
石
の
死
生
観
が
色
濃
く
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
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れ
と
同
時
に
、
私
達
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
強
く
描
か
れ
て
い
る
と
私

は
考
え
る
。
ど
ん
な
に
今
が
退
屈
で
も
、
死
ぬ
時
に
は
後
悔
す
る
の
だ

か
ら
自
ら
人
生
を
放
棄
せ
ず
に
生
き
抜
き
な
さ
い
と
い
う
教
え
が
こ
の

物
語
の
背
景
に
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
私
は
考
え
た
。
退
屈
さ
は
体
に

毒
だ
。退
屈
で
あ
る
と
ど
う
に
も
悪
い
方
へ
と
思
考
が
向
か
っ
て
い
き
、

そ
れ
は
や
が
て
死
に
至
る
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
、
私
達
は
主
体
的

に
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
船
の
向
か
う
先
は
一
体
ど

こ
だ
ろ
う
か
と
悶
々
と
考
え
な
が
ら
眺
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
ら

舵
を
取
る
の
だ
。

「
自
分
は
つ
ま
ら
な
い
か
ら
死
の
う
と
さ
え
思
っ
て
い
る
。」
こ
れ

は
私
達
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
。私
達
は
こ
の
言
葉
を
反
面
教
師
に
し
て
、

生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
く
終
わ
り
の
見
え
な
い
日
々
は
私
た
ち
を
辟
易
さ
せ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
が
人
間
の
本
性
と
し
て
哀
愁
を
孕
ん
で
い

る
こ
と
に
気
づ
い
た
若
者
の
感
性
が
素
晴
ら
し
い
。

審
査
講
評

二
松
学
舎
大
学
賞

時
間
を
越
え
た
究
極
の
愛光

塩
女
子
学
院
高
等
科　

２
年　
　
　



山や
ま
だ田　

莉り

お緒

作
品
名
『
夢
十
夜
』

選
ん
だ
一
行「

百
年
、
私
の
墓
の
傍
に
坐
っ
て
待
っ
て
い
て
下
さ
い
。
き
っ
と
逢

い
に
来
ま
す
か
ら
」

「
百
年
、
私
の
墓
の
傍
に
坐
っ
て
待
っ
て
い
て
下
さ
い
。
き
っ
と
逢

い
に
来
ま
す
か
ら
」
こ
れ
は
、「
夢
十
夜
」
の
第
一
夜
、
生
死
の
境
目

に
い
る
女
が
最
期
に
男
に
掛
け
た
言
葉
だ
。「
夢
十
夜
」
は
漱
石
が
十

の
夢
を
見
た
と
い
う
形
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
第
一
夜
で
は

男
と
女
の
純
粋
な
愛
が
描
か
れ
て
お
り
、
幻
想
的
で
美
し
い
夜
だ
。
私

は
、
男
が
女
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
止
め
る
姿
を
美
し
い
と
感
じ
た
。

し
か
し
同
時
に
、
そ
の
純
粋
な
愛
の
裏
に
あ
る
偏
執
的
な
愛
に
不
気
味

さ
も
感
じ
た
の
だ
。
一
人
の
存
在
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
よ
う
と

す
る
男
の
姿
は
、
漱
石
が
希
求
し
た
虚
偽
の
無
い
愛
を
具
現
化
し
た
も

の
か
も
し
れ
ず
、
こ
の
作
品
の
持
つ
引
力
に
私
は
抗
え
な
か
っ
た
。



50

高
校
生
の
部

高
校
生
の
部

女
は
終
始
静
か
な
声
で
話
し
て
い
る
。
し
か
し
、
私
の
選
ん
だ
一
行

で
あ
る
最
期
の
言
葉
は
、
声
の
調
子
を
一
段
張
り
上
げ
て
言
い
放
た
れ

た
。
こ
の
言
葉
は
、
女
の
渇
望
の
表
出
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
た
だ

た
だ
自
分
の
墓
の
傍
に
座
っ
て
待
っ
て
欲
し
い
、
私
だ
け
を
愛
し
て
欲

し
い
と
い
う
女
の
願
い
に
、
私
は
傲
慢
さ
や
男
に
対
す
る
強
い
執
着
心

を
感
じ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、百
年
は
現
実
世
界
で
は
些
か
長
す
ぎ
、

観
念
的
な
時
間
で
す
ら
あ
る
。
夢
の
中
で
し
か
達
成
し
得
な
い
程
の
時

間
を
待
っ
て
い
て
欲
し
い
と
い
う
女
の
願
い
は
非
常
に
重
く
、
純
粋
な

愛
の
裏
に
あ
る
偏
執
的
な
愛
や
不
気
味
さ
が
垣
間
見
え
た
。
女
は
や
が

て
息
を
引
き
取
る
。
そ
の
後
、
男
は
女
を
庭
に
埋
め
、
約
束
を
果
た
す

べ
く
女
の
墓
の
傍
ら
に
座
っ
て
そ
の
時
を
待
ち
続
け
る
。
こ
の
男
の
姿

は
、
女
と
の
約
束
を
守
ろ
う
と
す
る
誠
実
さ
を
感
じ
さ
せ
る
一
方
で
、

約
束
通
り
に
百
年
を
待
ち
続
け
よ
う
と
す
る
、
あ
る
種
の
狂
気
が
感
じ

ら
れ
た
。

物
語
の
終
幕
、
女
は
美
し
い
百
合
の
花
に
姿
を
変
え
て
男
に
逢
い
に

来
る
。
そ
し
て
男
は
白
い
花
び
ら
に
接
吻
を
す
る
。
男
は
女
の
偏
執
的

な
愛
を
受
け
入
れ
た
の
だ
。
こ
の
行
為
は
、
待
ち
続
け
、
そ
し
て
男
が

自
ら
女
の
愛
を
受
け
入
れ
に
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
不
気
味
さ
す
ら
感
じ
さ
せ
る
愛
や
異
常
な
執
着
を
抱
く
女
を

否
定
も
批
評
も
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
能
動
的
に
受

け
入
れ
た
そ
の
瞬
間
、
男
と
女
は
念
願
の
再
会
を
し
、
約
束
は
果
た
さ

れ
た
。
お
互
い
に
再
会
す
る
た
め
だ
け
に
百
年
と
い
う
長
い
時
間
を
費

や
し
た
こ
と
は
、
紛
う
事
な
き
一
つ
の
愛
の
形
で
あ
り
、
私
は
そ
れ
を

美
し
い
と
感
じ
た
。

こ
の
作
品
の
魅
力
は
、
描
写
の
優
美
さ
だ
け
で
な
く
、
現
実
に
は
無

い
時
間
が
静
か
に
流
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
あ
る
と
思
う
。
百
年
と
い

う
長
い
時
間
を
待
ち
続
け
る
こ
と
は
現
実
で
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
漱

石
は
卓
越
し
た
筆
力
で
、
美
し
さ
と
不
気
味
さ
を
内
包
す
る
世
界
を
描

き
、
不
可
能
を
可
能
に
し
た
。
私
は
、
時
間
を
も
超
越
し
た
究
極
の
愛

を
感
じ
た
。
漱
石
の
希
求
し
た
「
一
人
の
存
在
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け

入
れ
る
こ
と
」
は
、
漱
石
だ
け
で
な
く
私
た
ち
読
者
も
希
求
し
て
止
ま

な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
も
、
相
手
を
疑
う
こ
と
も
な
く
、
虚
偽
や
欺

瞞
も
無
く
、
あ
り
の
ま
ま
の
互
い
を
受
け
入
れ
合
う
よ
う
な
関
係
を
築

き
た
い
と
切
に
思
っ
た
。
他
者
の
、
綺
麗
な
部
分
も
醜
い
部
分
も
全
て

を
肯
定
で
き
る
人
間
に
な
り
た
い
と
切
に
願
っ
た
。

「
夢
十
夜
」「
第
一
夜
」
の
愛
と
美
に
正
面
突
破
を
試
み
、
か

な
り
の
成
果
を
挙
げ
る
感
性
と
筆
力
に
驚
い
た
。
現
代
の
若
者
の

能
力
の
高
さ
を
改
め
て
知
ら
さ
れ
た
。

審
査
講
評
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く
ま
も
と
賞

猫
の
目
に
映
る
も
の
は

光
塩
女
子
学
院
高
等
科　

２
年　
　
　



稲い
な
が
き垣　

こ
こ
ろ

作
品
名
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

選
ん
だ
一
行自

然
は
真
空
を
忌
む
ご
と
く
、
人
間
は
平
等
を
嫌
う
と
い
う
こ
と
だ
。

す
で
に
平
等
を
嫌
っ
て
や
む
を
え
ず
衣
服
を
骨
肉
の
ご
と
く
か
よ
う

に
つ
け
ま
と
う
今
日
に
お
い
て
、
こ
の
本
質
の
一
部
分
た
る
、
こ
れ

ら
を
打
ち
や
っ
て
、
元
の
杢
阿
弥
の
公
平
時
代
に
帰
る
の
は
狂
人
の

沙
汰
で
あ
る
。

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
お
い
て
、コ
ミ
カ
ル
か
つ
シ
ニ
カ
ル
な
「
吾

輩
」
が
人
間
の
本
質
を
剔て

っ

抉け
つ

し
痛
快
な
洞
察
を
す
る
姿
に
、
み
る
み
る

引
き
込
ま
れ
た
。
私
が
選
ん
だ
一
文
は
、
銭
湯
で
裸
の
人
間
が
う
ご
め

く
光
景
を
目
撃
し
た
「
吾
輩
」
が
、
人
間
の
競
争
の
歴
史
を
分
析
し
て

得
た
知
見
で
あ
る
。「
吾
輩
」
は
、
人
間
は
衣
服
に
よ
っ
て
人
間
た
り

う
る
の
で
あ
り
、
裸
の
人
間
は
す
べ
て
猫
に
劣
る
獣
だ
と
断
言
す
る
。

「
吾
輩
」
は
、
や
は
り
教
師
の
猫
と
い
う
べ
き
か
、
そ
の
豊
富
な
知

識
を
持
ち
出
し
て
、
飄
々
と
衣
服
の
歴
史
を
繙ひ

も
と

い
て
い
く
。
そ
れ
が
頗す
こ
ぶ

る
面
白
い
。
あ
る
者
が
他
者
と
の
差
異
を
図
る
べ
く
苦
心
し
て
猿
股
を

発
明
し
、
大
い
に
威
張
っ
て
幅
を
き
か
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
今
度
は

誰
か
が
羽
織
を
発
明
し
、
次
い
で
袴
が
発
明
さ
れ
る
の
だ
、
と
猫
は
語

る
。
私
が
着
て
い
る
服
も
人
間
が
必
死
に
「
他
の
誰
で
も
な
い
自
分
」

で
あ
ろ
う
と
も
が
い
た
結
果
な
の
か
と
思
う
と
、
お
か
し
さ
が
こ
み
上

げ
る
。「
お
れ
は
お
前
で
は
な
い
ぞ
」
と
見
せ
つ
け
た
り
、
他
者
よ
り

も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
誇
示
し
た
り
す
る
た
め
の
衣
服
の
歴
史
を
人
間

が
辿
っ
て
き
た
以
上
、
他
者
と
比
較
せ
ず
に
過
ご
す
公
平
な
時
代
、
つ

ま
り
赤
裸
の
時
代
に
戻
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
、「
吾
輩
」は
分
析
す
る
。

何
故
人
間
は
平
等
を
嫌
う
の
か
。
私
は
、
人
間
が
他
者
と
の
比
較
な

し
で
は
自
身
を
認
識
で
き
な
い
か
ら
だ
と
思
う
の
だ
。
平
等
を
嫌
う
人

間
の
姿
は
、
他
者
と
の
差
別
化
を
図
る
の
が
人
間
の
本
質
だ
と
い
う
こ

と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
間
が
平
等
を
嫌
う
と
い
う

指
摘
は
、
自
分
と
異
な
る
他
者
の
存
在
を
受
け
入
れ
る
、
そ
の
難
し
さ

に
も
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
。
人
間
は
、
何
百
年
も
の
間
懲
り
ず
に
衣
服

を
発
明
し
続
け
、
つ
い
に
は
衣
服
と
人
間
の
ど
ち
ら
が
主
な
の
か
分
か

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
衣
服
で
他
者
と
区
別
さ
れ
た
「
他
の
誰

で
も
な
い
自
分
」
を
誇
示
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
他
者
も
そ

の
よ
う
に
考
え
る
人
間
で
あ
る
以
上
、
人
間
の
競
争
の
歴
史
は
、
終
わ

る
こ
と
が
な
い
の
だ
。

小
さ
な
体
で
、
人
間
の
愚
か
な
本
来
の
姿
を
次
々
と
暴
く
「
吾
輩
」

の
姿
は
滑
稽
だ
。
だ
が
、
彼
が
漱
石
の
代
弁
者
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
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は
い
け
な
い
。『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
愉
快
な
筆
致
の
中
に
存
在

す
る
、
人
間
の
本
質
を
穿う

が

つ
「
吾
輩
」
の
卓
越
し
た
洞
察
力
に
、
我
々

は
時
を
超
え
て
夢
中
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
猫
が
描
き
出
す
人
間
本

来
の
姿
に
、
自
分
の
姿
が
重
な
る
か
ら
だ
ろ
う
。

私
に
と
っ
て
の
「
衣
服
」、
す
な
わ
ち
「
他
の
誰
で
も
な
い
自
分
」

を
象
徴
す
る
も
の
は
、
言
葉
に
対
す
る
敏
感
さ
だ
。
自
分
が
発
し
た
言

葉
が
、
他
者
を
感
動
さ
せ
て
い
る
と
い
う
実
感
や
、
海
の
よ
う
に
広
が

る
言
葉
を
自
由
に
操
っ
て
い
る
感
覚
は
快
い
。
私
も
、
連
綿
と
続
く
人

間
の
「
衣
服
」
の
歴
史
に
名
を
連
ね
る
一
人
だ
っ
た
の
だ
。

漱
石
は
こ
の
作
品
の
自
序
に
「
た
だ
長と

こ
し

え
に
変
わ
ら
ぬ
も
の
は
甕
の

中
の
猫
の
中
の
瞳
だ
け
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。「
吾
輩
」
の
目
に
、

今
の
私
た
ち
人
間
は
ど
の
よ
う
に
映
る
の
だ
ろ
う
か
。
諧か

い
ぎ
ゃ
く
み

謔
味
あ
ふ
れ

る
文
体
の
裏
に
潜
む
、
鋭
い
人
間
の
本
質
の
指
摘
に
目
を
向
け
て
、
自

身
を
振
り
返
っ
て
み
る
の
も
一
興
だ
ろ
う
。

面
白
い
一
点
を
と
ら
え
て
い
る
。「
平
等
を
嫌
う
人
間
」
に
つ

い
て
の
考
察
は
鋭
く
、
漱
石
の
批
評
眼
を
自
己
に
投
影
さ
せ
て
い

く
過
程
の
表
現
が
す
ば
ら
し
い
。

審
査
講
評
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嘉か
え
つ悦　

千ち

よ代

作
品
名
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行私

は
喜
ん
で
こ
の
下
手
な
活
花
を
眺
め
て
は
、
ま
ず
そ
う
な
琴
の
音ね

に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。

私
の
選
ん
だ
一
行
『
私
は
喜
ん
で
こ
の
下
手
な
活
花
を
眺
め
て
は
、

ま
ず
そ
う
な
琴
の
音
に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。』
で
は
、
先
生
が
身
を
寄

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
家
の
娘
の
生
花
や
琴
を
鑑
賞
す
る
先
生
の
、
行
動

・
心
情
両
面
が
一
文
で
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

父
の
影
響
で
こ
う
い
っ
た
趣
味
を
『
何
時
の
間
に
か
軽
蔑
』
し
て
い

た
先
生
が
、
あ
ろ
う
こ
と
か
不
出
来
な
そ
れ
ら
を
好
意
的
に
捉
え
て
い

る
表
現
は
ど
こ
か
矛
盾
の
よ
う
な
も
の
す
ら
感
じ
る
。
し
か
し
こ
の
違

和
感
を
足
が
か
り
に
し
て
嗅
ぎ
と
れ
る
の
は
、
先
生
が
生
花
や
琴
の
音

で
は
な
く
、
そ
の
表
現
者
た
る
娘
に
価
値
を
見
、
好
意
を
寄
せ
て
い
る
、

つ
ま
り
こ
の
娘
が
創
り
出
し
た
も
の
だ
か
ら
こ
そ
愉
し
ん
で
い
る
と
い
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事
実
だ
。先
生
の
娘
へ
の
恋
心
は
今
後
物
語
に
絡
み
つ
き
続
け
る
が
、

そ
れ
が
初
め
て
顕
現
し
た
の
は
こ
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
私
は
、

先
生
の
生
活
の
中
の
行
為
と
娘
へ
の
好
意
を
一
度
に
表
現
す
る
技
巧
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
場
面
で
読
者
に
魅
せ
る
「
恋
」
の
性
格
の
特

異
性
と
い
う
点
で
も
こ
の
一
行
に
強
く
惹
か
れ
た
。

そ
の
特
異
性
と
は
、
純
粋
さ
で
あ
り
、
初
々
し
さ
で
あ
り
、
清
廉
さ

で
あ
る
。
私
は
こ
の
物
語
中
に
二
種
類
の
「
悪
い
恋
」
を
見
出
し
た
が
、

そ
れ
ら
を
十
分
迎
え
撃
っ
て
浄
化
で
き
る
ほ
ど
、
先
生
の
中
に
恋
が
生

ま
れ
た
瞬
間
の
ピ
ュ
ア
さ
は
美
し
く
印
象
的
だ
っ
た
。
私
が
見
た
「
悪

い
恋
」
と
は
、一
に
「
罪
で
あ
る
恋
」、二
に
「
罪
に
な
る
恋
」
で
あ
る
。

前
者
は
〝
私
〟
が
先
生
夫
婦
か
ら
妄
想
す
る
よ
う
な
も
の
、
或
い
は
ア

ダ
ム
と
イ
ヴ
の
神
話
に
お
け
る
〝
恥
じ
ら
い
〟
に
も
通
じ
る
、
当
事
者

に
起
こ
る
理
性
を
溶
か
す
よ
う
な
心
情
で
、
後
者
は
『
恋
は
罪
悪
で
す

よ
』
が
暗
示
す
る
で
あ
ろ
う
Ｋ
と
先
生
を
悲
劇
に
誘
っ
た
よ
う
な
二
次

的
な
悪
影
響
を
引
き
起
こ
す
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
こ

の
物
語
の
人
間
関
係
の
根
幹
に
は
「
悪
い
恋
」
が
潜
み
が
ち
で
、
事
実

先
生
の
Ｋ
へ
の
嫉
妬
な
ど
は
明
確
に
描
写
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ

の
対
に
存
在
す
る
よ
う
な
純
な
恋
心
は
清
ら
か
で
可
愛
ら
し
く
映
る
の

だ
。
恋
を
、
悲
観
し
、（
読
者
や
〝
私
〟
に
）
悲
観
さ
せ
る
先
生
に
す

ら
綺
麗
な
恋
の
芽
生
え
が
あ
っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
一
方
で
、
そ
の
こ

じ
れ
な
る
も
の
だ
け
で
容
易
に
悲
劇
を
呼
び
よ
せ
る
こ
と
へ
の
絶
望
感

も
、
そ
の
落
差
か
ら
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
こ
の
一
行
は
、「
あ
な
た
で
さ
え
あ
れ
ば
」
と
い
う
よ
う
な
、

恋
愛
に
絶
対
的
に
担
保
さ
れ
た
幸
福
感
を
象
徴
的
に
表
し
て
も
い
る
と

思
う
。「
恋
は
盲
目
」
と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
現
象
は
突

き
詰
め
れ
ば
『
本
当
の
愛
は
宗
教
心
と
そ
う
違
っ
た
も
の
で
な
い
』
と

い
う
表
現
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
本
作
に
お
け
る
恋
は
時
に
害
に
な
り
害
を
成
し
な
が

ら
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
成
長
し
ス
ト
ー
リ
ー
と
い
う
土
壌
に
根
を
張
っ
て

い
る
こ
と
が
随
所
か
ら
わ
か
る
が
、
そ
の
種
と
な
っ
た
の
は
ま
ご
う
こ

と
な
き
純
な
青
年
の
恋
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
一
行
か
ら
確
か
に
感
じ

と
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
白
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
こ
そ
、
ま
さ
に
物
語
の

種
と
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
、
こ
の
一
行
な
ら
で
は
の
恋
の
性
格
か
ら

く
る
力
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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佳

作

裁
く
と
い
う
こ
と

恵
泉
女
学
園
高
等
学
校　

２
年　
　
　



蛭ひ
る
た田　

江え

な奈

作
品
名
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行あ

な
た
は
な
ぜ
と
言
っ
て
目
を
瞠
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
つ
も

私
の
心
を
握
り
し
め
に
来
る
そ
の
不
可
思
議
な
恐
ろ
し
い
力
は
、
私

の
活
動
を
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
食
い
止
め
な
が
ら
、
死
の
道
だ
け
を
自

由
に
私
の
た
め
に
開
け
て
お
く
の
で
す
。

本
来
の
意
味
で
人
を
裁
く
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う

か
。
誰
か
が
犯
し
た
罪
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
法
に
則
り
処
罰
を
与
え

る
と
い
う
こ
と
が
、
裁
く
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
裁
く
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
罪
は
浄
化
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
ず
っ
と
疑
問
だ
っ

た
。
し
か
し
、「
こ
こ
ろ
」
を
読
ん
で
少
し
だ
け
裁
く
と
い
う
こ
と
の

意
味
が
理
解
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

「
あ
な
た
は
な
ぜ
と
言
っ
て
目
を
瞠
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
つ

も
私
の
心
を
握
り
し
め
に
来
る
そ
の
不
可
思
議
な
恐
ろ
し
い
力
は
、
私

の
活
動
を
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
食
い
止
め
な
が
ら
、
死
の
道
だ
け
を
自
由

に
私
の
た
め
に
開
け
て
お
く
の
で
す
。」
こ
の
一
文
は
、
自
殺
を
心
に

決
め
た
先
生
が
自
分
に
対
し
て
畏
敬
の
念
を
抱
く
一
人
の
青
年
に
送
っ

た
手
紙
の
中
の
一
行
で
あ
る
。

先
生
は
、
ず
っ
と
死
と
身
近
に
な
り
な
が
ら
生
き
て
い
た
。
Ｋ
よ
り

女
を
慕
う
気
持
ち
を
取
り
、
Ｋ
を
間
接
的
に
殺
し
て
し
ま
っ
た
か
も
し

れ
な
い
自
分
。
最
も
憎
か
っ
た
叔
父
が
し
た
こ
と
と
同
じ
よ
う
な
こ
と

を
親
友
に
し
て
し
ま
っ
た
自
分
自
身
を
先
生
は
信
じ
ず
、
許
そ
う
と
し

な
か
っ
た
。
そ
し
て
明
治
天
皇
の
崩
御
と
い
う
き
っ
か
け
を
持
ち
、
自

分
を
裁
く
こ
と
に
決
め
た
の
だ
。
私
は
先
生
に
と
っ
て
の
裁
き
と
は
、

許
し
の
裏
返
し
の
よ
う
に
思
え
た
。
Ｋ
を
苦
し
め
た
罪
を
信
頼
し
て
い

な
い
自
分
自
身
の
手
で
裁
く
と
い
う
重
い
苦
し
み
を
受
け
る
代
わ
り
に

Ｋ
の
こ
と
で
苦
し
む
自
分
を
解
放
さ
せ
た
の
だ
。

現
代
の
日
本
で
は
、
自
分
で
命
を
絶
つ
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
触
れ

て
は
い
け
な
い
も
の
の
よ
う
に
扱
っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
る
。
安
楽
死

が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
も
自
死
を
認
め
な
い
日
本
の
象
徴
で
あ
る
よ

う
に
見
え
る
。
し
か
し
、「
死
に
た
い
」
と
思
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
に
苦

し
み
、
思
い
悩
む
誰
か
が
、
自
分
を
生
き
て
い
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
辛

さ
か
ら
救
う
た
め
の
手
段
と
し
て
自
死
を
選
ぶ
こ
と
を
否
定
で
き
る
人

は
い
な
い
と
思
う
の
だ
。

こ
の
本
を
読
ん
で
、
罪
を
「
裁
く
」
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
や
他
人

が
持
つ
罪
の
責
任
を
「
許
す
」
た
め
の
行
為
で
あ
る
よ
う
に
考
え
る
よ
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に
な
っ
た
。
お
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
取
り
返
し
が
効
か
ず
、
発

生
し
た
罪
は
誰
に
も
無
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
分
や
他
人
を
罰
す

る
こ
と
で
少
し
で
も
お
互
い
を
許
し
合
え
る
よ
う
に
、
楽
に
な
れ
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
「
裁
き
」
が
存
在
す
る
の
だ
。
先
生
は
自
分
自
身
を

許
し
、
生
き
て
い
る
内
は
到
底
救
わ
れ
な
い
自
分
と
決
別
す
る
た
め
に

自
分
の
命
を
断
つ
と
い
う
決
断
を
し
た
。
こ
れ
は
誰
に
も
否
定
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
尊
重
さ
れ
る
べ
き
許
し
の
形
な
の
で
は
な
い
か
。
私
は

そ
う
思
う
。

佳

作

個
人
主
義
と
「
淋
し
み
」光

塩
女
子
学
院
高
等
科　

２
年　
　
　



味あ
じ
は
ら原　

花か

ほ帆

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
淋
し
み
を
味
わ
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
し

ょ
う

漱
石
が
『
こ
こ
ろ
』
で
描
い
た
の
は
、
欧
米
列
強
に
追
い
つ
こ
う
と

近
代
化
政
策
を
推
し
進
め
る
政
府
の
主
導
に
よ
り
西
洋
か
ら
多
様
な
文

化
や
思
想
が
入
っ
て
き
た
明
治
末
期
の
世
。
当
時
の
人
々
は
「
個
人
主

義
」と
い
う
真
新
し
い
概
念
に
魅
か
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
個
人
主
義
を
、

身
分
や
出
自
な
ど
の
し
が
ら
み
か
ら
離
れ
て
己
れ
の
心
の
動
く
ま
ま
に

振
る
舞
う
こ
と
と
理
解
し
、
個
人
を
神
聖
化
し
、
絶
対
的
価
値
を
持
つ

も
の
と
捉
え
て
い
た
。
そ
の
潮
流
に
漱
石
は
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
漱
石
は

『
私
の
個
人
主
義
』
の
中
で
「
義
務
心
を
持
っ
て
い
な
い
自
由
は
本
当

の
自
由
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
漱
石
は
自
由
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義
務
を
併
せ
持
つ
個
人
主
義
を
主
張
し
た
の
だ
。
彼
は
外
発
的
な
開

化
に
よ
る
個
人
主
義
の
興
隆
に
疑
念
を
抱
き
、
当
時
多
く
の
人
の
目
に

魅
力
的
に
映
っ
て
い
た
個
人
主
義
の
限
界
を
『
こ
こ
ろ
』
の
主
題
と
し

た
の
だ
と
思
う
。

主
人
公
の
「
先
生
」
は
、
友
人
Ｋ
と
同
じ
女
性
に
恋
し
、
彼
女
と
の

結
婚
を
決
め
る
が
、
そ
れ
を
知
っ
た
Ｋ
は
自
ら
命
を
絶
つ
。
自
分
の
不

誠
実
さ
と
卑
怯
さ
を
自
覚
し
た
「
先
生
」
は
自
己
嫌
悪
に
陥
り
、
そ
れ

以
来
、
人
と
の
関
係
を
遮
断
し
孤
独
に
生
き
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
彼

の
辛
い
過
去
を
何
も
知
ら
な
い
若
い
「
私
」
は
独
立
し
た
世
界
を
生
き

る
か
に
見
え
る
「
先
生
」
を
尊
敬
し
、
師
弟
関
係
を
築
く
こ
と
で
自
分

を
認
め
て
も
ら
い
た
い
と
強
く
思
っ
て
い
た
。
孤
独
と
満
た
さ
れ
な
い

思
い
を
抱
え
先
生
の
元
へ
と
足
繁
く
通
う
「
私
」
も
、
策
で
友
人
を
裏

切
る
と
い
う
自
身
に
失
望
し
て
他
者
と
の
関
係
を
遮
断
し
た
先
生
も
、

向
上
で
き
な
い
自
分
に
見
切
り
を
つ
け
死
を
選
ん
だ
Ｋ
も
皆
、
宿
命
と

し
て
こ
の
淋
し
さ
を
味
わ
っ
て
い
る
。「
先
生
」
は
「
私
」
に
「
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
淋
し
み
を
味
わ
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
」
と

伝
え
た
。

漱
石
が
「
自
由
と
独
立
と
己
と
に
み
ち
た
現
代
」
と
表
象
し
た
明
治

時
代
を
生
き
る
「
私
」
は
、
自
分
の
存
在
意
義
を
探
し
求
め
る
。
他
者

と
の
関
係
が
希
薄
に
な
り
、自
分
の
位
置
付
け
が
不
明
確
に
な
っ
た
時
、

人
は
否
応
な
し
に
孤
独
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
れ
が「
淋

し
み
」
な
の
で
は
な
い
か
。

私
は
こ
の
一
文
を
読
ん
で
現
代
社
会
に
当
て
は
め
ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
。
己
れ
の
自
由
を
主
張
す
る
あ
ま
り
、
自
分
の
自
由
と
他
者
の

自
由
と
の
対
立
に
折
り
合
い
が
つ
け
ら
れ
な
く
な
り
、
結
局
は
自
我
が

暴
走
し
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
が
い
か
に
多
い
か
。
批
評

眼
を
持
っ
た
漱
石
は
、「
自
由
と
独
立
と
己
と
に
み
ち
た
現
代
」
を
生

き
る
者
を
待
ち
受
け
る
の
は
「
淋
し
み
」
だ
と
指
摘
し
た
。
そ
の
指
摘

は
、百
年
以
上
経
っ
た
今
な
お
私
た
ち
に
響
く
。
自
分
の
「
自
由
」「
独

立
」「
己
れ
」
を
主
張
す
る
以
上
、
他
人
の
そ
れ
ら
を
尊
重
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
他
者
と
の
相
克
が
避
け
ら
れ
な
い
。
結
果

と
し
て
周
囲
と
繋
が
る
こ
と
や
理
解
し
合
う
こ
と
が
難
し
く
な
り
、「
淋

し
み
」
が
生
じ
る
。
漱
石
は
自
由
が
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
点
で
評
価
さ

れ
た
個
人
主
義
が
実
は
「
淋
し
み
」
の
元
凶
と
な
り
、「
自
由
と
独
立

と
己
と
に
み
ち
た
現
代
」
を
生
き
る
人
間
が
「
淋
し
み
」
に
直
面
す
る

の
は
宿
命
だ
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
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死
と
時

光
塩
女
子
学
院
高
等
科　

２
年　
　
　



遠と
お
や
ま山　

奏か
な
こ子

作
品
名
『
硝
子
戸
の
中
』

選
ん
だ
一
行そ

れ
を
俳
句
の
好
き
な
あ
る
男
が
嬉
し
が
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
私
に
頼

ん
で
、
短
冊
に
書
か
せ
て
持
っ
て
行
っ
た
の
も
、
も
う
昔
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

『
硝
子
戸
の
中
』
に
は
、
漱
石
を
苦
し
め
る
虚
偽
や
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、

他
者
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
価
値
観
の
相
克
等
、
人
生
に

お
け
る
様
々
な
葛
藤
や
思
い
が
書
か
れ
て
い
る
。
漱
石
は
幼
少
期
の
義

父
母
と
の
関
係
の
中
で
愛
情
の
裏
に
潜
む
虚
偽
や
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
苦
し

め
ら
れ
た
。
そ
ん
な
漱
石
は
、
虚
偽
や
欺
瞞
を
嫌
厭
し
、
純
粋
な
愛
情

や
関
係
性
を
希
求
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
死
を
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
や

時
の
力
と
は
無
縁
の
限
り
な
く
洗
練
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
。
漱
石
の
、
純
粋
さ
や
透
徹
性
へ
の
希
求
が
根
底
に
あ
る

死
を
理
想
と
す
る
価
値
観
は
ま
た
、
彼
が
過
去
に
触
れ
て
き
た
数
々
の

死
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

漱
石
が
こ
の
随
筆
中
に
書
き
記
し
特
に
心
が
抉
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

に
、
大
塚
楠
緒
の
死
が
あ
る
。
楠
緒
は
、
日
露
戦
争
に
際
し
厭
戦
的
な

詩
「
お
百
度
詣
で
」
を
表
し
、
ま
た
『
露
』
等
小
説
を
発
表
し
た
閨け

い
し
ゅ
う秀

作
家
だ
。
あ
る
日
漱
石
は
道
で
楠
緒
を
見
掛
け
る
が
、
そ
の
美
貌
に
見

惚
れ
後
に
楠
緒
に
「
芸
者
か
と
思
っ
た
」
と
そ
の
時
の
感
情
を
素
直
に

伝
え
た
。
楠
緒
は
そ
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
る
。
漱
石
は
自
分

の
言
葉
を
邪
推
せ
ず
に
真
っ
直
ぐ
に
受
け
取
っ
た
楠
緒
と
の
間
に
、
強

固
な
信
頼
に
裏
づ
け
さ
れ
た
理
想
的
な
関
係
を
感
じ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

楠
緒
は
漱
石
に
と
っ
て
、
虚
偽
や
欺
瞞
の
対
極
に
あ
る
自
然
体
で
生
き

る
女
性
で
あ
っ
た
。

選
ん
だ
一
文
の
「
そ
れ
」
と
は
、
楠
緒
が
亡
く
な
っ
た
際
漱
石
が
楠

緒
に
咏よ

ん
だ
追
悼
句
「
あ
る
程
の
菊
抛
げ
入
れ
よ
棺
の
中
」
を
指
す
。

季
語
の
「
菊
」
は
楠
緒
の
凛
と
し
た
清
楚
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
、
中

七
の
句
に
「
抛
」
の
字
を
あ
て
命
令
形
で
切
る
こ
と
に
よ
り
、
死
に
目

に
会
え
な
か
っ
た
悔
恨
の
情
、
慟
哭
の
思
い
を
し
て
楠
緒
の
早
逝
と
い

う
不
条
理
な
運
命
に
対
す
る
憤
り
等
の
激
情
を
一
気
に
投
入
し
て
い

る
。
ま
た
「
棺
の
中
」
と
下
五
を
体
言
で
止
め
、
ま
た
句
全
体
に
Ｋ
音

を
多
用
し
た
こ
と
か
ら
、
冥
福
を
祈
る
荘し

ょ
う

厳ご
ん

の
余
情
に
浸
り
つ
つ
、
楠

緒
の
内
外
面
の
美
し
さ
や
楠
緒
を
失
っ
た
率
直
な
悲
し
み
、
楠
緒
と
の

虚
偽
の
介
在
し
な
い
関
係
等
楠
緒
に
関
す
る
一
貫
し
た
透
明
な
印
象
を

表
し
て
い
る
。
楠
緒
の
死
を
嘆
く
こ
の
句
は
、
人
生
の
無
常
を
穿
つ
漱
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の
絶
唱
の
追
悼
句
な
の
だ
。

「
そ
れ
を
俳
句
の
好
き
な
男
が
嬉
し
が
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
私
に
頼
ん

で
、短
冊
に
書
か
せ
て
持
っ
て
行
っ
た
の
も
、も
う
昔
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。」
の
一
文
を
選
ん
だ
の
は
、
人
間
の
死
、
そ
し
て
時
の
力
に
対
す

る
漱
石
の
想
い
が
滲
み
出
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら
だ
。
楠
緒
を
奪
っ
た

運
命
に
対
し
て
激
情
を
覚
え
た
日
も
、
時
の
中
に
よ
っ
て
完
全
に
過
去

の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
…
。
楠
緒
の
死
を
思
い
出
し
て
も
過
去
の

激
情
が
甦
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
時
の
力
に
よ
っ
て
楠
緒
の
死
の
傷

が
癒
え
た
と
同
時
に
漱
石
の
中
で
の
楠
緒
の
存
在
が
薄
れ
た
こ
と
も
意

味
す
る
。
こ
れ
は
治
癒
力
と
残
酷
さ
を
併
せ
持
つ
、
時
の
両
義
性
が
も

た
ら
し
た
当
然
の
帰
結
だ
。
楠
緒
の
死
に
際
し
て
、
漱
石
は
自
身
の
感

情
や
価
値
観
の
変
化
と
、
そ
れ
に
伴
う
苦
悩
や
葛
藤
を
経
験
し
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
私
は
、
そ
の
す
べ
て
を
き
っ
と
楠
緒
は
真
っ
直
ぐ
に
受

け
入
れ
て
く
れ
る
と
思
う
の
だ
。

佳

作

僕
と
三
四
郎

サ
レ
ジ
オ
学
院
高
等
学
校　

２
年　
　
　



山や
ま
も
と本　

憲け
ん

作
品
名
『
三
四
郎
』

選
ん
だ
一
行そ

う
し
て
現
実
の
世
界
は
、
か
よ
う
に
動
揺
し
て
、
自
分
を
置
き
去

り
に
し
て
い
っ
て
し
ま
う
。

私
が
『
三
四
郎
』
の
な
か
か
ら
選
ん
だ
一
行
は
、「
そ
う
し
て
現
実

の
世
界
は
、
か
よ
う
に
動
揺
し
て
、
自
分
を
置
き
去
り
に
し
て
い
っ
て

し
ま
う
」
と
い
う
文
で
あ
る
。
熊
本
の
田
舎
か
ら
上
京
し
、
見
た
こ
と

の
な
い
世
界
に
対
し
て
三
四
郎
が
感
じ
た
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。

私
は
今
年
の
夏
休
み
、
初
め
て
の
海
外
一
人
旅
と
し
て
台
湾
に
行
っ

た
。
事
前
に
歴
史
や
食
べ
物
に
つ
い
て
下
調
べ
を
し
、
自
分
な
り
に
語

学
を
身
に
付
け
て
旅
立
っ
た
。
異
国
に
到
着
し
た
と
た
ん
、
何
だ
か
不

思
議
な
感
覚
に
見
舞
わ
れ
た
。自
分
は
確
か
に
そ
の
国
の
な
か
に
い
る
。

し
か
し
、
三
四
郎
の
言
葉
を
さ
ら
に
借
り
る
な
ら
、「
自
分
の
世
界
と

現
実
の
世
界
は
、
一
つ
平
面
に
並
ん
で
居
り
な
が
ら
、
ど
こ
も
接
触
し
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い
な
い
」
気
が
し
た
の
で
あ
る
。
ま
る
でY

ouT
ube

で
映
像
を
見

て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
。
自
分
は
本
当
に
目
の
前
の
世
界
の
登
場
人

物
の
一
人
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
か
、
ど
う
に
も
心
も
と
な
い
気
が

し
た
の
だ
。
自
分
が
そ
こ
に
属
し
て
い
な
い
感
覚
、と
で
も
い
お
う
か
。

異
な
る
景
色
や
匂
い
、
歩
く
人
の
ペ
ー
ス
な
ど
、
全
て
が
少
し
ず
つ
異

な
っ
て
い
る
の
だ
。
私
は
心
を
落
ち
着
か
せ
て
、
異
な
る
環
境
に
少
し

ず
つ
適
応
し
て
い
っ
た
。

三
四
郎
が
上
京
し
た
時
代
、
明
治
の
激
変
期
に
あ
っ
た
熊
本
と
東
京

の
差
は
、
現
代
の
日
本
と
台
湾
の
違
い
よ
り
も
大
き
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。

私
が
台
湾
で
感
じ
た
「
置
き
去
り
に
さ
れ
た
」
感
覚
は
、
異
国
の
文

化
や
習
慣
に
対
す
る
戸
惑
い
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
例
え
ば
、

日
本
語
の
通
じ
な
い
言
語
空
間
に
適
応
す
る
の
に
は
少
し
時
間
が
か

か
っ
た
。
し
か
し
、
三
四
郎
が
東
京
で
感
じ
た
そ
れ
は
、
さ
ら
に
深
い

も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
。
熊
本
か
ら
上
京
し
た
彼
に

と
っ
て
、
東
京
は
ま
る
で
異
次
元
の
よ
う
に
現
実
が
揺
ら
ぎ
、
自
分
が

そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
実
感
を
持
て
な
い
場
所
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

三
四
郎
の
言
葉
は
、
彼
の
内
面
の
揺
れ
動
き
や
、
時
代
の
激
変
に
対

す
る
不
安
を
象
徴
し
て
い
る
。
新
し
い
環
境
に
飛
び
込
ん
だ
彼
は
、
自

分
の
価
値
観
や
世
界
観
が
通
用
し
な
い
現
実
に
直
面
し
、
そ
こ
に
「
置

き
去
り
に
さ
れ
た
」
よ
う
な
感
覚
を
抱
い
た
に
違
い
な
い
。
彼
に
と
っ

て
東
京
は
、
単
な
る
物
理
的
な
移
動
先
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
成
長

や
変
化
を
強
い
ら
れ
る
場
所
だ
っ
た
。

私
自
身
も
台
湾
で
の
経
験
を
通
じ
て
、
異
な
る
世
界
に
対
す
る
不
安

や
戸
惑
い
を
感
じ
た
が
、
そ
れ
が
自
分
の
成
長
の
一
部
で
あ
る
と
気
づ

い
た
時
、
少
し
ず
つ
そ
の
感
覚
は
和
ら
い
で
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の

プ
ロ
セ
ス
を
経
て
こ
そ
、
私
は
新
し
い
価
値
観
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。
三
四
郎
も
ま
た
、
東
京
で
の
生
活
を
通
じ
て
、
自

分
の
中
に
あ
る
固
定
観
念
や
価
値
観
を
見
直
し
、
新
た
な
視
点
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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佳

作

漱
石
と
開
化

サ
レ
ジ
オ
学
院
高
等
学
校　

２
年　
　
　



山や
ま
も
と本　

祥し
ょ
う
た
ろ
う

太
朗

作
品
名
『
社
会
と
自
分
―
現
代
日
本
の
開
化
―
』

選
ん
だ
一
行現

代
日
本
の
開
化
は
皮
相
上
滑
り
の
開
化
で
あ
る

「
現
代
日
本
の
開
化
は
皮
相
上
滑
り
の
開
化
で
あ
る
」

こ
の
一
節
は
明
治
四
十
四
年
に
漱
石
が
和
歌
山
県
議
会
議
事
堂
で

行
っ
た
講
演
「
現
代
日
本
の
開
化
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
大
正
二
年

発
刊
の
漱
石
の
講
演
集
「
社
会
と
自
分
」
に
収
録
さ
れ
た
。「
社
会
と

自
分
」の
序
文
で
漱
石
は「
此
講
演
集
の
名
を
講
演
集
と
し
な
い
で
、「
社

会
と
自
分
」
と
し
た
の
は
、
何
れ
の
講
演
も
其
主
意
を
抽
象
し
て
引
き

括
れ
ば
、
要
す
る
に
皆
社
会
対
自
分
の
関
係
を
研
究
し
た
も
の
に
過
ぎ

な
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
綴
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
講
演
は
急
速
に
西

洋
文
明
を
取
り
入
れ
た
日
本
の
社
会
の
変
革
を
そ
の
目
で
視
た
漱
石
の

思
い
を
け
ざ
や
か
に
映
し
出
し
た
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

日
露
戦
争
に
勝
利
し
一
等
国
に
な
っ
た
と
驕
り
高
ぶ
る
者
が
大
半
で

あ
っ
た
当
時
の
社
会
を
、
漱
石
が
憂
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

明
治
四
十
一
年
に
朝
日
新
聞
で
連
載
さ
れ
た
漱
石
の
小
説
「
三
四
郎
」

で
主
人
公
は
汽
車
で
乗
り
合
わ
せ
た
男
に
「
こ
れ
か
ら
は
日
本
も
だ
ん

だ
ん
発
展
す
る
で
し
ょ
う
」
と
言
う
と
男
に
「
滅
び
る
ね
」
と
返
答
さ

れ
る
場
面
が
あ
る
。愛
国
が
広
く
謳
わ
れ
た
明
治
日
本
の
社
会
に
対
し
、

汽
車
の
男
の
言
説
を
唱
え
た
こ
と
に
は
、
漱
石
の
深
い
思
惑
が
あ
る
と

推
察
す
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
漱
石
は
国
家

主
義
を
否
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
か
と
い
っ
て
、

欧
化
主
義
に
疑
問
符
を
浮
か
べ
た
漱
石
が
国
粋
主
義
を
信
奉
し
た
訳
で

も
な
い
と
い
う
こ
と
は
更
に
重
要
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
私
の
選
ん

だ
一
節
の
直
後
に
言
及
さ
れ
た
「
し
か
し
そ
れ
が
悪
い
か
ら
お
止
し
な

さ
い
と
云
う
の
で
は
な
い
。
事
実
や
む
を
え
な
い
、
涙
を
呑
ん
で
上
滑

り
に
滑
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
の
で
す
。」
と
い
う
部

分
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

前
述
の
様
な
漱
石
の
近
代
化
の
捉
え
方
、
名
付
け
る
と
す
る
な
ら
ば

「
開
化
観
」
は
探
っ
て
み
る
と
非
常
に
興
味
深
い
。
イ
ギ
リ
ス
で
の
留

学
や
、
英
文
学
者
、
作
家
と
し
て
の
生
活
を
す
る
中
で
培
わ
れ
て
い
っ

た
で
あ
ろ
う
「
開
化
観
」
が
著
作
の
数
々
で
表
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み

る
と
、「
現
代
日
本
の
開
化
」
は
漱
石
の
人
生
の
一
大
テ
ー
マ
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
講
演
の
終
盤
で
、
漱
石
は
日
本
の
開
化
に

対
し
て
「
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
実
に
困
っ
た
と
嘆
息
す
る
だ

け
で
極
め
て
悲
観
的
の
結
論
で
あ
り
ま
す
。」
と
述
べ
て
い
る
。
結
局
、
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索
の
末
に
開
化
へ
の
向
き
合
い
方
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
の
だ
。

度
々
、
漱
石
の
発
言
や
文
章
の
一
部
分
だ
け
が
独
り
歩
き
を
し
て
、

漱
石
は
憂
国
の
懐
古
主
義
者
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
蔓
延
す
る
。
こ
う

し
た
動
向
を
、漱
石
の
筆
跡
を
辿
り
つ
つ
分
析
し
よ
う
と
い
う
考
え
が
、

私
が
こ
の
一
行
を
選
ん
だ
所
以
で
あ
る
。

漱
石
の
講
演
か
ら
百
十
余
年
経
っ
た
今
、
我
々
は
明
治
日
本
の
開
化

を
ど
う
捉
え
る
だ
ろ
う
か
。
先
の
大
戦
か
ら
ど
の
様
な
教
訓
を
得
た
だ

ろ
う
か
。
今
の
地
球
を
楽
観
視
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
漱
石
の
生
き
た

時
代
も
、
我
々
の
生
き
る
時
代
も
、
患
い
の
社
会
で
あ
る
と
感
じ
た
令

和
の
夏
で
あ
る
。

佳

作

外
側
か
ら
見
る

白
百
合
学
園
高
等
学
校　

３
年　
　
　



羽は

だ田　

里り

お緒

作
品
名
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

選
ん
だ
一
行吾

輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
な
い
。

私
は
、「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
な
い
。」
を
選
択
し
た
。

そ
の
理
由
は
、
こ
の
作
品
を
読
ん
で
い
く
に
つ
れ
、「
吾
輩
」
と
自
分

自
身
を
重
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。「
吾
輩
」
の
、
ど
こ
か

他
人
事
の
よ
う
に
物
事
を
俯
瞰
し
て
見
つ
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
私
自
身

の
癖
と
重
な
っ
た
の
だ
。

私
は
、
友
人
た
ち
と
会
話
を
し
て
い
る
際
に
自
分
を
遠
く
に
感
じ
る

癖
を
持
っ
て
い
た
。
自
分
は
こ
こ
に
い
る
は
ず
で
、
確
か
に
意
思
も
あ

る
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
と
は
ま
た
別
の
自
分
が
自
分
を
覗
い
て
い
る
か

の
よ
う
な
感
覚
に
な
る
の
だ
。
友
人
た
ち
と
自
分
と
の
会
話
を
、
ま
る

で
何
か
の
映
像
を
観
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
場
と
自
分
と
が
切
り

離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
そ
の
空
間
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
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覚
が
「
吾
輩
」
に
も
通
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

「
吾
輩
」
は
、
猫
と
い
う
立
場
か
ら
人
間
社
会
を
俯
瞰
し
て
見
て
い

る
描
写
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
人
間
社
会
の
内
側
に
い
る
、
人
間
で

は
な
い
も
の
と
し
て
の
「
吾
輩
」
は
、
自
分
の
存
在
を
外
か
ら
眺
め
、

冷
静
に
人
間
を
見
て
い
る
。
猫
と
し
て
、
自
分
と
は
切
り
離
さ
れ
た
も

の
と
し
て
人
間
社
会
を
見
る
「
吾
輩
」
と
、
自
分
の
内
側
と
自
分
自
身

が
切
り
離
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
る
私
の
視
点
が
、
私
の
中
で
重

な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
吾
輩
」
は
作
中
に
て
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ

な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
単
な
る
自
己
紹
介
と
い
う
だ
け

で
な
く
、「
吾
輩
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
不
確
か
さ
が
見
受
け
ら

れ
る
。
他
者
と
の
関
係
を
築
く
た
め
に
は
重
要
な
要
素
と
な
る
で
あ
ろ

う
名
前
を
持
た
な
い
「
吾
輩
」
は
、
自
分
は
何
者
な
の
か
、
自
分
に
は

ど
ん
な
役
割
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
も
の
が
明
確
で
は
な
い
。
現
実

の
世
界
で
自
分
は
本
当
に
今
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
か
、
自
分
と
い

う
最
も
近
し
い
存
在
が
遠
く
に
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
っ
た
私
自

身
の
感
覚
か
ら
発
さ
れ
る
焦
燥
感
や
曖
昧
さ
が
「
吾
輩
」
と
繋
が
っ
た

の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
自
分
自
身
と
「
吾
輩
」
に
繋
が
り
を
覚
え
た
私

は
、「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
な
い
。」
の
一
行
を
選
択
し
た
。

名
前
の
な
い
猫
と
し
て
人
間
社
会
を
生
き
る
「
吾
輩
」
は
、
自
分
の
内

側
と
現
実
の
間
を
交
差
す
る
私
に
少
し
の
勇
気
を
与
え
て
く
れ
た
よ
う

に
思
う
。「
吾
輩
」
は
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
固
執
せ
ず
、

む
し
ろ
そ
れ
を
超
越
し
た
存
在
と
し
て
独
特
な
視
点
と
鋭
い
洞
察
力
を

活
か
し
て
い
る
。
不
確
か
さ
や
不
明
瞭
さ
を
持
つ
自
分
と
い
う
の
を
認

め
た
上
で
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
な
い
。」
と
発
し
た
「
吾

輩
」に
自
分
を
な
ぞ
ら
え
る
と
共
に
ど
こ
か
憧
憬
の
念
を
抱
い
て
い
る
。
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高
校
生
の
部

高
校
生
の
部

佳

作

私
の
決
心

広
島
県
立
海
田
高
等
学
校　

２
年　
　
　



森も
り
か
わ川　

勇ゆ
う

作
品
名
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行私

は
し
か
た
が
な
い
か
ら
、
死
ん
だ
気
で
生
き
て
い
こ
う
と
決
心
し

ま
し
た
。

私
に
は
夢
が
あ
り
ま
せ
ん
。
好
き
な
未
来
の
形
は
想
像
で
き
る
の
に

夢
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
言
わ
ば
夢
は
あ
る
が
私
は
そ
れ
を
追
い
か

け
な
い
の
で
夢
へ
成
り
き
ら
な
い
の
で
す
。

「
私
は
し
か
た
が
な
い
か
ら
、
死
ん
だ
気
で
生
き
て
い
こ
う
と
決
心

し
ま
し
た
。」
こ
の
一
文
は
私
の
は
っ
き
り
と
し
な
い
部
分
を
言
語
化

し
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
こ
れ
は
夏
目
漱
石
の
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う

作
品
の
一
文
で
す
。
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
先
生
と
呼
ば
れ
る
人
物
は

自
殺
し
た
友
人
に
と
っ
た
自
身
の
過
去
の
行
動
を
後
悔
し
ま
す
。
や
が

て
罪
滅
ぼ
し
の
念
に
と
ら
わ
れ
な
が
ら
自
分
で
自
分
を
殺
す
べ
き
だ
と

考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
自
殺
す
る
勇
気
は
な
く
た
ど
り
つ

い
た
生
き
様
が
私
の
選
ん
だ
一
文
の
内
容
で
す
。

こ
の
一
文
を
選
ん
だ
理
由
は
私
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
感
じ
た
か

ら
で
す
。
そ
れ
は
死
ん
だ
気
で
生
き
る
と
い
う
点
で
す
。
私
は
人
生
が

進
ん
で
い
る
よ
う
に
あ
ま
り
感
じ
ま
せ
ん
。
月
日
や
環
境
は
変
化
し
続

け
て
い
ま
す
が
私
の
内
面
は
あ
ま
り
変
化
が
な
い
の
で
す
。
私
の
こ
の

よ
う
な
部
分
は
正
に
死
ん
だ
気
で
生
き
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
私

は
大
き
な
感
情
の
変
化
の
な
い
人
間
だ
と
思
い
ま
す
。
私
の
心
は
良
く

言
え
ば
冷
静
で
悪
く
言
え
ば
停
滞
し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
か
私
に

は
未
だ
に
は
っ
き
り
と
し
た
追
い
か
け
る
夢
が
な
い
の
で
す
。
目
標
は

あ
り
ま
す
が
熱
意
が
な
く
夢
と
呼
べ
る
よ
う
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
元
々

私
は
感
情
を
表
に
出
す
の
が
苦
手
な
人
間
で
す
。
周
り
の
変
化
に
敏
感

で
自
分
よ
り
周
囲
を
気
に
し
て
い
る
こ
と
の
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
作
品
の
先
生
の
よ
う
に
し
か
た
が
な
い
と
自
分
を
殺
し
た
生
き
方

を
私
も
し
て
き
た
節
が
あ
り
ま
す
。
私
は
今
ま
で
あ
ま
り
自
己
を
優
先

し
た
生
き
方
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
く
は

大
き
く
行
動
す
る
勇
気
が
な
か
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら

に
し
て
も
私
は
こ
の
一
文
に
自
分
の
過
去
の
無
意
識
な
生
き
方
を
感
じ

ま
し
た
。
こ
の
文
は
確
か
に
僕
の
心
を
揺
ら
し
た
の
で
す
。

死
ん
だ
気
で
生
き
る
と
は
と
て
も
絶
妙
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。
言
い

表
し
に
く
い
状
況
で
す
が
間
違
い
な
く
生
き
生
き
し
て
い
な
い
こ
と
は

確
か
で
す
。
死
に
近
い
心
持
ち
で
あ
り
な
が
ら
生
き
よ
う
と
す
る
意
志

が
あ
る
と
は
何
と
も
複
雑
で
す
。
こ
の
先
生
の
場
合
、
罪
滅
ぼ
し
か
ら
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高
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生
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部

高
校
生
の
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妻
を
一
人
に
し
な
い
こ
と
が
生
き
る
理
由
で
し
た
。
つ
ま
り
他
者
と

の
中
に
自
分
が
生
き
る
理
由
を
見
い
出
し
て
い
た
の
で
す
。
人
間
は
自

分
の
中
と
他
者
と
の
間
の
ど
ち
ら
に
も
生
き
る
理
由
を
見
い
出
せ
な
い

時
死
ぬ
の
で
す
。こ
れ
が
私
が
こ
の
一
文
か
ら
見
い
出
し
た
結
論
で
す
。

こ
の
作
品
か
ら
私
は
死
へ
と
向
か
う
人
間
の
心
境
を
学
び
ま
し
た
。
私

は
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
く
た
め
に
夢
が
必
要
で
す
。
そ
れ
は
感
情
か
ら

生
ま
れ
る
も
の
で
人
間
ら
し
い
心
の
持
ち
方
が
重
要
で
す
。
私
は
自
分

の
意
志
で
人
間
ら
し
く
生
き
て
い
こ
う
と
決
心
し
ま
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
》

学
習
院
女
子
中
等
科
　
２
年

題
　
名　
魂
の
つ
な
が
り

作
品
名　
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

選
ん
だ
一
行　



「
お
れ
は
空
を
見
な
が
ら
清
の
事
を
考
え
て
い
る
。（
略
）

清
は
皺
苦
茶
だ
ら
け
の
婆
さ
ん
だ
が
、
ど
ん
な
所
へ
連

れ
て
出
た
っ
て
耻
ず
か
し
い
心
持
ち
は
し
な
い
。」

暁
星
中
学
校
　
３
年

題
　
名　
恋
と
は

作
品
名　
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行　



あ
な
た
の
心
は
と
っ
く
の
昔
か
ら
既
に
恋
で
動
い
て
い

る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か

暁
星
中
学
校
　
２
年

題
　
名　
人
間
は
お
ろ
か
で
あ
る

作
品
名　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

選
ん
だ
一
行　



人
間
ほ
ど
ふ
て
え
や
つ
は
世
の
中
い
ね
え

長
野
清
泉
女
学
院
中
学
校
　
１
年

題
　
名　
悪
人
に
な
ら
な
い
こ
こ
ろ

作
品
名　
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行　



「
悪
い
人
間
と
い
う
一
種
の
人
間
が
世
の
中
に
あ
る
と

君
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
か
。
そ
ん
な
鋳
型
に
入
れ
た

よ
う
な
悪
人
は
世
の
中
に
あ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん

よ
。
平
生
は
み
ん
な
善
人
な
ん
で
す
。
少
な
く
と
も
み

ん
な
普
通
の
人
間
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
、
い
ざ
と
い
う

間
際
に
、
急
に
悪
人
に
変
る
ん
だ
か
ら
恐
ろ
し
い
の
で

す
。」
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《
高
校
生
の
部
》

熊
本
県
立
熊
本
高
等
学
校
　
１
年

題
　
名　
漱
石
の
旅
、
私
の
旅

作
品
名　
『
草
枕
』

選
ん
だ
一
行　


し
ば
ら
く
人
情
界
を
離
れ
た
る
余
は
、
少
な
く
と
も
こ

の
旅
中
に
人
情
界
に
帰
る
必
要
は
な
い
。
あ
っ
て
は

せ
っ
か
く
の
旅
が
無
駄
に
な
る
。人
情
世
界
か
ら
、じ
ゃ

り
じ
ゃ
り
す
る
砂
を
ふ
る
っ
て
、
底
に
あ
ま
る
、
う
つ

く
し
い
金
の
み
を
眺
め
て
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

恵
泉
女
学
園
高
等
学
校
　
２
年

題
　
名　
矛
盾

作
品
名　
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行　



人
間
を
愛
し
う
る
人
、
愛
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
人
、

そ
れ
で
い
て
自
分
の
懐
に
は
い
ろ
う
と
す
る
も
の
を
、

手
を
ひ
ろ
げ
て
抱
き
締
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
、
―

こ
れ
が
先
生
で
あ
っ
た
。

恵
泉
女
学
園
高
等
学
校
　
２
年

題
　
名　
妻
を
想
う

作
品
名　
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行　



「
私
は
こ
の
幸
福
が
最
後
に
私
を
悲
し
い
運
命
に
連
れ

て
行
く
導
火
線
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
し
た
。」

東
京
都
立
桜
修
館
中
等
教
育
学
校
　
２
年

題
　
名　
『
こ
こ
ろ
』
よ
り
、
一
行

作
品
名　
『
こ
こ
ろ
』

選
ん
だ
一
行　



私
は
そ
の
人
を
常
に
先
生
と
呼
ん
で
い
た
。

長
野
清
泉
女
学
院
高
等
学
校
　
２
年

題
　
名　
迷
い
は
成
長
の
象
徴

作
品
名　
『
三
四
郎
』

選
ん
だ
一
行　



「
迷ス
ト
レ
イ
・
シ
ー
プ

え
る
子
―
わ
か
っ
て
？
」



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  �������������� ６８
朝日新聞社賞  ������������ ６９
紀伊國屋書店賞  ����������� ７０
新潮社賞  �������������� ７１
東京理科大学賞  ����������� ７２
二松学舎大学賞  ����������� ７３
くまもと賞  ������������� ７４
佳作  ���������������� ７５

小学生高学年（ 4・5・６ 年生）の部
最優秀賞  �������������� ８２
朝日新聞社賞  ������������ ８３
紀伊國屋書店賞  ����������� ８４
新潮社賞  �������������� ８５
東京理科大学賞  ����������� ８６
二松学舎大学賞  ����������� ８７
くまもと賞  ������������� ８８
佳作  ���������������� ８９



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

68

最優秀賞

タイトル

ライオン　アドベンチャー
新宿区立落合第六小学校　 ３ 年　河

か わ の
野　明

あ す か
日香

こんな夢をみた。ライオンに食べられてしまったお父さんお母さんを助けるため
すみかのジャングルに向かい救出する大冒険の物語。

説　　明

構図に迫力を感じ、子どもの恐怖感と楽しさが表現されており面白い。

審査講評



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

69

朝日新聞社賞

タイトル

たのしいひみつの時間
合志市立西合志東小学校　 ２ 年　小

こ ば た
幡　優

ゆ い
結

もっとピアノをひいていたいけど、もうねる時間。プラネタリウムで見たようなきれいな星空の下で
ずっとピアノをひく夢を見たいな。好きなだけ練習しても全く時間はたっていなくてわたしだけのピ
アノ時間。本当は聞いてほしかった昨年なくなったおじいちゃん、おばあちゃんにも聞こえると良い
なあ。

説　　明

ト音記号に鍵盤などが描かれており、賑やかである。また、楽しんで演奏していることが伝わってく
る。のびやかな展開である。

審査講評



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

70

紀伊國屋書店賞

タイトル

クラゲのカーテン
新宿区立落合第一小学校　 ２ 年　佐

さ さ き
々木　愛

あい

ゆめのなかで、わたしはメンダコになっていて、深い海の底からクラゲのカーテンをみつめていまし
た。

説　　明

タコになってクラゲを見ている夢。発想が面白い。

審査講評



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

71

新潮社賞

タイトル

すごくこわ～いゆめをみた。
新宿区立富久小学校　 １ 年　坂

さかがわ
川　智

と も や
哉

トイレに行きたくてお店に入ったら、つめの長い女の人がおそってきた。お店には、たくさんのこわ
いモノがいた。友達と走って逃げる夢だった。

説　　明

爪の長い女の人の恐怖感が周囲の色づかいで際立って表現されており面白い。

審査講評



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

72

東京理科大学賞

タイトル

ドラゴンたたかいだいけっせん
多良木町立黒肥地小学校　 ２ 年　中

な か の
野　琉

りゅうたろう
太郎

ドラゴンがたたかっている夢をみました。ドラゴンがかっこよくて、たたかっているところがおもし
ろかったです。

説　　明

塗り込んでいる絵画であり、評価できる。

審査講評



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

73

二松学舎大学賞

タイトル

オニヤンマがとびかう空
お茶の水女子大学附属小学校　 ２ 年　佐

さ と う
藤　肇

は つ き
哉

ぼくは虫が大すきです。とくに、オニヤンマが大すきで、ことしの夏、なんども、おいかけて、やっ
とつかまえることができました。オニヤンマはとても大きくて、力強く、すばやくとびます。そんな
オニヤンマが、たくさん空いっぱいにとんでいるようすをゆめに見ました。また、オニヤンマにかこ
まれるゆめを見たいです。

説　　明

現実の中で出会った感動がオニヤンマの躍動感と大胆な遠近法で表現されている。

審査講評



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

74

タイトル

私の絵に穴が空いて�！
新宿区立戸塚第一小学校　 ３ 年　飯

いいおか
岡　紗

さ よ
世

私が描いた夜明け前の街の景色の絵に穴が空いて、うさぎが出てくる夢を見ました。そのうさぎは、
月にいるうさぎを見ていて、とてもかわいいと思い、絵にしました。

説　　明

空に穴が開いた風景を描き、そこにはウサギがいた、ユニークな発想である。

審査講評

くまもと賞



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

75

佳作
タ
イ
ト
ル

こ
ん
虫
図
か
ん

安
芸
太
田
町
立
筒
賀
小
学
校　
３
年　
今い
ま
も
と本　
凱か
い
と斗

クワガタとカブトがいっぱいいます。

説　明

タ
イ
ト
ル

ビ
ュ
ー
ン
と
な
ん
き
ょ
く
へ
ひ
と
っ
と
び
！

暁
星
小
学
校　
１
年　
岡お
か
ざ
き﨑　
翔し
ょ
う
た大

ぼくはペンギンがだいすきすぎて、ペンギンになっちゃいました。ビューンとなんきょくへとんだ
ら、オーロラがぴかぴかしていて、なんきょくのなかまやしらせがぼくをむかえてくれました。

説　明



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

76

佳作
タ
イ
ト
ル

は
な
び
い
っ
ぱ
い

熊
本
県
立
か
も
と
稲
田
支
援
学
校　
２
年　
冨と
み
た田　
悠ゆ
う
と人

カラフルでたのしい、はなびみたいな夢を見たい！

説　明

タ
イ
ト
ル

月
の
う
ら
が
わ
で
ネ
コ
ち
ゃ
ん
見
つ
け
た
！！

新
宿
区
立
市
谷
小
学
校　
３
年　
平ひ
ら
の野　
礼あ
や
な奈

月のうらがわにもネコちゃんがいたらいいなと思いかきました。

説　明



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

77

佳作
タ
イ
ト
ル

ま
ん
月
の
光
に
さ
そ
わ
れ
て
☆

新
宿
区
立
柏
木
小
学
校　
２
年　
葛󠄀か
つ
た
に谷　
咲さ

き希

まん月のふしぎな力でかぞ
く 4人がチョウのすがたに
なり、まん月の国のうさぎ
をめざしはばたいています。

説　明

タ
イ
ト
ル

く
も
の
み
ち

新
宿
区
立
富
久
小
学
校　
２
年　
香か
が
わ川　
六り
っ
か花

大好きな動物たちがいる夢の世界の雲の道です。大きな動物も小さな私も、フワフワ楽しく歩ける
道です。

説　明



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

78

タ
イ
ト
ル

ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー

新
宿
区
立
余
丁
町
小
学
校　
３
年　
多た

だ田　
琉り
ゅ
う
と翔

家からジェットコースター
で学校に行けたらとっても
楽しいし早く登校できるの
でそんな夢を見たいです。

説　明

佳作
タ
イ
ト
ル

大
き
な
パ
ン
ケ
ー
キ
を
食
べ
よ
う
！！

新
宿
区
立
西
戸
山
小
学
校　
２
年　
梅う
め
も
と本　
結ゆ
う
な奈

大きな大きなパンケーキの上に座ってパンケーキをお腹いっぱい食べる夢を見たいです !!

説　明



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

79

佳作
タ
イ
ト
ル

た
ま
ち
ゃ
ん
が
お
空
で
あ
そ
ん
で
る
ゆ
め

新
宿
区
立
四
谷
小
学
校　
３
年　
鈴す
ず
き木　
華か
れ
ん蓮

うちでかっている大好きな
たまちゃんがお空の上であ
そんでいた。

説　明

タ
イ
ト
ル

海
の
テ
レ
ビ
は
大
き
な
ビ
ン

新
宿
区
立
早
稲
田
小
学
校　
２
年　
高た
か
は
し橋　
薫か
お
る

北の海にいるシャチやクリ
オネ等の生物が、ビンに映
し出されたアフリカの大地
を眺め夢見ている。

説　明



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

80

佳作
タ
イ
ト
ル

ア
イ
ス
食
べ
た
よ

多
良
木
町
立
黒
肥
地
小
学
校　
２
年　
片か
た
お
か岡　
更さ
ら
さ沙

5 こ重なったアイスクリームを食べる夢を見ました。いろんなフルーツの味がして、色がレインボ
ーでした。とてもおいしかったです。

説　明

タ
イ
ト
ル

は
ね
が
つ
い
た
ね
こ

多
良
木
町
立
黒
肥
地
小
学
校　
２
年　
濱は
ま
ま
つ松　
名な

な奈

夢に出てきたねこには、はねがついていてびっくりしました。

説　明



小
学
生
低
学
年（
１・２・３
年
生
）の
部

81

佳作
タ
イ
ト
ル

ち
ょ
こ
ち
ゃ
ん

チ
ャ
イ
ル
ド
・
ア
ー
ト
教
室
く
じ
ら　
１
年　
山や
ま
か
わ川　
紗さ

ら礼

私はちょこちゃんと一緒にごはんを食べたいのでそんな夢を見たいと思い描きました。

説　明



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

82

タイトル

しのびよるワニ、ワニワニファミリー
新宿区立戸塚第二小学校　 ４ 年　安

あんどう
藤　晴

は る ま
馬

動物園でみた大はく力のワニが夢にも出てきた。

説　　明

ワニの鱗のガサガサ感や爪のリアルさから作者のワニに対する思いを感じる。表情が豊かである。

審査講評

最優秀賞



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

83

朝日新聞社賞

タイトル

迷い込んだ猫
新宿区立落合第四小学校　 ５ 年　大

おおみち
道　仁

に な
南

夢の中で猫になった。うれしくて猫の仲間を探しにでかけた。見上げると、そこは桜も新緑も紅葉も
ある森だった。ふわふわふしぎな世界に迷いこんだ。

説　　明

自身が猫になって迷い込んだ場所は、桜、新緑、紅葉が見渡せた。
季節感が表現されており、明るい印象である。

審査講評



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

84

紀伊國屋書店賞

タイトル

まつり犬
新宿区立西新宿小学校　 ４ 年　安

や す だ
田　エリカ

犬がおまつりにいった。

説　　明

貼り絵による作品が技巧に秀でており、作者の熱意が感じられる。

審査講評



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

85

新潮社賞

タイトル

読書感想文からにげるな‼
新宿区立柏木小学校　 ５ 年　常

つねいし
石　佳

よ し か
花

夏休みの宿題の読書感想文をやらなきゃと思いつつ、やっていませんでした。そうしたら、夢に本が
出てきて、私が本をひらくと、まっ白なページに目があり、私を見つめていました。気味が悪い夢だ
ったので、宿題をやることにしました。

説　　明

ストーリー性に加え、諧
かいぎゃくみ
謔味も感じさせるユニークな作品。

審査講評



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

86

タイトル

月と猫
新宿区立市谷小学校　 ５ 年　辛

しん
　ザワ楷

かい

猫になって三日月を見る夢です。

説　　明

空のグラデーションを色を重ねて高い技術で表現している。

審査講評

東京理科大学賞



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

87

二松学舎大学賞

タイトル

ワガハイハネコデアル
新宿区立早稲田小学校　 ６ 年　眞

ま し も
下　理

り こ
子

夏休みの宿題で吾輩は猫であるの暗唱の宿題が出ました。毎日、宿題と向き合っていたら、ある晩こ
んな夢を見ました。この猫は私なのか、それとも違うのか…。

説　　明

「吾輩は猫である」の冒頭が現代的な感性により視覚芸術化されている。作品の固定観念から解放さ
れた、伸び伸びとした表現が魅力的だった。

審査講評



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

88

くまもと賞

タイトル

つえと私
熊本市立古町小学校　 ４ 年　武

たけまつ
末　楓

ふ う こ
子

うちゅうにつえがういていて、私がつえをとろうとしているところをえがきました。工ふうは、うち
ゅうのようにするためにはぶらしにあくりる絵の具をつけてとばして工ふうしました。

説　　明

宇宙の雰囲気に、神秘性と素朴さを感じる。

審査講評



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

89

佳作
タ
イ
ト
ル

ど
こ
か
の
中
学
校
の
図
書
室

足
立
区
立
千
寿
桜
小
学
校　
４
年　
金か
な
ざ
わ沢　
環か
ん
な花

中学生と交流会をするゆめを見ました。場所は図書館で広かったです。夜の様に暗く、オレンジ色
のライトがついていました。不思議な本がありました。

説　明

タ
イ
ト
ル

ぼ
く
の
ペ
ン
ペ
ン
空
を
飛
ぶ

新
宿
区
立
大
久
保
小
学
校　
４
年　
鈴す
ず
き木　
歩あ
ゆ
む武

ペンギンのぬいぐるみ「ペ
ンペン」が、空を飛ぶこと
に成功しました。通ったと
ころには、虹があらわれま
した。

説　明



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

90

佳作
タ
イ
ト
ル

う
さ
ぎ
の
お
月
見

新
宿
区
立
戸
塚
第
二
小
学
校　
４
年　
志し

が賀　
和か
ず
え恵

わたしがうさぎがお月見を
しているところを、うしろ
から見ている様子がゆめに
出てきて、月でうさぎがも
ちつきをしていることをか
きました。

説　明

タ
イ
ト
ル

ゆ
め
の
世
界

新
宿
区
立
戸
塚
第
三
小
学
校　
５
年　
ダ
ニ
エ
ル　
ウ
ロ
ッ
ト

いろいろな物がちゅうにういている。

説　明



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

91

佳作
タ
イ
ト
ル

も
ふ
も
ふ
の
お
し
り
た
ち

新
宿
区
立
四
谷
第
六
小
学
校　
５
年　

林は
や
し　
葉は

な奈

たくさんのおしりに囲まれてみたかったのでこの作品をかきました。毛のもふもふ感と色を本物に
近づけるのをがんばりました。

説　明

タ
イ
ト
ル

み
ん
な
と
一
緒
に
ド
ー
ナ
ツ
！！

チ
ャ
イ
ル
ド
・
ア
ー
ト
教
室
く
じ
ら　
５
年　
星ほ
し
の野　
絢あ
や
か香

沢山のドーナツにかこまれてみんなで一緒にドーナツを食べる夢を見たいです。

説　明



小
学
生
高
学
年（
４・５・６
年
生
）の
部

92

佳作
タ
イ
ト
ル

思
い
出
の
場
所
へ
夢
旅
行

文
京
区
立
誠
之
小
学
校　
５
年　
蜂は
ち
す巣　
利り

な奈

弟やぬいぐるみ達といっし
ょに家族で行った思い出の
場所をめぐる夢を見たい。

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
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〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2 APビル
FAX 03-3497-0043　https://www.aik.co.jp/

AKATUKI

03-3497-0531TEL

各種印刷物やイベントグッズの作成・提案、
ホームページの作成、動画配信のサポート・編集まで、
お客様のご要望をカタチにいたします。

卵の殻が原材料

エコ玉名刺

年間で約26万トンも産業廃棄物として処理
されている卵の殻を原材料としています！

再生材料50％使用！

クリアファイル

オリジナルお箸＆ケース エコバッグ

レジ袋の購入頻度を
減らしてエコバッグを
持てば節約にも
つながります。

あかつき印刷
は推進していきます

NO!

sample Co., Lt
d

LOGO
〒000-0000

架空県架空市架空000-0

karinoビル 15F

tel：000-000-0000

fax：000-000-0000

mobile：000-000-0000

mail：abc@abcde.com

web：https://
abcde.com

Hanako Yamada

山田　花子
代表取締役社長

株式会社　サンプル

sample Co., Ltd

LOGO

〒000-0000架空県架空市架空000-0
karinoビル 15Ftel：000-000-0000fax：000-000-0000mobile：000-000-0000mail：abc@abcde.comweb：https://abcde.com

Hanako Yamada

山田　花子
代表取締役社長

株式会社　サンプル

資源は再生工場に渡り、
加工可能な状態になって
から製造工程に渡ります。

これまで破棄されていた植物
の茎や葉、家庭から出るゴミ
を新たな資源として再利用。

捨てない、ムダにしない工夫 もう一度つかうために 生まれ変わる

持っているだけで資源削減、
環境保護につながります。

環境負荷の低減に貢献します

あかつき 太郎
広報部長

T a r o  A k a t s u k i

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-18-21 ASビル
TEL 03-3497-0531　FAX 03-3497-0043
E-mail yuiyui@aik.co.jp

～できることからはじめてみませんか？～～できることからはじめてみませんか？～

身近なものから身近なものから
SDGｓSDGｓ

これが目印！
海洋プラスチック問題の解決に貢献
する取組を実地しているマークです。

これが目印！
海洋プラスチック問題の解決に貢献
する取組を実地しているマークです。

お箸を断って簡単なエコ活動を 繰り返し使えるものへ

海洋へのプラスチック
流出問題の解決に向けて
海洋へのプラスチック
流出問題の解決に向けて

Akatuki Printing ch

チャンネル登録

フォロー

YouTube

よろしく
お願いします！

X
@yuiyui_akatuki
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〈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、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、朝日学生新聞社、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500部印刷製本しています。その経費として １部あたり2,337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 6年度新宿区夏目漱石コンクール作品集
発 行 年 月：令和 7年 2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

印刷物作成番号
２０２４―４８―２8０１


