
１
　
問 
題 
の 
所 
在 

─
新
し
い
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
の
求
め
る
「
理
解
」
─

　
バ
ー
バ
ラ
・
キ
ー
フ
ァ
ー
の
『
絵
本
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
』（K
iefer,

1995

 
           
）

は
、「
視
覚
的
な
知
識
」
と
「
鑑
賞
力
」
と
の
関
係
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
絵
本

の
持
つ
リ
テ
ラ
シ
ー
教
材
と
し
て
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
（
潜
在
的
な
可
能
性
）
を

縦
横
に
論
じ
た
研
究
書
と
し
て
定
評
が
あ
る
。
そ
の
『
絵
本
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
』

の
な
か
で
キ
ー
フ
ァ
ー
は
、
ル
イ
ー
ズ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ブ
ラ
ッ
ト
の
『
読
者
・
テ

ク
ス
ト
・
詩
』（R

osenblatt,1978

 
               
）
に
お
け
る
「
審
美
的
反
応
」
の
「
三
つ
の

鎖
」
に
つ
い
て
の
指
摘
を
踏
ま
え
な
が
ら
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
ル
イ
ー
ズ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ブ
ラ
ッ
ト
（L

ouise
R
osenblatt,1978

 
       
               
）
は
、

審
美
的
反
応
が
、
読
者
の
う
ち
に
ゆ
る
さ
れ
、
育
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
複
数
の
鎖
（m

ultiple
strands

 
               
）
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
提
案
し
て

い
る
。
一
つ
目
の
鎖
に
お
い
て
、
読
者
は
「
手
が
か
り
に
反
応
し
、
ス
タ

ン
ス
を
採
用
し
、
予
測
の
枠
組
み
を
発
達
さ
せ
、
意
味
付
け
、
統
合
し
、

再
構
成
す
る
」
と
い
う
。
二
つ
目
の
鎖
に
お
い
て
、
読
者
は
「
賛
意
、
非

難
、
楽
し
み
、
シ
ョ
ッ
ク
、
受
容
／
拒
絶
」
と
い
っ
た
範
囲
で
そ
の
作
品

に
反
応
す
る
。
そ
し
て
、
三
つ
目
の
鎖
に
お
い
て
、
読
者
は
「
そ
の
テ
ク

ス
ト
の
技
術
的
な
特
徴
や
作
者
の
［
画
家
の
］
役
割
の
技
術
的
な
特
徴
」

を
認
識
す
る
」
の
で
あ
る
（p.69

     
）。
も
し
私
た
ち
が
こ
れ
ら
の
鎖
の
す
べ

て
に
わ
た
っ
て
絵
本
に
対
す
る
反
応
を
発
達
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
を
も
う
一
度
本
に
向
か
わ
せ
て
、
初
発
の
反
応
を

深
め
た
り
広
げ
た
り
で
き
る
よ
う
に
導
い
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（K

iefer,1995,p.65

 
                 
）

　
絵
本
に
取
り
組
む
時
間
と
場
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
、
確
か
な
リ
テ
ラ

シ
ー
形
成
に
結
ん
で
い
く
と
い
う
こ
の
指
摘
は
、
い
ま
だ
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
「
ア
ー
ト
っ
て
何
？
」
と
か
「
そ
れ
に
つ
い
て
の
自
分
の
反
応
っ

て
何
？
」
と
問
う
能
力
と
し
て
の
「
審
美
的
理
解
」
の
育
成
に
つ
な
が
る
だ
ろ

う
し
、「
本
」
や
ア
ー
ト
に
向
か
う
ひ
と
の
姿
勢
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
文
学
教
育
・
読
書
教
育
に
と
っ
て
も
根
本

的
な
問
題
で
あ
る
。

　
一
方
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
研
究
者
で
あ
る
ミ
シ
ェ
ル
・

─　　─７２

　

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
論
か
ら
み
た
文
学
教
育
の
可
能
性

─
─
マ
コ
ー
レ
イ
『
白
黒
』
に
関
す
る
議
論
を
手
が
か
り
と
し
て
─
─

山
　
元
　
隆
　
春



ア
ン
ス
テ
イ
（A

nstey,2002

 
           
）
は
「
新
し
い
時
代
と
新
し
い
リ
テ
ラ
シ
ー
は
リ

テ
ラ
シ
ー
教
育
の
新
た
な
目
標
を
も
た
ら
す
。
新
し
い
時
代
の
常
と
し
て
変
化

を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
が
あ
る
特
定
の
知
識
や
ス
キ
ル
の

習
得
ば
か
り
で
な
く
、
多
様
な
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
そ
の
よ
う
な

ス
キ
ル
を
使
用
す
る
こ
と
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

さ
ら
に
、
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
は
取
得
す
べ
き
態
度
と
能
力
を
支
援
し
、
将
来
に

わ
た
っ
て
進
化
す
る
言
語
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
リ

テ
ラ
シ
ー
教
育
は
、
テ
ク
ス
ト
と
、
あ
ら
ゆ
る
か
た
ち
で
そ
れ
に
そ
な
わ
っ
て

い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
批
判
的
に
取
り
組
み
な
が
ら
そ
れ
ら
を
理
解
し
、
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
を
作
り
出
す
能
力
（
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
）
に

も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
た
上
で
、「
二
十
一
世

紀
の
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
」
が
学
習
者
に
求
め
る
「
理
解
（understanding
             
）」
と

し
て
次
の
五
つ
を
指
摘
す
る
。

①
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
は
意
図
的
に
構
築
さ
れ
て
お
り
、
特
定
の
文
化
的
、
政

治
的
、
経
済
的
目
的
を
持
つ
。

②
テ
ク
ス
ト
は
あ
る
範
囲
の
文
法
と
記
号
シ
ス
テ
ム
を
そ
な
え
た
多
彩
な
表
現

形
式
を
持
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、
読
者
や
見
る
者
は
、
テ
ク
ス
ト
を
処
理
す
る
た

め
に
複
数
の
文
法
と
記
号
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
社
会
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
変
化
は
、
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
表
現
形
式
に

挑
戦
し
、
そ
れ
ら
を
絶
え
ず
変
化
さ
せ
る
。

④
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
だ
り
見
た
り
す
る
の
に
も
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
（
社

会
的
、
文
化
的
、
経
済
的
、
政
治
的
）
や
そ
の
他
の
諸
要
素
の
ど
れ
に
依
拠

す
る
か
に
よ
っ
て
、
複
数
の
や
り
方
が
可
能
だ
ろ
う
。

⑤
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
潜
在
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
考
え
、
そ
れ
ら
が
ど
の

よ
う
に
読
者
と
読
者
の
世
界
と
を
構
築
す
る
の
か
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

（A
nstey,2002

 
           
）

　
ア
ン
ス
テ
イ
は
、
こ
れ
ら
五
つ
の
「
理
解
」
が
こ
れ
か
ら
の
リ
テ
ラ
シ
ー
教

育
の
目
標
を
考
え
る
際
の
重
要
な
柱
に
な
る
と
言
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
だ
け
の
話
で
は
な
い
。
私
た
ち
の
身
近
に
あ
る
、「
理
解
」
の
対
象
を

眺
め
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
け
っ

し
て
少
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
を
読
む
過
程
を
通
し
て
、
こ
の
よ

う
な
「
理
解
」
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
、
思
考
し
表
現
す
る
ひ
と
を
育
て
て
い

く
た
め
に
は
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
文
学
教
育
を
含
ん
だ
こ
れ
か
ら
の

「
読
む
こ
と
」
の
教
育
の
大
切
な
課
題
で
も
あ
る
。

２
　
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
の
仕
掛
け

　
モ
ラ
グ
・
ス
タ
イ
ル
ズ
は
「
時
代
の
慣
習
的
な
方
法
を
乗
り
越
え
て
、
テ
ク

ス
ト
に
多
層
な
意
味
を
付
与
し
た
」
絵
本
作
家
た
ち
の
う
ち
、
ス
ミ
ス
と
シ
ェ

ス
カ
の
仕
事
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

多
く
の
絵
本
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
で
、

絵
本
は
誰
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
か
が
、
子
ど
も
に
も

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
と
り
わ
け
巧
み
な
の
が
、
ス
ミ
ス

と
シ
ェ
ス
カ
で
あ
る
。
二
人
の
合
作
に
な
る
『
く
さ
い
く
さ
い
チ
ー
ズ
ぼ

う
や
＆
た
く
さ
ん
の
お
と
ぼ
け
話
』
や
『
三
び
き
の
コ
ブ
タ
の
ほ
ん
と
う

─　　─７３



の
話
─
Ａ
・
ウ
ル
フ
談
』
を
見
る
と
、
こ
の
こ
と
が
わ
か
る
。『
く
さ
い
く

さ
い
チ
ー
ズ
ぼ
う
や
＆
た
く
さ
ん
の
お
と
ぼ
け
話
』
で
は
、
作
者
は
一
冊

の
本
を
作
り
あ
げ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
と
り
上
げ
て
問
題
に
し
て
い

る
。
つ
ま
り
こ
の
作
品
の
作
者
は
誰
な
の
か
、
本
に
つ
い
て
い
る
バ
ー

コ
ー
ド
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
作
品
で
い
ろ
ん
な
種
類
の
活
字
が

使
わ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
目
次
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
な
ど

な
ど
を
と
り
上
げ
て
問
題
に
す
る
。
実
際
『
く
さ
い
く
さ
い
チ
ー
ズ
ぼ
う

や
＆
た
く
さ
ん
の
お
と
ぼ
け
話
』
は
、
語
り
の
ス
タ
イ
ル
や
作
者
の
声
、

「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
な
ど
は
も
と
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
表
記
上
の
細
か
な
こ
と

が
ら
に
関
わ
る
こ
と
な
し
に
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
子
ど

も
読
者
が
こ
こ
で
揚
げ
た
よ
う
な
批
評
用
語
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
同
様
に
『
三
び
き
の
コ
ブ
タ
の
ほ
ん
と
う
の
話
─
Ａ
・
ウ
ル
フ
談
』

も
、「
ほ
ん
と
う
の
話
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
、
作
者
と
読
者
が
た

え
ず
対
話
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
対
話
へ
と
向
か
わ
せ

る
の
が
、
こ
の
本
で
使
わ
れ
て
い
る
セ
ピ
ア
色
に
変
色
し
た
古
い
新
聞
の

活
字
や
写
真
や
、
主
人
公
の
オ
オ
カ
ミ
が
自
分
こ
そ
「
大
き
な
悪
い
オ
オ

カ
ミ
」
と
さ
れ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
（
登
場
人
物
）
の
真
実
を
知
っ
て
い
る

と
い
い
張
る
こ
と
や
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
記
述
の
し
か
た
な
の
で
あ
る
。（
ス
タ
イ
ル
ズ
、
谷
本
訳
、
二
〇
〇
二
、

六
七
頁
）

　
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
、
ス
タ
イ
ル
ズ
は
、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
」
の
性

質
を
「
多
層
構
造
（
複
雑
さ
）」「
断
片
性
」「
遊
戯
性
」「
未
完
結
性
」「
衝
撃

性
」
と
い
う
五
つ
の
観
点
か
ら
詳
述
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
が
「
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
絵
本
」
の
特
徴
だ
と
す
る
論
者
は
少
な
く
な
い
。
先
に
引
い
た
ア
ン
ス

テ
イ
も
、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
」
に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
「
仕
掛
け
」
を
次
の

よ
う
に
指
摘
す
る
。

・
プ
ロ
ッ
ト
、
登
場
人
物
、
設
定
の
使
用
が
伝
統
的
な
や
り
か
た
に
と
ら

わ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
読
者
の
期
待
感
に
挑
戦
し
、
そ
れ
ま
で
と

は
異
な
っ
た
読
ん
だ
り
、
見
た
り
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
そ
の
本
を
あ
る
や
り
か
た
で
、
も
し
く
は
特
定
の
人
物
の
目
を
通
し
て
、

読
む
立
場
に
読
者
を
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
語
り
手
の
声
を
通
常
と
は

違
っ
た
や
り
か
た
で
用
い
る
（
書
き
言
葉
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
や
視
覚
的

な
テ
ク
ス
ト
で
可
能
に
な
る
）。

・
書
き
言
葉
と
イ
ラ
ス
ト
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
、
プ
ロ
ッ
ト
、
登
場
人
物
、

な
い
し
設
定
の
非
決
定
性
。
こ
れ
は
読
者
に
、
テ
ク
ス
ト
の
一
部
と
意

味
を
組
み
立
て
る
よ
う
に
要
求
す
る
も
の
だ
。

・
イ
ラ
ス
ト
の
ス
タ
イ
ル
の
パ
ス
テ
ィ
ー
シ
ュ
（
模
倣
）。
読
者
に
、
読

む
た
め
の
知
識
と
文
法
を
用
い
る
よ
う
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

・
新
し
く
見
慣
れ
な
い
デ
ザ
イ
ン
と
レ
イ
ア
ウ
ト
。
本
の
読
み
方
に
つ
い

て
の
読
者
の
視
点
に
挑
む
も
の
で
あ
る
。

・
競
合
し
あ
う
複
数
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
（
イ
ラ
ス
ト
と
書
き
言
葉
の
テ
ク

ス
ト
と
の
あ
い
だ
の
）。
読
者
に
別
の
読
み
や
意
味
を
考
え
る
よ
う
に
求

め
る
も
の
で
あ
る
。

・
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
。
得
る
こ
と
の
で
き
る
意
味
に
ア
ク

セ
ス
す
る
た
め
に
、
読
者
が
背
景
知
識
を
用
い
る
よ
う
に
求
め
る
も
の

で
あ
る
。

─　　─７４



・
多
彩
な
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
応
じ
て
、
多
様
な
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
と
意

味
を
提
供
す
る
。（A

nstey,2002,p.447

 
                   
）

　
ア
ン
ス
テ
イ
に
従
え
ば
、
あ
た
ら
し
い
リ
テ
ラ
シ
ー
を
用
い
た
「
理
解
」
の

た
め
に
、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
」
は
少
な
か
ら
ぬ
貢
献
を
果
た
す
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。「
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
絵
本
」
を
教
材
と
し
て
用
い
れ
ば
そ
れ
で
す
べ
て
が
解
決
す
る
と
い
う
こ
と

な
の
だ
ろ
う
か
。「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
」
を
教
材
と
し
て
み
た
と
き
に
、
文
学

教
育
の
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
見
え
て
く
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

３
　
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
と
文
学
教
育

（
１
）
マ
コ
ー
レ
イ
『
白
黒
』

　
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
マ
コ
ー
レ
イ
の
『
白
黒
（B
rack
and
W
hite

 
          
    
）』
と
い
う
絵
本

を
取
り
上
げ
て
、
上
述
の
問
題
を
検
討
し
た
い
。

　
マ
コ
ー
レ
イ
の
『
白
黒
』
は
、
四
つ
の
物
語
が
同
時
進
行
す
る
絵
本
で
あ
る
。

そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
の
は
、
並
行
す
る
四
つ
の
物
語
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
を
読

む
読
者
は
、
そ
の
四
つ
の
物
語
の
ど
こ
が
関
連
し
、
ど
こ
が
独
立
し
て
い
る
の

か
を
考
え
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
現
に
、『
白
黒
』
の
扉
の
下
に
は
赤
字
で
次

の
よ
う
な
「
警
告
」
が
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
。

警
告

こ
の
本
に
は
い
く
つ
か
の
お
話
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、

必
ず
し
も
同
時
に
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。
で
も
そ
れ
は
た
っ
た
一
つ
の
お
話

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
や
っ
ぱ
り
四
つ
の
お
話
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

い
や
い
や
、
ひ
と
つ
の
お
話
の
四
つ
の
部
分
か
も
。
だ
か
ら
、
こ
の
本
の

言
葉
と
絵
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
気
を
つ
け
て
お
読
み
い
た
だ
く
よ
う
、
お
勧

め
し
ま
す
。

　
こ
の
絵
本
の
扉
（
図
１
）
の
上
の
方
に
は
白
黒
の
鉄
格
子
の
よ
う
な
も
の
が

描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
格
子
の
一
部
が
破
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
何
枚
か

の
シ
ー
ツ
を
結
ん
で
作
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
ひ
も
が
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
。

そ
の
ひ
も
の
上
に
右
の
警
告
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
扉
を
め
く
る
と
、
そ
の
見
開
き
は
四
分
割
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
も
う

一
つ
の
扉
に
な
っ
て
い
る
。
右
の
頁
の
上
か
ら
、
扉
か
ら
伸
び
て
き
た
と
思
わ

れ
る
シ
ー
ツ
の
ひ
も
が
垂
れ
下
が
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
ぶ
ら
さ
が
る
よ
う
に
し

─　　─７５

図１　『白黒』扉



て
泥
棒
が
降
り
て
き
て
、
右
下
の
物
語
の
コ
マ
に
着
地
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
見
開
き
か
ら
、
最
終
頁
を
除
く
す
べ
て
の
見
開
き
が
四
分
割
さ
れ
て
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
ス
タ
イ
ル
の
イ
ラ
ス
ト
、
色
彩
、
技
法
を
用
い
て

絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
四
分
割
さ
れ
た
そ
の
一
つ
一
つ
の
物
語
の
タ
イ
ト
ル
は

「
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
見
る
こ
と
（Seeing

T
hings

        
     
）」（
左
上
）「
根
比
べ
ゲ
ー
ム

（A
W
aiting

G
am
e

 
  
        
  
 
）」（
右
上
）「
問
題
両
親
（P

roblem
Parents

       
        
）」（
左
下
）

「
お
乳
の
混
沌
（U

dder
C
haos

 
      
    
）」（
右
下
）
で
あ
る
（
図
２
参
照
）。
一
見
別
々

の
物
語
が
四
つ
同
時
に
進
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　「
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
見
る
こ
と
」
と
い
う
物
語
は
、
男
の
子
が
語
り
手
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
男
の
子
が
汽
車
に
乗
っ
て
旅
を
し
、
車
窓
か
ら
「
い
ろ
い

ろ
な
も
の
を
見
る
」
こ
と
に
な
る
。
水
彩
画
タ
ッ
チ
の
淡
い
色
合
い
の
イ
ラ
ス

ト
に
な
っ
て
い
て
、
夢
見
が
ち
な
男
の
子
の
物
語
に
ふ
さ
わ
し
い
。
ラ
ス
ト
で

は
両
親
の
待
つ
駅
に
着
く
。

　「
根
比
べ
ゲ
ー
ム
」
は
終
始
小
さ
な
駅
舎
が
舞
台
と
な
っ
た
物
語
で
あ
る
。
乗

客
た
ち
が
、
い
つ
到
着
す
る
か
わ
か
ら
な
い
汽
車
を
待
つ
。
時
折
、
汽
車
の
到

着
の
遅
れ
を
知
ら
せ
る
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
入
る
。
新
聞
を
読
み
な
が
ら
待
つ
乗
客

た
ち
が
、
到
着
が
大
幅
に
遅
れ
る
汽
車
と
の
「
根
比
べ
」
を
す
る
模
様
が
描
か

れ
る
。
新
聞
を
読
み
な
が
ら
待
っ
て
い
る
た
く
さ
ん
の
乗
客
た
ち
が
、
待
つ
こ

と
に
飽
き
て
、
読
み
尽
く
し
た
新
聞
紙
で
カ
ブ
ト
や
服
を
作
り
、
そ
れ
を
着
始

め
る
。
最
終
的
に
汽
車
は
大
幅
に
遅
れ
な
が
ら
も
、
駅
に
入
っ
て
く
る
。

　「
問
題
両
親
」
は
、
共
働
き
の
両
親
が
帰
っ
て
く
る
の
を
待
つ
、
姉
と
弟
の

き
ょ
う
だ
い
の
姿
を
中
心
に
し
て
、
姉
が
語
り
手
に
な
っ
た
一
種
の
家
族
物
語

で
あ
る
。
両
親
の
帰
り
を
待
つ
二
人
の
前
に
、
両
親
が
新
聞
紙
を
着
て
あ
ら
わ

れ
、
最
後
に
は
家
族
み
ん
な
で
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
シ
ョ
ッ
プ
に
出
か
け
て
食
事
を

─　　─７６

図２　『白黒』最初の見開き（四つの物語の扉）



す
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
の
フ
ラ
イ
ド
ポ
テ
ト
も
新
聞
紙
で
包
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
家
の
ペ
ッ
ト
の
犬
の
顔
に
は
覆
面
の
よ
う
な
縞
が
あ
る
。

　「
お
乳
の
混
沌
」
は
、
刑
務
所
か
ら
脱
走
し
た
と
思
わ
れ
る
泥
棒
が
、
ホ
ル
ス

タ
イ
ン
牛
の
い
る
牧
場
の
一
角
に
落
下
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
泥
棒
は
泥

棒
ら
し
い
覆
面
を
し
て
い
る
が
、
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
群
れ
に
隠
れ
な
が
ら
（
ホ

ル
ス
タ
イ
ン
の
白
黒
の
縞
を
覆
面
に
し
な
が
ら
）
逃
亡
し
、
最
後
は
ホ
ル
ス
タ

イ
ン
の
群
れ
が
線
路
を
横
切
ろ
う
と
し
た
た
め
に
停
車
し
た
汽
車
に
乗
っ
て
逃

げ
お
お
せ
た
ら
し
い
。

　
こ
の
よ
う
に
あ
ら
す
じ
を
ま
と
め
て
み
る
と
別
々
の
物
語
の
よ
う
だ
が
、「
汽

車
」「
新
聞
（
紙
）」「
覆
面
」
と
い
っ
た
ア
イ
テ
ム
は
ど
の
物
語
に
も
あ
ら
わ
れ
、

ど
う
や
ら
関
連
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
ま
た
、
イ
ラ
ス
ト
は
い
ず
れ

も
カ
ラ
ー
で
あ
る
が
、「
白
黒
」
の
色
調
が
ど
の
物
語
に
も
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も

重
要
で
あ
り
、
絵
本
の
タ
イ
ト
ル
は
そ
れ
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　『
白
黒
』
の
よ
う
な
絵
本
は
、
デ
ジ
タ
ル
世
代
の
文
学
の
位
置
を
考
え
て
い
く

上
で
貴
重
な
見
解
を
少
な
か
ら
ず
示
し
て
く
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ネ
ッ
ト
の
世

界
を
彷
徨
う
こ
と
は
、『
白
黒
』
の
よ
う
な
複
線
型
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
同
時
並
行

的
に
立
ち
上
げ
て
い
き
、
相
互
の
連
関
を
探
る
よ
う
な
営
み
と
共
通
す
る
性
質

を
有
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の

み
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
ス
ト
ー
リ
ー
相
互
の
関
連
性
が
そ
こ
で
は
読
者
に

と
っ
て
重
要
な
意
味
を
帯
び
る
。
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
こ
の
こ
と
は
日
常
茶
飯
事

で
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
構
成
を
試
み
た
作
者
の
意
図
性
が
解
釈
の
対
象
と
な
る
。

こ
の
点
に
読
者
の
能
動
性
が
発
露
す
る
契
機
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
し
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
の
う
ち
に
育
て
ら
れ
る
も
の
は
大
き
い
。「
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
絵
本
」
に
対
す
る
反
応
が
、
読
者
反
応
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。

そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
読
者
反
応
は
「
国
語
学
力
」
の
ど
の
部
分
に
当
た
る
の
だ

ろ
う
か
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
を
「
国
語
教
材
」
と
み
な
す
た
め
に
は
、
そ
の

こ
と
の
解
明
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で

「
国
語
教
材
」
と
な
り
、
国
語
科
の
学
習
を
切
り
開
く
も
の
か
、
と
い
う
問
い
に

答
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
は
、「
読
む
力
」
の
ど
う
い

う
っ
た
部
分
に
働
き
か
け
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
活
字
だ
け
の
教
材
と
ど

こ
が
異
な
る
の
か
。「
仕
組
み
」
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
も
「
読
む
力
」
の
一
部
だ

と
、
そ
こ
で
は
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
、
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
論
は
文
学
教
育
の
間
口
を
広
げ
る
役
割
を
果
た
す
。

　
複
数
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
内
包
し
つ
つ
も
、
相
互
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
連
関
を
解

き
ほ
ぐ
し
て
い
く
過
程
を
、
読
む
こ
と
の
な
か
で
要
求
す
る
テ
ク
ス
ト
は
、
思

考
力
を
育
て
て
い
く
上
で
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
複
雑
さ
が
読
み
の
困

難
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
困
難
と
み

な
す
か
、
そ
れ
と
も
読
み
や
解
釈
を
活
性
化
す
る
条
件
と
み
な
す
か
。
こ
の
点

を
私
た
ち
は
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
英
語
圏
の
い
く
つ
か
の
論
文
に
見
ら

れ
る
、『
白
黒
』
に
対
す
る
読
者
反
応
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
を
考

え
て
み
た
い
。

（
２
）『
白
黒
』
に
対
す
る
子
ど
も
の
反
応

　
①
　
小
学
校
四
年
生
に
よ
る
『
白
黒
』
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

　
ジ
ル
・
マ
ク
レ
イ
の
「『
ち
ょ
っ
と
ま
っ
て
…
』
─
『
白
黒
』
の
込
み
入
っ
た

複
数
の
物
語
と
交
渉
す
る
」
と
い
う
論
文
（M

cC
lay,2000

 
  
         
）
に
お
い
て
検
討
さ

れ
て
い
る
、
十
歳
の
子
ど
も
た
ち
の
ペ
ア
・
ト
ー
ク
と
グ
ル
ー
プ
・
デ
ィ
ス

─　　─７７



カ
ッ
シ
ョ
ン
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
を
検
討
す
る
。

　
Ａ
　
新
聞
、
ブ
リ
ザ
ー
ド
の
よ
う
な
紙

　
ま
ず
、
マ
ク
レ
イ
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
ク
ロ
エ
と
ソ
ー
ニ
ャ
と
い
う
十
歳

の
二
人
の
女
子
児
童
の
ペ
ア
・
ト
ー
ク
で
あ
る
。

ク
ロ
エ
：
わ
か
っ
た
ぞ
！
み
ん
な
新
聞
を
読
ん
で
い
る
ん
だ
─

ソ
ー
ニ
ャ
：
あ
あ
、
で
も
お
話
は
終
わ
ら
な
い
よ
。

ク
ロ
エ
：〔
読
む
〕「
…
ブ
リ
ザ
ー
ド
の
真
ん
中
に
立
ち
尽
く
し
た
。」
は

は
ぁ
、
こ
の
ひ
と
た
ち
は
、
つ
ま
り
─
新
聞
を
び
り
び
り
破
っ
た
か
ら
、

彼
は
ブ
リ
ザ
ー
ド
の
よ
う
に
思
え
た
ん
だ
、
そ
し
て
そ
れ
、
つ
ま
り
雪

は
他
の
お
話
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

ソ
ー
ニ
ャ
：
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
…〔
読
み
続
け
る
〕

ク
ロ
エ
：〔
静
か
に
、
独
り
言
っ
ぽ
く
〕
ふ
ー
ん
、
そ
う
か
、
何
が
起
こ
っ

て
い
る
か
分
か
っ
た
。

ソ
ー
ニ
ャ
：〔
読
む
〕「
…
遠
く
ま
で
行
っ
て
も
、
お
乳
を
飲
ん
で
も
ら
う

時
間
に
な
れ
ば
、
い
つ
も
戻
っ
て
き
て
く
れ
る
こ
と
さ
。」
─
そ
う
か
。

も
う
何
が
起
こ
っ
た
か
わ
か
っ
た
よ
。

ク
ロ
エ
：
う
ん
、
私
も
。

ソ
ー
ニ
ャ
：
そ
う
ね
、
だ
っ
て
、
何
が
起
こ
っ
た
か
、
こ
の
一
つ
で
初
め

て
、
四
つ
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
み
ん
な
お
話
な
ん
だ
。「
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
を
見
る
こ
と
」
が
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
み
ん
な
最
初
の
部
分

に
書
か
れ
て
い
る
、
で
し
ょ
う
？

ク
ロ
エ
：
そ
う
だ
よ
、
私
も
わ
か
っ
た
よ
。

─　　─７８

図３　『白黒』見開き１１



 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（M

cC
lay,2000,p.98

 
  
                
）

　
こ
の
二
人
は
、『
白
黒
』
と
い
う
絵
本
に
は
じ
め
か
な
り
戸
惑
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
し
ば
ら
く
は
黙
っ
て
読
ん
で
い
た
模
様
で
あ
る
。

　
最
初
の
や
り
と
り
の
と
こ
ろ
は
、「
根
く
ら
べ
ゲ
ー
ム
」
と
い
う
右
上
の
物
語

の
中
頃
に
つ
い
て
の
発
言
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
絵
本
が
そ
こ
で
終

わ
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
後
の
展
開
を
読
む
べ
き
だ
と
ソ
ー
ニ
ャ
は
答

え
る
。

　
そ
の
次
の
や
り
と
り
の
な
か
で
も
、
や
は
り
ク
ロ
エ
は
右
上
の
物
語
の
こ
と

を
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
こ
で
汽
車
を
待
つ
ひ
と
び
と
が
破
っ
た
新
聞
の

か
け
ら
が
、
左
上
か
ら
左
下
の
物
語
に
落
ち
て
い
く
雪
片
と
な
っ
た
の
だ
と
い

う
解
釈
を
し
て
い
る
よ
う
だ
。
ク
ロ
エ
が
「
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
分
か
っ
た
」

と
言
っ
て
る
の
は
、
四
つ
の
物
語
が
同
じ
事
態
の
四
つ
の
側
面
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
へ
の
気
づ
き
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

ソ
ー
ニ
ャ
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
だ
。

　
最
後
の
や
り
と
り
の
と
こ
ろ
で
、
ソ
ー
ニ
ャ
も
ま
た
、
四
つ
の
物
語
が
同
じ

事
態
の
四
つ
の
側
面
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
考
え
に
至
っ
た
（「
こ
の
一
つ

で
初
め
て
、
四
つ
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
み
ん
な
お
話
な
ん
だ
。」）。
そ
し
て
、

こ
こ
で
の
ソ
ー
ニ
ャ
の
発
言
を
見
る
か
ぎ
り
、
二
人
は
も
う
一
度
絵
本
の
最
初

の
方
に
戻
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
を
見
直
し
な
が
ら
、「
わ
か
っ
た
」
と
い
う

思
い
を
確
か
め
て
い
る
。

　
こ
の
ペ
ア
・
ト
ー
ク
は
、
自
分
以
外
の
読
者
と
一
緒
に
な
っ
て
読
み
進
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、『
白
黒
』
の
よ
う
な
込
み
入
っ
た
複
数
の
物
語
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
を
各
々
が
意
味
づ
け
、
あ
る
程
度
の
合
意
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

　
Ｂ
　
お
話
と
お
話
の
つ
な
が
り

　
さ
ら
に
、
ク
ロ
エ
と
ソ
ー
ニ
ャ
の
ペ
ア
は
、
四
つ
の
物
語
の
間
の
関
連
性
を

探
究
し
始
め
る
。

ク
ロ
エ
：
こ
の
雌
牛
た
ち
と
と
ど
ろ
ぼ
う
さ
ん
と
お
話
だ
っ
た
の
ね
。
で

も
、
一
つ
の
お
話
み
た
い
だ
。
だ
っ
て
、
こ
こ
に
は
…
う
ー
ん
…
新
聞

を
読
ん
で
い
る
ひ
と
が
い
る
し
、
そ
れ
か
ら
─
彼
女
の
両
親
た
ち
は
新

聞
を
着
て
帰
っ
て
く
る
し
、
そ
れ
か
ら
─
こ
の
絵
の
と
こ
ろ
で
は
雌
牛

が
ど
ろ
ぼ
う
み
た
い
に
見
え
る
し
…
う
ー
ん
…

ソ
ー
ニ
ャ
：
あ
な
た
は
な
に
か
わ
か
っ
て
い
る
み
た
い
ね
。

ク
ロ
エ
：
─
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
こ
れ
は
…
こ
れ
は
う
ー
ん
と
…
こ
れ
ら

の
う
ち
一
つ
は
聖
歌
祭
に
つ
い
て
言
っ
て
い
て
、
そ
の
聖
歌
祭
に
は
こ

の
雌
牛
た
ち
が
い
て
、
そ
れ
か
ら
…

ソ
ー
ニ
ャ
：
何
だ
っ
て
！
よ
く
わ
か
ん
な
く
な
っ
ち
ゃ
た
。
た
ぶ
ん
私
た

ち
は
─

ク
ロ
エ
：
わ
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
み
ん
な
と
同
じ
よ
う
に
新
聞
を
持
っ

て
い
て
、
そ
れ
か
ら
、
最
後
に
ど
ん
な
ふ
う
に
彼
ら
が
新
聞
を
着
て
い

た
か
わ
か
っ
て
、
そ
れ
か
ら
、
彼
ら
は
そ
れ
を
着
始
め
た
。

ソ
ー
ニ
ャ
：〔
本
を
パ
ラ
パ
ラ
め
く
っ
て
〕
そ
し
て
、
こ
の
岩
み
た
い
な
も

の
が
あ
っ
て
、
そ
う
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
描
け
る
と
思
う
よ
。
私
た
ち

が
や
っ
た
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。

ク
ロ
エ
：
こ
こ
に
も
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
新
聞
紙
が
あ
る
し
、
こ
こ
で

新
聞
紙
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
た
と
も
言
っ
て
い
る
し
、
こ
こ
で
は
み
ん
な

─　　─７９



が
新
聞
紙
を
着
て
い
る
し
─

ソ
ー
ニ
ャ
：
─
そ
れ
か
ら
あ
ち
こ
ち
に
雪
の
か
け
ら
が
あ
る
…
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ク
ロ
エ
の
最
初
の
発
言
は
、
右
下
の
物
語
に
つ
い
て
の
意
味
づ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
ク
ロ
エ
の
方
が
会
話
を
リ
ー
ド
し
て
い
て
、
そ
れ
を
ソ
ー
ニ
ャ
が
支

え
て
い
る
。（
１
）
で
の
や
り
と
り
と
違
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
が
ど
う
い

う
物
語
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
探
る
話
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
物
語
の
関
連
性
を
ど
う
に
か
探
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
絵
と
言
葉
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
ど
う
い

う
物
語
か
と
い
う
こ
と
を
推
論
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
れ
が
、
グ
ル
ー
プ
で
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。

　
Ｃ
　
泥
棒
？
に
つ
い
て

　
ア
イ
ク
と
カ
シ
ー
と
ア
リ
ー
と
い
う
三
人
の
グ
ル
ー
プ
で
は
次
の
よ
う
な
会

話
が
為
さ
れ
た
と
い
う
。

ア
イ
ク
：
泥
棒
じ
ゃ
な
い
よ
。
灯
り
を
あ
て
ら
れ
て
い
る
け
ど
。

カ
シ
ー
：
泥
棒
を
見
ろ
。〔
笑
い
〕

ア
イ
ク
：
彼
は
泥
棒
じ
ゃ
な
い
と
思
う
よ
。
雌
牛
た
ち
の
間
に
混
じ
ろ
う

と
し
て
い
て
、
雌
牛
た
ち
は
こ
の
人
と
一
緒
に
逃
げ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ

な
い
ん
だ
と
思
う
。
彼
は
雌
牛
を
捕
ま
え
よ
う
と
し
て
い
る
お
百
姓
さ

ん
だ
と
思
う
よ
。

ア
リ
ー
：
そ
う
は
思
え
な
い
わ
。

カ
シ
ー
：
あ
た
し
も
。
こ
の
人
は
泥
棒
よ
。
だ
っ
て
、
覆
面
を
し
て
い
る

じ
ゃ
な
い
。

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 （M

cC
lay,2000,pp.99–100

 
  
                     
）

　
ど
の
児
童
も
、
こ
こ
で
は
右
下
の
物
語
に
登
場
す
る
覆
面
を
し
て
縞
模
様
の

服
を
着
て
い
る
人
物
に
言
及
し
て
い
る
。
服
装
か
ら
見
れ
ば
「
泥
棒
」
に
思
わ

れ
る
人
物
だ
が
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
な
の
か
ど
う
か
を
巡
っ
て
会
話
が
成
り

立
っ
て
い
る
。
描
か
れ
て
い
る
絵
そ
の
も
の
を
見
る
だ
け
で
は
こ
れ
だ
け
多
様

な
意
見
は
出
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
人
物
が
あ
ら
わ
れ
た
り
、
あ
ら
わ
れ
な

か
っ
た
り
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
意
見
の
揺
れ
が
生
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
Ｄ
　
足
場
づ
く
り
、
他
の
メ
デ
ィ
ア
の
背
景
知
識
、
発
見
し
た
意
味
の
共
有

　『
白
黒
』
の
最
後
の
頁
の
解
釈
を
試
み
た
グ
ル
ー
プ
も
あ
っ
た
。
最
終
頁
で
は
、

右
上
の
物
語
の
中
央
に
ず
っ
と
描
か
れ
て
い
た
駅
舎
と
思
わ
れ
る
建
物
を
、
大

き
な
手
が
つ
ま
み
上
げ
て
い
る
絵
が
描
か
れ
、
そ
の
手
の
傍
ら
に
新
聞
紙
を
口

に
く
わ
え
て
い
る
（
お
そ
ら
く
、
食
べ
て
い
る
）
白
黒
の
斑
の
あ
る
動
物
の
口

が
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
犬
と
も
牛
と
も
見
分
け
が
つ
か
な
い
。

ア
ン
バ
ー
：
何
か
わ
か
っ
た
ぞ
！
何
か
わ
か
っ
た
。
こ
の
本
の
最
後
の
と

こ
ろ
で
、
誰
か
が
つ
ま
み
あ
げ
て
い
る
絵
だ
。
汽
車
の
絵
だ
し
、
な
ん

か
の
ゲ
ー
ム
に
違
い
な
い
と
思
う
。
だ
っ
て
「
根
く
ら
べ
ゲ
ー
ム

（T
he
W
aiting

G
am
e

 
    
        
  
 
）」
な
ん
だ
か
ら
、
そ
れ
に
、
そ
の
後
ろ
に
満
腹

し
た
ラ
イ
オ
ン
た
ち
か
な
に
か
の
よ
う
な
二
つ
の
影
が
あ
る
し
〔
そ
の

頁
の
駅
舎
の
背
後
を
指
さ
し
な
が
ら
〕。

ア
イ
ク
：
そ
れ
は
、
木
か
何
か
の
よ
う
な
、
背
景
に
混
じ
っ
て
い
る
も
の

だ
と
思
う
よ
。

─　　─８０



カ
シ
ー
：
で
も
、
ゲ
ー
ム
ボ
ー
ド
な
ら
動
か
せ
な
い
わ
。
こ
こ
に
は
一
人

の
人
が
い
る
〔
車
掌
〕
け
ど
、
こ
こ
で
は
〔
頁
を
繰
っ
て
〕
も
う
い
な

い
。
ゲ
ー
ム
ボ
ー
ド
じ
ゃ
な
い
わ
よ
。

ア
ン
バ
ー
：
人
は
動
か
せ
な
い
っ
て
わ
け
？

カ
シ
ー
：
で
も
ね
、
も
し
ボ
ー
ド
に
描
か
れ
て
い
る
な
ら
、
動
か
せ
な
い

わ
よ
。

─
─
─

デ
イ
ブ
：
見
て
、
犬
が
汽
車
と
遊
ん
で
い
る
。
僕
は
こ
の
犬
が
汽
車
と
遊

ん
で
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
ん
だ
と
思
う
な
。
僕
は
ア
ン

バ
ー
が
正
し
い
と
思
う
よ
。
最
初
、
彼
女
が
話
し
始
め
た
時
の
こ
と
を

思
い
出
そ
う
よ
。
そ
し
て
見
て
み
よ
う
よ
。
汽
車
と
建
物
が
あ
る
じ
ゃ

な
い
か
。
こ
れ
は
同
じ
汽
車
だ
よ
！

ア
ン
バ
ー
：
最
後
に
は
、
誰
か
が
家
を
つ
ま
み
あ
げ
て
、
そ
の
そ
ば
に
犬

が
い
た
ん
だ
。

ア
イ
ク
：
そ
う
か
、
こ
れ
は
模
型
だ
。
ぜ
っ
た
い
そ
う
だ
よ
。

カ
シ
ー
：
そ
う
か
ぁ
。

デ
イ
ヴ
：
最
初
の
方
に
戻
っ
て
み
よ
う
よ
、
そ
し
て
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う

か
確
か
め
て
み
よ
う
。

ア
リ
ー
：
汽
車
が
あ
る
よ
。

〔
全
員
が
テ
ク
ス
ト
全
体
の
汽
車
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
〕

ア
イ
ク
：「
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
見
る
こ
と
」
の
な
か
で
は
、
男
の
子
が
汽

車
の
な
か
に
い
る
。

カ
シ
ー
：
ゲ
ー
ム
み
た
い
。
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五
人
の
児
童
が
参
加
し
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
が
、
ど
の
児
童
も
何

度
か
『
白
黒
』
を
読
ん
で
、
す
っ
か
り
こ
の
絵
本
の
不
思
議
な
展
開
に
ひ
き
つ

け
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
ど
の
児
童
も
こ
の
絵
本
の
意
味
づ
け
に
熱
心
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

　
最
終
頁
は
、
駅
舎
の
よ
う
な
建
物
が
誰
か
の
手
に
よ
っ
て
つ
ま
み
上
げ
ら
れ

る
と
い
う
意
外
な
展
開
で
あ
る
が
、
ア
ン
バ
ー
の
最
初
の
発
言
は
そ
の
点
を
取

り
上
げ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
、
ア
ン
バ
ー
は
こ
の
四
つ
の
お
話
が
、
何
か
ゲ
ー

ム
ボ
ー
ド
の
よ
う
な
も
の
が
舞
台
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
四
つ
の
側
面
か
ら

描
い
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
他
の
児
童
た
ち
は
容
易
に

納
得
し
な
い
。

　
デ
イ
ブ
の
発
言
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
流
れ
が
変
わ
る
。
他
の
児
童
た
ち

が
ア
ン
バ
ー
の
意
見
を
議
論
し
て
い
る
あ
い
だ
、
彼
は
『
白
黒
』
を
も
う
一
度

─　　─８１

図４　『白黒』最終頁



最
初
か
ら
読
み
直
し
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
結
果
「
汽
車
」
が
ど
の
物
語
に
も

あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
こ
の
発
見
は
児
童
た
ち
を
大
い
に
刺
激
し
た

よ
う
で
、
そ
れ
ぞ
れ
『
白
黒
』
に
描
か
れ
て
い
た
こ
と
を
振
り
返
り
な
が
ら
、

「
汽
車
」
の
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
、
解
釈
を
し
は
じ
め
る
。

　
こ
の
や
り
と
り
は
、『
白
黒
』
と
い
う
絵
本
の
仕
掛
け
に
児
童
た
ち
が
気
づ
き

は
じ
め
る
様
子
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
じ
っ
く
り
と
展
開
を
楽
し
む
行
き

方
で
は
な
い
が
、
絵
本
に
描
か
れ
て
い
る
諸
要
素
の
間
の
関
連
を
解
き
ほ
ぐ
す

よ
う
な
楽
し
み
を
児
童
た
ち
に
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
。
他
の
児
童
よ
り
も
冷

静
に
発
言
し
て
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
カ
シ
ー
の
、
こ
の
部
分
で
の
最
後
の
発
言

（「
ゲ
ー
ム
み
た
い
な
も
ん
ね
。」）
は
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
Ｅ
　『
白
黒
』
を
読
ん
で
話
し
合
う
こ
と
の
意
義

　
こ
の
よ
う
な
ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
で
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
な
か
で
、『
白

黒
』
と
い
う
絵
本
に
児
童
た
ち
が
多
彩
な
意
味
づ
け
を
し
た
こ
と
を
受
け
て
、

マ
ク
レ
イ
は
「
こ
の
読
み
の
出
来
事
で
、
読
者
た
ち
の
機
知
の
豊
か
さ
は
社
会

的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
増
進
さ
れ
た
。
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
、
意
味

構
築
に
お
け
る
足
場
づ
く
り
を
促
進
し
た
」
と
言
う
。
確
か
に
、『
白
黒
』
と
い

う
絵
本
は
、
一
人
読
み
を
し
て
い
る
間
に
は
わ
か
り
に
く
か
っ
た
り
、
つ
な
が

り
を
見
つ
け
に
く
か
っ
た
り
し
た
こ
と
も
、
誰
か
と
一
緒
に
読
み
な
が
ら
、
各

自
の
疑
問
を
出
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た

部
分
に
目
を
向
け
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
類
の
作
品
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ペ
ア
に
な
っ
た
り
、
グ
ル
ー

プ
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
「
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」

が
、
各
々
の
読
者
の
「
意
味
構
築
」
を
支
え
る
「
足
場
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
マ
ク
レ
イ
は
、
ド
レ
サ
ン
グ
ら
の
説
を
引
き
な
が
ら
、『
白
黒
』
の
よ
う
な
絵

本
が
、
現
代
の
そ
し
て
こ
れ
か
ら
読
者
に
も
た
ら
す
も
の
を
次
の
よ
う
に
ま
と

め
て
い
る
。

読
む
こ
と
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
の
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
に
根
を
持
つ
こ
と
が

多
く
な
る
時
代
に
あ
っ
て
、
教
師
た
ち
や
図
書
館
員
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な

か
か
わ
り
か
た
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
子
ど
も
の
読
み
の
発
達
を
促

そ
う
と
す
る
読
み
の
教
師
た
ち
と
図
書
館
員
た
ち
は
、
印
刷
準
拠
の
メ

デ
ィ
ア
の
な
か
で
獲
得
さ
れ
洗
練
さ
れ
る
よ
う
な
リ
テ
ラ
シ
ー
・
ス
キ
ル

に
甘
ん
じ
て
い
る
と
う
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
大
人
に
と
っ

て
、
新
た
な
リ
テ
ラ
シ
ー
を
学
び
続
け
、
古
い
リ
テ
ラ
シ
ー
を
学
び
直
す

必
要
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
年
齢
の
読
者
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
を
つ
き
つ

け
る
新
た
な
形
式
の
テ
ク
ス
ト
に
関
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、

指
導
の
成
功
を
導
く
た
め
に
は
、
実
際
に
生
徒
た
ち
が
用
い
る
さ
ま
ざ
ま

な
深
さ
と
幅
を
そ
な
え
た
方
略
を
理
解
し
、
そ
れ
ら
の
方
略
に
基
づ
く
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
レ
サ
ン
グ
は
、
ハ
ン

ド
ヘ
ル
ド
の
電
子
ブ
ッ
ク
形
式
で
文
学
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
な
時
代
に
お

け
る
「
急
進
変
化
」（1999

    
）
に
つ
い
て
述
べ
た
際
に
、
マ
コ
ー
レ
イ
の
作

品
を
そ
う
し
た
変
化
の
恰
好
の
実
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
読
み
を

促
そ
う
と
す
る
教
師
た
ち
そ
の
他
は
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
と

ら
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（M

cC
lay,2000,p.103

 
  
                 
）

　「
印
刷
準
拠
の
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
で
獲
得
さ
れ
洗
練
さ
れ
る
よ
う
な
リ
テ
ラ

シ
ー
・
ス
キ
ル
」
以
外
の
「
新
た
な
リ
テ
ラ
シ
ー
」
を
、『
白
黒
』
の
よ
う
な
絵

本
の
読
み
が
示
し
て
い
る
、
と
い
う
発
言
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
ア

─　　─８２



ン
ス
テ
イ
の
説
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
引
か
れ
て
い
る
ド
レ
サ

ン
グ
の
言
う
「
急
進
変
化
」
の
象
徴
が
『
白
黒
』
で
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
が
、

こ
れ
は
た
と
え
ば
、
我
が
国
に
お
け
る
『
か
い
け
つ
ゾ
ロ
リ
』
シ
リ
ー
ズ
（
原

ゆ
た
か
）
が
、
児
童
書
の
な
か
で
多
く
の
児
童
に
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

と
も
関
連
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
②
　
小
学
校
五
年
生
の
書
き
言
葉
に
よ
る
反
応

　
マ
ク
レ
イ
よ
り
も
も
う
少
し
後
に
『
白
黒
』
に
対
す
る
小
学
生
の
読
者
反
応

分
析
を
行
っ
た
の
が
、
シ
ル
ヴ
ィ
ア
・
パ
ン
タ
レ
オ
で
あ
る
（Pantaleo,2007

              
）。

彼
女
は
、
小
学
校
五
年
生
の
児
童
に
よ
る
書
き
言
葉
に
よ
る
反
応
を
丹
念
に
集

め
、
分
析
し
て
い
る
。
パ
ン
タ
レ
オ
の
反
応
分
析
は
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
こ

こ
で
は
彼
女
の
論
じ
る
三
つ
の
論
点
の
み
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　
Ａ
　
間
テ
ク
ス
ト
性
、
共
通
す
る
人
物
（《
や
け
く
そ
ダ
ン
》）

　
パ
ン
タ
レ
オ
が
、『
白
黒
』
に
対
す
る
反
応
を
調
査
し
て
い
る
間
に
、
児
童
た

ち
は
、
マ
コ
ー
レ
イ
の
他
の
絵
本
も
読
ん
で
い
た
（
パ
ン
タ
レ
オ
自
身
が
意
図

的
に
そ
う
仕
向
け
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
）。
そ
の
な
か
の
一
冊
に
、
わ

が
国
で
も
小
野
耕
世
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
『
ニ
ワ
ト
リ
が
道
に
と
び
だ
し
た

ら
』（
岩
波
書
店
　
一
九
八
七
年
）
が
あ
っ
た
。『
ニ
ワ
ト
リ
が
道
に
と
び
だ
し

た
ら
』
の
な
か
に
は
、
そ
の
最
初
の
方
に
、「
汽
車
」
か
ら
逃
げ
出
し
た
黒
い
覆

面
を
し
て
白
黒
の
服
を
着
た
「《
や
け
く
そ
ダ
ン
》」
と
い
う
泥
棒
が
登
場
す
る

（
図
２
右
下
参
照
）。
こ
の
「《
や
け
く
そ
ダ
ン
》」
と
い
う
泥
棒
は
、『
白
黒
』
の

右
下
に
展
開
す
る
物
語
「
お
乳
の
混
沌
」
に
あ
ら
わ
れ
る
覆
面
の
人
物
と
瓜
二

つ
で
あ
る
が
、『
白
黒
』
で
は
こ
の
人
物
に
は
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
既
に
『
ニ
ワ
ト
リ
が
道
に
と
び
だ
し
た
ら
』
を
読
ん
で
い
た
児
童
た
ち

の
う
ち
で
、
こ
の
覆
面
の
人
物
が
「《
や
け
く
そ
ダ
ン
》」
だ
と
断
定
す
る
児
童

は
少
な
く
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
反
応
で
あ
る
。

ピ
ー
タ
ー
：「
僕
は
や
け
く
そ
ダ
ン
が
こ
の
お
話
の
な
か
に
戻
っ
て
き
て
く
る

そ
の
戻
っ
て
き
か
た
が
よ
か
っ
た
。」

ア
ン
バ
ー
：「
彼
〔
マ
コ
ー
レ
イ
〕
が
こ
の
お
話
の
な
か
に
や
け
く
そ
ダ
ン
を

登
場
さ
せ
た
、
そ
の
さ
せ
方
が
よ
か
っ
た
。
─
『
ニ
ワ
ト
リ
が
道
に
と
び

だ
し
た
ら
』
の
刑
務
所
に
ダ
ン
を
入
れ
た
け
ど
、
こ
の
本
で
は
、
ダ
ン
が

刑
務
所
か
ら
逃
げ
て
、
雌
牛
を
何
頭
か
盗
む
と
こ
ろ
が
よ
か
っ
た
。「
ダ
ン

は
ど
う
し
て
雌
牛
を
盗
ん
だ
ん
だ
ろ
う
？
」
と
思
っ
た
よ
。
そ
れ
か
ら
、

ど
の
お
話
に
も
や
け
く
そ
ダ
ン
が
い
る
よ
ね
？
ね
っ
、
ダ
ン
が
い
る
で

し
ょ
？
」

　
一
種
の
「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
を
作
者
が
用
い
た
部
分
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

が
、
シ
リ
ー
ズ
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
こ
の
人
物
を
「《
や
け
く
そ
ダ
ン
》」

で
あ
る
と
断
定
す
る
根
拠
は
、
少
な
く
と
も
『
白
黒
』
の
な
か
で
、
そ
の
人
物

の
絵
以
外
に
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「《
や
け
く
そ
ダ
ン
》」
に
似
た
人
物
は
『
白
黒
』
の
な
か

で
広
範
囲
に
あ
ら
わ
れ
る
。
左
上
の
物
語
「
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
見
る
こ
と
」

に
は
、「《
や
け
く
そ
ダ
ン
》」
と
同
じ
顔
を
し
た
老
婆
が
あ
ら
わ
れ
て
、
語
り
手

の
僕
の
目
の
前
の
席
に
座
る
。
ま
た
、
左
下
の
物
語
「
問
題
両
親
」
の
飼
い
犬

は
ダ
ン
と
同
じ
覆
面
を
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
居
間
の
テ
レ
ビ
の
な
か
に
は
ダ

ン
ら
し
き
人
物
が
写
っ
て
い
る
。
そ
し
て
右
上
の
物
語
「
根
比
べ
ゲ
ー
ム
」
で

も
、
終
わ
り
の
方
に
は
ダ
ン
ら
し
き
人
物
が
駅
の
ホ
ー
ム
を
う
ろ
う
ろ
し
て
い

る
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
児
童
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
な
か
に
ダ
ン
の
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姿
を
探
し
て
い
る
。
パ
ン
タ
レ
オ
は
こ
の
点
を
捉
え
て
「
い
わ
ば
、
こ
の
児
童

た
ち
は
か
く
れ
ん
ぼ
や
ア
イ
ス
パ
イ
に
参
加
し
た
の
だ
。
彼
ら
は
や
け
く
そ
ダ

ン
を
『
お
乳
の
混
沌
』
だ
け
で
な
く
そ
の
他
の
お
話
の
イ
ラ
ス
ト
の
な
か
に
探

す
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
た
」
と
言
う
。

　
こ
の
点
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
の
で
き
た
児
童
た
ち
は
、『
白
黒
』
を
「《
や

け
く
そ
ダ
ン
》」
探
し
の
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
な
い
し
「
ア
イ
ス
パ
イ
」
遊
び
の
対

象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
頁
を
繰
り
な
が
ら
直
線
的
に
読
み
進
め

る
読
み
方
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
読
み
方
で
あ
る
。
本
は
頁
の
進
行
に
即
し

て
左
か
ら
右
へ
（
あ
る
い
は
右
か
ら
左
へ
）
と
読
み
進
め
、
そ
れ
が
終
わ
っ
た

ら
読
み
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
が
本
に
対
す
る
取
り
組
み

方
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
、
作
り
手
が
仕
掛
け
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
Ｂ
　
覆
面
を
つ
け
る
こ
と

　『
白
黒
』
に
お
け
る
「
覆
面
」
に
つ
い
て
、
パ
ン
タ
レ
オ
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

『
白
黒
』
は
覆
面
に
満
ち
て
い
る
。
や
け
く
そ
ダ
ン
は
覆
面
を
し
て
い
る
し
、

飼
い
犬
も
覆
面
の
よ
う
な
黒
い
パ
ッ
チ
を
目
に
か
け
て
い
る
し
、
雌
牛
の

数
頭
も
「
覆
面
さ
れ
た
目
」
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
牛

の
「
コ
ラ
ー
ジ
ュ
効
果
」
は
「
お
乳
の
混
沌
」
の
い
く
つ
か
の
ペ
ー
ジ
に

覆
面
を
か
け
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
汽
車
か
ら
の
蒸
気
が
二
つ
目

の
コ
マ
の
最
後
の
見
開
き
で
は
、
霧
の
か
か
っ
た
よ
う
な
影
を
も
た
ら
す

覆
面
に
な
っ
て
い
る
。

　「
覆
面
」
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、『
白
黒
』
の
四
つ
の

物
語
の
な
か
の
い
く
つ
か
の
要
素
が
関
連
づ
け
ら
れ
て
、
意
味
を
生
み
出
す
。

バ
ー
ト
と
い
う
男
の
子
は
、「
問
題
両
親
」（
左
下
）
の
弟
の
シ
ャ
ツ
と
、「
お
乳

の
混
沌
」（
右
下
）
の
泥
棒
の
シ
ャ
ツ
と
が
、
同
じ
白
黒
の
横
縞
で
あ
る
こ
と
に

着
眼
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
最
初
の
ペ
ー
ジ
で
男
の
子
は
白
黒
の
シ
ャ
ツ
を
着
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
！

こ
れ
は
や
け
く
そ
ダ
ン
の
シ
ャ
ツ
の
色
だ
し
、
犬
は
山
賊
風
の
覆
面
を
し

て
い
る
し
、
や
け
く
そ
ダ
ン
が
つ
け
て
い
る
も
の
に
そ
っ
く
り
だ
。」

　
し
か
し
、
パ
ン
タ
レ
オ
は
「
覆
面
」
を
こ
の
絵
本
の
物
語
内
の
フ
ァ
ク
タ
ー

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。「
覆
面
」
は
、
こ
の
作
品
を
読
む
行

為
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
言
う
。
彼
女
は
こ
の
本
全
体
が
「
覆
面
を
か
け
ら
れ

て
い
る
」
よ
う
な
も
の
だ
と
言
い
、
こ
の
絵
本
で
は
「
意
味
が
覆
い
隠
さ
れ
て

お
り
、
児
童
た
ち
の
反
応
の
な
か
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
読
者
た
ち
は
意
味
を

発
見
す
る
た
め
に
見
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
う
。
人
物
の
「
覆
面
」

や
、
先
に
も
述
べ
た
「
装
い
」
は
そ
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
次
の
よ
う
な
反
応
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
３

マ
で
考
察
し
た
マ
ク
レ
イ
の
報
告
す
る
グ
ル
ー
プ
で
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に

あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
類
似
し
た
反
応
で
あ
る
。

イ
ー
サ
ン
：
こ
の
本
を
読
む
間
は
気
を
緩
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
。

だ
っ
て
、
そ
う
し
た
ら
何
も
わ
か
ん
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
か
ら
。

ニ
ッ
キ
ー
：
こ
の
本
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
こ
と
に
想
像
力
を
つ
か
わ
な
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く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
自
分
の
考
え
が
で
き
る
。

ジ
ェ
リ
ー
：
で
も
、
最
後
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
だ
っ
て
、
最
初
は
こ
の

犬
は
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
い
た
け
ど
、
最
後
に
は
お
も
ち
ゃ
み
た
い

な
駅
の
建
物
を
つ
か
む
手
と
こ
の
犬
よ
。
謎
の
結
末
だ
わ
。

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（Pantaleo,2007,pp.53–54

                         
）

　
パ
ン
タ
レ
オ
は
、『
白
黒
』
の
作
者
マ
コ
ー
レ
イ
が
「
覆
面
を
動
か
し
て
は
く

れ
」
ず
、
そ
の
た
め
、
こ
の
絵
本
は
「
意
味
と
は
多
様
で
、
非
決
定
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を
体
現
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
右
に
掲
げ
た

最
後
の
ジ
ェ
リ
ー
の
反
応
に
は
、
そ
れ
に
直
面
し
た
児
童
の
反
応
が
正
直
に
あ

ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
謎
」
は
、
一
人
読
み
の
感
想
を
述
べ
る
時
で
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
あ
ら
わ
れ
る
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
マ
ク
レ
イ
が
示
し
て
い
た
小
学
校

四
年
生
の
グ
ル
ー
プ
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、「
汽
車
」
と
い
う
要
素
を
調

べ
直
す
こ
と
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
こ
の
「
謎
の
結
末
」
に
果
敢
に
挑
戦

す
る
児
童
た
ち
の
姿
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
挑
戦
を
通
し
て
手
に
さ
れ
る
も

の
が
決
し
て
小
さ
く
な
い
こ
と
を
銘
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
そ

ら
く
、
横
光
利
一
の
「
蠅
」
が
は
じ
め
て
高
等
学
校
の
現
代
文
教
材
と
し
て
登

場
し
た
と
き
、
多
く
の
教
室
で
は
、『
白
黒
』
を
読
ん
だ
児
童
た
ち
が
直
面
し
た

よ
う
な
「
謎
」
を
、
高
校
生
も
ま
た
感
じ
取
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
の
「
謎
」
を
解
こ
う
と
す
る
試
み
が
、
多
く
の
「
蠅
」
解
釈
を
生

ん
だ
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
Ｃ
　『
白
黒
』
を
読
む
こ
と
の
意
味

　
こ
の
よ
う
な
児
童
の
反
応
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
パ
ン
タ
レ
オ
は
『
白
黒
』

を
読
む
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　『
白
黒
』
は
、
テ
ク
ス
ト
の
布
置
や
表
現
形
式
に
関
し
て
、
読
者
が
批
判

的
に
分
析
し
、
構
築
し
、
脱
構
築
す
る
た
め
の
諸
能
力
を
発
達
さ
せ
る
種

類
の
読
書
経
験
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
る
（A

nstey,2002

 
           
）。
ま
た
、

『
白
黒
』
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
ス
キ
ル
を
ウ
ェ
ブ
・
リ
テ
ラ

シ
ー
・
ス
キ
ル
と
関
連
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
。

Sutherland-Sm
ith

             
   

は
言
う
。「
ウ
ェ
ブ
は
、
読
む
こ
と
に
対
す
る
、
生
徒

た
ち
の
、
非
線
形
で
、
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
で
、
非
連
続
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
誘
う
し
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
の
諸
要
素
が
そ
れ
ら
の
要
求
す
る
ヴ
ィ

ジ
ュ
ア
ル
な
リ
テ
ラ
シ
ー
・
ス
キ
ル
を
付
与
す
る
の
で
あ
る
」（2002,

p.

         

668

   
）。『
白
黒
』
は
、
こ
れ
と
同
様
の
読
む
こ
と
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
い
ざ

な
い
、
こ
の
本
の
イ
ラ
ス
ト
は
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
リ
テ
ラ
シ
ー
ス
キ
ル
の
発

達
に
貢
献
す
る
。
ス
ク
リ
ー
ン
を
読
む
場
合
、
子
ど
も
た
ち
は
連
想
す
る

こ
と
に
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
ス
キ
ル
を
持
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
多
様
な
意
味
を
考
え
る
こ
と
を
学
ば
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
あ
る
程
度
の
曖
昧
さ
に
耐
え
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る

こ
と
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
（C

oles
&
H
all,2001

 
      
  
         
）。
そ
れ
と
同
様
の
ス
キ

ル
が
、
マ
コ
ー
レ
イ
の
本
を
読
む
と
き
に
は
必
要
な
の
だ
。
さ
ら
に
、

K
ress

 
    

は
、
読
者
た
ち
が
特
定
の
読
み
の
形
式
へ
と
ど
の
よ
う
に
社
会
化
さ

れ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。「
そ
こ
で
、
一
つ
の

読
み
の
通
路
は
、
記
号
的
な
問
題
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
的
な
問
題

で
も
あ
る
の
だ
。」『
白
黒
』
は
多
様
な
読
み
の
通
路
を
も
た
ら
し
、
こ
の

絵
本
の
語
り
の
異
種
混
交
性
は
、
印
刷
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
読
む
た
め
の
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読
者
の
ス
キ
ー
マ
や
方
略
に
貢
献
す
る
。『
白
黒
』
の
な
か
で
、
ペ
ー
ジ
上

の
裂
け
目
を
、
あ
る
い
は
ペ
ー
ジ
と
ペ
ー
ジ
と
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
、

読
者
た
ち
は
多
様
な
物
語
と
し
て
縫
い
合
わ
せ
る
（T

rites,1994

 
           
）
こ
と

が
で
き
る
。C

oles
 
    

とH
all

 
   

は
こ
う
信
じ
て
い
る
。「
多
様
な
読
み
の
通
路

は
、
ス
キ
ル
を
持
っ
た
経
験
の
あ
る
読
者
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
一
部
で
あ

る
」（2001,p.111

            
）。

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（Pantaleo,2007,p.56

                     
）

　
少
な
く
と
も
、
伝
統
的
な
絵
本
の
読
み
や
、
小
説
の
読
み
で
は
起
こ
り
得
な

い
よ
う
な
反
応
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
パ
ン
タ
レ
オ
は
『
白
黒
』
の
よ
う

な
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
が
、
新
し
い
リ
テ
ラ
シ
ー
・
ス
キ
ル
を
拓
く
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
多
様
な
読
み
の
通
路
を
も
た
ら
し
、
こ
の
絵
本

の
語
り
の
異
種
混
交
性
は
、
印
刷
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
読
む
た
め
の
読
者
の
ス

キ
ー
マ
や
方
略
に
貢
献
す
る
」
と
い
う
彼
女
の
言
葉
は
、
彼
女
の
考
え
る
、
こ

の
絵
本
の
持
つ
リ
テ
ラ
シ
ー
教
材
と
し
て
の
意
義
を
明
確
に
表
現
し
た
も
の
だ

と
言
っ
て
よ
い
。
友
達
と
一
緒
に
こ
の
絵
本
を
読
ん
で
、
語
り
合
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
児
童
生
徒
が
「
印
刷
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
」
を
読
む
際
に
、
そ
れ
ら
の

意
味
を
ゆ
た
か
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
よ
う
な
「
ス
キ
ー
マ
や
方
略
」
を
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
か
な
る

種
類
の
「
理
解
」
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
３
）
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
『
白
黒
』
は
ど
の
よ
う
な
に
文
学
教
育
の
可
能
性
を

ひ
ら
く
の
か

　
最
後
に
、
再
び
ア
ン
ス
テ
イ
の
論
文
を
読
み
な
が
ら
、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本

論
」
が
文
学
教
育
に
何
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
。
ア
ン
ス
テ

イ
は
『
白
黒
』
と
い
う
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
を
、
ど
の
よ
う
に
読
み
、
解
釈
す

れ
ば
よ
い
か
「
途
方
に
く
れ
」
た
、
自
分
の
受
け
持
つ
学
生
の
一
人
の
「
全
然

白
黒
じ
ゃ
な
い
じ
ゃ
ん
（It’s

not
all
black

and
w
hite

                        
    
）」
と
い
う
発
言
を
引
い

て
い
る
。
そ
し
て
『
白
黒
』
と
い
う
本
が
、
彼
ら
に
「
強
い
ス
ト
レ
ス
」
を
も

た
ら
し
「
混
乱
を
招
く
」
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
。
彼
ら
が
好
む
の
は
む
し
ろ

「
面
白
い
し
、
簡
単
だ
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
っ
て
く
れ
る
」
よ
う
な
絵
本
の
方

で
あ
っ
た
。

　
だ
が
、
ア
ン
ス
テ
イ
は
学
生
た
ち
に
と
っ
て
『
白
黒
』
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
絵
本
こ
そ
「
新
し
い
リ
テ
ラ
シ
ー
」
を
教
え
る
の
に
最
適
な
教
材
で
あ
る

と
考
え
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
が
「
新
時
代
の
産
物
で
あ
り
、
新
し
い
リ
テ
ラ

シ
ー
の
特
徴
の
多
く
を
内
包
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
読
者
に
新
た
な
方
法
で
テ

ク
ス
ト
に
取
り
組
む
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
」（A

nstey,2002

 
           
）
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
ア
ン
ス
テ
イ
は
「
と
く
に
、
中
等
教
育
段
階
や
高

等
教
育
段
階
の
生
徒
た
ち
が
新
し
い
リ
テ
ラ
シ
ー
を
用
い
た
り
、
そ
れ
を
発
達

さ
せ
る
の
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
」（A

nstey,
2002,

p.

 
                

445

   
）
と
言
う
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
ア
ン
ス
テ
イ
は
『
白
黒
』
を
、
中
・
高
等

教
育
で
の
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
に
お
け
る
素
材
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
が
ど
の
よ
う
な
点
で
、
中
等
教
育
以
上
に
お
い
て
、
ア
ン

ス
テ
イ
の
整
理
し
た
五
つ
の
理
解
を
促
す
こ
と
に
な
る
の
か
、『
白
黒
』
を
扱
っ

た
ア
ン
ス
テ
イ
の
論
述
に
沿
い
な
が
ら
整
理
し
て
み
よ
う
（
以
下
の
論
述
は
、

A
nstey

 
     
（2002

    
）pp.449–456
 
          

の
『
白
黒
』
に
つ
い
て
のteaching

notes

 
             

を
中

心
に
、
山
元
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。）。
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理
解
①
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
は
意
図
的
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
て
、
特
定
の
社

会
的
、
政
治
的
、
経
済
的
目
的
を
持
つ
と
い
う
こ
と
の
理
解
。

指
導
の
焦
点
：

ａ
作
者
／
画
家
が
特
別
な
目
的
を
持
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
、

ｂ
ど
の
よ
う
な
ひ
と
が
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
か
、

ｃ
読
者
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
期
待
感
に
対
す
る
挑
戦
に
立
ち
向
か
う

（
変
化
）。

　
扉
に
つ
い
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
し
よ
う
。
そ
れ
以
上
本
を
開
い
て
い

く
前
に
、
扉
の
体
裁
と
レ
イ
ア
ウ
ト
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
警
告
に
つ

い
て
考
察
し
、
こ
の
本
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
べ
き
な
の
か
予
想
さ
せ

よ
う
。
レ
イ
ア
ウ
ト
の
な
か
に
示
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ヒ
ン
ト
（
流
れ
落

ち
る
よ
う
に
書
か
れ
た
文
字
な
ど
）
を
用
い
た
り
、
予
想
の
手
助
け
と
し

て
、
頁
を
横
切
る
よ
う
に
し
て
示
さ
れ
た
警
告
を
用
い
よ
う
。
タ
イ
ト
ル

（
と
そ
の
色
）
や
イ
ラ
ス
ト
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。『
白
黒
』
と
い
う
タ
イ

ト
ル
は
ど
う
し
て
赤
色
で
書
か
れ
た
の
か
？
そ
れ
は
こ
の
本
を
読
む
た
め

に
ど
う
い
う
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
か
？
影
絵
風
の
絵
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
の

は
何
か
？
そ
れ
が
こ
の
物
語
と
何
か
関
係
あ
る
の
か
？
こ
う
い
う
読
み
の

状
況
を
、
実
生
活
の
他
の
状
況
に
当
て
は
め
て
推
定
し
て
み
る
よ
う
に
、

学
習
者
に
求
め
よ
。
そ
う
す
れ
ば
、
彼
ら
は
あ
る
や
り
方
で
読
む
立
場
に

立
た
さ
れ
る
に
違
い
な
い
し
、
な
ぜ
そ
れ
が
大
事
な
の
か
と
い
う
こ
と
を

考
え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
理
解
①
の
部
分
で
は
お
も
に
本
の
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
性
（
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
、
和
泉
涼
一
訳
『
パ
ラ
ン
プ
セ
プ
ト
─
第
二
次
の
文
学
』
水
声
社
、

一
九
九
五
年
）
を
活
用
し
た
指
導
ア
イ
デ
ア
が
示
さ
れ
て
い
る
。
詩
や
小
説
の

学
習
に
お
い
て
、
こ
の
理
解
①
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

し
か
し
、
い
か
な
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
て
も
そ
の
作
り
手
は
「
特
別
な
目
的
」

を
持
っ
て
い
る
と
想
定
し
な
が
ら
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
は

多
層
的
な
も
の
と
な
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
の
読
者
は
、
そ
の
点
を
意
識
せ

ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
と
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
以
外
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い

て
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
理
解
①

が
「
作
者
の
意
図
」
を
復
元
す
る
営
み
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

読
者
が
自
ら
読
む
な
か
で
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
「
意
図
的
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い

る
」
と
い
う
点
に
注
意
を
払
う
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
と
仕
組
み
に
注
意

し
な
が
ら
解
釈
を
営
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の
解
釈
が
、
読
者
に
よ
っ
て
相
違
す

る
部
分
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
に
目
を
向
け
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

理
解
②
テ
ク
ス
ト
は
、
あ
る
範
囲
の
文
法
シ
ス
テ
ム
と
記
号
シ
ス
テ
ム
を
含
み

な
が
ら
、
多
様
な
表
象
形
式
を
持
つ
と
い
う
こ
と
の
理
解
。

指
導
の
焦
点
：

ａ
テ
ク
ス
ト
の
な
か
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
形
式
と
そ
の
目
的
、

ｂ
見
慣
れ
な
い
体
裁
と
レ
イ
ア
ウ
ト
と
、
そ
の
目
的
、

ｃ
新
し
い
読
む
こ
と
見
る
こ
と
の
経
験
を
解
き
明
か
す
た
め
の
一
方
法
と

し
て
、
他
の
読
ん
だ
り
見
た
り
す
る
経
験
に
由
来
す
る
知
識
と
経
験
を

用
い
る
こ
と
、

ｄ
さ
ま
ざ
ま
な
期
待
感
に
対
す
る
挑
戦
に
立
ち
向
か
う
（
変
化
）。

　
こ
の
本
の
最
初
の
見
開
き
に
焦
点
を
当
て
て
み
よ
う
。
レ
イ
ア
ウ
ト
を
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吟
味
し
、
さ
ら
に
読
み
進
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
外
の
意
味
を
考
え
て
み

よ
う
。
こ
の
本
は
、
一
つ
の
物
語
と
し
て
、
慣
習
的
に
読
ま
れ
る
べ
き
な

の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
と
も
、
各
々
の
物
語
が
別
々
に
読
ま
れ
る
べ
き
な
の

だ
ろ
う
か
？
一
回
に
つ
き
一
つ
の
物
語
に
集
中
し
て
、
こ
の
本
を
四
回
読

む
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
と
も
、
一
度
に
全
部
読
ん
で
、
同
時
に
す

べ
て
の
意
味
を
と
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
こ
れ
ら
の
代
案
の
す
べ
て

に
つ
い
て
考
え
（
他
に
も
あ
れ
ば
そ
れ
も
）、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
発
表
で

き
る
よ
う
に
努
力
し
て
み
よ
う
。
こ
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
手
助
け
す

る
た
め
に
、
賛
成
で
も
反
対
で
も
、
他
の
人
の
読
み
の
経
験
を
引
き
合
い

に
出
し
て
み
よ
う
。
こ
の
本
を
読
む
た
め
の
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
選
ん

で
、
最
後
ま
で
や
っ
て
み
て
、
そ
の
よ
い
と
こ
ろ
を
把
握
し
て
、
必
要
な

ら
ば
修
正
を
試
み
て
も
よ
い
。
読
む
こ
と
や
、
テ
ク
ス
ト
の
意
味
形
成
に

お
け
る
体
裁
と
レ
イ
ア
ウ
ト
の
役
割
を
考
え
て
み
よ
う
。
他
の
人
の
読
書

体
験
を
想
定
し
て
み
よ
う
。

　
表
現
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ラ
ス
ト
の
ス
タ
イ
ル
を
研
究
し
よ
う
。
本

や
ア
ー
ト
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
イ
ラ
ス
ト
体
験
と
そ
れ
ら
を
関
連

づ
け
よ
う
。
こ
の
本
を
読
む
際
に
、
各
々
の
ス
タ
イ
ル
が
ど
う
し
て
特
定

の
物
語
や
書
き
言
葉
の
テ
ク
ス
ト
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
て
み
よ
う
。
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
手
が
か
り
と
し
て
他
の
経

験
を
引
き
合
い
に
出
そ
う
。

　
最
後
に
、
こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
形
式
の
か
か
わ
り
を
論
じ
て
み
よ

う
（
書
き
言
葉
の
テ
ク
ス
ト
も
、
イ
ラ
ス
ト
の
テ
ク
ス
ト
も
）。
そ
れ
ぞ
れ

が
演
じ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
役
割
な
の
か
？
相
互
に
補
い
合
っ
て
い
る

の
か
？
お
互
い
に
挑
戦
し
た
り
反
発
し
あ
っ
て
い
る
の
か
？
読
者
に
対
す

る
効
果
は
ど
う
い
う
も
の
か
？

　
理
解
②
は
テ
ク
ス
ト
内
在
的
な
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
四
つ
の
物
語

が
同
時
並
行
で
営
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、『
白
黒
』
に
独
自
の
表
現
形
式
で
あ

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
視
覚
的
に
四
つ
の
物
語
が
同
時
に
読
者
の
目
に
飛

び
込
ん
で
く
る
か
た
ち
は
、
従
来
の
小
説
や
詩
の
表
現
形
式
で
は
あ
ま
り
見
ら

れ
な
い
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
言
葉
の
テ
ク
ス
ト

と
絵
の
テ
ク
ス
ト
が
同
時
並
行
で
進
行
す
る
こ
と
は
、
絵
本
と
し
て
は
一
般
的

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
が
四
つ
の
枠
に
示
さ
れ
て
同
時
に
進
行
し
て
い
く

と
い
う
表
現
形
式
は
や
は
り
ま
れ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。『
白
黒
』
の
読
み
方

に
一
つ
の
定
式
は
な
く
、
一
人
一
人
の
読
者
が
ど
の
よ
う
に
読
む
の
か
、
と
い

う
こ
と
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
そ
こ
が
む
し
ろ
興
味
深
い
。

　
特
異
な
形
式
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
表
現
形
式
と
読
み
の
構
造
は
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
は
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
ろ

う
し
、
ま
た
、
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
切
り
替
え
な
が
ら
テ
レ
ビ
を
視
聴
す
る
経
験
と

共
通
し
て
も
い
る
。
ど
の
よ
う
に
読
む
べ
き
か
と
い
う
定
式
が
あ
る
わ
け
で
な

く
、
む
し
ろ
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
出
し
合
う
こ
と
、

あ
る
い
は
自
分
と
は
異
な
っ
た
読
み
方
を
想
定
し
て
み
る
こ
と
が
、
よ
り
生
産

的
な
意
義
を
持
つ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

理
解
③
社
会
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
変
化
は
、
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
表
象
形
式
に
挑

戦
し
、
変
化
さ
せ
続
け
る
と
い
う
こ
と
の
理
解
。

指
導
の
焦
点
：

ａ
表
現
形
式
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
と
そ
れ
ら
の
形
式
の
受
容
を
導
く
社
会
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に
お
け
る
変
化
、

ｂ
テ
ク
ス
ト
と
表
現
形
式
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
促
進
す
る
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
。

　
絵
本
の
歴
史
的
な
調
査
を
計
画
し
、
形
式
、
レ
イ
ア
ウ
ト
、
書
き
言
葉

の
ス
タ
イ
ル
と
イ
ラ
ス
ト
の
ス
タ
イ
ル
、
テ
ー
マ
、
話
題
、
想
定
さ
れ
た

オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
つ
い
て
、『
白
黒
』
の
場
合
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
印

刷
方
法
の
歴
史
的
な
調
査
を
指
揮
し
、
そ
の
時
代
に
利
用
可
能
な
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
伝
統
的
な
絵
本
を
考
察
し
よ
う
。
そ
の
時
代
時
代
の
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
本
の
表
現
形
式
に
も
た
ら
し
た
影
響
を
考
察
し
よ
う
。

　
そ
の
本
が
出
版
さ
れ
た
時
代
の
、
重
要
な
、
歴
史
的
、
経
済
的
、
政
治

的
、
社
会
的
諸
問
題
を
確
認
し
て
、
そ
れ
ら
の
諸
問
題
が
そ
の
本
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
考
察
し
よ
う
。

　
現
在
供
給
さ
れ
て
い
る
表
象
テ
ク
ス
ト
（
あ
ら
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
、
あ
ら

ゆ
る
モ
ー
ド
の
）
の
広
が
り
を
確
認
し
、
そ
れ
ら
が
『
白
黒
』
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
て
、『
白
黒
』
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
表
象
化

さ
れ
て
い
る
か
、
検
討
し
よ
う
。『
白
黒
』
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
、『
白

黒
』
の
な
か
で
探
究
さ
れ
て
い
る
、
現
代
の
社
会
的
諸
問
題
と
は
何
か
考

察
し
よ
う
。

　
理
解
③
は
、
印
刷
術
等
の
、
書
籍
と
出
版
に
関
す
る
歴
史
認
識
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
る
。
表
現
形
式
の
異
な
り
が
テ
ク
ス
ト
の
内
容
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
、

と
い
う
認
識
を
育
て
る
こ
と
に
繋
が
る
。
い
わ
ゆ
る
具
象
詩
（
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
ポ
エ
ト
リ
ー
）
の
読
み
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
「
理
解
」
も
、
こ
の
理
解

③
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

理
解
④
あ
る
範
囲
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
要
素
と
そ
の
他
の
要
素
に
拠
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
だ
り
見
た
り
す
る
た
め
の
、
複
数
の
方
法

が
あ
る
こ
と
の
理
解
。

指
導
の
焦
点
：

ａ
複
数
の
読
み
と
意
味
を
含
ん
だ
テ
ク
ス
ト
と
い
う
概
念
、

ｂ
そ
う
し
た
多
様
な
意
味
が
提
供
さ
れ
る
方
法
：
語
り
手
、
拮
抗
す
る

デ
ィ
ス
コ
ー
ス
、
体
裁
、
レ
イ
ア
ウ
ト
と
構
造
、
自
分
自
身
の
知
識
、

テ
ク
ス
ト
経
験
。

　『
白
黒
』
が
多
様
な
読
み
を
ど
の
よ
う
に
提
供
し
て
い
る
か
検
討
し
、
語

り
手
の
役
割
、
競
合
す
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
、
体
裁
、
レ
イ
ア
ウ
ト
と
構
造
、

そ
し
て
間
テ
ク
ス
ト
性
と
い
っ
た
初
歩
的
な
諸
概
念
を
育
て
た
上
で
、
さ

ら
に
そ
れ
ら
の
概
念
を
発
達
さ
せ
、
他
の
テ
ク
ス
ト
を
調
べ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
多
様
な
読
み
を
探
っ
た
り
、
そ
れ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
実
践
を
展

開
し
よ
う
。
た
と
え
ば
、
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ

ン
を
見
つ
け
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
仕
掛
け
の
何
が
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
の

き
っ
か
け
に
な
る
の
か
を
考
察
し
よ
う
。
あ
る
い
は
、
別
々
の
新
聞
で
一

つ
の
出
来
事
を
違
っ
た
か
た
ち
で
報
道
し
て
い
る
も
の
を
見
つ
け
、
こ
れ

ら
の
別
々
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
や
読
み
が
ど
の
よ
う
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
考
察
し
よ
う
。

　
例
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
理
解
④
は
異
な
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
間
の
比

較
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
理
解
で
あ
る
。

理
解
⑤
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
可
能
な
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
や
、
自
分
の
ま
わ
り
の
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世
界
と
読
者
と
を
特
定
の
方
法
で
、
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
て
い
る
の

か
、
ま
た
、
そ
れ
が
な
ぜ
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
の

理
解
。

指
導
の
焦
点
：

ａ
多
様
な
読
み
と
意
味
を
含
ん
だ
テ
ク
ス
ト
と
い
う
概
念
、

ｂ
そ
う
し
た
多
様
な
読
み
が
読
者
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
て
い

る
か
、

ｃ
作
者
な
い
し
画
家
が
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
読
み
を
組
み
立
て
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

　『
白
黒
』
の
最
終
頁
を
、
作
者
／
画
家
が
こ
の
本
を
書
い
た
意
図
や
彼
の

世
界
観
や
両
親
観
、
子
ど
も
観
、
仕
事
観
を
視
点
と
し
て
、
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
し
よ
う
。
自
分
の
も
の
以
外
の
テ
ー
マ
や
解
釈
を
確
認
し
よ
う
。

　
理
解
④
の
指
導
メ
モ
の
な
か
で
触
れ
た
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
や
新
聞
の
多

様
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
手
に
入
れ
て
、
そ
れ
ら
の
異
な
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な

テ
ク
ス
ト
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
の
は
ど
の
よ
う
な
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
な

の
か
考
察
し
よ
う
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
組
み
立
て
ら

れ
た
世
界
の
構
図
に
つ
い
て
考
察
し
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で

そ
れ
が
組
み
立
て
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
よ
う
。
た
と
え
ば
、

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
そ
こ
か
ら
感
じ
と
る
こ
と
の
で
き
る
オ
ー
デ
ィ
エ
ン

ス
（the

perceived
reader

                    
）
関
係
す
る
何
か
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
は
、

読
者
と
し
て
の
あ
な
た
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
世
界
観
や
信
念
や
態
度

に
、
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
？

　
理
解
⑤
は
理
解
④
と
か
か
わ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
組
み
立
て
ら
れ
方
に
目
を
向

け
た
理
解
で
あ
る
。
理
解
④
と
同
じ
く
、
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
の
別
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ

ン
の
こ
と
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
桃
太
郎
」「
三
び
き

の
こ
ぶ
た
」「
赤
ず
き
ん
」
な
ど
、
昔
話
の
異
な
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
比
較
に

よ
っ
て
も
得
ら
れ
る
も
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
個
々
の
作
品
と
し
て
の
テ

ク
ス
ト
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
五
つ
の
「
理
解
」
を
可
能
に
す
る
学
習
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
ろ
う
か
。『
白
黒
』
と
い
う
一
冊
の
絵
本
を
素
材
と
し
て
、「
本
」
と
い
う
メ

デ
ィ
ア
そ
の
も
の
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
が
伝
え
ら
れ
、
何
が
伝
え
ら
れ
な
い

の
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
生
徒
た
ち
に
考
え
さ
せ
て
い
く
単
元
の
よ
う
な
も
の

が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
五
つ
の
「
理
解
」
は
、

新
し
い
文
学
教
育
に
お
い
て
必
要
と
な
る
も
の
で
あ
る
し
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル

（
批
評
的
）
リ
テ
ラ
シ
ー
を
育
成
す
る
上
で
も
重
要
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

４
　
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
論
に
み
る
文
学
教
育
の
可
能
性

　
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
論
の
重
要
な
柱
の
一
つ
は
、
ア
ン
ス
テ
イ
も
言
う
よ
う

に
、「
語
り
」
の
問
題
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
論
は
文
学
教
育
の
重
要
な

可
能
性
を
提
起
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
小
説
や
詩
を
読
む
場
合
も
、
再
読
を
繰
り
返
す
な
か
で
、
多
く
の
読
者
は
、

『
白
黒
』
の
読
者
が
行
う
よ
う
な
こ
と
を
、
実
は
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
新
し
い
読
み
を
求
め
る
読
者
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
行
っ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
小
説
教
材
の
読
み
を
進
め
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、『
白
黒
』
の
読
者
が

そ
う
す
る
よ
う
に
、
複
数
の
物
語
（
筋
）
の
間
の
緊
張
関
係
に
目
を
向
け
る
こ
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と
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ポ
ー
ル
・
フ
ラ
イ
シ
ュ
マ
ン
の
『
種
を
ま
く
人
』（
片

岡
し
の
ぶ
訳
、
あ
す
な
ろ
書
房
、
１
９
９
８
年
）
の
よ
う
な
、
語
り
手
の
異
な

る
複
数
の
話
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
小
説
の
場
合
は
、『
白
黒
』
の
読
者
が
そ
う

す
る
よ
う
に
、
読
者
は
複
数
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
間
の
緊
張
関
係
に
目
を
向
け
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
案
外
、
私
た
ち
は
物
語
や
小
説
を
読
む
場
合
に
、『
白
黒
』
の
作
者
が
仕
掛
け

て
い
る
よ
う
な
こ
と
に
気
づ
き
な
が
ら
も
（
あ
る
い
は
気
づ
く
こ
と
も
な
く
）、

ゆ
た
か
な
読
み
を
単
一
の
物
語
に
落
と
し
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
を
や
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
走
れ
メ
ロ
ス
」
と
い
う
小
説
が
、
メ
ロ
ス

の
物
語
だ
け
で
は
な
く
て
王
様
の
物
語
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
な
読
み
方
は
『
白

黒
』
を
読
む
と
き
の
よ
う
な
心
の
持
ち
方
を
読
者
が
し
た
場
合
に
生
ま
れ
る
こ

と
だ
。
逆
に
言
う
と
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
に
も
『
白
黒
』
の
よ
う
な
（
作
者
の
）

工
夫
は
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る

か
ど
う
か
が
、
ゆ
た
か
な
読
み
を
展
開
で
き
る
か
ど
う
か
の
分
か
れ
目
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
複
数
の
筋
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
小

説
を
捉
え
る
よ
う
な
心
の
持
ち
方
で
あ
る
。
小
説
が
絵
本
と
異
な
る
の
は
、
活

字
だ
け
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

　『
白
黒
』
以
外
に
も
、
イ
シ
ュ
ト
バ
ン
・
バ
ン
ニ
ャ
イ
の
『
ズ
ー
ム
』（
ブ
ッ

キ
ン
グ
、
二
〇
〇
二
年
）
や
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ウ
ィ
ー
ズ
ナ
ー
の
『
三
び
き
の
ぶ

た
た
ち
』（
江
國
香
織
訳
、
Ｂ
Ｌ
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
に
対
す
る
小
学
校
五
年

生
の
反
応
を
、
パ
ン
タ
レ
オ
は
取
り
上
げ
、
論
じ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
が
子
ど
も
に
何
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
こ
と
は
こ
の
よ
う
な

反
応
を
検
討
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
。
マ
ク
レ
イ
や
パ
ン
タ
レ
オ
の
分
析

で
は
、
読
者
が
『
白
黒
』
に
出
会
う
こ
と
で
作
り
上
げ
た
も
の
が
示
さ
れ
て
い

た
。
ロ
ー
ゼ
ン
ブ
ラ
ッ
ト
が
そ
の
交
流
理
論
で
述
べ
て
い
る
よ
う
なw

ork

 
   
（
あ

る
状
況
・
環
境
に
お
い
て
、
読
者
が
テ
ク
ス
ト
と
や
り
と
り
し
な
が
ら
構
築
す

る
作
品
）
の
成
立
を
も
の
が
た
る
反
応
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。『
白

黒
』
の
受
容
体
験
に
関
し
て
説
明
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
四
つ
の
テ
ク
ス
ト

内
物
語
の
交
差
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
論
は
、
読
む
過
程
で
読
者
側
に
育
つ
も
の
に
目
を
向
け

さ
せ
て
く
れ
る
。
絵
本
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
、
プ
ロ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の

を
読
者
が
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
彩
な
意
味
づ
け
が
可
能
に
な
る
テ
ク
ス

ト
だ
か
ら
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
み
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
ス

ト
ー
リ
ー
相
互
の
関
連
性
が
そ
こ
で
は
読
者
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
帯
び
る
。

　
お
そ
ら
く
、『
白
黒
』
が
「
わ
か
っ
た
」
と
い
う
地
点
は
存
在
し
な
い
。
ど
こ

ま
で
も
わ
か
ら
な
い
の
が
こ
う
い
う
絵
本
の
特
徴
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
ま
た
バ
ン
ニ
ャ
イ
の
『
ズ
ー
ム
』
や
『
ア
ザ
ー
・
サ
イ
ド
』
の
よ

う
な
絵
本
は
、
そ
の
展
開
に
即
し
て
い
く
こ
と
で
、
読
者
の
う
ち
に
生
み
出
さ

れ
た
驚
き
が
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
バ
ン
ニ
ャ
イ
の
描

く
絵
そ
の
も
の
が
直
接
に
指
示
す
る
も
の
が
重
要
な
わ
け
で
は
な
い
。
絵
と
絵

と
の
関
係
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
構
成
を
試
み
た
作
者
の

意
図
性
が
解
釈
の
対
象
と
な
る
。
そ
こ
に
読
者
の
能
動
性
が
発
露
す
る
契
機
が

あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
の
内
に
育
て
ら
れ

る
も
の
は
大
き
い
。

　
複
数
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
内
包
し
つ
つ
も
、
相
互
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
連
関
を
解

き
ほ
ぐ
し
て
い
く
過
程
を
、
読
む
こ
と
の
な
か
で
要
求
す
る
『
白
黒
』
の
よ
う

な
テ
ク
ス
ト
は
、
思
考
を
育
て
て
い
く
上
で
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
複

雑
さ
が
読
み
の
困
難
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
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マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ミ
ー
ク
の
論
を
引
き
な
が
ら
、
マ
ク
レ
イ
は
次
の
よ
う
に

言
う
。ミ

ー
ク
（M

eek,1988
 
        
）
は
、
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
の
出
版
情
報
の
よ
う
な
、

注
意
を
払
わ
れ
な
い
部
分
を
学
ぶ
必
要
が
読
者
に
は
あ
る
と
記
し
て
い
る
。

デ
ビ
ッ
ド
・
マ
コ
ー
レ
イ
や
ジ
ョ
ン
・
シ
ェ
ス
カ
の
よ
う
な
書
き
手
は
、

タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
の
約
束
事
を
壊
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
物
語

の
約
束
事
を
問
い
直
す
意
図
の
よ
う
な
シ
グ
ナ
ル
を
送
り
、
そ
う
い
っ
た

と
こ
ろ
に
私
た
ち
が
目
を
向
け
直
す
よ
う
に
し
て
い
る
。〔
お
も
し
ろ
い
こ

と
に
、
こ
の
警
告
を
ま
っ
た
く
見
逃
し
て
い
た
唯
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
偶

然
に
も
成
人
読
者
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
再
読
の
後
、
こ
の
警
告
に
気
づ

く
と
、
そ
の
読
み
は
ほ
と
ん
ど
完
全
に
打
ち
壊
さ
れ
た
の
だ
。〕
マ
コ
ー
レ

イ
の
四
つ
の
お
話
─
あ
る
い
は
一
つ
の
お
話
─
に
つ
い
て
の
警
告
は
、
こ

の
本
に
お
け
る
曖
昧
さ
に
つ
い
て
の
心
構
え
を
持
つ
よ
う
に
直
接
私
た
ち

に
呼
び
か
け
て
い
る
。
彼
は
、
読
者
た
ち
に
、
彼
の
作
品
の
曖
昧
さ
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
単
に

媒
介
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。『
白
黒
』
の
最
初
と
最
後
に
示

さ
れ
た
出
版
情
報
の
ペ
ー
ジ
は
、
読
者
た
ち
に
と
っ
て
可
能
な
意
味
の
構

築
に
と
っ
て
重
要
で
、
少
な
く
と
も
そ
れ
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
情
報
を

提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
ミ
ー
ク
は
、
読
者
が
よ
り
新
し
い
難
し
い
本
に

分
け
入
る
場
合
、
曖
昧
さ
へ
の
耐
性
や
、
そ
う
し
た
苦
痛
が
必
要
に
な
る

理
解
に
頼
る
も
の
で
あ
り
、
作
者
は
最
終
的
に
そ
の
謎
を
解
き
明
か
し
て

く
る
も
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る
（p.30

     
）。
こ
の
よ
う
な
耐
性
が
、
同
じ
よ

う
な
種
類
の
読
書
材
ば
か
り
を
読
む
読
者
と
、
よ
り
多
彩
で
困
難
な
読
み

に
取
り
組
む
読
者
と
の
間
の
違
い
と
な
る
の
で
あ
る
。

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 （M

cC
lay,2000,p.104

 
  
                 
）

　「
謎
」
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
て
も
、「
作
者
」
は
必
ず
そ
の
謎
が
解
け
る
よ
う

に
工
夫
し
、
手
が
か
り
を
用
意
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
信
が
、
読
者
と
し
て
の

「
耐
性
」
を
育
て
て
い
く
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
に
「
隠

れ
た
お
と
な
（the

hiden
adult

               
）」（N

odelm
an,2008

 
     
        
）
を
探
っ
て
い
く
よ
う
な

営
み
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
を
批
評
的
に
読
む
こ
と
を
い
ざ
な
う
。
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
絵
本
論
は
、
そ
う
し
た
読
解
力
の
根
に
あ
た
る
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
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モ
ラ
グ
・
ス
タ
イ
ル
ズ
（
谷
本
正
剛
訳
）「
ト
ン
ネ
ル
の
な
か

で
」、
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
ワ
ト
ソ
ン
＆
モ
ラ
グ
・
ス
タ
イ
ル
ズ
編
（
谷
本
正
剛
編

訳
）『
子
ど
も
は
ど
の
よ
う
に
絵
本
を
読
む
の
か
』、
柏
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。

付
記
１
　
本
稿
は
、
第
一
一
五
回
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
（
東
京
大
会
、

於
：
東
京
学
芸
大
学
、
二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
）
に
お
け
る
自
由
研
究
発

表
の
内
容
に
加
筆
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
学
会
の
席
上
で
ご
質
問
い

た
だ
い
た
諸
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
と
く
に
、
本
稿
に
お
い

て
マ
コ
ー
レ
イ
の
『
白
黒
』
と
『
か
い
け
つ
ゾ
ロ
リ
』
シ
リ
ー
ズ
（
原
ゆ
た

か
）
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
述
べ
た
く
だ
り
は
、
そ
の
折
の
宮
川
健
郎
氏
の

ご
示
唆
に
よ
る
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

付
記
２
　
本
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成
二
二
年
度
科
学
研
究
費
補

助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「「
読
解
力
」
育
成
の
た
め
の
足
場
づ
く
り
に
関
す
る

基
礎
的
研
究
」（
課
題
番
号
２
１
５
３
０
９
３
９
　
研
究
代
表
者
：
山
元
隆

春
）
の
助
成
を
受
け
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
広
島
大
学
）
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