
【
第
4
6
回
広
島
大
学
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】

つ
な
げ
る
力
、
つ
な
が
っ
て
い
-
力

は
じ
め
に

二
〇
〇
三
年
に
実
施
さ
れ
た
O
E
C
D
の
　
「
生
徒
の
学
習
到
達
度

調
査
」
(
P
H
S
A
)
の
結
果
を
受
け
へ
日
本
の
子
ど
も
た
ち
の
「
読
解
力
」

の
低
下
を
指
摘
す
る
声
が
マ
ス
コ
ミ
を
中
心
と
し
て
大
き
-
な
っ
て

い
る
。
p
H
S
A
の
結
果
の
内
実
へ
何
を
ど
の
よ
う
に
見
て
日
本
の
子

ど
も
た
ち
の
「
読
解
力
」
　
の
順
位
が
急
落
し
た
の
か
へ
　
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
提
案
者
は
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
が
'
昨
春
、
現
勤
務

校
に
着
任
し
て
か
ら
一
年
半
'
国
語
の
授
業
を
通
し
へ
　
子
ど
も
た
ち

の
「
読
む
こ
と
の
力
」
に
つ
い
て
は
感
じ
続
け
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。

以
下
へ
　
国
語
と
い
う
教
科
に
関
わ
る
者
と
し
て
'
今
'
子
ど
も
た
ち

に
欠
け
て
い
る
「
読
む
こ
と
の
力
」
へ
　
そ
し
て
子
ど
も
た
ち
に
身
に

つ
け
さ
せ
た
い
　
「
読
む
こ
と
の
力
」
に
つ
い
て
へ
実
践
を
通
し
て
考

え
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

大
　
塚
　
崇
　
史

-
 
t
　
断
絶
し
た
「
読
み
」
～
二
つ
の
　
「
誤
読
」
か
ら
～

提
案
者
は
読
む
こ
と
の
学
習
に
お
い
て
は
'
第
一
時
に
必
ず
初
託

の
感
想
を
書
か
せ
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
が
'
一
年
生
の
国
語
総
合

で
扱
っ
た
随
想
「
さ
び
し
ん
ぼ
う
だ
っ
た
青
春
時
代
」
　
(
大
林
宣
彦
)

の
初
読
感
想
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
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子
ど
も
の
頃
は
と
て
も
神
経
質
だ
っ
た
大
林
さ
ん
は
思
い
き
っ

て
二
十
四
、
五
歳
の
頃
へ
　
勇
気
を
出
し
て
病
院
で
大
手
術
を
う
け

た
ん
だ
な
　
(
A
子
)

こ
の
随
想
は
映
画
監
督
の
大
林
宜
彦
が
自
分
の
青
春
時
代
を
回
顧

し
た
も
の
で
'
自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
-
が
ち
だ
っ
た
少
年
時
代
か

ら
映
画
制
作
を
通
し
て
脱
却
L
へ
　
周
囲
の
人
た
ち
と
の
関
わ
り
の
な

か
で
「
対
話
」
す
る
こ
と
を
覚
え
へ
人
間
的
に
成
長
し
て
い
っ
た
こ

と
が
書
か
れ
て
い
る
。
A
子
が
感
想
の
な
か
に
書
い
て
い
る
「
大
手



術
」
と
は
'
大
林
が
一
念
発
起
L
t
内
向
性
の
象
徴
だ
っ
た
自
分

の
本
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
他
人
に
す
べ
て
あ
げ
て
し
ま
う
こ
と
を
指

し
た
比
喰
表
現
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
A
子
は
こ
の
「
大
手
術
」
と
い

う
比
喰
表
現
を
比
職
と
し
て
読
ま
ず
'
本
当
に
病
院
で
手
術
し
て
も

ら
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
じ
ク
ラ
ス
に
次
の
よ
う
な
感
想
も
あ
っ
た
。

こ
の
作
者
は
'
子
と
も
こ
ろ
映
画
の
機
械
を
オ
モ
チ
ヤ
に
し
て

育
っ
た
の
で
'
撮
影
や
編
集
も
自
分
で
や
っ
て
い
て
興
味
を
も
っ

た
か
ら
監
督
に
な
っ
て
仕
事
を
始
め
た
の
か
な
と
思
い
へ
き
っ
と

そ
の
お
父
さ
ん
は
映
画
監
督
だ
と
思
う
。
(
日
子
)

B
子
の
感
想
は
本
文
中
の
「
僕
は
ほ
ん
の
子
供
の
こ
ろ
か
ら
、
映

画
の
機
械
を
オ
モ
チ
ヤ
に
し
て
育
っ
た
」
と
い
う
記
述
に
強
-
反
応

し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
'
そ
こ
か
ら
推
論
を
働
か
せ
て
　
「
父
親
が
映

画
監
督
だ
っ
た
か
ら
へ
　
子
ど
も
の
頃
か
ら
映
画
の
機
械
に
触
れ
て
い

た
ん
だ
」
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
随
想
の
前
半
部
で
'

大
林
は
青
春
時
代
へ
将
来
の
は
っ
き
り
し
た
展
望
も
な
-
、
無
為
に

過
ご
し
て
い
る
自
分
と
'
若
い
頃
か
ら
医
師
を
目
指
し
て
ひ
た
す
ら

努
力
を
重
ね
て
き
た
父
親
と
を
比
較
し
'
落
ち
込
ん
だ
こ
と
を
書
い

て
い
る
。
そ
し
て
へ
こ
の
父
親
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
大
林
を
「
さ

び
し
ん
ぼ
う
」
に
さ
せ
て
い
-
そ
も
そ
も
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て

い
る
。こ

の
二
つ
の
「
誤
読
」
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
あ
る

細
部
一
点
へ
の
着
眼
が
強
-
'
そ
れ
が
文
章
全
体
の
な
か
で
ど
の
よ

う
に
位
置
付
-
の
か
と
い
う
こ
と
が
読
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
A
子
は
大
林
の
「
さ
び
し
ん
ぼ
う
だ
っ
た
」
頃
と
そ
こ
か
ら

の
脱
却
t
と
い
う
筋
を
読
み
取
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
　
そ
れ

を
彼
の
発
想
の
転
換
へ
意
識
の
変
革
の
問
題
と
し
て
は
読
み
取
れ
て

い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
'
「
大
手
術
」
と
い
う
比
職
を
比
職
と
し
て
読

む
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
女
の
中
で
は
'
「
さ
び
し
ん
ぼ
う
だ
っ
た
頃
」

「
そ
れ
じ
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
一
念
発
起
」
　
「
意
識
変
革
と
し
て
の
大

手
術
」
「
大
切
な
本
を
み
ん
な
あ
げ
て
し
ま
う
こ
と
」
と
い
っ
た
細

部
が
、
互
い
に
つ
な
が
り
を
欠
い
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
言
え
る
。

B
子
に
つ
い
て
も
'
「
僕
は
ほ
ん
の
子
供
の
こ
ろ
か
ら
'
映
画
の

機
械
を
オ
モ
チ
ャ
に
し
て
育
っ
た
」
と
い
う
一
文
へ
の
着
眼
が
強
い

ゆ
え
に
へ
大
林
の
医
師
で
あ
る
父
親
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
記
述

を
前
半
部
の
か
な
り
虫
要
な
部
分
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
完
全

に
読
み
落
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
'
「
映
画
の
機
械
を
オ

モ
チ
ャ
に
」
と
い
う
細
部
が
テ
ク
ス
ト
全
体
に
お
い
て
'
1
部
と
し

て
ど
う
位
匿
付
い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
読
め
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。

つ
ま
り
'
二
人
と
も
「
さ
び
し
ん
ぼ
う
だ
っ
た
青
春
時
代
」
と
い

う
テ
ク
ス
ト
を
全
体
と
し
て
つ
か
む
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
あ

る
。こ

の
二
人
の
事
例
は
き
わ
め
て
極
端
な
も
の
で
は
あ
る
が
へ
　
こ
の

こ
と
は
勤
務
校
で
の
授
業
に
お
い
て
見
た
き
た
子
ど
も
た
ち
の
「
読

み
」
に
つ
い
て
、
度
合
の
差
は
あ
れ
へ
ず
っ
と
感
じ
て
き
た
こ
と
で
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あ
る
。
1
場
面
l
場
面
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
場
面
の
状
況
や
'

そ
こ
で
の
人
物
の
思
い
に
つ
い
て
読
む
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
結

局
へ
　
そ
れ
は
ど
ん
な
話
だ
っ
た
の
か
、
全
体
と
し
て
そ
の
テ
ク
ス
ト

が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
へ
　
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
場
面
が
ど
の
よ
う
に

結
び
つ
き
へ
　
ど
ん
な
全
体
の
眺
め
に
な
っ
て
い
る
の
か
t
　
と
い
う
こ

と
が
読
め
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
'
細
部
と
細
部
を
関
係
づ
け
た
り
へ

全
体
の
な
か
で
細
部
が
ど
ん
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
た
り
'
テ
ク
ス
ト
を
ひ
と
つ
の
　
「
物
語
」
と
し
て
捉
え
る

こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

子
ど
も
た
ち
に
欠
け
て
い
る
'
そ
し
て
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
　
「
読
む
こ
と
の
力
」
と
は
へ
　
こ
の
　
「
物
語
」
と
し

て
全
体
を
捉
え
る
力
'
全
体
の
な
か
で
細
部
と
細
部
を
関
係
づ
け
'

読
み
取
っ
て
い
-
力
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

2
8
　
文
脈
の
な
か
で
細
部
を
捉
え
る

そ
れ
で
は
具
体
的
に
全
体
の
な
か
で
細
部
を
関
係
づ
け
て
読
ん
で

い
-
力
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
へ
　
そ
し
て
そ
の
力
を
育
て

て
い
-
た
め
に
は
ど
う
い
う
手
だ
て
が
必
要
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
へ
　
以
下
へ
提
案
者
の
実
践
を
も
と
に
考
察
を
加
え
て
み

S
3実

践
.
-
　
山
田
詠
美
F
ひ
よ
こ
の
眼
J
l

こ
の
実
践
は
'
本
校
夜
間
部
三
年
C
組
(
男
子
-
名
'
女
子
3
名
)

を
対
象
に
'
二
学
期
末
考
査
前
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
r
ひ
よ
こ

の
眼
L
　
は
授
業
で
使
用
し
て
い
る
教
科
書
に
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い

投
げ
込
み
の
教
材
で
あ
る
。
C
組
の
生
徒
は
四
人
と
も
能
力
的
に
高

-
、
と
り
わ
け
読
む
力
は
優
れ
て
い
る
。

一
学
期
、
二
学
期
と
詩
歌
や
随
想
な
ど
比
較
的
短
い
教
材
を
中
心

に
扱
っ
て
き
て
お
-
、
ま
と
ま
っ
た
小
説
作
品
を
読
む
の
は
こ
の
作

品
が
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
'
教
材
文
を
1
挙
に
与
え
て

読
ま
せ
る
の
で
は
な
-
'
作
品
を
大
き
-
四
つ
の
段
落
に
分
け
へ
　
1

時
間
ご
と
に
提
示
し
て
読
ん
で
い
-
方
法
を
採
っ
た
。

大
ま
か
な
指
導
過
程
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
。

第
一
次
　
「
ひ
よ
こ
の
限
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
聞
い
て
'
ど

の
よ
う
な
話
か
想
像
さ
せ
る
。
(
題
名
読
み
)
　
本
文

第
一
段
を
読
む
。

第
二
次
　
本
文
第
二
段
を
読
む
。

第
三
次
　
本
文
第
三
段
を
読
む
。

第
四
次
　
本
文
第
四
段
を
読
む
。

第
五
次
　
山
田
詠
美
「
晩
年
の
子
供
」
を
読
み
へ
「
ひ
よ
こ
の
限
」

と
比
較
し
な
が
ら
終
末
感
想
文
を
苔
-
。
(
い
-
つ

か
の
テ
ー
マ
を
設
定
'
選
択
さ
せ
る
)

授
業
の
進
め
方
と
し
て
は
'
毎
回
配
布
し
た
段
落
ご
と
に
読
解
し

て
い
き
'
授
業
の
最
後
に
　
「
さ
I
て
'
来
週
の
ひ
よ
こ
の
眼
は
?
」

と
い
う
形
で
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
物
語
の
続
き
の

展
開
を
予
想
さ
せ
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
っ
た
。
生
徒
の
作
品
へ
の
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興
味
を
持
続
さ
せ
て
い
-
と
と
も
に
'
限
ら
れ
た
物
語
情
報
か
ら
'

自
分
の
頭
の
な
か
で
物
語
(
筋
)
を
想
像
し
'
組
み
立
て
さ
せ
て
い

-
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
へ
ク
ラ
ス
で
出
さ
れ
た
第
二
段
落
へ
第
三
段
落
そ
し
て

結
末
の
予
想
が
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

(
-
)
第
一
段
落
を
読
ん
で
(
第
二
段
落
の
予
想
)

①
今
後
の
二
人
の
関
係
は
?

・
亜
紀
と
幹
生
が
友
達
と
し
て
仲
良
く
な
る
(
C
子
)

・
恋
人
関
係
に
な
る
(
D
子
)

②
幹
生
が
見
つ
め
て
い
る
も
の
の
正
体
と
は
?

・
自
分
自
身
の
内
面
を
見
つ
め
て
い
る
(
C
子
)

・
何
も
見
て
い
な
い
。
格
好
つ
け
て
い
る
だ
け
(
E
)

③
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
と
は
何
か
?

二
)
の
物
語
は
幹
生
の
成
長
物
語
。
最
後
に
幹
生
が
ニ
ワ
ト

リ
に
変
身
す
る
。

「
ひ
よ
こ
の
眼
L
と
は
変
身
(
成
長
)
す
る
前
の
幹
生
の

眼
の
こ
と
　
(
E
)

(
2
)
第
二
段
落
を
読
ん
で
(
第
三
段
落
の
予
想
)

①
亜
紀
が
幹
生
の
目
を
懐
か
し
い
と
感
じ
る
の
は
な
ぜ
か
?

・
亜
紀
が
忘
れ
る
ほ
ど
昔
へ
物
心
つ
く
前
に
同
じ
よ
う
な
日

の
人
と
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
(
F
子
)

・
亜
紀
が
昔
飼
っ
て
い
た
ひ
よ
こ
の
眼
と
似
て
い
た
。

(
C
子
へ
　
D
子
)

②
幹
生
が
見
つ
め
て
い
る
も
の
の
正
体
と
は
?

・
自
分
の
未
来
を
見
つ
め
て
い
る
。
幹
生
は
大
人
に
な
り
た

が
っ
て
い
る
。
(
C
子
)

③
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
と
は
何
か
?

・
亜
紀
が
子
ど
も
の
頃
に
飼
っ
て
い
た
ひ
よ
こ
の
眼
。
そ
の

眼
が
幹
生
の
眼
と
似
て
い
る
。
親
鳥
に
な
り
た
が
っ
て
い

る
ひ
よ
こ
の
よ
う
に
'
幹
生
が
大
人
に
な
ろ
う
と
必
死
に

な
っ
て
い
る
眼
。
(
C
子
)

(
3
)
第
三
段
落
を
読
ん
で
(
結
末
の
予
想
)

◎
ズ
バ
リ
も
結
末
の
予
想
は
?

・
幹
生
が
抱
え
て
い
る
不
安
を
亜
紀
と
一
緒
に
乗
り
越
え
て

い
く
(
C
子
)

・
幹
生
が
ニ
ワ
ト
リ
に
な
る
(
E
)

・
幹
生
は
死
ぬ
。
お
父
さ
ん
が
借
金
取
り
に
追
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
原
因
に
な
る
の
で
は
?
(
D
子
)
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予
想
の
ポ
イ
ン
ト
は
t
 
a
e
　
物
語
の
展
開
(
流
れ
)
　
に
関
わ
る
も

の
t
 
b
e
　
物
語
の
内
容
に
関
わ
る
も
の
t
 
c
e
　
物
語
の
テ
ー
マ
'
要

点
に
関
わ
る
も
の
t
の
三
つ
の
系
統
に
分
け
ら
れ
る
。
a
 
e
　
は
　
(
-
)

-
①
'
(
3
)
で
あ
り
t
 
b
e
　
は
(
-
)
-
②
'
(
C
M
)
-
①
'
②
'
そ

し
て
c
t
　
は
　
(
I
)
-
③
'
(
N
)
-
③
に
あ
た
る
。



(
-
)
-
①
は
素
直
に
物
語
の
今
後
の
展
潤
を
問
う
も
の
で
あ
り
t

c
子
、
D
子
は
い
ず
れ
も
幹
生
と
亜
紀
の
関
係
が
親
密
な
も
の
と

な
っ
て
い
-
と
予
想
し
て
い
る
。
こ
れ
は
'
物
語
冒
頭
'
亜
紀
が
は

じ
め
て
幹
生
に
出
会
っ
た
と
き
か
ら
'
彼
の
眼
に
「
な
ぜ
か
懐
か
し

い
気
持
ち
」
を
抱
い
て
い
る
こ
と
'
そ
の
後
も
亜
紀
の
視
点
が
こ
の

影
の
あ
る
転
校
生
の
睦
に
注
が
れ
て
い
る
と
い
っ
た
物
語
の
描
写
へ

細
部
か
ら
推
論
が
可
能
で
あ
る
が
'
同
時
に
　
「
思
春
期
の
男
女
を
主

人
公
と
し
て
展
開
さ
れ
る
物
語
」
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ム
の
よ
う
な
も

の
が
学
習
者
の
な
か
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
'
二
段
落
へ
　
三
段
落
と
読
み
進
め
て
い
-
上
で
t
 
c
子

か
ら
「
先
生
へ
な
ん
か
こ
の
話
ジ
プ
リ
み
た
い
じ
ゃ
な
ぁ
」
と
言
っ

た
声
が
あ
が
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
C
子
が
言
う
「
ジ

ブ
リ
」
　
と
は
'
言
う
ま
で
も
な
-
ス
タ
ジ
オ
・
ジ
プ
リ
の
ア
ニ
メ

映
画
の
こ
と
で
あ
り
'
彼
女
が
こ
の
r
ひ
よ
こ
の
眼
』
と
の
類
似
を

感
じ
て
い
た
の
は
近
藤
喜
文
の
r
耳
を
す
ま
せ
ば
A
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
D
子
は
第
二
段
落
を
読
み
終
え
た
後
へ
　
「
な
ん
か
、
べ
夕
な
展

開
で
す
ね
」
と
い
う
感
想
を
漏
ら
し
て
い
る
。
「
ベ
タ
な
展
開
」
　
と

彼
女
が
感
じ
る
背
景
に
は
'
彼
女
自
身
の
な
か
に
'
こ
う
い
っ
た
思

春
期
の
男
女
を
扱
っ
た
物
語
の
定
型
'
類
型
の
イ
メ
ー
ジ
の
存
在
が

E
c
aと

-
わ
け
こ
の
文
脈
に
忠
実
に
物
語
を
立
ち
上
げ
て
い
っ
た
の
が
t

c
子
で
あ
る
。
(
-
)
-
②
を
出
発
点
と
し
て
'
二
段
落
を
読
み
終
え

た
段
階
で
'
「
ひ
よ
こ
の
限
」
を
「
亜
紀
が
む
か
し
飼
っ
て
い
た
ひ

よ
こ
の
限
」
で
あ
る
と
い
う
'
物
語
の
核
心
部
分
に
迫
る
読
み
を
行
っ

て
い
る
。
そ
こ
か
ら
C
子
は
大
人
に
な
ろ
う
'
大
人
に
な
り
た
い
と

「
必
死
に
な
っ
て
い
る
限
」
を
親
鳥
に
な
り
た
が
っ
て
い
る
「
ひ
よ

こ
の
眼
」
と
し
て
捉
え
へ
　
幹
生
が
絶
え
ず
見
つ
め
て
い
る
「
何
か
し

を
「
自
分
の
未
来
し
だ
と
い
う
一
連
の
読
み
を
遂
行
し
て
い
-
。
C

子
は
こ
う
い
っ
た
　
「
思
春
期
男
女
の
物
語
」
と
い
う
フ
レ
ー
ム
へ
文

脈
の
な
か
で
テ
ク
ス
ト
の
細
部
を
読
み
す
す
め
'
最
終
的
に
こ
の
物

語
の
結
末
を
「
幹
生
が
自
分
の
不
安
を
亜
紀
と
一
緒
に
乗
り
越
え
て

い
-
」
と
い
う
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

逆
に
、
こ
の
　
「
思
春
期
男
女
の
物
語
」
と
い
う
フ
レ
ー
ム
へ
　
文
脈

か
ら
外
れ
た
と
こ
ろ
で
結
末
の
読
み
を
行
っ
た
の
が
t
 
D
子
で
あ
っ

た
。
彼
女
は
ク
ラ
ス
の
な
か
で
唯
一
へ
物
語
の
結
末
を
ハ
ッ
ピ
ー
エ

ン
ド
で
は
な
-
'
「
幹
生
の
死
」
　
に
よ
っ
て
幕
が
下
り
る
こ
と
を
予

想
し
た
。
以
下
の
ス
ク
リ
プ
ト
は
'
予
想
を
出
し
た
あ
と
の
教
師
(
提

案
者
)
　
と
D
子
と
の
対
話
で
あ
る
。
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T
　
　
ど
う
し
て
'
そ
う
な
る
と
思
っ
た
?

D
子
　
三
段
落
の
一
番
最
後
の
行
に
　
「
幸
せ
だ
っ
た
」
　
っ
て
あ
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
過
去
形
に
な
っ
て
る
。
だ
か
ら
こ
こ

ま
で
が
　
「
幸
せ
J
だ
っ
た
過
去
で
へ
　
こ
の
あ
と
へ
　
不
幸
な

展
開
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
ぁ
っ
て
。

T
　
　
へ
ぇ
～
'
す
ご
い
'
面
白
い
と
こ
ろ
に
気
が
つ
い
た
ね
。

D
子
　
最
初
に
へ
　
こ
の
お
話
は
亜
紀
の
回
想
の
物
語
だ
っ
て
言
っ

て
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ
か
ら
'
こ
こ
で
　
「
幸
せ
だ
っ

た
)
　
っ
て
い
う
の
は
-



T
　
　
不
吉
な
感
じ
が
す
る
?

D
子
　
は
い
。

こ
の
D
子
の
読
み
は
物
語
内
容
の
読
み
か
ら
物
語
の
「
語
り
」
　
の

読
み
へ
の
移
行
で
あ
る
。
そ
れ
は
'
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
駆
動
の
読

み
か
ら
'
要
点
駆
動
=
物
語
を
構
成
し
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
、
意
図
の

読
み
へ
の
移
行
の
可
能
性
を
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
荘
⊥

彼
女
が
こ
の
読
み
の
転
換
を
行
っ
て
い
っ
た
背
景
に
は
'
ひ
と
つ

に
は
彼
女
が
第
二
段
落
ま
で
を
読
ん
だ
と
き
に
　
「
ベ
タ
な
展
開
で
す

ね
」
と
発
言
し
て
い
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
。
つ
ま
り
'
彼
女
は

ジ
ブ
リ
的
「
思
春
期
男
女
の
物
語
」
と
い
う
フ
レ
ー
ム
に
対
し
て
は

比
較
的
醒
め
た
見
方
を
し
て
お
り
へ
そ
の
こ
と
が
'
彼
女
自
身
が
　
「
思

春
期
男
女
の
物
語
」
文
脈
か
ら
脱
け
出
し
て
読
み
を
遂
行
し
て
い
-

こ
と
を
容
易
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
'
彼
女
が
指
摘
し
て
い
る
「
回
想
形
式
の
物
語
」

と
い
う
フ
レ
ー
ム
へ
文
脈
の
存
在
で
あ
る
。
第
一
時
'
第
1
段
落
を

扱
っ
た
際
へ
　
授
業
の
な
か
で
冒
頭
の
語
り
'
「
私
は
'
そ
の
時
へ
　
ま

だ
中
学
三
年
生
だ
っ
た
L
t
　
そ
の
年
齢
で
懐
か
し
が
る
べ
き
こ
と
な

ど
'
ひ
と
つ
も
な
い
よ
う
に
思
え
た
-
(
以
下
略
)
」
を
捉
え
へ
　
こ

の
物
語
が
亜
紀
の
回
想
に
よ
っ
て
成
っ
て
い
る
物
語
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
簡
単
に
確
認
し
た
。
こ
の
こ
と
が
彼
女
が
第
三
段
落
の
「
語

り
」
　
に
着
目
す
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
t
 
C
子
も
D
子
も
'
そ
れ
ぞ
れ
が
立
ち
上
げ
た
文

脈
の
な
か
で
'
細
部
の
読
み
を
遂
行
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
顕
著

に
顕
れ
て
い
る
の
が
'
幹
生
の
不
幸
な
人
生
を
ど
う
考
え
る
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
t
 
C
子
は
そ
れ
を
「
亜
紀
と
と
も
に
乗
り
越
え
て

い
-
も
の
」
と
し
て
捉
え
て
お
り
t
 
D
子
は
逆
に
そ
れ
が
幹
生
を
死

に
至
ら
し
め
る
田
子
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
捉
え
方
を
し
て

い
る
。ま

た
へ
　
こ
こ
で
は
'
彼
ら
の
読
書
経
験
や
ド
ラ
マ
へ
映
画
な
ど
の

物
語
体
験
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
物
語
の
フ
レ
ー
ム
、
物
語
文
脈
と

は
別
に
'
も
う
一
つ
へ
授
業
の
場
で
起
こ
る
様
々
な
出
来
事
'
発
間

と
応
答
'
読
み
の
語
り
合
い
'
教
師
の
指
導
言
な
ど
の
発
話
行
為
か

ら
形
成
さ
れ
る
「
授
業
の
文
脈
」
(
笠
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て

お
り
へ
　
そ
の
授
業
の
文
脈
が
学
習
者
た
ち
の
読
む
こ
と
の
文
脈
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は

「
回
想
形
式
の
物
語
」
と
い
う
文
脈
を
立
ち
上
げ
さ
せ
た
D
子
に
と
っ

て
の
第
一
時
の
語
り
の
現
在
の
確
認
に
限
ら
ず
'
例
え
ば
　
(
-
)
-

③
で
の
E
の
発
言
、
こ
れ
は
　
「
幹
生
の
成
長
物
語
」
　
で
あ
る
と
い
う

読
み
は
'
「
思
春
期
の
男
の
子
の
成
長
物
語
」
と
い
う
「
思
春
期
男

女
の
物
語
」
文
脈
に
き
わ
め
て
近
接
し
た
文
脈
を
提
起
し
、
そ
の
後

の
C
子
の
一
連
の
読
み
へ
　
と
り
わ
け
へ
　
「
大
人
に
な
ろ
う
と
必
死
に

な
っ
て
い
る
幹
生
」
と
い
う
読
み
を
促
し
'
「
思
春
期
男
女
の
物
語
」

と
い
う
文
脈
を
補
強
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

「
読
む
こ
と
」
　
の
授
業
の
な
か
で
こ
の
「
授
業
の
文
脈
」
　
の
役
割

は
非
常
に
大
き
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
実
体
験
や
読
書
体
験
へ
　
そ
の
他
の

物
語
体
験
を
も
と
に
形
成
さ
れ
る
物
語
文
脈
、
フ
レ
ー
ム
の
国
定
化

さ
れ
た
読
み
で
は
な
-
'
常
に
そ
の
フ
レ
ー
ム
な
り
文
脈
な
-
に
揺
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さ
ぶ
り
を
か
け
へ
そ
れ
を
と
き
に
は
解
体
さ
せ
'
と
き
に
は
補
強
し
、

と
き
に
は
新
た
な
文
脈
を
形
成
し
'
読
み
の
更
新
'
深
化
を
促
し
て

,

一

　

　

　

〇

_
>
く学

習
者
た
ち
の
'
全
体
を
捉
え
て
い
-
力
'
全
体
の
な
か
で
細
部

を
読
ま
せ
て
い
-
力
t
 
r
つ
な
げ
る
力
」
を
促
し
て
い
-
た
め
に
重

要
な
こ
と
は
'
文
脈
を
立
ち
上
げ
へ
そ
の
文
脈
を
意
識
さ
せ
て
細
部

へ
の
読
み
を
促
し
て
い
-
と
い
う
こ
と
へ
そ
し
て
へ
そ
の
文
脈
を
揺

さ
ぶ
り
へ
自
ら
解
体
し
、
ま
た
立
ち
上
げ
さ
せ
て
い
-
よ
う
仕
向
け

て
い
く
「
授
業
の
文
脈
」
を
立
ち
上
げ
て
い
-
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

3
`
物
語
を
立
ち
上
げ
て
い
く
た
め
に

文
脈
を
意
識
さ
せ
、
文
脈
の
な
か
で
細
部
を
捉
え
さ
せ
て
い
-
た

め
に
、
ど
の
よ
う
な
手
だ
て
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
一
つ
の
試

み
と
し
て
'
提
案
者
の
次
の
よ
う
な
実
践
を
挙
げ
て
み
る
。

実
践
2
　
鎌
田
敏
夫
『
恋
愛
会
話
b

本
作
品
は
'
全
編
会
話
だ
け
か
ら
成
る
小
説
で
あ
る
。
地
の
文
は

お
ろ
か
へ
脚
本
の
よ
う
な
ト
書
き
さ
え
付
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
実

践
で
は
r
恋
愛
会
話
J
(
新
潮
文
庫
へ
1
9
9
6
)
　
に
収
録
さ
れ
て
い
る

l
蔚
r
雨
や
ど
り
」
を
使
い
へ
会
話
か
ら
物
語
の
情
景
を
想
像
し
'

途
中
へ
　
い
-
つ
か
空
自
に
し
て
い
る
会
話
部
分
を
埋
め
さ
せ
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
本
校
夜
間
部
一
年
生
C
組
(
男
子
4
名
)
　
で
実
施

し
た
。
全
一
時
の
大
ま
か
な
指
導
過
程
は
次
の
通
り
。

①
全
文
を
二
人
ペ
ア
に
な
り
'
会
話
形
式
で
音
読
す
る
。

②
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
沿
っ
て
'
物
語
の
設
定
へ
情
景
、
会
話
の

シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
想
像
し
'
全
体
で
確
認
す
る
。

③
本
文
中
の
空
自
部
分
①
～
⑤
に
ど
ん
な
こ
と
ば
が
入
る
か
'

考
え
、
発
表
す
る
。

ま
ず
へ
　
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
五
つ
の
設
問
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
'

ど
う
い
う
二
人
の
間
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
会
話
な
の
か
'
ど
う
い
う

場
所
へ
　
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
会
話
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
へ
会
話

の
な
か
で
出
て
-
る
登
場
人
物
は
二
人
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
人

間
な
の
か
、
二
人
の
男
の
性
格
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
の
か
へ
と
言
う
こ
と
に
つ
い
て
会
話
か
ら
想
像
し
、
ど
う
い
う
状

況
で
会
話
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
t
と
い
う
物
語
の
フ
レ
ー
ム
を
立

ち
上
げ
さ
せ
る
。
こ
の
と
き
へ
会
話
の
ど
の
部
分
か
ら
そ
れ
が
想
像

で
き
る
か
t
　
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
せ
'
ク
ラ
ス
全
体
で
話
し
あ
わ

せ
へ
膨
ら
ま
せ
て
お
-
0

こ
れ
ら
五
つ
の
設
問
を
通
し
て
立
ち
上
げ
ら
れ
た
会
話
物
語
の
文

脈
を
も
と
に
'
空
白
に
さ
れ
た
一
部
の
会
話
の
こ
と
ば
を
想
像
さ
せ
'

埋
め
さ
せ
て
い
-
。
①
～
⑤
そ
れ
ぞ
れ
空
白
に
さ
れ
た
会
話
部
を
埋

め
て
い
く
た
め
に
は
'
前
後
に
ど
の
よ
う
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
て
い

る
か
と
い
う
細
部
を
つ
な
げ
て
い
-
力
と
同
時
に
へ
　
こ
の
会
話
が
ど

う
い
う
二
人
の
会
話
な
の
か
'
会
話
に
頻
繁
に
出
て
-
る
「
萌
子
」

と
い
う
女
性
は
何
者
な
の
か
t
　
と
い
っ
た
基
本
的
な
大
枠
の
部
分
'

物
語
文
脈
を
参
照
し
へ
そ
の
な
か
で
会
話
を
考
え
て
い
-
必
要
が
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
物
語
文
脈
と
細
部
と
の
往
復
運
動
を
繰
り
返
さ
せ
る

こ
と
が
'
空
自
を
埋
め
へ
　
細
部
を
つ
な
げ
へ
物
語
を
立
ち
上
げ
て
い

-
力
を
活
性
化
し
て
い
-
ひ
と
つ
の
手
だ
て
と
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

4
4
　
「
つ
な
げ
る
力
」
か
ら
「
つ
な
が
っ
て
い
く
力
」
　
へ

「
読
む
こ
と
」
　
の
学
習
で
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
文
字
的
な
文

章
で
あ
ろ
う
が
説
明
的
な
文
章
で
あ
ろ
う
が
'
読
む
こ
と
に
よ
っ

て
学
習
者
自
身
の
認
識
が
更
新
へ
　
深
化
へ
拡
充
さ
れ
て
い
く
と
こ
ろ

に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
読
む
こ
と
の
力
」
　
は
'

ま
さ
に
そ
の
部
分
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
-
必
要
が
あ
る
。

実
践
I
で
'
¶
ひ
よ
こ
の
眼
』
を
読
ん
だ
C
子
が
「
ジ
プ
リ
み
た
い
」

と
感
じ
へ
　
1
方
で
D
子
が
「
ベ
タ
な
展
開
」
と
感
じ
へ
　
そ
れ
ぞ
れ
が

そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
を
立
ち
上
げ
へ
　
そ
の
文
脈
の
中
で
異
な
っ
た
肌
理

の
物
語
を
紡
い
で
い
-
。
そ
れ
は
'
物
語
を
「
つ
な
げ
て
し
　
い
-
と

同
時
に
'
彼
女
た
ち
自
身
が
物
語
へ
と
「
つ
な
が
っ
て
」
　
い
-
過
程

で
も
あ
る
。
彼
女
た
ち
が
読
み
を
遂
行
し
て
い
-
過
程
で
立
ち
上
げ

た
物
語
文
脈
に
は
'
彼
女
た
ち
自
身
の
読
書
体
験
へ
物
語
体
験
へ
実

体
験
か
ら
な
る
主
体
の
文
脈
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
読
む

こ
と
」
　
の
授
業
の
文
脈
(
発
間
と
応
答
へ
　
学
習
者
相
互
の
「
読
み
」

の
語
り
合
い
'
教
師
指
導
言
な
ど
)
　
の
な
か
で
所
在
化
す
る
と
と
も

に
へ
他
の
学
習
者
た
ち
の
文
脈
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
体
さ

れ
'
組
み
替
え
ら
れ
'
更
新
さ
れ
'
深
化
さ
れ
て
い
-
。

子
ど
も
た
ち
に
育
て
て
い
き
た
い
'
必
要
な
「
読
む
こ
と
の
力
」
は
'

細
部
を
全
体
の
な
か
で
捉
え
へ
物
語
を
「
つ
な
げ
て
い
-
力
」
で
あ

る
と
同
時
に
へ
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
学
習
者
自
身
が
物
語
に
'
そ
し

て
他
者
に
'
新
し
い
世
界
に
「
つ
な
が
っ
て
い
-
力
」
で
あ
る
と
考

え
る
。

実
践
3
　
連
歌
に
挑
戦

こ
の
実
践
は
実
践
1
を
行
っ
た
同
じ
ク
ラ
ス
で
二
学
期
序
盤
'
単

元
「
短
歌
と
俳
句
」
　
の
な
か
で
行
っ
た
試
み
で
あ
る
。
ま
ず
学
習
者

全
員
に
'
「
あ
と
に
誰
か
が
続
け
る
」
と
い
う
こ
と
に
留
意
さ
せ
て

上
の
句
を
作
ら
せ
る
。
そ
し
て
回
収
し
た
上
の
句
を
す
べ
て
プ
リ
ン

ト
し
て
学
習
者
に
配
布
し
へ
　
そ
の
な
か
か
ら
自
分
の
も
の
以
外
を
一

句
選
び
へ
付
け
句
を
さ
せ
た
。
最
後
に
授
業
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の

付
け
句
を
発
表
さ
せ
'
ク
ラ
ス
で
簡
単
な
合
評
さ
せ
た
。
ま
た
プ
リ

ン
ト
に
発
句
を
印
刷
す
る
際
へ
詠
み
手
の
名
前
は
伏
せ
て
お
-
の
だ

が
'
付
け
句
を
発
表
さ
せ
た
と
き
へ
上
の
句
の
作
者
を
明
か
し
意
見

を
求
め
る
と
'
「
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
も
の
と
違
っ
た
歌
に

な
っ
た
が
'
そ
う
い
う
見
方
も
出
来
る
の
か
と
感
心
し
た
」
「
思
っ

て
も
み
な
い
展
開
に
な
っ
て
'
面
白
い
」
と
い
っ
た
感
想
が
聞
か
れ

た
。
ま
た
へ
付
け
句
を
し
て
み
て
の
感
想
と
し
て
は
'
「
上
の
句
を

詠
ん
で
い
ろ
い
ろ
想
像
し
な
が
ら
下
の
句
を
考
え
る
の
が
面
白
い
」

「
付
け
や
す
い
も
の
と
付
け
に
-
い
も
の
が
あ
る
。
付
け
や
す
い
の

は
場
面
が
い
ろ
い
ろ
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
な
も
の
」
と
い
っ
た
も
の
が

挙
が
っ
た
。

こ
の
な
か
で
'
提
案
者
自
身
が
担
当
し
た
発
句
に
t
 
D
子
と
E
は

122



次
の
よ
う
に
付
け
句
し
て
い
る
。

帰
り
道
た
め
ら
い
が
右
に
手
を
つ
な
ぐ
(
提
案
者
発
句
)

老
い
た
夫
婦
に
あ
こ
が
れ
い
だ
き
(
D
子
)

母
と
子
ど
も
の
愛
情
表
現
(
E
)

発
表
者
は
'
学
習
者
た
ち
が
付
け
句
す
る
こ
と
を
考
え
へ
　
彼
ら
と

同
じ
年
代
の
若
い
カ
ッ
プ
ル
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
て
発
句
を
詠
ん
で

い
た
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
D
子
は
そ
こ
に
仲
睦
ま
じ
い
老
夫
婦
の

姿
を
読
み
t
 
E
は
母
と
子
の
姿
を
読
ん
だ
。

こ
の
短
い
こ
と
ば
か
ら
立
ち
上
が
る
物
語
は
'
実
に
多
様
で
複
雑

で
あ
る
。
そ
れ
は
「
つ
な
げ
方
」
　
の
偏
差
で
あ
り
'
ま
た
へ
　
「
つ
な

が
り
方
」
　
の
偏
差
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
顕
在
化
す
る
場
と
し
て

「
授
業
の
文
脈
」
を
組
純
し
立
ち
上
げ
て
い
-
こ
と
が
'
子
ど
も
た

ち
の
　
「
読
む
こ
と
の
力
」
を
活
性
化
し
て
い
-
上
で
'
重
要
と
な
っ

て
-
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

5
'
お
わ
り
に

吉
本
ば
な
な
の
『
ア
ム
リ
タ
』
に
は
、
事
故
で
頭
を
打
ち
'
細
か

な
記
憶
を
失
っ
た
主
人
公
が
あ
る
物
語
を
読
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け

で
、
一
挙
に
記
憶
を
取
り
戻
す
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

私
は
動
揺
し
た
。
な
ん
で
こ
ん
な
き
っ
か
け
で
こ
ん
な
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
?

そ
れ
ら
は
ど
ん
ど
ん
流
れ
を
作
り
へ
筋
道
に
そ
っ
て
あ
っ
と

い
う
間
に
並
べ
か
え
ら
れ
て
ひ
と
つ
の
物
語
を
作
ろ
う
と
し
て
い

た
。
そ
の
処
理
は
勝
手
に
ど
ん
ど
ん
行
わ
れ
も
私
は
た
だ
見
て
い

る
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
何
を
創
る
の
か
。

私
t
　
と
い
う
物
語
へ
自
分
史
、
と
い
わ
れ
る
も
の
の
も
っ
と
高

度
で
も
も
っ
と
完
望
な
も
の
。
完
成
さ
れ
て
い
て
丸
く
て
立
体
で
'

私
の
情
の
入
る
隙
間
も
な
い
ほ
ど
厳
密
な
も
の
。

大
き
な
渦
巻
き
'
ま
わ
り
じ
ゆ
う
の
人
々
や
'
出
来
事
を
海
み

た
い
に
取
り
込
ん
で
'
満
ち
て
引
い
て
私
独
自
の
色
に
染
め
抜
か

れ
た
世
界
に
L
つ
し
か
な
い
'
あ
る
い
は
皆
と
共
通
の
一
つ
の
シ

ル
エ
ッ
ト
を
創
る
流
れ
の
ら
せ
ん
を
感
じ
た
。
(
p
p
.
1
0
6
-
1
0
7
)
(
注
。
〉
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主
人
公
は
、
以
前
に
自
分
が
読
ん
だ
本
を
そ
れ
と
知
ら
ず
に
読
み

進
め
て
い
-
う
ち
に
'
そ
こ
か
ら
立
ち
上
っ
て
-
る
独
特
の
「
懐
か

し
い
」
と
い
う
思
い
に
刺
激
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
彼
女
は
'
自
分
が

そ
の
本
を
は
じ
め
て
読
ん
だ
日
の
情
景
へ
傍
に
い
た
人
の
顔
へ
　
そ
の

と
き
の
自
分
の
思
い
t
　
と
い
っ
た
具
合
に
次
々
と
記
憶
の
断
片
を
取

り
戻
し
て
い
-
。
そ
し
て
そ
れ
は
'
「
筋
」
を
な
し
、
彼
女
自
身
の
「
物

語
」
が
紡
が
れ
て
い
-
。
彼
女
は
テ
ク
ス
ト
を
「
つ
な
げ
て
」
　
い
-

こ
と
で
'
自
分
自
身
が
そ
こ
に
　
「
つ
な
が
」
り
'
「
つ
な
げ
ら
れ
て
」

1　　　　　0

B
*
&



彼
女
は
記
憶
を
な
-
し
た
と
こ
ろ
か
ら
そ
れ
を
取
り
戻
し
て
い
-

と
い
う
特
殊
な
状
況
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
'
そ
う
で
な
-
て
も
、

我
々
の
日
常
に
お
け
る
自
己
へ
の
認
識
へ
見
方
と
い
う
の
は
彼
女
の

そ
れ
に
近
い
は
ず
で
あ
る
。
ほ
ん
の
些
細
な
こ
と
へ
感
覚
'
経
験
'

思
い
の
断
片
を
'
我
々
は
た
だ
無
造
作
に
積
み
壷
ね
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
視
点
か
ら
構
成
さ
れ
'
「
つ
な
げ
」
ら
れ
た

物
語
と
し
て
記
憶
さ
れ
'
そ
こ
か
ら
自
己
と
い
う
物
語
を
立
ち
上
げ

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
彼
女
が
自
分
の
物
語
を
取
り
戻
し
て
い
-
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
が
'
物
語
を
読
む
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
実
に
象
徴

的
で
あ
る
。
物
語
と
物
語
が
出
会
っ
た
と
き
へ
　
そ
こ
に
は
な
に
か
、

新
し
い
出
来
事
が
生
ま
れ
て
い
-
。
学
習
者
と
教
材
'
作
品
と
の
出

会
い
へ
　
そ
し
て
学
習
者
相
互
の
出
会
い
へ
あ
る
い
は
学
習
者
と
教
師

の
出
会
い
の
な
か
で
も
、
何
か
新
し
い
物
語
が
紡
が
れ
て
い
-
筈
で

あ
る
。余

談
だ
が
'
実
践
-
に
お
い
て
異
な
っ
た
二
つ
の
反
応
を
し
た
C

子
と
D
子
は
二
人
と
も
'
自
分
で
物
語
を
雷
-
経
験
を
し
て
い
る
生

徒
で
あ
る
。
作
品
を
読
ま
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
な
い
が
へ
　
C
子
は

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
・
ノ
ベ
ル
の
よ
う
な
も
の
を
、
D
子
は
　
「
子
ど
も
向

け
な
の
だ
け
れ
ど
へ
　
大
人
が
読
ん
で
も
面
白
い
よ
う
な
絵
本
」
を
雷

い
て
い
る
と
い
う
O
 
D
子
は
そ
の
自
分
が
書
い
た
絵
本
の
物
語
を
'

母
親
が
勤
務
し
て
い
る
老
人
福
祉
施
設
で
朗
読
L
へ
聞
い
て
も
ら
っ

て
い
る
ら
し
い
。

彼
女
の
　
「
ベ
タ
な
展
開
」
と
い
う
発
言
に
は
'
書
き
手
へ
表
現
者

と
し
て
の
物
語
に
対
す
る
批
評
的
な
眼
差
し
が
強
-
作
用
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
読
者
で
あ
る
と
同
時
に
へ
書
き
手
で
あ

る
と
い
う
こ
と
-
「
読
む
こ
と
の
力
」
　
の
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
が
そ

こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
へ
彼
女
た
ち
の
よ
う
に
'
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
に
物

語
を
創
作
さ
せ
た
り
へ
詩
を
書
か
せ
た
り
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
'
物
語
と
渡
り
合
っ
て
い
-
と
き
へ
　
彼
ら
に
読
者
と

し
て
の
主
体
だ
け
で
な
-
表
現
者
と
し
て
の
主
体
を
立
ち
上
げ
て
い

く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
は
'
助
へ
小
へ

中
へ
高
に
お
い
て
'
ど
の
よ
う
な
文
学
体
験
を
-
ぐ
り
抜
け
さ
せ
て

い
-
の
か
へ
と
い
う
問
題
と
も
「
つ
な
が
っ
て
い
る
」
と
言
え
よ
う
。

物
語
を
「
つ
な
げ
る
」
こ
と
で
'
そ
こ
に
自
分
自
身
が
「
つ
な
が
っ

て
い
-
」
と
い
う
こ
と
へ
そ
の
こ
と
の
な
か
に
'
「
読
む
こ
と
の
学
び
」

の
可
能
性
が
あ
り
へ
　
そ
こ
に
　
「
読
む
こ
と
の
力
」
が
　
「
つ
な
が
っ
て

い
-
」
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
私
た
ち
は
'

子
ど
も
た
ち
の
「
主
体
の
文
脈
」
を
「
つ
な
げ
て
い
-
」
媒
介
者
と

し
て
何
が
出
来
る
の
か
、
彼
ら
と
ど
の
よ
う
に
　
「
つ
な
が
っ
て
い
-
」

必
要
が
あ
る
の
か
、
考
え
続
け
て
い
-
必
要
が
あ
る
。

注(
注
*
)
　
c
f
i
'
ビ
ー
チ
著
　
山
元
隆
春
訳
F
教
師
の
た
め
の
読
者
反

応
理
論
入
門
-
読
む
こ
と
の
学
習
を
活
性
化
す
る
た
め
に
-
ら

渓
水
社
、
1
9
9
9

山
元
隆
春
r
文
学
教
育
基
礎
論
の
構
築
-
読
者
反
応
を
核
と
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し
た
リ
テ
ラ
シ
ー
実
践
に
向
け
て
1
』
渓
水
社
t
 
N
O
O
m

(
注
2
)
拙
稿
「
文
学
の
授
業
に
対
す
る
教
師
主
体
の
か
か
わ
り
方

と
r
学
び
.
l
の
成
立
に
関
す
る
考
察
し
r
教
育
学
研
究
紀
要
]

第
4
 
9
巻
へ
中
国
四
国
教
育
学
会
へ
2
0
0
4

(
注
3
)
吉
本
ば
な
な
F
ア
ム
リ
タ
(
下
)
』
角
川
文
庫
へ
1
9
9
7

※
尚
へ
研
究
協
議
会
の
当
日
資
料
に
お
い
て
'
ス
タ
ジ
オ
・
ジ
プ
リ

の
ア
ニ
メ
映
画
「
耳
を
す
ま
せ
ば
」
の
監
督
名
が
「
高
畑
勲
」
と
な
っ

て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
へ
協
議
会
終
了
後
へ
　
「
近
藤
喜
文
」
　
の
誤

り
で
は
な
い
か
と
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
訂

正
す
る
と
と
も
に
へ
　
こ
こ
に
記
し
て
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。

(
岡
山
県
井
原
市
立
高
等
学
校
)
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