
１
　
は
じ
め
に

こ
の
た
び
の
研
究
協
議
会
は
、
次
の
よ
う
な
主
旨
文
を
は
じ
ま
り
と
し
て
企

画
さ
れ
、
実
施
さ
れ
た
。

小
学
校
で
は
平
成
一
七
年
度
か
ら
、
中
学
校
で
は
平
成
一
八
年
度
か

ら
、
そ
し
て
高
等
学
校
に
お
い
て
は
平
成
一
九
年
度
か
ら
、
新
し
い
国
語

教
科
書
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
教
科
書
は
、
現
在
の
さ
ま
ざ
ま

な
教
育
に
関
す
る
議
論
を
に
ら
み
な
が
ら
、
基
本
的
に
は
現
行
の
学
習
指

導
要
領
の
枠
組
み
の
中
で
編
修
さ
れ
改
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
た
ら

し
い
学
習
指
導
要
領
の
「
方
向
」
に
つ
い
て
、
い
ま
だ
具
体
的
な
姿
が
明

確
な
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
教
育
現
場
の
取
り
組
み
は
日
々

続
い
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
た
び
の
新
し
い
教
科
書
に
登
場
し
た

「
新
教
材
」
を
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
扱
う
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
日
々

の
国
語
教
育
実
践
を
進
め
て
い
く
た
め
の
大
切
な
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
協
議
会
で
は
、
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
小
説
の
国
語
教
科
書

「
新
教
材
」
を
ど
の
よ
う
に
読
み
解
き
、
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
と
い
う

問
題
を
扱
っ
て
い
き
た
い
。

協
議
会
タ
イ
ト
ル
の
副
題
を
「
新
教
材
を
読
み
解
く
」
と
し
た
。「
読

み
解
く
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味
は
、
教
科
書
教
材
本
文
の
読
解
と
い
う
こ

と
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
の
新
教
材
が
な
ぜ
教
科
書
に
採
用
さ
れ
た

理
由
を
探
る
こ
と
や
、
そ
の
新
教
材
が
生
徒
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
受
容
さ

れ
、
生
徒
た
ち
の
「
こ
と
ば
の
力
」
の
伸
長
に
ど
の
よ
う
に
貢
献
す
る
の

か
と
い
う
こ
と
の
考
察
、
そ
し
て
、
そ
の
新
教
材
を
用
い
て
ど
の
よ
う
な

学
習
指
導
を
構
想
し
、
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
の
吟
味
ま
で
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
新
教
材
」
が
国
語

教
育
の
変
化
の
何
の
あ
ら
わ
れ
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
に
も

つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
し
、「
教
育
改
革
」
以
後
の
文
学
教
育
の
あ
り
方
を

探
る
営
み
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
登
壇
者
の
募
集
に
際
し
て
次
の
二
点
を
確
認
し
て
い
る
。
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１．
「
新
教
材
」
と
は
、
教
科
書
の
改
訂
に
よ
っ
て
新
た
に
採
用
さ
れ
た

小
説
で
あ
っ
て
、
教
科
書
以
外
の
教
材
を
開
発
す
る
意
味
で
は
な
い
こ

と
。

２．
「
読
み
解
く
」
に
、
教
室
に
お
け
る
生
徒
の
読
み
解
き
の
意
も
含
め

る
こ
と
。

も
ち
ろ
ん
、
小
説
の
学
習
指
導
は
国
語
教
科
書
に
よ
っ
て
の
み
進
め
ら
れ
て

き
た
も
の
で
は
な
い
し
、
進
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

た
び
は
国
語
教
科
書
の
改
訂
期
に
あ
た
る
た
め
、「
１
」
の
よ
う
な
判
断
を
し

た
。
ま
た
、
学
習
指
導
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
と
き
、
授
業
者
が
ど
の
よ
う
に

「
読
み
解
く
」
の
か
と
い
う
問
題
は
も
ち
ろ
ん
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
生
徒

が
小
説
教
材
を
ど
の
よ
う
に
「
読
み
解
く
」
の
か
と
い
う
こ
と
も
同
じ
よ
う
に

た
い
せ
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
小
説
の
教
材
研
究
・
授
業
研
究
に
お
い
て
は
そ

の
両
者
の
差
異
と
共
通
性
が
重
要
な
要
素
と
な
る
。「
２
」
の
条
件
は
、
こ
の

よ
う
な
意
味
を
持
つ
。
そ
し
て
、
こ
の
「
２
」
の
条
件
を
踏
ま
え
て
「
１
」
の

条
件
を
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、「
新
教
材
」
の
な
か
に
は
、
授
業
者
が
こ
れ

ま
で
扱
っ
た
こ
と
の
な
い
教
材
ま
で
も
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

教
科
書
の
改
訂
と
そ
れ
に
伴
う
採
択
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
そ
の
授

業
者
が
そ
の
地
域
・
学
校
で
な
じ
ん
で
き
た
教
科
書
で
は
な
く
新
た
な
教
科
書

を
用
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
新
た
な
教
材
と
出
会
う
機
会
で
も
あ
る
。

従
来
用
い
ら
れ
て
き
た
教
材
で
あ
っ
て
も
、「
そ
の
」
学
校
や
「
そ
の
」
地
域

で
は
初
め
て
と
い
う
場
合
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。「
新
教
材
」
の
定
義
の
な

か
に
こ
の
第
三
の
条
件
を
加
え
、
登
壇
者
に
発
表
を
願
う
こ
と
と
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
生
徒
に
と
っ
て
は
い
ず
れ

の
小
説
教
材
も
「
新
教
材
」
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
が
新
た
に
出
会
っ
た
そ
れ
ら

の
小
説
に
ど
の
よ
う
な
「
読
み
」
を
示
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え

る
前
に
、
そ
れ
ら
の
小
説
と
生
徒
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
出
会
わ
せ
て
い
く
の
か

と
い
う
こ
と
が
、
き
わ
め
て
た
い
せ
つ
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

研
究
協
議
会
で
登
壇
・
発
表
し
て
い
た
だ
い
た
寺
澤
紀
子
氏
・
村
山
太
郎

氏
・
松
本
誠
司
氏
の
三
氏
は
、
い
ず
れ
も
自
ら
の
実
践
に
根
ざ
し
た
充
実
し
た

発
表
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
以
下
で
は
、
当
日
司
会
者
を
つ
と
め
た
稿
者
が
三

氏
の
ご
論
考
か
ら
学
び
取
っ
た
こ
と
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
こ
の

た
び
の
研
究
協
議
会
の
ま
と
め
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

２
　
生
徒
と
小
説
教
材
と
を
出
会
わ
せ
る
た
め
に

寺
澤
紀
子
氏
の
「
中
学
校
に
お
け
る
小
説
の
学
習
指
導
―
新
教
材
を
読
み
解

く
―
」
は
、
勤
務
校
に
お
け
る
現
在
の
小
説
指
導
実
践
の
報
告
で
あ
る
が
、
ご

自
身
の
小
説
指
導
の
な
か
で
こ
れ
ま
で
常
に
課
題
と
し
て
こ
ら
れ
た
こ
と
を
わ

か
り
や
す
く
お
示
し
い
た
だ
い
た
論
考
で
あ
る
。「
に
じ
の
見
え
る
橋
」（
杉
み

き
子
）
と
「
麦
わ
ら
帽
子
」（
今
江
祥
智
）
を
中
心
と
し
た
実
践
報
告
で
あ
っ

た
。
長
い
間
他
社
の
国
語
教
科
書
を
用
い
て
き
た
氏
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
教

材
は
い
ず
れ
も
「
新
教
材
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

寺
澤
氏
の
論
考
に
は
そ
の
至
る
と
こ
ろ
に
、
生
徒
と
小
説
を
ど
の
よ
う
に
出

会
わ
せ
て
い
く
か
と
い
う
問
題
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え

ば
、
寺
澤
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

公
立
中
学
校
の
第
１
学
年
に
は
、
小
説
の
読
み
取
り
に
対
し
て
興
味
・
関

心
の
度
合
い
も
、
読
み
取
り
の
力
も
様
々
な
生
徒
が
い
る
。「
読
む
」
と
い

う
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
興
味
が
な
く
、
朝
読
書
さ
え
も
な
か
な
か
自
分
の
本
と
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出
会
え
な
い
。
ま
し
て
、
家
庭
で
読
書
す
る
こ
と
は
全
く
な
い
と
い
う
生
徒

も
い
る
。
そ
う
い
っ
た
生
徒
に
も
「
わ
か
っ
た
。」「
読
め
た
。」
と
い
う
感

覚
を
抱
か
せ
る
こ
と
は
、
中
学
校
に
お
け
る
小
説
の
学
習
の
第
一
歩
と
し

て
、
大
き
な
役
割
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
い
う
出
会
い
が
、
次
の
小
説
の

学
習
へ
と
つ
な
が
り
、
最
終
的
に
は
自
ら
の
読
書
生
活
が
豊
か
に
な
る
こ
と

に
結
び
付
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
小
説
教
材
の
学
習
指
導
を
通
し
て
寺
澤
氏
が
何
を
求
め
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
が
簡
潔
か
つ
見
事
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
小
学
校
か
ら
中
学
校

に
進
学
し
た
ば
か
り
の
一
年
生
の
「
読
書
」
の
実
際
が
シ
ビ
ア
に
捉
え
ら
れ
て

い
る
。
寺
澤
氏
の
述
べ
て
い
る
こ
と
は
「
公
立
中
学
校
」
の
実
態
と
い
う
に
と

ど
ま
ら
ず
、
な
ぜ
学
校
で
小
説
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
い

に
つ
な
が
る
認
識
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
寺
澤
氏
の
言
う
「
わ
か
っ
た
。」「
読

め
た
。」
を
ど
の
よ
う
に
実
現
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
生
徒
の
学
ぼ
う

と
す
る
気
持
ち
を
育
て
て
い
く
上
で
た
い
せ
つ
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
、
寺
澤
氏
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

ま
た
、
生
徒
た
ち
は
「
よ
ぅ
わ
か
ら
ん
け
ぇ
、
嫌
い
。」「
め
ん
ど
く
さ
い

の
は
い
や
。」
と
よ
く
言
う
。
授
業
者
が
「
今
の
説
明
の
仕
方
は
わ
か
り
に

く
か
っ
た
か
な
。」「
学
習
の
流
れ
が
込
み
入
っ
て
い
て
ス
ッ
キ
リ
ま
と
ま
ら

な
か
っ
た
な
ぁ
。」
と
感
じ
た
と
き
に
は
、「
よ
ー
わ
か
ら
ん
か
っ
た
。」「
じ

ゃ
け
ぇ
、
国
語
は
い
や
。」
な
ど
と
い
う
反
応
が
即
座
に
返
っ
て
く
る
。
逆

に
「
今
日
は
ス
ッ
キ
リ
い
っ
た
な
。」「
ポ
イ
ン
ト
が
絞
れ
て
い
た
な
。」
と

感
じ
た
と
き
に
は
「
な
ん
か
、
よ
ぅ
わ
か
っ
た
。」
と
言
っ
て
く
れ
る
。

必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
語
句
の
意
味
調
べ
を
す
る

こ
と
も
苦
痛
で
あ
る
。

氏
の
生
徒
認
識
が
よ
く
あ
わ
れ
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。「
生
徒
は
、
わ

か
れ
ば
う
れ
し
い
。
で
も
根
気
強
く
意
味
調
べ
を
し
た
り
、
長
い
文
章
を
読
み

な
が
ら
叙
述
を
見
つ
け
る
こ
と
に
は
抵
抗
を
示
す
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
中
学

校
で
小
説
を
教
え
る
に
あ
た
っ
て
、
多
く
の
教
師
の
胸
に
浮
か
ぶ
実
感
が
痛
い

ほ
ど
的
確
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
生
徒
理
解
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

生
徒
と
小
説
と
を
ど
の
よ
う
に
出
会
わ
せ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
氏
の
実

践
で
は
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
小
説
の
読
み
方
の
コ
ツ
」
を
生
徒

た
ち
に
捉
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
こ
の
よ
う
な
生
徒
理
解
に
根
ざ
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
寺
澤
氏
の
論
考
を
読
み
進

め
る
と
、
生
徒
が
出
会
う
か
ら
こ
そ
は
じ
め
て
小
説
教
材
は
生
徒
に
と
っ
て
意

味
の
あ
る
も
の
と
な
る
の
だ
と
い
う
確
信
が
そ
の
実
践
の
背
景
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
こ
れ
は
、
読
者
の
な
か
に
こ
そ
「
文
学
」
が
成
り

立
つ
と
い
う
見
解
で
も
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

３
　
小
説
と
〈
自
分
ら
し
さ
〉
の
探
究
と

村
山
太
郎
氏
の
「『〈
自
分
ら
し
さ
〉
を
迫
る
時
代
の
国
語
の
学
習
』
の
問
題

意
識
は
、
教
材
と
さ
れ
た
小
説
と
学
習
者
の
「
い
ま
・
こ
こ
」
と
を
い
か
に
結

ん
で
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
中
学
生
が
田
口
ラ
ン
デ
ィ
の
文
章
に

な
じ
ん
で
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
田
口
が
こ
の
小
説
で
問
題
化
し
た
こ

と
が
ら
は
中
学
生
の
現
実
生
活
に
と
っ
て
け
っ
し
て
無
縁
の
こ
と
が
ら
で
は
な

い
。「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
学
習
を
通
し
て
学
習
者
が
書
い
た
文
章
を
取
り
上
げ
、

分
析
し
な
が
ら
、
村
山
氏
は
「
学
習
者
は
友
人
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
〈
自
分

ら
し
さ
〉
の
確
認
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
と
し
、
同
時
に
、
そ
の
同
じ
文
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章
の
な
か
に
「〈
私
〉
を
〈
私
〉
と
見
て
欲
し
い
と
す
る
学
習
者
の
、
友
人
へ

の
切
実
な
要
望
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
村
山
氏
は
こ
の
よ
う
に
学
習
者
の
状

況
を
捉
え
、「
学
習
者
が
内
面
化
も
し
て
い
る
〈
自
分
ら
し
さ
〉
な
る
も
の
を

問
い
掛
け
た
り
批
評
し
た
り
す
る
テ
キ
ス
ト
」
と
し
て
「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕

事
」
を
位
置
づ
け
、
そ
の
学
習
指
導
を
展
開
し
た
。
な
ぜ
な
ら
「
ク
リ
ス
マ
ス

の
仕
事
」
の
な
か
で
主
人
公
た
ち
（「
僕
」
と
「
室
井
」）
が
遭
遇
す
る
人
物
た

ち
が
「〈
自
分
ら
し
さ
〉
を
奪
わ
れ
た
人
間
」（「
マ
リ
コ
さ
ん
」
ら
患
者
さ
ん

た
ち
）
だ
っ
た
か
ら
だ
。
村
山
氏
は
「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
の
書
き
手
（
田

口
ラ
ン
デ
ィ
）
の
問
い
掛
け
を
「
患
者
さ
ん
た
ち
に
対
す
る
僕
の
認
識
の
変

容
」
と
捉
え
て
い
る
。

村
山
氏
は
「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
に
お
け
る
「
僕
」
の
、
患
者
さ
ん
た
ち

に
対
す
る
「
認
識
の
変
容
」
を
端
的
に
あ
ら
わ
す
言
葉
と
し
て
、
教
科
書
七
〇

頁
か
ら
七
三
頁
に
あ
わ
れ
わ
れ
る
「
僕
」
の
次
の
言
葉
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

Ａ
　
そ
の
人
た
ち
は
、
確
か
に
普
通
の
人
間
と
は
ど
こ
か
違
う
印
象
を
受
け

る
。
な
ん
て
い
う
か
…
…
作
り
モ
ノ
み
た
い
だ
っ
た
。
魂
の
抜
け
た
人
間
っ

て
感
じ
だ
っ
た
の
だ
。（
七
〇
頁
）

Ｂ
　
気
が
つ
く
と
、
僕
の
周
り
に
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
踊

っ
て
い
る
。
人
間
の
輪
郭
を
し
た
光
。
輝
き
浮
遊
し
飛
び
回
る
人
型
。
楽
し

そ
う
だ
。
み
ん
な
、
自
由
に
な
れ
て
と
っ
て
も
喜
ん
で
い
る
の
が
伝
わ
っ
て

く
る
。
無
数
の
光
が
輪
を
描
い
て
く
る
く
る
と
乱
舞
し
て
い
る
。

そ
う
だ
、
肉
体
な
ん
て
捨
て
て
自
由
に
踊
れ
ば
い
い
。
音
楽
は
魂
を
自
由

に
す
る
の
さ
。（
七
三
頁
）

村
山
氏
は
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
の
「
僕
」
の
「
変
容
」
を
た
い
せ
つ
な
も
の
と
し
て

捉
え
て
い
る
。
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
レ
を
演
奏
し
な
が
ら
、「
僕
」
が
実
感
し
た
Ｂ

の
こ
と
を
た
い
せ
つ
な
実
感
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
に
、
読
者
と
し
て
の

生
徒
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
反
応
す
る
の
か
。
こ
の
実
践
の
中
心
は
そ
こ
の
と
こ

ろ
に
あ
っ
た
。

田
口
ラ
ン
デ
ィ
の
『
も
う
消
費
す
ら
快
楽
じ
ゃ
な
い
彼
女
へ
』
の
な
か
に
書

か
れ
て
い
る
、
田
口
が
「
病
床
の
母
親
」
に
対
面
し
た
と
き
の
記
述
や
、
旧
知

の
民
俗
学
研
究
者
「
藤
森
さ
ん
」
の
見
舞
い
を
し
た
と
き
の
記
述
を
検
討
し
な

が
ら
、
村
山
氏
は
田
口
に
お
け
る
「
私
と
い
う
意
識
」
と
「
人
間
存
在
」
と
の

関
係
に
つ
い
て
の
考
察
を
検
討
し
、「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
の
問
い
掛
け
を

改
め
て
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

そ
れ
は
「
私
と
い
う
意
識
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
言
動
や
特
徴
的
な
表
情
、

そ
れ
を
言
い
換
え
る
と
〈
自
分
ら
し
さ
〉
や
〈
個
性
〉
だ
が
、
そ
れ
が
無
い

と
な
ぜ
人
間
ら
し
い
と
感
じ
な
い
の
か
、「
人
間
存
在
」
に
と
っ
て
〈
個
性
〉

（「
私
と
い
う
意
識
」、「
脳
」）
と
は
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
に
あ
る
の
か
と
い

う
問
い
掛
け
と
言
え
よ
う
。

村
山
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
「
問
い
掛
け
」
に
対
し
て
生
徒
た
ち
が
ど
の
よ
う

に
反
応
す
る
の
か
と
、
こ
の
新
教
材
の
学
習
の
展
開
に
お
い
て
問
題
に
し
よ
う

と
し
た
。
そ
れ
が
生
徒
た
ち
が
〈
自
分
ら
し
さ
〉
に
つ
い
て
既
に
有
し
て
い
る

考
え
に
対
す
る
問
い
直
し
を
迫
る
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
と
、
氏
が
考
え
た
か
ら

で
あ
る
。

村
山
氏
は
、
生
徒
た
ち
の
反
応
を
一
つ
ひ
と
つ
丹
念
に
取
り
上
げ
な
が
ら
、

自
ら
の
実
践
に
つ
い
て
の
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
氏
が
こ
の
実

践
の
な
か
で
右
に
掲
げ
た
よ
う
な
「
問
い
掛
け
」
に
生
徒
た
ち
を
対
面
さ
せ
る

た
め
に
重
ん
じ
た
の
は
「
彼
ら
の
既
視
感
の
外
に
あ
る
叙
述
に
い
か
に
注
目
さ

せ
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
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そ
れ
ら
を
ま
っ
と
う
す
る
た
め
に
、
村
山
氏
の
授
業
で
は
次
の
よ
う
な
「
工

夫
」
が
為
さ
れ
た
と
い
う
。

１
　
患
者
さ
ん
を
「
普
通
の
人
間
と
は
ど
こ
か
違
う
」
と
見
よ
う
と
す
る
理
由

を
問
う
。

２
　
説
明
的
文
章
教
材
「
寂
し
い
時
代
と
聴
く
力
」（
鷲
田
清
一
）
を
補
助
教

材
と
し
て
用
い
、
そ
の
本
文
の
な
か
で
「
ラ
ン
デ
ィ
さ
ん
の
女
友
達
」
の
言

っ
た
言
葉
に
言
及
し
た
部
分
に
着
目
さ
せ
、「
弱
い
も
の
を
い
っ
ぱ
い
抱
え

込
ん
だ
大
人
た
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
の
姿
か
ら
何
に
気
づ
い
た
の
か
」
と
発
問
す

る
。

３
「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
の
な
か
の
、「
婦
長
さ
ん
は
マ
リ
コ
さ
ん
の
よ
だ

れ
を
丁
寧
に
ぬ
ぐ
っ
た
。」「
婦
長
さ
ん
が
駆
け
寄
っ
て
、
マ
リ
コ
さ
ん
の
目

頭
を
人
さ
し
指
で
な
ぞ
っ
て
か
ら
、
彼
女
の
小
さ
な
頭
を
抱
き
し
め
た
。」

と
い
っ
た
叙
述
に
注
目
さ
せ
る
。

い
ず
れ
も
生
徒
た
ち
に
そ
の
「
既
視
感
の
外
」
に
気
づ
か
せ
よ
う
と
す
る
働

き
か
け
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
１
は
作
品
中
の
登
場
人
物
の
見
方
を

問
題
に
し
、
２
は
他
の
文
章
に
記
さ
れ
た
「
既
視
感
の
外
」
に
ま
な
ざ
し
を
送

る
心
の
あ
り
方
に
目
を
向
け
さ
せ
、
３
は
教
材
文
の
細
部
に
描
か
れ
た
「
婦
長

さ
ん
」
の
行
動
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
婦
長
さ
ん
」
の
「
マ
リ
コ

さ
ん
」
に
対
す
る
心
の
あ
り
よ
う
を
考
え
さ
せ
る
た
め
の
働
き
か
け
で
あ
る
。

「
丁
寧
に
ぬ
ぐ
」
う
、「
目
頭
」
を
「
人
さ
し
指
で
な
ぞ
」
る
、「
頭
を
抱
き
し

め
」
る
、
と
い
っ
た
行
為
は
、
親
密
な
関
係
に
し
て
は
じ
め
て
行
わ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
相
手
を
ひ
と
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
行
為
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
、
生
徒
た
ち
に
気
づ
い
て
も
ら
お
う
と
す
る
働
き
か
け
で
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
働
き
か
け
に
対
し
て
「〈
自
分
ら
し
さ
〉
に
と
ら
わ
れ
て
い
た

と
自
ら
の
存
在
の
仕
方
を
対
象
化
し
、
新
た
な
個
の
在
り
方
を
考
え
よ
う
と
す

る
学
習
者
の
応
答
」
が
「
多
く
見
ら
れ
た
」
と
、
村
山
氏
は
言
う
。
村
山
氏
の

論
考
末
尾
の
女
子
の
文
章
は
、
こ
の
学
習
の
成
果
を
伝
え
る
も
の
だ
が
、
氏
の

見
極
め
は
な
お
厳
し
く
、
こ
の
文
章
に
す
ら
「
課
題
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。

氏
は
こ
の
女
子
の
文
章
に
「
そ
れ
で
も
な
お
他
者
の
与
え
る
『
自
分
の
生
き
る

意
味
』
を
求
め
た
い
と
す
る
、
居
直
り
に
似
た
学
習
者
の
声
」
が
「
聞
こ
え

る
」
と
し
て
い
る
。

村
山
氏
の
問
題
提
起
は
、
現
代
小
説
を
教
材
と
し
て
、
学
習
者
の
認
識
の
変

容
を
問
う
ス
タ
イ
ル
の
国
語
科
授
業
の
抱
え
る
課
題
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
そ

れ
は
、
現
実
を
生
き
る
生
徒
た
ち
の
内
面
の
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
部
分
に
小

説
を
読
む
こ
と
の
授
業
が
働
き
か
け
る
の
か
と
い
う
問
い
を
問
う
こ
と
で
も
あ

る
。
村
山
氏
が
「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
の
授
業
を
通
し
て
揺
さ
ぶ
り
を
か
け

よ
う
と
し
た
生
徒
た
ち
の
〈
自
分
ら
し
さ
〉
は
「
自
己
愛
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の

に
も
近
く
、
そ
れ
を
脱
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
学
校
二
年
生
で
な
く
て
も
困

難
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
に
即
し

て
村
山
氏
が
展
開
し
た
授
業
を
経
た
生
徒
た
ち
は
、
や
が
て
自
ら
の
「
既
視
感

の
外
」
に
確
実
に
目
を
向
け
始
め
る
に
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
氏
が
発
展
教
材

と
し
て
提
案
し
て
い
る
神
津
十
月
「
止
ま
る
こ
と
を
恐
れ
な
い
」
の
よ
う
な
教

材
に
、
高
校
生
に
な
っ
て
出
会
っ
た
と
き
に
、
い
ま
一
度
「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕

事
」
の
学
習
の
な
か
で
は
表
現
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
表
現
す
る
言
葉
を
獲
得

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
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４
「
対
話
的
交
流
」
を
促
す
授
業

松
本
誠
司
氏
の
「
村
上
春
樹
『
青
が
消
え
る
』
に
よ
る
学
習
者
の
読
み
の
交

流
」
は
、
氏
が
こ
れ
ま
で
用
い
て
き
た
方
法
論
を
、
新
教
材
『
青
が
消
え
る
』

（
村
上
春
樹
）
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
教
材
は
ま
っ
た
く
の
新
教
材

で
あ
り
、
言
う
な
れ
ば
試
行
的
な
営
み
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
現
代
小
説
を
ど

の
よ
う
な
か
た
ち
で
教
材
と
し
つ
つ
授
業
を
つ
く
っ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
問

題
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
実
践
で
あ
る
。

松
本
氏
は
『
青
が
消
え
る
』
と
い
う
教
材
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

『
青
が
消
え
る
』
は
、
一
読
し
て
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
疑
問
を
発
見

し
や
す
い
教
材
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
個
々
の
疑
問
に
こ
だ

わ
っ
て
し
ま
う
と
部
分
の
解
釈
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
も
あ
る
。
学
習
者

は
、
で
き
る
だ
け
す
べ
て
の
疑
問
に
答
え
よ
う
と
し
な
が
ら
全
体
的
な
読
み
を

目
指
し
、
自
由
な
読
み
を
試
せ
る
部
分
で
個
人
的
な
発
想
を
ぶ
つ
け
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
う
い
っ
た
読
み
を
要
求
す
る
点
に
こ
の
作
品
の
教
材
価
値
を
見
い
だ

せ
そ
う
で
あ
る
。

松
本
氏
は
『
青
が
消
え
る
』
と
い
う
教
材
が
生
徒
が
「
個
人
的
な
発
想
」
を

ぶ
つ
け
、
考
え
て
い
く
余
地
を
多
分
に
有
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
い
、
そ
こ
に

こ
の
作
品
の
教
材
価
値
を
認
め
て
い
る
。
現
代
小
説
の
教
材
価
値
を
捉
え
て
い

く
上
で
た
い
せ
つ
な
観
点
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
と
く
に
、「
青
」

の
意
味
す
る
も
の
を
生
徒
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
探
究

す
る
過
程
で
生
徒
た
ち
の
「
私
」
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
松
本
氏
は

考
え
た
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
イ
ー
ザ
ー
の
「
空
所
」
論
を
重
ね
て
問
題
が
設
定

さ
れ
て
い
る
。
松
本
氏
の
言
う
「
空
所
」
の
「
補
填
」
と
い
う
活
動
は
、
い
わ

ゆ
る
「
推
論
的
な
解
釈
」
の
過
程
で
も
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
「
空
所
」
の
「
補
填
」
な
い
し
「
推
論
的
な
解
釈
」

と
い
う
行
為
に
は
個
人
差
も
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
必
要
な
活
動
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
次
の
よ
う
な
指
導
者
側
の
働
き
か
け
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

授
業
で
は
隠
喩
の
解
釈
に
留
ま
っ
た
も
の
や
部
分
的
な
解
釈
に
対
し
て
、

教
授
者
側
か
ら
の
補
助
線
を
施
す
こ
と
と
し
、
学
習
者
の
解
釈
の
組
み
合
わ

せ
の
場
で
、
そ
の
解
釈
に
加
え
た
い
要
素
を
そ
れ
と
な
く
指
摘
し
な
が
ら
読

み
進
め
た
。
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
部
分
に
十
分
に
触
れ
な
が
ら
、
そ
の

上
で
自
由
に
読
み
深
め
ら
れ
た
解
釈
を
学
習
者
か
ら
引
き
出
そ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

作
品
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
ど
の
よ
う
に
導
い
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
、

と
く
に
『
青
が
消
え
る
』
の
よ
う
な
小
説
を
教
材
と
し
て
授
業
を
し
て
い
く
上

で
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
小
説
の
場
合
、
読
者
側
の
「
意

味
づ
け
」
こ
そ
が
中
心
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
部
分
を
読
ん
で

み
る
と
、
松
本
氏
が
す
べ
て
を
生
徒
た
ち
に
任
せ
て
そ
れ
で
終
わ
り
に
す
る
と

い
う
立
場
で
授
業
を
展
開
し
て
は
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。「
補
助
線
」
の
提

示
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
正
解
」
を
そ
こ
で
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
考
え
て
い
く
た
め
の
き
っ
か
け
に
当
た
る
も
の
が
、
こ
こ
で
松
本

氏
の
言
う
「
補
助
線
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
代
小
説
の
学
習
指
導
の
な
か
で

は
こ
の
「
補
助
線
」
の
示
し
方
こ
そ
が
、
き
わ
め
て
微
妙
か
つ
重
要
な
問
題
で

あ
る
。

松
本
氏
は
、
そ
の
授
業
の
な
か
で
、
生
徒
た
ち
に
「
解
釈
さ
れ
る
べ
き
部

分
」
を
選
ば
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
解
釈
」
へ
の
後
押
し
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
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い
だ
ろ
う
。「
解
釈
さ
れ
る
べ
き
部
分
」
と
は
、
生
徒
た
ち
が
テ
ク
ス
ト
に
疑

問
を
抱
い
た
そ
の
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
を
出
発
点
と
し
て
、
氏
は
生
徒
た
ち
の

反
応
を
引
き
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
。

『
青
が
消
え
る
』
は
一
九
九
二
年
に
ス
ペ
イ
ン
の
セ
ビ
リ
ア
で
ひ
ら
か
れ
た

万
国
博
「E

X
P

O
'92

」
を
特
集
す
る
雑
誌
の
た
め
に
書
か
れ
た
小
説
で
、
村

上
春
樹
自
身
の
作
品
解
題
（『
村
上
春
樹
全
作
品

1990

〜2000

①
　
短
編
集

Ⅰ
』
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
原
稿
依
頼
を
受
け
た
の
は
万
博
前

年
の
一
九
九
一
年
の
こ
と
で
、「『
な
ん
で
ま
た
今
ご
ろ
そ
ん
な
も
の
を
？
』
と

い
さ
さ
か
不
思
議
に
思
っ
た
」
と
い
う
。
ま
た
、「
八
年
後
の
世
界
の
話
な
の

で
、
多
少
近
未
来
っ
ぽ
い
感
じ
の
も
の
に
な
っ
た
」
と
い
っ
た
読
者
と
し
て
の

作
者
の
感
想
の
よ
う
な
発
言
も
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
か
ら
一
〇
年
近
く
経
過
し
た
い
ま
、

国
語
教
科
書
に
採
ら
れ
た
『
青
が
消
え
る
』
を
読
む
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
け
ば
よ
い
か
。
そ
れ
が
、
消
え
た
「
青
」
を
ど
の
よ
う
に

意
味
づ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
村
上
春
樹
の
作
品
解
題
を
読
む
か
ぎ

り
、
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
問
題
意
識
で
書
か
れ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
こ
の
小
説

は
、
し
か
し
、
松
本
実
践
で
の
生
徒
た
ち
の
解
釈
を
読
む
か
ぎ
り
、「
現
代
」

へ
の
重
い
問
い
か
け
を
含
む
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
村
上
が
『
青
が
消
え
る
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
布
置
し
た
い
く
つ
か
の

記
号
表
現
か
ら
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
の
で
き
る
記
号
内
容
を
読
者
と
し
て
の
生

徒
た
ち
が
考
察
し
た
結
果
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

松
本
氏
の
文
章
の
な
か
で
多
く
の
「
第
三
次
記
述
」
を
呼
び
込
む
こ
と
に
な

っ
た
【
分
類
番
号
３
・
●
⑤
・
○
２
・
０
１
】
の
「
第
二
次
記
述
」
に
は
、『
青
が

消
え
る
』
の
記
号
表
現
に
こ
の
生
徒
が
付
与
し
た
意
味
が
端
的
に
記
さ
れ
て
い

る
。
引
用
は
重
複
に
な
る
た
め
、
避
け
る
が
、『
青
が
消
え
る
』
に
対
し
て
私

た
ち
が
施
す
で
あ
ろ
う
解
釈
の
ほ
と
ん
ど
を
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
る
と
言
え
る
よ

う
な
内
容
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
第
二
次
記
述
」
が
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
こ
と
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、
こ
れ
が
、
読
む
者
の
思

考
活
動
を
刺
戟
し
た
こ
と
も
確
か
ら
し
い
。
こ
れ
が
「
こ
の
先
行
解
釈
に
対
し

て
、
十
分
に
読
め
て
い
る
点
で
賞
賛
や
共
感
の
反
応
を
示
し
た
り
、
よ
り
十
分

な
も
の
と
す
る
た
め
に
解
釈
の
追
加
を
行
っ
て
い
く
様
子
が
見
ら
れ
た
」
こ
と

の
最
た
る
理
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
も
こ
の
解
釈
が
、
初
発
の
感
想

（
第
一
次
記
述
）
と
し
て
書
か
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
生
徒
た

ち
の
関
心
を
ひ
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
既
に
各
自
が
書
い
た
第
一
次

記
述
を
読
み
な
が
ら
書
か
れ
た
「
第
二
次
記
述
」
と
し
て
、「
第
三
次
記
述
」

を
書
く
た
め
の
素
材
と
し
て
提
供
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
多
く
の
反
応

を
呼
び
込
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
説
の
読
み
の
授
業
に

お
い
て
「
対
話
的
交
流
」
を
生
か
し
て
い
く
上
で
の
重
要
な
条
件
を
示
唆
す
る

事
象
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

松
本
氏
の
論
考
に
は
、『
青
が
消
え
る
』
を
素
材
と
し
た
学
習
者
の
「
読
み

の
交
流
」
の
実
際
が
丁
寧
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。「
読
み
の
交
流
」
は
松
本
氏

の
実
践
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
だ
が
、
と
く
に
こ
の
た
び
の
提
案
で
は
、「
交

流
」
が
「
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
に
生
徒
を
向
か
わ
せ
て
い
く
た
め
の
も
の
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、『
青
が
消
え

る
』
と
い
う
小
説
に
「
現
代
」
な
い
し
「
未
来
」
へ
の
、
あ
る
い
は
「
歴
史
」

へ
の
問
い
か
け
を
松
本
氏
が
読
み
取
っ
て
い
た
た
め
な
の
か
も
し
れ
な
い
。「
多

様
」
で
あ
り
な
が
ら
「
整
理
さ
れ
た
」
感
じ
が
、
教
室
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ

た
と
、
松
本
氏
自
身
が
実
感
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
こ
と
と
通
じ
て
い
る
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の
で
あ
ろ
う
。「
読
み
の
交
流
」
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
読
む
こ
と
の
授
業

に
取
り
組
ん
で
い
こ
う
と
す
る
と
き
に
、
つ
ね
に
課
題
と
さ
れ
る
授
業
者
・
学

習
者
双
方
に
お
け
る
「
手
応
え
」
を
ど
の
よ
う
に
手
に
し
て
い
く
の
か
と
い
う

問
題
に
、
松
本
氏
の
こ
の
た
び
の
提
案
は
一
つ
の
方
向
性
を
も
た
ら
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
氏
の
実
践
が
学
習
者
の
確
か
な
記
述
に
支

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
や
は
り
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
松
本

氏
の
方
法
論
を
さ
ら
に
普
遍
化
し
て
く
た
め
に
は
、「
交
流
」
の
た
め
に
一
人

ひ
と
り
の
生
徒
の
「
記
述
」
の
力
を
ど
の
よ
う
に
保
障
し
て
い
く
の
か
、
と
い

う
こ
と
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

５
　
お
わ
り
に

右
に
記
し
て
き
た
寺
澤
紀
子
・
村
山
太
郎
・
松
本
誠
司
各
氏
の
実
践
報
告
は
、

い
ず
れ
も
、
小
説
教
材
を
学
習
の
対
象
と
し
な
が
ら
、
各
々
の
教
材
と
各
々
の

生
徒
と
の
関
わ
り
に
言
い
及
ん
で
い
る
と
い
う
点
に
、
も
っ
と
も
た
い
せ
つ
な

共
通
点
が
あ
る
。

寺
澤
氏
は
、
中
学
校
一
年
生
が
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
小
説
の
学
習
の
な
か
で

「『
わ
か
っ
た
。』『
読
め
た
。』
と
い
う
感
覚
」
を
抱
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
と

い
う
、
そ
の
こ
と
に
心
を
砕
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
し
、
村
山
氏
は
、
生
徒
た

ち
の
抱
く
〈
自
分
ら
し
さ
〉
へ
の
思
い
を
揺
さ
ぶ
っ
て
い
く
契
機
と
し
て
「
ク

リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
の
学
習
を
捉
え
、
松
本
氏
は
「
作
品
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
」
に
応
答
し
て
い
く
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
「
対
話
的
交
流
」
の
可
能
性

を
掘
り
下
げ
て
い
た
。

小
説
の
学
習
指
導
の
方
法
に
唯
一
の
決
定
版
は
な
い
。
各
々
の
教
室
に
お
い

て
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
、
す
べ
て
で
あ
り
、
そ
の
先
生
と
生
徒
た
ち
が
現
に

取
り
組
ん
で
い
る
方
法
に
問
題
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
思
い
悩
ま
ず
ま
ず
は
目

の
前
の
小
説
教
材
を
一
緒
に
読
み
進
め
て
い
く
と
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の

た
び
の
研
究
協
議
会
の
三
名
の
登
壇
者
の
実
践
報
告
が
例
外
な
く
伝
え
て
い
る

の
は
、
そ
の
小
説
教
材
が
生
徒
に
対
し
て
何
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
こ
と
を

見
き
わ
め
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し

も
、
こ
の
こ
と
を
問
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
と
さ
ら
に
小
説
を
国
語
教
室
で

取
り
上
げ
る
意
義
は
見
い
だ
せ
な
い
だ
ろ
う
。

誤
解
を
恐
れ
ず
に
、
か
な
り
割
り
切
っ
た
か
た
ち
で
言
え
ば
、
小
説
の
読
み

は
、１

　
ど
の
よ
う
な
情
報
が
書
か
れ
て
あ
る
か

２
　
ど
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
書
か
れ
て
い
る
か

３
　
ど
の
よ
う
な
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
描
か
れ
て
い
る
か

４
　
そ
の
小
説
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
か

と
い
う
四
つ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
う
ち
、

１
と
２
は
、
小
説
そ
の
も
の
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
け
ば
よ
い

こ
と
で
あ
る
が
、
３
と
４
は
、
目
の
前
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
描
か
れ

方
・
書
か
れ
方
を
想
定
し
な
け
れ
ば
答
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
い
で
あ
る
。

寺
澤
氏
の
言
う
「『
わ
か
っ
た
。』『
読
め
た
。』
と
い
う
感
覚
」
を
抱
か
せ
る
た

め
に
（
こ
の
「
感
覚
」
は
何
も
中
学
校
一
年
生
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ

か
ら
）、
こ
れ
ら
の
四
つ
の
問
い
に
答
え
る
手
続
き
を
と
と
の
え
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

し
か
し
、
３
と
４
に
つ
い
て
答
え
る
場
合
に
は
、
教
材
文
に
書
か
れ
て
い
る

情
報
だ
け
で
は
「
手
詰
ま
り
」
に
な
っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
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と
き
に
私
た
ち
が
何
に
依
拠
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
の
道
を
、
奇
し
く

も
、
村
山
氏
と
松
本
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
意
識
に
根
差
し
な
が
ら
提
案
し
て

い
る
。

村
山
氏
は
生
徒
た
ち
の
「
既
視
感
の
外
」
に
目
を
向
け
さ
せ
る
た
め
の
補
充

教
材
の
選
択
と
教
材
文
の
細
部
へ
の
着
目
と
を
提
案
し
、
松
本
氏
は
生
徒
相
互

の
反
応
の
交
流
を
提
案
し
た
。
と
り
わ
け
「
そ
の
小
説
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
書

か
れ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
は
、
一
人
で
考
え
て
答
え
る
に
は
難
し
い
問
い
か

も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
他
の
読
者
の
見
解
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

ら
の
意
見
と
の
共
通
点
と
相
違
点
を
意
識
し
、
考
察
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
答
え
る
手
が
か
り
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
問
い
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
３
の
問
い
と
４
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
読
者
は
い
っ
た
ん

「
既
視
感
の
外
」
に
出
る
必
要
が
あ
る
。「
既
視
感
の
外
」
に
出
る
た
め
に
は
、

何
ら
か
の
立
脚
点
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
村
山
氏
と
松
本
氏

は
示
し
て
い
る
。

小
説
を
読
む
こ
と
は
成
長
の
た
め
の
ど
の
よ
う
な
手
が
か
り
と
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
寺
澤
氏
の
「『
わ

か
っ
た
。』『
読
め
た
。』
と
い
う
感
覚
」
を
持
た
せ
る
こ
と
は
欠
く
こ
と
が
で

き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
基
本
的
に
そ
れ
は
、
対
象
を
理
解
し
た
と
い
う
意
味
で

の
「
わ
か
っ
た
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
説
の
読
み
の
場
合
、
そ
れ
だ
け
に
と

ど
ま
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
対
象
の
理
解
が
自
己
理
解
に
か
な
り
強
く
結
び
つ
く

も
の
で
あ
る
。「
青
が
消
え
る
」
の
「
青
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
る
こ
と
は
、
小
説
世
界
の
謎
解
き
で
終
わ
ら
ず
、
読
者
自
身
の
問
題

に
は
ね
か
え
る
。「
麦
わ
ら
帽
子
」
の
マ
キ
の
言
動
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
は
、

登
場
人
物
の
理
解
の
よ
う
に
見
え
て
、
そ
の
反
面
で
読
者
自
身
の
経
験
を
振
り

返
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
の
僕
の
認
識
の
変
容
は
読

者
で
あ
る
自
分
た
ち
の
認
識
の
変
容
で
も
あ
る
。
新
し
い
小
説
教
材
ほ
ど
、
こ

の
傾
向
は
強
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
、
村
山
氏
が
言
っ
た
よ
う

に
、「
他
者
の
与
え
る
『
自
分
の
生
き
る
意
味
』
を
求
め
た
い
」
と
い
う
思
い

か
ら
厳
し
く
逃
れ
る
姿
勢
を
生
徒
た
ち
の
う
ち
に
育
て
て
い
く
必
要
が
あ
り
は

し
な
い
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
小
説
教
材
の
読
み
は
、
他
人
の
与
え
る
「
ご

神
託
」
と
し
て
の
解
釈
の
受
け
入
れ
か
、
あ
る
い
は
読
者
に
既
有
の
知
識
・
経

験
を
再
確
認
し
、
表
出
す
る
だ
け
の
「
自
己
語
り
」
に
終
始
し
て
し
ま
い
か
ね

な
い
。
将
来
に
わ
た
る
、
小
説
教
材
と
生
徒
た
ち
と
の
幸
福
な
出
会
い
の
た
め

に
、
こ
の
こ
と
が
き
わ
め
て
た
い
せ
つ
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。（

広
島
大
学
）
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