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「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
四
号
（
令
和
五
年
三
月
刊
）

一

は
じ
め
に

鷺
沢
萠
「
眼
鏡
越
し
の
空
」
は
、
雑
誌
﹃
新
潮
﹄
二
〇
〇
四
年
二
月
号
に
発

表
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
鷺
沢
の
小
説
二
篇
と
未
完
の
遺
稿
で
構
成
さ

れ
た
単
行
本
﹃
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
・
ネ
ー
ム
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

川
村
湊
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
「"
越
境
"
の
物
語
だ
」
と
し
、「
こ
れ
ま
で
、

い
か
に
も
深
刻
め
か
し
て
語
ら
れ
た
テ
ー
マ
が
、
軽
く
、
限
り
な
く
軽
く
書
か

れ
て
い
る
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
と
思
う（1
）」
と
評
し
て
い
る
。
川
村
の
言
う
「
軽
」

さ
は
、
特
に
「
在
日
韓
国
人
」（
以
下
︿
在
日
﹀
と
表
記
す
る
）
を
描
く
鷺
沢
の

テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
磯
貝
治
良
は
、︿
在
日
﹀

女
性
の
韓
国
留
学
を
描
く
鷺
沢
の
小
説
「
君
は
こ
の
国
を
好
き
か
」
を
評
し
て

「
そ
の
方
法
は
、
孤
独
に
対
す
る
に
賑
わ
い
（
主
人
公
を
他
者
と
の
関
係
に
投
げ

込
む
）、
深
刻
に
対
す
る
に
軽
や
か（2
）」
と
述
べ
る
。
重
松
清
も
、「
鷺
沢
さ
ん
の

作
品
に
は
、
い
つ
も
向
日
性
を
感
じ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
在
日
文
学
的
な
、
梁
石

日
さ
ん
の
﹃
血
と
骨
﹄
の
世
界
の
よ
う
な
蹴
散
ら
か
し
て
い
く
よ
う
な
も
の

じ
ゃ
な
く
て
、
軽
や
か
な
ん
で
す
よ
ね（3
）」
と
発
言
し
て
い
る
。
た
だ
し
康
潤
伊

は
「「
軽
や
か
」
と
い
っ
た
鷺
沢
萠
評
価
」
が
「
民
族
の
問
題
を
︿
文
学
﹀
と
し

て
︿
本
格
﹀
的
に
書
き
切
る
力
量
の
な
さ
」
と
「
共
鳴（4
）」
し
て
い
る
と
否
定
的

見
解
を
述
べ
て
い
る
。

康
は
「
眼
鏡
越
し
の
空
」
を
論
じ
る
際
、
同
時
代
の
「「
本
名
」
を
呼
び
名
乗

る
運
動
」
に
注
目
す
る
こ
と
で
「
運
動
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
先
輩
へ
の
憧
れ

や
好
意
に
よ
っ
て
名
乗
り
始
め
る
こ
と
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
描
か
れ
て
い
る
点
に
、

「
眼
鏡
越
し
の
空
」、
あ
る
い
は
鷺
沢
萠
の
名
前
を
め
ぐ
る
作
品
の
評
価
ポ
イ
ン

ト
が
あ
る
」（
七
六
頁
）
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
、「「
本
名
」／
通
名
問
題
の
背
景
に
厳
然
た
る
事
実
と
し
て
あ
る
差

別
構
造
を
、
自
己
責
任
論
に
回
収
さ
せ
か
ね
な
い
」（
七
六
頁
）
と
い
う
表
象
上

の
問
題
点
も
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
で
後
述
す
る
よ
う
に
、「
自
己
責
任
論
」
と

い
う
語
は
テ
ク
ス
ト
が
発
表
さ
れ
た
時
代
に
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

を
踏
ま
え
て
も
、
康
の
指
摘
は
示
唆
に
富
む
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
登
場
人
物
の
表
象
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト
と

「
自
己
責
任
論
」
と
の
親
和
性
を
考
え
る
。
し
か
し
「
自
己
責
任
論
」
の
問
題
の

指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
テ
ク
ス
ト
の
可
能
性
を
つ
か
み
き
れ
な
い
と
す
る

の
が
、
本
稿
の
も
う
一
つ
の
主
張
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
に
は
、
あ
る
特
定
の
集

鷺
沢
萠
「
眼
鏡
越
し
の
空
」
の
射
程

︱
︱「
自
己
責
任
論
」
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱

坂

口

綾

香
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団
に
属
し
て
い
る
人
々
の
名
乗
り
の
抑
圧
が
続
く
状
況
が
書
か
れ
て
い
る
。
テ

ク
ス
ト
は
こ
の
こ
と
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
批
評
性
を
持
つ
の
か
。
以
上
の

点
か
ら
「
眼
鏡
越
し
の
空
」
の
射
程
を
検
討
し
た
い
。

二

書
き
こ
ま
れ
た
時
代
の
文
脈

「
眼
鏡
越
し
の
空
」
の
あ
ら
す
じ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
在
日
三
世
」
の

崔
奈
蘭
は
、
高
校
の
先
輩
で
あ
り
同
じ
く
「
在
日
三
世
」
の
「
チ
ュ
ー
先
輩
」

こ
と
白
春
純
と
十
年
ぶ
り
に
偶
然
再
会
す
る
。
二
人
は
一
緒
に
ビ
ー
ル
を
飲
み

な
が
ら
話
を
す
る
。

奈
蘭
は
中
学
・
高
校
の
六
年
間
だ
け
「
前
川
奈
緒
」
と
い
う
通
名
を
名
乗
っ

て
い
た
。
奈
蘭
が
中
学
三
年
生
の
と
き
、「
民
族
学
校
に
通
う
女
子
生
徒
が
、
電

車
の
中
で
、
制
服
の
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
を
刃
物
で
切
ら
れ
る
、
と
い
う
事
件
」
が

起
こ
る
。
そ
の
際
、
友
人
で
あ
る
後
藤
直
美
の
「
あ
ん
な
の
着
て
る
ほ
う
が
悪

い
」
と
い
う
発
言
を
聞
き
、
奈
蘭
は
通
名
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
で
周
囲
に
自

身
が
韓
国
人
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
罪
悪
感
を
覚
え
る
よ

う
に
な
る
。

高
等
部
に
上
が
っ
た
奈
蘭
は
二
学
年
上
の
春
純
と
出
会
い
、
そ
の
「
天
性
の

「
カ
ッ
コ
よ
さ
」」
に
憧
れ
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
高
校
三
年
生
の
と
き
、
借
り

よ
う
と
し
た
本
に
つ
い
て
い
る
図
書
カ
ー
ド
に
た
っ
た
ひ
と
り
「
白
春
純
」
の

名
前
を
見
つ
け
た
こ
と
、
通
名
を
名
乗
っ
て
い
る
奈
蘭
は
そ
の
下
に
自
分
の
本

名
を
書
け
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
学
で
は
本
名
を
名
乗
ろ
う
と
決
意
す
る
。

妹
の
美
蘭
に
渡
さ
れ
た
「
ド
リ
ー
ム
ズ
・
カ
ム
・
ト
ゥ
ル
ー
」
の
Ｃ
Ｄ
に
収
録

さ
れ
て
い
た
曲
「
眼
鏡
越
し
の
空
」
に
背
中
を
押
さ
れ
、
同
級
生
に
対
し
て
国

籍
と
本
名
の
「
告
白
」
を
始
め
る
。

再
会
し
た
春
純
と
別
れ
た
後
、
奈
蘭
は
小
学
校
の
同
級
生
と
偶
然
出
会
い
、

家
ま
で
車
で
送
っ
て
も
ら
う
こ
と
と
な
る
。
奈
蘭
ら
が
車
内
で
「
眼
鏡
越
し
の

空
」
を
歌
う
と
こ
ろ
で
物
語
は
終
わ
る
。

テ
ク
ス
ト
に
は
、
奈
蘭
と
春
純
と
が
十
年
ぶ
り
に
再
会
し
た
現
在
の
語
り
と
、

奈
蘭
の
就
学
前
か
ら
大
学
進
学
ま
で
を
回
想
す
る
語
り
が
交
互
に
登
場
す
る
。

三
人
称
の
語
り
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
奈
蘭
の
視
点
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
形
式
と
し
て
は
奈
蘭
の
一
人
称
の
語
り
に
近
い
。

こ
こ
か
ら
は
、
テ
ク
ス
ト
に
書
き
こ
ま
れ
た
時
代
の
文
脈
に
つ
い
て
述
べ
る
。

ま
ず
「
眼
鏡
越
し
の
空
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
一
九
八
九
年
に
デ
ビ
ュ
ー

し
て
以
来
二
〇
二
二
年
現
在
も
活
動
し
て
い
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、D

R
E

A
M

S 

C
O

M
E

 T
R

U
E

の
楽
曲
「
眼
鏡
越
し
の
空
」
か
ら
と
ら
れ
て
い
る（5
）。
こ
の
曲
が

収
録
さ
れ
て
い
る
ア
ル
バ
ム
は
一
九
九
二
年
一
一
月
一
四
日
に
発
売
さ
れ
た
。

こ
れ
は
発
売
一
週
間
で
売
上
枚
数
二
〇
〇
万
枚
を
突
破
し
た
と
い
う
記
録
を
持

ち（6
）、
そ
の
人
気
ぶ
り
は
テ
ク
ス
ト
内
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一

九
九
〇
年
代
に
人
気
を
博
し
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
楽
曲
が
、
テ
ク
ス
ト
内
の
時

代
を
示
し
て
い
る
。
加
え
て
、
こ
の
曲
の
「
つ
よ
く
て
き
れ
い
な

あ
な
た
の

名
前
が
あ
る
」
と
い
う
歌
詞
は
、
奈
蘭
の
本
名
の
名
乗
り
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
楽
曲
は
、
テ
ク
ス
ト
で
描
か
れ
る
「「
本
名
」／
通
名

問
題
」
や
、「
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
・
ネ
ー
ム
」
と
い
う
単
行
本
の
タ
イ
ト
ル
と
と

も
に
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
名
前
」
の
問
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
一
要
素

だ
と
い
え
る
。

一
九
九
〇
年
代
の
時
代
性
は
、
民
族
学
校
に
通
う
女
子
生
徒
の
チ
マ
チ
ョ
ゴ

リ
が
切
り
裂
か
れ
た
と
い
う
事
件
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
こ
の
事
件
は
「
一
九
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七
〇
年
代
も
終
わ
り
に
近
づ
い
た
こ
ろ
に
生
を
受
け
た
」
奈
蘭
が
中
学
三
年
生

の
と
き
、「
隣
国
に
存
在
す
る
「
核
の
恐
怖
」」
が
さ
か
ん
に
報
道
さ
れ
る
と
い

う
背
景
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
テ
ク
ス
ト
内
の
事
件
は
一

九
九
四
年
の
実
際
の
事
件
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

本
章
の
最
後
に
、「
自
己
責
任
論
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
吉
崎
祥

司
は
「
自
己
責
任
論
」
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

自
己
責
任
論
は
、「
社
会
的
責
任
」
と
「
個
人
的
責
任
」
と
を
意
図
的
に

混
同
し
、
支
配
層
に
と
っ
て
の
不
都
合
な
こ
と
す
べ
て
を
個
人
の
「
自
己

責
任
」
に
解
消
す
る
こ
と
で
、
社
会
的
・
公
共
的
責
任
を
放
棄
し
、
あ
る

い
は
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す（7
）。

吉
崎
は
こ
の
よ
う
な
「
自
己
責
任
論
」
の
成
立
を
一
九
九
三
年
の
「
経
済
改

革
研
究
会
」
の
中
間
報
告
「
規
制
緩
和
に
つ
い
て
」
に
見
る
。
そ
し
て
「
自
己

責
任
」
と
い
う
言
葉
を
広
め
た
出
来
事
と
し
て
、
二
〇
〇
四
年
の
「
イ
ラ
ク
人

質
事
件（8
）」
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
進
行
し
た
日
本
経

済
の
立
て
直
し
の
た
め
の
競
争
・
規
制
緩
和
と
、「
競
争
の
結
果
に
は
極
力
自
己

責
任
で
対
処
せ
よ
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
「
自
己
責
任
論
」
の
機
能
を
見

出
す
こ
と
で
、「
自
己
責
任
論
」
が
「
新
自
由
主
義
的
「
構
造
改
革
」」
と
重

な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
吉
崎
の
議
論
か
ら
は
、
一
九
九
〇
年
代
~
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭

に
か
け
て
、
政
治
的
・
経
済
的
文
脈
か
ら
「
自
己
責
任
論
」
と
い
う
言
葉
が
台

頭
し
始
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
代
は
、「
眼
鏡
越
し
の
空
」
の
作
中
時
間

で
あ
り
、
か
つ
鷺
沢
が
旺
盛
に
執
筆
活
動
を
行
っ
て
い
た
時
期
と
重
な
る
。

こ
こ
ま
で
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
下
で
具
体
的
な
考
察
に
入
っ
て
い
き
た
い
。

三

個
人
の
感
覚
に
寄
り
添
う
語
り

で
は
、「
眼
鏡
越
し
の
空
」
の
登
場
人
物
を
め
ぐ
る
ど
の
よ
う
な
表
象
が
、
い

か
に
「
自
己
責
任
論
」
に
通
じ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

︱
︱
い
い
よ
ね
、
嘘
を
つ
か
な
く
て
も
い
い
立
場
の
ヒ
ト
は
さ
⋮
⋮
。

名
簿
の
中
に
白
春
純
と
い
う
三
文
字
を
見
た
瞬
間
に
思
っ
た
の
は
そ
う

い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
、
我
が
こ
と
な
が
ら
呆
れ
返
っ

て
も
の
も
言
え
な
い
、
と
い
う
ほ
ど
身
勝
手
な
言
い
草
で
あ
っ
た
。「
嘘
を

つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
」
に
自
分
を
追
い
込
ん
だ
の
は
他
な
ら
ぬ

奈
蘭
自
身
な
の
だ
。

（
三
八
頁
）

奈
蘭
は
通
名
を
名
乗
っ
て
い
る
と
い
う
自
分
の
状
態
に
対
し
て
「
知
ら
せ
る

べ
き
情
報
の
欠
如
」
で
は
な
く
「
自
分
を
「
嘘
つ
き
」
と
し
て
認
定
」
す
る
と

い
う
態
度
を
と
る
。
こ
の
こ
と
が
「「
嘘
を
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
」
に

自
分
を
追
い
込
ん
だ
の
は
他
な
ら
ぬ
奈
蘭
自
身
」
と
い
う
言
葉
で
の
語
り
に
つ

な
が
っ
て
い
る
。

こ
の
場
面
に
関
し
て
重
要
な
の
は
、
奈
蘭
が
「
知
ら
せ
る
べ
き
情
報
の
欠
如
」

に
気
づ
い
た
際
、「
そ
ん
な
気
持
ち
の
も
っ
と
も
っ
と
手
前
の
時
点
で
、
自
分
が

韓
国
人
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
に
周
囲
が
ど
う
い
う
反
応
を
見
せ
る
の
か

皆
目
見
当
が
つ
か
な
い
、
と
い
う
大
き
な
不
安
が
自
ら
の
中
に
根
づ
い
て
い
る
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こ
と
に
、
奈
蘭
は
気
付
か
な
い
ふ
り
を
し
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
に
影
響
し
て
い
る
の
は
、
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
が
切
ら
れ
た
事
件
を

き
っ
か
け
に
「
あ
ん
な
の
着
て
る
ほ
う
が
悪
い
」
と
考
え
発
言
す
る
、
あ
る
い

は
そ
れ
に
同
調
す
る
複
数
の
同
級
生
の
存
在
が
顕
在
化
し
た
こ
と
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
に
は
、
人
が
本
名
を
名
乗
る
こ
と
を
抑
圧
し
て

通
名
を
名
乗
る
こ
と
に
向
か
わ
せ
る
社
会
構
造
と
し
て
、
知
識
不
足
を
一
つ
の

要
因
と
し
た
周
囲
か
ら
の
差
別
の
問
題
が
描
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
語
り
に
お
い
て
そ
の
こ
と
以
上
に
前
景
化
し
て
い
る
の
は
、
奈
蘭
自

身
の
「
嘘
つ
き
」
と
い
う
自
己
認
識
で
あ
る
。

次
の
引
用
部
で
は
、
春
純
の
発
言
と
そ
れ
に
対
す
る
奈
蘭
の
衝
撃
が
語
ら
れ

る
。

︱
︱
韓
国
人
だ
か
ら
さ
。
韓
国
の
名
前
な
ワ
ケ
よ
。

単
な
る
事
実
を
事
実
と
し
て
述
べ
て
い
る
だ
け
の
チ
ュ
ー
先
輩
の
そ
の

台
詞
に
、
奈
蘭
は
一
瞬
魂
を
抜
か
れ
た
よ
う
に
な
っ
た
。（
中
略
）

︱
︱
ん
ー
。
単
語
と
か
で
知
っ
て
る
の
は
い
く
つ
か
あ
る
け
ど
ね
。
ペ

ラ
ペ
ラ
、
と
か
い
う
の
で
は
な
い
よ
。

こ
れ
も
ま
た
、
単
な
る
事
実
の
述
懐
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
「
単
な
る
事
実
の
述
懐
」
は
、
奈
蘭
に
と
っ
て
は
青
天

の
霹
靂
だ
っ
た
。
そ
の
次
に
奈
蘭
が
感
じ
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

「
単
な
る
事
実
の
述
懐
」
を
聞
い
て
な
ぜ
青
天
の
霹
靂
の
よ
う
に
感
じ
る
の

か
、
と
い
う
自
己
に
対
す
る
疑
問
だ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
の
思
い

と
は
別
の
次
元
で
、
ほ
と
ん
ど
皮
膚
の
レ
ベ
ル
で
感
じ
た
も
の
を
こ
と
ば

に
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

︱
︱
ひ
え
ー
！

カ
ッ
コ
い
い
！

（
五
二-

五
三
頁
）

こ
こ
で
は
「「
単
な
る
事
実
の
述
懐
」
を
聞
い
て
な
ぜ
青
天
の
霹
靂
の
よ
う
に

感
じ
る
の
か
」
と
い
う
「
疑
問
」
を
通
し
て
、
特
定
の
集
団
に
属
し
て
い
る
人

の
名
乗
り
を
躊
躇
わ
せ
る
日
本
の
社
会
構
造
の
問
題
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
そ
の
こ
と
の
問
い
直
し
は
こ
こ
で
は
行
わ
れ
な
い
。
代
わ
り
に
強
調
さ
れ

る
の
は
奈
蘭
が
「
皮
膚
の
レ
ベ
ル
で
感
じ
た
も
の
」、
す
な
わ
ち
韓
国
人
で
あ
る

と
い
う
「
単
な
る
事
実
の
述
懐
」
を
堂
々
と
実
現
す
る
春
純
と
い
う
個
人
の

「
カ
ッ
コ
よ
さ
」
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
差
別
構
造
」
は
確
か
に
認
識
さ
れ
、

書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
語
り
は
そ
の
構
造
的
問
題
以
上
に
個
人
の
感
覚
、

特
に
奈
蘭
の
感
覚
に
寄
り
添
お
う
と
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
部

分
は
、
テ
ク
ス
ト
の
︿
軽
や
か
さ
﹀
や
「
向
日
性
」
と
も
関
連
付
け
ら
れ
る
と

い
え
よ
う
。

た
だ
し
こ
の
こ
と
に
は
、
名
乗
り
の
抑
圧
と
し
て
表
れ
て
い
る
差
別
の
問
題

を
、
名
乗
ら
な
い
／
名
乗
れ
な
い
個
人
の
責
任
に
回
収
す
る
と
と
も
に
、
社
会

的
・
公
的
責
任
の
隠
蔽
に
手
を
貸
す
危
う
さ
も
指
摘
で
き
る
。

四

対
話
が
で
き
る
関
係
性
の
構
築
と
持
続

前
章
で
は
特
に
奈
蘭
個
人
の
感
覚
に
関
わ
る
語
り
に
目
を
向
け
た
が
、
テ
ク

ス
ト
に
は
奈
蘭
以
外
の
人
物
の
感
覚
も
ま
た
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
感

覚
に
は
、
適
切
と
は
い
え
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
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時
に
問
題
を
含
む
他
の
人
物
の
日
常
的
感
覚
に
対
す
る
奈
蘭
の
振
る
舞
い
に
注

目
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
目
の
前
の
個
人
と
の
関
係
性
の
構
築
と
持
続（9
）を
重

視
す
る
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
を
指
摘
し
た
い
。

以
下
の
引
用
は
、「
知
識
の
欠
如
」
ゆ
え
に
「
彼
女
の
中
に
い
わ
ゆ
る
「
蔑

視
」
が
存
在
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
奈
蘭
の
同
級
生
の
麻
衣
子
の
発
言
と
、
そ

れ
を
受
け
た
語
り
で
あ
る
。

「
じ
ゃ
、
チ
ュ
ー
先
輩
と
一
緒
な
ん
だ
！
」

麻
衣
子
の
こ
の
台
詞
に
は
、
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。

た
し
か
に
奈
蘭
と
チ
ュ
ー
先
輩
の
国
籍
は
同
じ
だ
け
れ
ど
、
国
籍
が
同

じ
だ
か
ら
と
い
っ
て
奈
蘭
が
チ
ュ
ー
先
輩
の
よ
う
に
俊
足
な
わ
け
で
は
な

い
し
テ
ニ
ス
が
う
ま
い
わ
け
で
も
な
い
。（
中
略
）

「
だ
っ
て
、
あ
の
チ
ュ
ー
先
輩
と
、
同
じ
国
の
ヒ
ト
な
ん
で
し
ょ
？

そ

れ
っ
て
結
構
、
ナ
オ
に
と
っ
て
は
自
慢
っ
ぽ
く
な
い
？
」

（
七
五
頁
）

こ
こ
で
は
「
多
く
の
同
級
生
を
「
フ
ァ
ン
」
た
ら
し
め
て
い
た
チ
ュ
ー
先
輩

個
人
の
魅
力
」
に
よ
っ
て
、
韓
国
人
で
あ
る
こ
と
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
が
付

与
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
国
籍
に
よ
る
人
間
の
カ
テ

ゴ
ラ
イ
ズ
は
、
国
籍
に
よ
る
差
別
と
構
造
が
類
似
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
こ
こ

で
の
麻
衣
子
の
発
言
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
語
り
手
が
麻
衣
子
の
発
言
の
有
効
性
を
保
留
し

つ
つ
も
「
テ
レ
ビ
な
ん
か
に
出
て
い
た
り
す
る
エ
ラ
い
先
生
が
ブ
ラ
ウ
ン
管
の

む
こ
う
で
言
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
も
、
奈
蘭
と
し
て
は
感
覚
的
に
納
得
が
で
き

る
こ
と
」
と
し
て
受
容
す
る
奈
蘭
の
姿
勢
を
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

で
「
エ
ラ
い
先
生
」
と
麻
衣
子
と
は
対
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
前
者
の
発
言

の
︿
正
し
さ
﹀
よ
り
も
、
奈
蘭
が
納
得
で
き
る
後
者
の
日
常
的
感
覚
が
重
視
さ

れ
て
い
る
。「
知
識
の
欠
如
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
麻
衣
子
と
い
う

人
物
は
、
奈
蘭
に
と
っ
て
そ
の
考
え
方
が
正
し
く
な
い
が
ゆ
え
に
わ
か
り
あ
え

な
い
存
在
で
は
な
い
。「
感
覚
的
」
な
理
解
を
通
し
て
関
係
性
を
構
築
し
持
続
さ

せ
て
い
く
べ
き
存
在
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
関
係
性
の
構
築
と
持
続
の
営
み
は
、
奈
蘭
と
直
美
と
の
対
話
の

場
面
に
顕
著
で
あ
る
。
直
美
は
「
感
覚
と
し
て
」︿
在
日
﹀
に
嫌
悪
感
を
抱
い
て

い
た
日
本
人
と
し
て
描
か
れ
る
。
奈
蘭
か
ら
国
籍
と
本
名
に
関
す
る
「
告
白
」

を
聞
い
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
様
々
な
こ
と
を
考
え
た
り
調
べ
た
り
し
て
認
識

を
改
め
て
い
く
が
、
そ
れ
で
も
直
美
は
「
あ
ん
な
の
着
て
る
ほ
う
が
悪
い
」
と

い
う
自
分
の
発
言
が
間
違
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
こ
で
直
美
は
奈
蘭
と

の
対
話
の
場
を
設
け
、
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
の
制
服
か
ら
「
日
本
に
対
す
る
拒
否
感

み
た
い
な
も
の
」、
す
な
わ
ち
「
排
他
性
」
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
を
、「
懸
命

に
こ
と
ば
を
選
び
な
が
ら
」
奈
蘭
に
直
接
表
明
す
る
。

対
話
の
中
で
奈
蘭
は
、
直
美
の
発
言
に
潜
む
差
別
的
感
覚
を
「「
こ
う
い
う
考

え
方
を
す
る
人
も
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
」
と
は
思
え
る
、
と
い
う
意
味
で
は
受

容
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
」、「
そ
の
考
え
方
は
判
ら
な
い
で
は
な
い
」
と
い
う

言
葉
で
一
旦
受
け
と
め
、
そ
の
上
で
自
ら
の
意
見
を
説
明
し
て
い
る
。
二
人
は

「
真
摯
」
に
や
り
取
り
を
行
う
が
、
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
の
制
服
か
ら
「
排
他
性
」
を

感
じ
る
直
美
と
「
民
族
の
主
張
」
を
見
る
奈
蘭
の
対
話
は
最
後
ま
で
か
み
合
わ

な
い
。

以
下
の
引
用
は
、
対
話
の
場
面
の
終
盤
に
奈
蘭
と
直
美
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
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た
会
話
で
あ
る
。

「
そ
れ
は
ブ
レ
イ
ク
・
イ
ー
ブ
ン
で
し
ょ
」

「
え
？

何
そ
れ
？
」

ブ
レ
イ
ク
・
イ
ー
ブ
ン
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
が
判
ら
な
く
て
問
い
返

す
と
、
直
美
は
「
相
殺
だ
」
と
答
え
た
。

不
用
意
な
発
言
を
し
た
こ
と
、
奈
蘭
の
「
告
白
」
を
聞
い
て
、
い
ろ
ん

な
こ
と
を
考
え
た
り
調
べ
た
り
す
る
ま
で
は
自
分
が
「
何
に
も
知
ら
な

か
っ
た
」
こ
と
、
そ
れ
が
何
も
言
わ
ず
に
た
だ
直
美
を
避
け
て
い
た
奈
蘭

の
行
為
を
「
相
殺
」
に
す
る
の
だ
、
と
。

「
や
ら
れ
た
」
と
奈
蘭
は
思
い
、
結
ん
だ
口
の
中
に
あ
ふ
れ
た
笑
い
は
外

に
出
さ
な
い
ま
ま
で
︱
︱
だ
か
ら
奈
蘭
の
頬
は
ぷ
く
り
と
膨
ら
ん
だ

が
︱
︱
、
頷
い
た
。

（
八
九
頁
）

知
識
の
欠
如
か
ら
差
別
的
発
言
を
し
て
奈
蘭
を
深
く
傷
つ
け
た
直
美
の
行
為

と
、
何
も
伝
え
な
い
ま
ま
直
美
を
避
け
て
い
た
奈
蘭
の
行
為
は
、「
相
殺
」
さ
れ

る
同
質
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
例
え
ば
、
本
名
や
国
籍
の
名
乗
り
を
抑
圧

す
る
社
会
構
造
は
奈
蘭
の
行
為
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

を
「
奈
蘭
の
行
為
」
と
し
て
個
人
の
責
任
に
還
元
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
自

己
責
任
論
」
へ
の
回
収
だ
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
引
用
部
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
奈
蘭
は
そ
の
よ
う
な
直
美
の
発
言
を

も
受
け
入
れ
る
。
そ
し
て
二
人
が
共
に
食
事
を
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
こ

の
場
面
の
回
想
が
終
わ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
奈
蘭
が
直
美
の
適
切
と
は
い

え
な
い
発
言
と
そ
れ
を
支
え
る
日
常
的
感
覚
を
一
旦
受
け
止
め
、
二
人
の
関
係

性
の
修
復
と
持
続
の
た
め
の
ひ
と
ま
ず
の
落
と
し
ど
こ
ろ
を
見
つ
け
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
︿
正
し
さ
﹀
よ
り
も
日
常
的
感
覚
に

重
き
を
置
い
て
人
と
関
わ
る
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
、
差
別
を

許
し
て
い
る
社
会
的
責
任
・
公
的
責
任
の
温
存
ま
た
は
隠
蔽
と
し
て
批
判
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
こ
の
表
象
が
、
対
話
の
で
き
る
関

係
性
を
目
の
前
の
個
人
と
構
築
し
、
持
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
つ
な
が
っ

て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
こ
そ
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
読

み
取
れ
る
、
差
別
に
抵
抗
す
る
方
法
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。

以
下
の
引
用
は
、
直
美
が
抱
く
︿
在
日
﹀
へ
の
「
嫌
悪
」
に
関
す
る
語
り
で

あ
る
。

直
美
が
「
う
っ
と
う
し
い
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
し
た
も
の
は
、
一

般
的
に
は
「
不
快
感
」
と
呼
ば
れ
る
種
類
の
感
覚
で
、
そ
れ
は
た
と
え
ば

目
の
前
に
い
る
奈
蘭
と
い
う
「
個
人
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な

い
。「

個
人
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
「
不
快
感
」
は
、
し
か
し

誰
か
の
中
で
噴
出
し
た
と
き
に
「
個
人
」
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
。

（
八
二
頁
）

こ
の
語
り
を
踏
ま
え
る
と
、
テ
ク
ス
ト
に
描
か
れ
た
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
が
切
り

裂
か
れ
た
事
件
は
「
不
快
感
」
が
個
人
に
向
け
ら
れ
た
一
例
と
し
て
把
握
で
き

る
。
こ
の
と
き
、
対
話
可
能
な
人
と
人
と
の
関
係
性
を
重
視
す
る
人
物
を
描
く
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こ
と
は
、
個
人
へ
の
暴
力
の
形
を
と
る
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
に
対
す
る
抵
抗
の
一

つ
と
し
て
機
能
す
る
の
で
は
な
い
か
。

五

現
実
を
変
え
る
可
能
性
を
想
像
す
る

先
述
の
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
に
は
特
定
の
集
団
に
属
し
て
い
る
人
の
名
乗
り

が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
現
実
や
、
そ
の
背
景
に
あ
る
社
会
構
造
の
問
題
が
描
か
れ

て
い
る
。
で
は
登
場
人
物
た
ち
は
こ
の
現
実
を
ど
う
捉
え
、
語
っ
て
い
る
の
か
。

本
章
で
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
取
れ
る

抵
抗
の
試
み
を
も
う
一
つ
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
示
す
の
は
、
社
会
人
講
座
の
講
師
を
し
て
い
る
奈
蘭
に
対
す
る
、
春
純

の
発
言
で
あ
る
。

「
や
っ
ぱ
さ
、﹃
先
生
﹄
っ
て
呼
ば
れ
る
よ
う
な
仕
事
し
て
る
韓
国
人
が
日

本
に
増
え
る
の
っ
て
、
嬉
し
い
じ
ゃ
ん
？
」

「
⋮
⋮
⋮
」

「
韓
国
人
だ
っ
て
い
う
の
を
理
由
に
し
て
勝
手
に
ヤ
サ
グ
れ
ち
ゃ
う
よ
う
な

お
バ
カ
な
若
者
も
多
い
け
ど
、﹃
先
生
﹄
っ
て
呼
ば
れ
る
よ
う
な
韓
国
人
が

増
え
れ
ば
、
そ
う
い
う
の
も
変
わ
っ
て
く
る
と
思
う
ん
だ
よ
ね
、
あ
た
し
」

（
四
二
頁
）

奈
蘭
は
春
純
と
の
出
会
い
か
ら
十
年
を
経
て
「
先
生
」
と
呼
ば
れ
る
立
場
に

な
っ
た
。
奈
蘭
の
個
人
的
な
変
化
か
ら
春
純
は
、
語
り
の
現
在
に
お
け
る
現
実

を
変
え
て
い
く
可
能
性
を
想
像
し
て
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
奈
蘭
は
春
純
の
語

り
に
同
意
す
る
と
と
も
に
そ
れ
を
拡
張
す
る
。

さ
っ
き
チ
ュ
ー
先
輩
は
、「
先
生
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い

る
韓
国
人
が
増
え
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
変
わ
っ
て
く
る
、
と
言
っ

た
。
そ
れ
を
少
し
言
い
換
え
れ
ば
、「
カ
ッ
コ
い
い
」
韓
国
人
が
増
え
れ
ば
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
変
わ
っ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
思
う
。

そ
う
し
て
チ
ュ
ー
先
輩
は
「
イ
チ
オ
ー
」
付
き
で
は
あ
る
が
「
先
生
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
奈
蘭
を
評
し
て
「
え
ら
い
」
な
ど
と
言
っ
て
く
れ
た
け

れ
ど
、
か
つ
て
奈
蘭
は
、
白
春
純
と
い
う
人
間
を
見
て
、
ま
っ
た
く
同
じ

思
い
を
抱
い
た
の
だ
。

（
四
七
頁
）

こ
こ
で
奈
蘭
は
、
春
純
が
十
年
前
か
ら
「
カ
ッ
コ
い
い
」
存
在
だ
っ
た
こ
と

を
語
る
。
そ
れ
は
、
十
年
前
に
も
現
実
の
変
化
の
兆
し
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す

だ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、
春
純
の
存
在
が
奈
蘭
に
影
響
を
与
え
た
よ
う
に
、

奈
蘭
も
ま
た
誰
か
に
肯
定
的
な
影
響
を
与
え
る
存
在
と
な
り
得
る
こ
と
が
示
唆

さ
れ
る
。

時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
現
実
が
変
え
ら
れ
る
可
能
性
を
語
る
部
分
は
他
に
も

あ
る
。

十
代
の
こ
ろ
に
は
、
自
分
の
中
に
た
く
さ
ん
の
「
ゼ
ッ
タ
イ
」
が
存
在

す
る
。
あ
た
し
は
「
ゼ
ッ
タ
イ
」
こ
う
思
う
。
あ
た
し
は
「
ゼ
ッ
タ
イ
」

こ
う
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
あ
た
し
は
「
ゼ
ッ
タ
イ
」
誰
々
の
こ
と
は
好

き
に
な
れ
な
い
。
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世
の
中
の
多
様
性
を
知
ら
ぬ
が
ゆ
え
に
、
ま
た
、
経
験
則
の
不
足
の
せ

い
で
、
人
間
の
気
持
ち
と
い
う
も
の
は
分
刻
み
で
変
貌
し
て
し
ま
う
可
能

性
を
常
に
孕
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
普
遍
的
事
実
を
ま
だ
知
ら

ぬ
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
の
「
ゼ
ッ
タ
イ
」
が
ほ
ん
と
う
に
「
絶
対
」
で
あ

る
か
の
よ
う
に
思
い
こ
ん
で
し
ま
う
。
そ
う
し
た
「
ゼ
ッ
タ
イ
」
の
多
く

は
、
あ
る
日
、
と
ん
で
も
な
い
軽
い
出
来
事
で
あ
っ
と
い
う
間
に
変
わ
っ

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
、
十
代
の
女
の
子
は
知
ら

な
い
。

（
五
七-

五
八
頁
）

こ
こ
で
の
「「
ゼ
ッ
タ
イ
」
感
」
は
「
十
代
の
こ
ろ
」
に
特
有
の
も
の
と
し
て

年
齢
と
結
び
つ
け
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
時
間
の
経
過
に
よ
る

変
化
の
可
能
性
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
る
。

ま
た
、
奈
蘭
の
「「
ゼ
ッ
タ
イ
」
感
」
は
図
書
室
で
の
出
来
事
に
よ
っ
て
揺
ら

い
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、「
ゼ
ッ
タ
イ
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
強
固
な
価
値
観

の
変
わ
り
や
す
さ
が
、
奈
蘭
個
人
の
変
化
の
経
験
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

次
に
、
再
び
奈
蘭
と
直
美
の
や
り
取
り
を
取
り
上
げ
る
。

直
美
は
、
奈
蘭
が
大
学
入
学
と
同
時
に
本
名
を
名
乗
る
と
告
げ
た
際
に
「
こ

れ
か
ら
タ
イ
ヘ
ン
だ
ね
」
と
い
う
言
葉
を
か
け
た
。
し
か
し
先
述
の
対
話
の
後

で
直
美
は
自
ら
の
発
言
を
振
り
返
り
、「
あ
の
台
詞
は
、
す
っ
ご
い
的
外
れ
な
モ

ノ
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
判
っ
た
」
と
奈
蘭
に
伝
え
る
。
し
か
し
そ
れ

に
対
し
て
語
ら
れ
る
の
は
、
奈
蘭
に
と
っ
て
「
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
言
え

ば
、「
こ
れ
か
ら
タ
イ
ヘ
ン
だ
ね
」
と
い
う
台
詞
は
決
し
て
的
外
れ
で
は
な
か
っ

た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
直
美
が
唯
一
理
解
で
き
た
と
考
え

て
い
た
こ
と
で
す
ら
奈
蘭
の
実
感
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
、
い
わ
ば
「
的
外
れ
」

な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
こ
こ
で
の
直
美
の
言
葉
は
、
直
美
の
意
図
し
な
い
形
で
奈
蘭
に
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
想
像
の
き
っ
か
け
を
与
え
る
。

だ
が
、
今
で
も
奈
蘭
は
、
直
美
の
そ
の
こ
と
ば
を
懐
の
奥
深
く
に
し
ま

い
こ
ん
で
い
る
。
そ
う
し
て
と
き
ど
き
思
い
出
し
て
は
、
耳
の
中
で
直
美

の
声
を
再
生
さ
せ
る
。
あ
の
台
詞
は
、
す
っ
ご
い
的
外
れ
な
モ
ノ
だ
っ
た
。

そ
れ
が
ほ
ん
と
う
に
「
的
外
れ
な
モ
ノ
」
に
な
る
の
が
い
つ
の
日
の
こ
と

か
は
判
ら
な
い
が
、
な
に
せ
奈
蘭
に
と
っ
て
は
貴
重
な
こ
と
ば
だ
。

（
八
八-

八
九
頁
）

こ
の
と
き
奈
蘭
は
、
通
名
で
は
な
く
本
名
を
名
乗
る
こ
と
で
「
タ
イ
ヘ
ン
」

な
思
い
を
し
な
い
世
界
を
想
像
し
て
い
る
。
過
去
の
自
ら
の
発
言
を
改
め
た
直

美
の
言
葉
は
、
奈
蘭
に
今
ま
さ
に
あ
る
現
実
は
変
化
し
得
る
と
い
う
こ
と
を
イ

メ
ー
ジ
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
の
は
、
い
ず
れ
も
極
め
て
個
人
的
な
レ
ベ
ル
の
変
化
で

あ
る
。
し
か
し
「
眼
鏡
越
し
の
空
」
の
登
場
人
物
た
ち
は
そ
れ
ら
を
き
っ
か
け

に
、
名
乗
り
が
抑
圧
さ
れ
る
現
実
の
変
化
の
可
能
性
を
想
像
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
本
章
で
確
認
し
た
表
象
と
「
自
己
責
任
論
」
と
の
関
わ
り
を
考
え

て
お
き
た
い
。
以
上
で
示
し
て
き
た
個
人
の
レ
ベ
ル
の
変
化
を
支
え
て
い
る
の

は
、
各
人
の
能
力
や
努
力
、
あ
る
い
は
偶
然
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
点
で
、
こ

こ
に
も
「
自
己
責
任
論
」
に
搦
め
取
ら
れ
る
危
険
性
は
指
摘
で
き
る
。
名
乗
り
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を
め
ぐ
る
抑
圧
の
問
題
へ
の
対
応
は
、
個
人
の
み
な
ら
ず
む
し
ろ
社
会
的
・
公

的
責
任
の
も
と
で
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
本
稿
で
度
々
指
摘
し
て
き
た
こ
の
よ
う
な
危
う
さ
を
も
読
み
に
と

り
入
れ
る
と
、「
眼
鏡
越
し
の
空
」
に
は
「
自
己
責
任
論
」
に
よ
る
抑
圧
構
造
を

深
く
内
面
化
し
た
登
場
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
可
能
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
し
て
社
会
的
・
公
的
責
任
の
も
と
で
の
取
り
組
み
に
よ
る
変

化
で
は
な
く
、
個
人
の
責
任
の
も
と
で
の
変
化
に
懸
け
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う

こ
の
よ
う
な
描
き
方
か
ら
は
、「
自
己
責
任
論
」
と
い
う
言
葉
が
広
ま
り
始
め
た

時
代
に
お
け
る
登
場
人
物
の
切
迫
し
た
状
況
や
思
い
が
読
み
と
れ
る
。

さ
ら
に
考
え
た
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
言
及
し
て
き
た
、
民
族
学
校
の

生
徒
の
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
が
切
り
裂
か
れ
た
事
件
に
つ
い
て
で
あ
る
。
師
岡
康
子

は
「
一
九
八
九
年
の
パ
チ
ン
コ
疑
惑
、
九
四
年
の
核
疑
惑
、
九
八
年
の
テ
ポ
ド

ン
騒
動
」、
そ
し
て
「
眼
鏡
越
し
の
空
」
が
発
表
さ
れ
る
二
年
前
の
二
〇
〇
二
年

の
拉
致
問
題
な
ど
の
た
び
に
、
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
が
切
り
裂
か
れ
る
事
件
も
含
め

た
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（10
）。
こ
の
閉

塞
し
た
社
会
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
現
実
を
変
え
る
可
能
性
を
身
近
な
個
人
の

変
化
の
レ
ベ
ル
か
ら
辛
う
じ
て
見
出
そ
う
と
す
る
登
場
人
物
の
、
追
い
つ
め
ら

れ
た
状
況
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
の
文
脈
の
中
で
登
場
人
物
の
描

写
を
捉
え
る
こ
と
で
も
、
名
乗
り
を
抑
圧
す
る
差
別
の
問
題
に
対
抗
し
よ
う
と

す
る
、「
眼
鏡
越
し
の
空
」
の
一
側
面
が
明
ら
か
に
な
る
。

六

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、「
自
己
責
任
論
」
に
搦
め
取
ら
れ
る
危
う
さ
に
注
意
を
払
い
な
が

ら
「
眼
鏡
越
し
の
空
」
の
読
み
の
可
能
性
を
考
え
た
。
具
体
的
に
は
テ
ク
ス
ト

の
登
場
人
物
の
表
象
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
語
り
の
レ
ベ
ル
で
も
登
場
人
物
の

レ
ベ
ル
で
も
、
時
に
無
自
覚
に
問
題
を
は
ら
ん
だ
個
人
の
日
常
的
感
覚
に
寄
り

添
っ
て
い
る
こ
と
と
、
対
話
が
で
き
る
関
係
性
を
目
の
前
の
個
人
と
構
築
し
、

持
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
っ
た
。
さ
ら
に
、

身
近
な
個
人
の
変
化
に
触
発
さ
れ
、
現
実
を
変
え
る
可
能
性
を
想
像
し
て
語
っ

て
い
る
登
場
人
物
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
こ
と
が
持
つ
批
評

性
に
つ
い
て
も
論
じ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
本
稿
で
の
分
析
を
、
こ
の
テ

ク
ス
ト
を
貫
く
名
前
を
め
ぐ
る
問
題
系
と
と
も
に
考
察
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。鷺

沢
の
テ
ク
ス
ト
が
は
ら
む
危
う
さ
を
批
判
的
に
検
討
し
た
上
で
、
そ
こ
に

込
め
ら
れ
た
抵
抗
の
糸
口
を
拾
い
上
げ
る
。
今
鷺
沢
の
テ
ク
ス
ト
を
読
み
直
す

こ
と
の
意
義
は
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

注（
1
）
﹃
文
芸
時
評
1
9
9
3-

2
0
0
7
﹄
水
声
社
、
二
〇
〇
八
、
四
四
二-

四
四
三
頁

（
2
）
磯
貝
治
良
﹃︿
在
日
﹀
文
学
論
﹄
新
幹
社
、
二
〇
〇
四
、
二
七
七
頁

（
3
）
鷺
沢
萠
・
重
松
清
「
重
松
清
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
よ
る
鷺
沢
萠
論

誰
か

の
役
に
立
ち
た
い
︱
︱
関
係
性
の
文
学
」（「
鷺
沢
萠
︱﹃
私
の
話
﹄
ス
ペ

シ
ャ
ル
★
何
が
あ
っ
て
も
ダ
イ
ジ
ョ
ー
ブ
1
9
6
8

↔

2
0
0
3
」
河
出

書
房
新
社
﹃
文
芸
﹄
四
二-

一
、
二
〇
〇
三
・
二
、
四
〇
頁
）

（
4
）
康
潤
伊
「
名
前
を
め
ぐ
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
と
他
者
性
︱
鷺
沢
萠

「
眼
鏡
越
し
の
空
」
を
中
心
に
︱
」
白
百
合
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
﹃
国
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文
白
百
合
﹄
四
九
、
二
〇
一
八
・
三
、
七
〇
頁

（
5
）
鷺
沢
萠
公
式
サ
イ
ト
「O

f�ce M
eim

ei

」
に
は
「
鷺
沢
本
人
に
よ
る
レ

ビ
ュ
ー
」
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。「
タ
イ
ト
ル
と
歌
詞
の
引
用
を

快
く
承
諾
し
て
く
だ
さ
っ
た
吉
田
美
和
さ
ん
に
最
高
級
の
感
謝
を
述
べ
る

と
と
も
に
、
こ
の
小
説
は
、
吉
田
美
和
さ
ん
の
作
っ
た
歌
「
眼
鏡
越
し
の

空
」
が
な
け
れ
ば
こ
の
世
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と

を
断
言
し
ま
す
。」

（http: /
/m

eim
ei.la.coocan.jp

/review
/pre_m

egane.htm

最
終
閲
覧
日

は
二
〇
二
二
年
一
一
月
一
七
日
）

（
6
）
﹃
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
・
ス
コ
ア
・
ブ
ッ
ク

ド
リ
本
~D

R
E

A
M

S C
O

M
E

 

T
R

U
E

大
全
集
~（
完
全
保
存
版
）﹄
ド
レ
ミ
楽
譜
出
版
社
、
二
〇
〇
七
、
五

一
四
頁

（
7
）
吉
崎
祥
司
﹃「
自
己
責
任
論
」
を
の
り
こ
え
る
︱
︱
連
帯
と
「
社
会
的
責

任
」
の
哲
学
﹄
学
習
の
友
社
、
二
〇
一
四
、
一
七
頁

（
8
）
「
イ
ラ
ク
人
質
事
件
」
と
は
二
〇
〇
四
年
四
月
七
日
、
イ
ラ
ク
の
武
装
勢

力
が
日
本
人
三
人
を
拉
致
し
て
人
質
と
し
た
事
件
を
指
す
。
武
装
グ
ル
ー

プ
が
人
質
解
放
の
条
件
と
し
て
イ
ラ
ク
に
駐
留
し
て
い
た
自
衛
隊
の
撤
退

を
要
求
し
た
こ
と
で
、
人
質
に
な
っ
た
三
人
と
そ
の
家
族
が
「
自
己
責
任
」

と
い
う
言
葉
で
非
難
さ
れ
た
。

（
9
）
こ
こ
で
い
う
「
持
続
」
は
、
全
く
同
じ
関
係
性
を
保
ち
、
再
生
産
し
続

け
る
こ
と
で
は
な
い
。
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
そ
の
場
そ
の

場
の
や
り
取
り
の
中
で
形
を
変
え
つ
つ
も
、
つ
な
が
り
を
断
た
ず
に
い
る

こ
と
で
あ
る
。

（
10
）
師
岡
康
子
﹃
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
と
は
何
か
﹄
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
、

「
は
じ
め
に
」
Ⅴ-

Ⅵ

※
本
文
引
用
は
鷺
沢
萠
「
眼
鏡
越
し
の
空
」（
鷺
沢
萠
﹃
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
・

ネ
ー
ム
﹄
新
潮
社
、
二
〇
〇
四
）
に
よ
っ
た
。

付
記本

稿
は
、
国
語
教
育
カ
フ
ェ
（
二
〇
二
二
年
七
月
二
三
日

於
広
島
大
学
）

に
て
発
表
し
た
内
容
を
も
と
に
、
ま
と
め
直
し
た
も
の
で
す
。

（
広
島
大
学
大
学
院
人
間
社
会
科
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
一
年
）




