
︿
実
践
報
告
﹀
文
学
教
材
を
論
理
的
に
読
む

︱
村
上
春
樹
﹃
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹄
の
授
業

︱山

田

哲

久

は
じ
め
に

国
語
科
教
育
に
携
わ
る
も
の
に
と
っ
て
︑
こ
こ
数
年
は
自
分
の
こ
れ
ま
で
の

授
業
実
践
を
振
り
返
り
︑
ま
た
こ
れ
か
ら
行
う
べ
き
授
業
実
践
に
つ
い
て
思
い

を
め
ぐ
ら
す
日
々
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
新
学
習
指
導
要
領
を
め
ぐ

る
議
論
は
︑
国
語
の
授
業
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
︑
本
質
的
な
問
題
に

つ
い
て
考
え
る
機
会
を
私
た
ち
に
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
中
学
校
で
は
既
に

二
〇
二
一
年
度
の
一
年
生
か
ら
新
課
程
で
の
授
業
が
始
ま
っ
て
い
る
︒
高
等
学

校
で
も
︑
二
〇
二
二
年
度
の
一
年
生
か
ら
﹃
現
代
の
国
語
﹄
と
﹃
言
語
文
化
﹄

の
授
業
が
始
ま
り
︑
そ
の
生
徒
た
ち
は
二
年
生
に
な
る
と
﹃
論
理
国
語
﹄︑
あ

る
い
は
﹃
文
学
国
語
﹄
の
授
業
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
国
語
科

教
育
の
転
換
期
に
お
い
て
本
稿
で
考
え
た
い
の
は
︑
教
室
で
文
学
を
︿
読
む
﹀

と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
︒

今
回
の
改
訂
の
背
景
に
あ
る
の
は
︑
野
矢
茂
樹
氏
の
言
葉
に
表
れ
て
い
る
よ

う
に
︑
文
学
を
読
む
こ
と
よ
り
も
﹁
実
用
文
や
論
理
的
な
文
章
を
し
っ
か
り
読

み
︑
書
け
る
力
を
育
て
る
こ
と
の
方
が
優
先
順
位
が
高
い①

﹂
と
い
う
考
え
方
で

あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
﹁
実
用
文
や
論
理
的
な
文
章
﹂
を
正
確
に
︿
読
む
こ
と
﹀
や

︿
書
く
こ
と
﹀
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ら
の
能

力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
教
材
と
し
て
﹁
実
用
文
や
論
理
的
な
文
章
﹂
以
外
に

は
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
な
ぜ
︑
文
学
教
材
を
通
し
て
﹁
実
用
文
や
論

理
的
な
文
章
﹂
を
読
み
・
書
く
力
は
身
に
付
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ

ろ
う
か
︒

文
学
の
授
業
の
必
要
性
を
批
判
的
に
捉
え
る
論
者
に
共
通
す
る
の
は
︑
自
身

の
授
業
体
験
を
そ
の
批
判
の
根
拠
と
す
る
こ
と
だ②

︒
教
師
の
個
人
的
な
解
釈
を

一
方
的
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
体
験
を
踏
ま
え
た
批
判
で
あ
る
︒
そ
れ
ら

は
紅
野
謙
介
氏
が
正
し
く
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
論
者
の
﹁
ル
サ
ン
チ
マ
ン③

﹂
で

︿
実
践
報
告
﹀
文
学
教
材
を
論
理
的
に
読
む
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し
か
な
い
の
だ
が
︑﹃
文
学
国
語
﹄
よ
り
も
﹃
論
理
国
語
﹄
が
優
先
さ
れ
る
根

拠
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
そ
の
よ
う
に
経
験
が
﹃
文
学
国
語
﹄
よ
り
も
﹃
論
理
国
語
﹄
を
優

先
す
る
こ
と
の
根
拠
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
自
体
︑
少
々
乱
暴
な
論
理
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
も
そ
も
︑
そ
の
教
師
は
本
当
に
根
拠
を
一
切
示
す
こ
と

な
く
︑
ま
た
そ
の
根
拠
の
妥
当
性
を
審
議
に
か
け
る
こ
と
な
く
︑
一
方
的
に
自

分
の
個
性
的
な
解
釈
を
生
徒
に
押
し
つ
け
た
の
だ
ろ
う
か
︒
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ

は
改
善
が
必
要
な
授
業
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
︵
も
ち
ろ
ん
︑﹁
だ
か

ら
︑
文
学
は
い
ら
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
︶︒
し
か
し
︑
あ
る
一

つ
の
解
釈
が
導
き
出
さ
れ
る
過
程
が
説
明
さ
れ
な
が
ら
︑
そ
れ
が
自
身
の
解
釈

と
合
致
し
な
い
か
ら
︑
押
し
つ
け
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
︑

そ
れ
は
文
学
の
問
題
で
は
な
く
︑
授
業
の
方
法
の
問
題
で
あ
る
︒

文
学
テ
ク
ス
ト
が
多
様
な
解
釈
の
可
能
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
︑
周
知
の

事
実
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
あ
る
教
師
が
様
々
な
可
能
性
を
踏
ま
え
た
上

で
授
業
で
提
示
し
た
解
釈
と
︑
例
え
ば
私
が
今
こ
こ
で
直
感
的
に
思
い
つ
い
た

解
釈
が
︑
等
価
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
︒
文
学
テ
ク
ス
ト
は
多
様
な

解
釈
の
可
能
性
を
有
し
て
い
る
が
︑
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
は
そ
の
妥
当
性

の
審
議
を
経
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
︒
ど
の
解
釈
が
よ
り
妥
当

で
説
得
力
が
あ
る
の
か
︑
文
学
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
は
そ
の
よ
う
な
審
議
を
受
け

る
必
要
が
あ
る
︒
日
本
近
現
代
文
学
研
究
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に

よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
分
野
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
文
学
テ
ク
ス
ト
の
特
性
を
利
用
し
な
が
ら
︑
新
学
習
指
導
要
領

と
は
別
の
回
路
に
よ
っ
て
﹁
実
用
文
や
論
理
的
な
文
章
﹂
を
読
む
力
を
身
に
付

け
る
と
い
う
到
達
点
を
目
指
し
た
の
が
︑
本
稿
で
紹
介
す
る
授
業
実
践
で
あ
る
︒

村
上
春
樹
﹃
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹄
は
︑
﹃
伝
え
合
う
言
葉

中
学
国
語

�
﹄︵
二
〇
二
一
年
一
月
二
〇
日
︑
教
育
出
版
︶
の
﹁
八

未
来
の
あ
な
た
へ
﹂

の
章
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
配
当
時
数
は
﹁
�
時
間
﹂
に
設
定
さ
れ
て
お
り
︑

い
わ
ゆ
る
﹁
読
書
教
材
﹂
と
し
て
の
扱
い
に
な
っ
て
い
る
︒
よ
っ
て
︑﹃
バ
ー

ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹄
の
授
業
実
践
と
し
て
も
︑﹁
授
業
の
展
開
︻
学
習
の
流

れ
︼﹂
が
示
す
よ
う
に
︑﹁
第
�
時

全
文
を
通
読
し
て
︑
あ
ら
す
じ
と
登
場
人

物
の
人
物
像
を
捉
え
る
︒
﹂﹁
第
�
時

表
現
上
の
特
徴
を
調
べ
る
︒
自
分
だ
っ

た
ら
二
十
歳
の
誕
生
日
に
何
を
願
う
か
︑
自
由
に
考
え
て
交
流
し
︑
紹
介
し
合

う
︒﹂
と
い
っ
た
︑
生
徒
た
ち
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
に
﹁
自
由
に
考
え
﹂
た
内
容

を
発
表
し
︑
そ
れ
を
中
心
に
﹁
交
流
﹂
す
る
と
い
っ
た
展
開
が
想
定
さ
れ
て
い

る④

︒
こ
の
よ
う
な
授
業
展
開
は
︑
﹃
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹄
が
最
初
に
教
科

書
に
掲
載
さ
れ
て
以
来
︑
大
き
な
変
化
は
な
い
︒

教
材
の
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
か
ら
︑
五
十
嵐
淳
氏
は
﹁
一
読
し
た
あ
と
︑

感
想
を
述
べ
さ
せ
た
り
村
上
春
樹
に
つ
い
て
一
言
解
説
し
て
授
業
を
終
え
る
の

が
︑
一
般
的
な
や
り
方
﹂
と
し
︑
教
材
と
し
て
の
﹃
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹄

を
︑﹁
読
書
体
験
を
反
芻
し
︑
自
分
の
生
き
方
に
も
思
い
を
馳
せ
る
﹂
と
い
う

︿
実
践
報
告
﹀
文
学
教
材
を
論
理
的
に
読
む
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﹁
小
説
の
読
み
の
面
白
さ
を
体
験
さ
せ
る
に
適
し
た
教
材
﹂
で
あ
る
と
す
る⑤

︒

ま
た
︑
黒
田
大
河
氏
は
︑
授
業
で
は
﹁
学
習
者
生
徒
が
自
ら
主
体
的
に
作
品
の

世
界
を
解
き
明
か
そ
う
と
考
え
る
こ
と
︑
そ
の
出
発
点
と
な
る
よ
う
な
問
い
か

け
を
与
え
る
こ
と
が
重
要
﹂
で
あ
り
︑﹁
指
導
者
か
ら
小
説
の
構
造
を
詳
細
に

解
き
明
か
す
よ
う
な
授
業
展
開
は
必
要
な
い
﹂
と
述
べ
︑﹃
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ

ー
ル
﹄
の
授
業
を
﹁
学
習
者
生
徒
一
人
ひ
と
り
が
人
生
に
お
け
る
選
択
の
意
義

を
考
え
る
機
会
﹂
と
位
置
づ
け
る⑥

︒﹃
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹄
に
与
え
ら
れ

る
授
業
時
数
が
﹁
�
時
間
﹂
と
考
え
る
な
ら
ば
︑
教
員
は
最
低
限
の
﹁
問
い
か

け
﹂
だ
け
を
行
い
︑
後
は
生
徒
の
読
書
行
為
を
支
え
る
役
割
に
徹
す
る
の
が
現

実
的
で
あ
り
︑
指
導
書
も
教
師
に
そ
の
よ
う
な
﹁
役
割
﹂
を
求
め
て
い
る⑦

︒

し
か
し
︑﹃
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹄
を
﹁
読
書
教
材
﹂
と
し
て
の
み
扱
う

こ
と
は
︑
そ
の
文
学
教
材
と
し
て
の
可
能
性
を
最
大
限
に
引
き
出
し
て
い
る
と

は
言
え
な
い
︒﹃
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹄
の
先
行
研
究
で
は
︑﹁
彼
女
﹂
の

﹁
願
い
ご
と
﹂
の
具
体
的
な
内
容
や
︑
語
り
手
と
し
て
の
﹁
僕
﹂
の
役
割
︑
ま

た
テ
ク
ス
ト
の
構
造
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
き
た
︒
論
理
的
な
手
続
き
を
踏
ま
え

た
多
様
な
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
学
術
論
文
と
し
て
の
先
行
研

究
は
﹁
実
用
文
や
論
理
的
な
文
章
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
を
実
際
の
授
業
で
利
用

す
る
こ
と
で
︑
文
学
教
材
を
扱
い
な
が
ら
﹁
実
用
文
や
論
理
的
な
文
章
﹂
を
読

む
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑
複
数
の
先

行
研
究
の
中
か
ら
最
も
説
得
力
が
あ
る
も
の
を
選
択
す
る
と
い
う
過
程
は
︑
高

度
な
﹁
比
較
読
み
﹂
の
実
践
と
も
な
る
だ
ろ
う
︒

も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ
ら
の
成
果
を
中
等
教
育
に
活
用
す
る
た
め
に
は
課
題
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
︒
一
つ
は
︑
難
易
度
の
問
題
で
あ
る
︒
学
術
論
文
を
中
学
三

年
生
に
正
確
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
は
大
き
な
困
難
が
伴
う
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑

も
う
一
つ
は
授
業
時
間
の
問
題
で
あ
る
︒
中
学
校
の
新
学
習
指
導
要
領
に
お
い

て
は
︑︿
読
む
こ
と
﹀
に
利
用
で
き
る
授
業
時
間
数
が
大
幅
に
減
少
す
る
た
め
︑

文
学
の
授
業
に
さ
ら
に
時
間
を
割
く
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
︑
学
術

論
文
を
読
む
た
め
の
言
語
レ
ベ
ル
を
有
し
︑
文
学
教
材
を
精
読
す
る
授
業
実
践

が
可
能
な
学
年
と
し
て
︑
本
稿
で
は
高
校
三
年
生
を
設
定
し
た
い
︒

本
稿
は
︑
同
志
社
女
子
中
学
校
・
高
等
学
校
の
二
〇
二
〇
年
度
高
校
三
年
生

を
対
象
と
し
た
選
択
授
業
﹁
国
語
総
合
Ⅱ
︵
現
代
文
︶﹂
に
お
い
て
︑﹃
バ
ー
ス

デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹄
を
取
り
上
げ
た
際
の
授
業
実
践
︵
五
時
間
︶
報
告
で
あ
る
︒

﹁
国
語
総
合
Ⅱ
︵
現
代
文
︶
﹂
は
︑
﹁
近
現
代
の
文
学
作
品
の
読
解
︑
鑑
賞
﹂
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
新
課
程
の
﹁
文
学
国
語
﹂
に
相
当
す
る
科
目
で
あ

る
︒﹁
文
学
国
語
﹂
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
授
業
実
践
が
可
能
で
あ
り
︑
ま
た

そ
の
授
業
実
践
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
能
力
の
涵
養
が
期
待
さ
れ
る
か
に
つ
い

て
考
察
し
た
い
︒�

︑﹁
彼
女
﹂
の
願
い
ご
と
と
は
何
か
を
考
え
る
た
め
に

前
述
し
た
よ
う
に
本
授
業
の
目
的
は
︑
︿
学
術
論
文
と
し
て
の
先
行
研
究
を

︿
実
践
報
告
﹀
文
学
教
材
を
論
理
的
に
読
む
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利
用
す
る
こ
と
で
︑
文
学
教
材
を
通
し
て
﹁
実
用
文
や
論
理
的
な
文
章
﹂
を
読

む
力
を
つ
け
る
﹀
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
︑

ま
ず
生
徒
た
ち
が
初
読
の
時
点
で
物
語
内
容
を
ど
の
程
度
理
解
し
て
い
る
の
か

を
測
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
最

も
効
果
的
な
授
業
内
容
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

さ
て
︑
生
徒
た
ち
の
初
読
時
の
理
解
度
を
測
定
す
る
方
法
と
し
て
︑
本
授
業

に
お
い
て
は
最
初
の
音
読
の
後
に
﹁
Ａ
︑
﹁
彼
女
﹂
の
願
い
ご
と
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
︒﹂
と
﹁
Ｂ
︑
Ａ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
は

な
ぜ
か
︒﹂
と
い
う
二
つ
の
問
に
答
え
て
も
ら
う
と
い
う
形
を
採
用
し
た
︒

た
だ
し
︑
こ
れ
は
授
業
の
中
心
を
﹁
彼
女
﹂
の
﹁
願
い
ご
と
﹂
の
特
定
に
置

く
と
い
う
意
味
で
は
な
い
︒﹁
彼
女
﹂
の
﹁
願
い
ご
と
﹂
の
内
容
は
明
確
に
は

語
ら
れ
て
い
な
い
た
め
︑
一
つ
の
正
答
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
あ
く

ま
で
も
﹁
彼
女
﹂
の
﹁
願
い
ご
と
﹂
が
﹁
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る

か
﹂
と
い
う
レ
ベ
ル
で
し
か
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
﹁
願
い
ご
と
﹂
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
の
よ
う
に

﹁
考
え
ら
れ
る
﹂
根
拠
は
本
文
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
生
徒
た
ち
に

右
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
も
ら
う
こ
と
で
︑
ま
ず
は
本
文
を
精
読
し
て
も
ら
う

こ
と
に
し
た
︒
漠
然
と
音
読
さ
せ
る
よ
り
も
︑
目
的
が
明
確
な
音
読
の
方
が
作

業
効
率
も
向
上
す
る
だ
ろ
う
︒

た
だ
し
︑
音
読
の
後
︑
何
の
サ
ポ
ー
ト
も
な
く
前
述
の
﹁
二
つ
の
問
﹂
に
取

り
か
か
っ
て
も
ら
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
大
き
な
誤
読
を
避
け
る
た
め
に
︑
通

読
後
︑
本
文
の
構
成
に
つ
い
て
解
説
し
︑
解
釈
に
関
わ
る
前
提
を
教
室
で
共
有

で
き
る
よ
う
に
方
向
付
け
た
︒

本
文
は
一
行
あ
き
で
︑
八
つ
の
段
落
に
分
け
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
八
つ
の
段

落
を
さ
ら
に
﹁
ａ
︑
二
十
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
彼
女
の
物
語
﹂︵
①
③
④

⑥
︶︑﹁
ｂ
︑
三
十
歳
を
過
ぎ
た
彼
女
が
Ａ
の
出
来
事
に
つ
い
て
﹁
僕
﹂
と
対
話

す
る
物
語
﹂︵
②
⑤
⑦
︶
︑﹁
ｃ
︑
老
人
の
台
詞
が
繰
り
返
さ
れ
る
結
末
﹂︵
⑧
︶

の
三
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
類
し
た
︒
こ
こ
で
生
徒
た
ち
に
注
意
を
促
し
た
の
は
︑

テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
話
題
の
中
心
は
﹁
彼
女
﹂
で
あ
る
一
方
で
︑
語
り
手
は

﹁
僕
﹂
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
僕
﹂
は
﹁
彼
女
﹂
か
ら
﹁
彼

女
﹂
の
﹁
二
十
歳
の
誕
生
日
﹂
に
起
こ
っ
た
不
思
議
な
出
来
事
に
つ
い
て
︑
そ

の
出
来
事
が
起
こ
っ
た
﹁
十
年
以
上
﹂
後
に
聞
き
︑
そ
の
聞
い
た
物
語
を
再
構

成
し
な
が
ら
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

ａ
の
部
分
は
﹁
彼
女
﹂
を
視
点
人
物
と
し
た
三
人
称
で
語
ら
れ
︑
ｂ
の
部
分

は
﹁
僕
﹂
の
一
人
称
で
語
ら
れ
︑
ｃ
に
つ
い
て
は
ど
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
い

る
の
か
が
曖
昧
な
語
り
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
複
雑
な
構
成
も
全
て
語
り

手
で
あ
る
﹁
僕
﹂
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
以
前
の
授
業
で
語
り
手
と
作
者
を
同
一
視
す
る
読
解
が
見
ら
れ
た
こ

と
を
踏
ま
え
︑
語
り
手
で
あ
る
﹁
僕
﹂
は
物
語
世
界
内
に
登
場
す
る
人
物
の
一

人
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
︑
︿
物
語
世
界
内
の
語
り
手
﹀
で
あ
り
︑
語
り
手
で
あ
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る
﹁
僕
﹂
と
実
体
と
し
て
の
作
者
で
あ
る
村
上
春
樹
は
切
り
離
し
て
考
え
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
も
同
時
に
伝
え
た
︒

以
上
の
よ
う
な
前
提
を
共
有
し
た
上
で
︑
生
徒
た
ち
に
は
先
に
述
べ
た
﹁
Ａ
︑

﹁
彼
女
﹂
の
願
い
ご
と
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
︒﹂
と
﹁
Ｂ
︑

Ａ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
︒﹂
と
い
う
課
題
に
取
り
組
ん
で
も
ら

っ
た
︒
課
題
は
授
業
時
間
内
に
回
収
し
︑
こ
ち
ら
で
回
答
を
整
理
し
た
上
で
︑

次
の
授
業
で
生
徒
た
ち
の
Ｂ
の
回
答
だ
け
を
紹
介
し
た
︒
Ａ
の
回
答
を
紹
介
し

な
か
っ
た
の
は
︑
生
徒
た
ち
に
は
︑
ま
ず
本
文
の
ど
の
よ
う
な
表
現
に
注
目
す

れ
ば
﹁
彼
女
﹂
の
願
い
ご
と
を
特
定
で
き
る
の
か
を
意
識
し
て
も
ら
い
た
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
︒
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
︑
他
者
の
解
釈
の
過
程
を
知
る
機
会

に
も
な
る
だ
ろ
う
︒

で
は
︑
生
徒
た
ち
は
本
文
の
ど
の
よ
う
な
表
現
に
注
目
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒

多
く
の
生
徒
た
ち
が
注
目
し
た
の
は
﹁
老
人
﹂
の
台
詞
で
あ
る
︒﹁
願
い
ご

と
﹂
を
﹁
か
な
え
﹂
る
立
場
の
﹁
老
人
﹂
が
自
ら
提
示
し
た
条
件
が
︑﹁
彼
女
﹂

の
﹁
願
い
ご
と
﹂
の
内
容
に
直
接
影
響
を
与
え
る
と
考
え
る
の
は
自
然
で
あ
る
︒

﹁
老
人
﹂
の
台
詞
を
踏
ま
え
れ
ば
︑﹁
彼
女
﹂
の
﹁
願
い
ご
と
﹂
は
﹁
形
﹂
や

﹁
値
段
﹂
の
あ
る
も
の
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
︑﹁
こ
う
な
れ
ば
い

い
と
い
う
願
い
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
①
︶︒
そ
し
て
︑﹁
か
な
え
て
﹂
も

ら
え
る
﹁
願
い
ご
と
﹂
は
﹁
一
つ
だ
け
﹂
で
あ
る
︵
②
︶︒

ま
た
︑﹁
彼
女
﹂
の
﹁
願
い
ご
と
﹂
を
聞
い
た
﹁
老
人
﹂
の
台
詞
に
注
目
し

た
生
徒
も
多
か
っ
た
︒
こ
こ
で
の
﹁
老
人
﹂
の
台
詞
は
﹁
彼
女
﹂
の
﹁
願
い
ご

と
﹂
に
対
す
る
反
応
な
の
だ
か
ら
︑
そ
こ
か
ら
﹁
願
い
ご
と
﹂
の
中
身
を
想
像

す
る
と
い
う
姿
勢
も
妥
当
な
も
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑﹁
君
の
よ
う
な
年
頃
の

女
の
子
に
し
て
は
︑
い
っ
ぷ
う
変
わ
っ
た
願
い
の
よ
う
に
思
え
る
﹂
や
﹁
例
え

ば
︑
そ
う
だ
な
︑
も
っ
と
美
人
に
な
り
た
い
と
か
︑
賢
く
な
り
た
い
と
か
︑
お

金
持
ち
に
な
り
た
い
と
か
︑
そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
ん
だ

ね
？

普
通
の
女
の
子
が
願
う
よ
う
な
こ
と
を
﹂
と
い
う
台
詞
で
あ
る
︵
③
・

④
︶︒
し
か
し
﹁
い
っ
ぷ
う
変
わ
っ
た
﹂
や
﹁
普
通
の
女
の
子
﹂
と
い
う
表
現

に
関
し
て
は
︑
﹁
老
人
﹂
の
個
人
的
な
価
値
観
で
あ
る
た
め
︑
﹁
彼
女
﹂
の
﹁
願

い
ご
と
﹂
を
特
定
す
る
た
め
の
根
拠
に
は
な
り
に
く
い
︒﹁
老
人
﹂
に
と
っ
て

の
﹁
変
わ
っ
た
﹂
や
﹁
普
通
﹂
と
︑
読
者
の
そ
れ
が
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
少
数
で
は
あ
る
が
︑﹁
老
人
﹂
の
﹁
こ
れ
で
君
の
願
い
は
か
な
え

ら
れ
た
﹂
や
﹁
君
の
願
い
は
す
で
に
か
な
え
ら
れ
た
﹂
と
い
う
台
詞
に
注
目
し

た
生
徒
も
い
た
︒
﹁
老
人
﹂
の
こ
れ
ら
の
言
葉
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
︑

﹁
彼
女
﹂
の
﹁
願
い
ご
と
﹂
は
そ
れ
を
し
た
時
点
で
既
に
か
な
え
ら
れ
て
い
る

も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︵
⑤
︶
︒

一
方
で
︑
場
面
ｂ
に
お
け
る
﹁
彼
女
﹂
の
台
詞
に
注
目
し
た
生
徒
た
ち
も
多

か
っ
た
︒
そ
れ
は
﹁
僕
﹂
の
﹁
そ
の
願
い
ご
と
が
実
際
に
か
な
っ
た
の
か
ど
う

か
﹂
と
い
う
問
い
に
対
す
る
﹁
彼
女
﹂
の
次
の
よ
う
な
回
答
で
あ
る
︒

︿
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最
初
の
質
問
に
対
す
る
答
え
は
イ
エ
ス
で
あ
り
︑
ノ
オ
ね
︒
ま
だ
人
生
は

先
が
長
そ
う
だ
し
︑
私
は
も
の
ご
と
の
な
り
ゆ
き
を
最
後
ま
で
見
届
け
た

わ
け
じ
ゃ
な
い
か
ら
︒

こ
の
﹁
彼
女
﹂
の
言
葉
か
ら
﹁
願
い
ご
と
﹂
の
内
容
が
﹁
人
生
﹂
に
関
わ
る

も
の
で
あ
る
と
考
え
た
生
徒
は
多
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
内
容
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒
授
業
で
は
︑﹁
イ
エ
ス
で
あ
り
︑

ノ
オ
﹂
と
い
う
﹁
彼
女
﹂
の
言
葉
を
︿︵
願
い
ご
と
は
︶
今
の
と
こ
ろ
は
叶
っ

て
い
る
﹀
と
解
釈
し
た
生
徒
の
回
答
を
紹
介
し
な
が
ら
︑﹁
彼
女
﹂
の
こ
の
言

葉
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
な
補
足
説
明
を
行
っ
た
︒

こ
の
言
葉
が
﹁
そ
の
願
い
ご
と
が
実
際
に
か
な
っ
た
の
か
ど
う
か
﹂
と
い
う

﹁
僕
﹂
の
﹁
質
問
﹂
へ
の
﹁
答
え
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
︑

﹁
イ
エ
ス
で
あ
り
︑
ノ
オ
﹂
と
は
︿
か
な
っ
た
と
も
言
え
る
し
︑
か
な
っ
て
い

な
い
と
も
言
え
る
﹀
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
理
由
と
し
て
﹁
彼

女
﹂
が
挙
げ
る
の
が
︑
今
が
﹁
人
生
﹂
の
途
中
で
あ
る
こ
と
と
︑﹁
彼
女
﹂
自

身
が
﹁
も
の
ご
と
の
な
り
ゆ
き
﹂
を
︱
つ
ま
り
﹁
願
い
ご
と
が
実
際
に
か
な
っ

た
の
か
ど
う
か
﹂
と
い
う
結
末
を
︱
﹁
最
後
﹂
ま
で
見
届
け
た
わ
け
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁
彼
女
﹂
は
﹁
願
い
ご
と
が
実
際
に
か
な
っ
た
の
か
ど

う
か
﹂
と
い
う
﹁
質
問
﹂
に
対
し
て
た
だ
︿
分
か
ら
な
い
﹀
と
答
え
て
い
る
の

で
は
な
く
︑﹁
イ
エ
ス
で
あ
り
︑
ノ
オ
﹂
と
答
え
て
い
る
︒﹁
イ
エ
ス
﹂︵
か
な

っ
た
︶
と
言
え
る
の
は
︑
少
な
く
と
も
現
時
点
で
は
﹁
そ
の
願
い
ご
と
﹂
が
か

な
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
り
︵
⑥
︶︑﹁
ノ
オ
﹂︵
か
な
っ
て
い
な
い
︶

と
も
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
︑
そ
の
﹁
願
い
ご
と
﹂
が
か
な
っ
た
か
ど
う
か

の
最
終
判
断
は
﹁
人
生
﹂
の
﹁
最
後
﹂
ま
で
先
送
り
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
だ
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︵
⑦
︶
︒

﹁
彼
女
﹂
の
願
い
ご
と
の
条
件
を
整
理
す
る
と
︻
板
書
�
︼
の
よ
う
に
な
る
︒

︻
板
書
�

︼

彼
女
の
願
い
ご
と
の
条
件

①
形
や
値
段
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
︑
﹁
こ
う
な
れ
ば
い
い
と
い
う
願
い
﹂
︒

②
一
つ
だ
け

③
二
十
歳
ぐ
ら
い
の
女
の
子
に
し
て
は
い
っ
ぷ
う
変
わ
っ
た
願
い
ご
と
︒

④
美
人
に
な
り
た
い
と
か
︑
賢
く
な
り
た
い
と
か
︑
お
金
持
ち
に
な
り
た
い
と

い
っ
た
よ
う
な
﹁
普
通
の
女
の
子
﹂
が
願
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
︒

⑤
願
い
ご
と
を
し
た
時
点
で
既
に
か
な
え
ら
れ
て
い
る
︒

⑥
現
時
点
で
は
﹁
イ
エ
ス
﹂
︵
か
な
っ
て
い
る
︶
と
言
え
る
︒

⑦
か
な
っ
た
か
ど
う
か
の
最
終
判
断
は
人
生
の
最
後
ま
で
先
送
り
さ
れ
る
︒

�
︑
先
行
研
究
の
検
証
と
比
べ
読
み

続
け
て
︑﹁
彼
女
﹂
の
﹁
願
い
ご
と
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
に
移
っ
た
の
だ
が
︑
こ
こ
で
は
生

徒
た
ち
の
回
答
を
紹
介
す
る
形
で
は
な
く
︑
﹃
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹄
の
先

︿
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行
研
究
で
示
さ
れ
た
﹁
彼
女
﹂
の
﹁
願
い
ご
と
﹂
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
そ
の

妥
当
性
を
検
討
す
る
と
い
う
形
式
を
採
っ
た
︒
生
徒
た
ち
が
示
し
た
回
答
の
ほ

と
ん
ど
が
先
行
研
究
で
示
さ
れ
た
﹁
願
い
ご
と
﹂
に
回
収
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
授
業
展
開
が
可
能
で
あ
る
の
は
︑
課
題
を
通
し
て
生
徒
た
ち
が

高
い
レ
ベ
ル
で
物
語
内
容
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
て
い
た

か
ら
で
あ
る
︒
物
語
内
容
の
理
解
が
不
十
分
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
︑
そ
の

よ
う
な
段
階
に
応
じ
た
別
の
授
業
展
開
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
︒

そ
れ
ぞ
れ
の
先
行
研
究
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
展
開
が
あ
り
︑
結
論
に
至
る

過
程
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
︑
授
業
時
間
の

都
合
で
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
の
全
文
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
せ
ず
︑
一
部
を
引
用

し
た
も
の
を
プ
リ
ン
ト
と
し
て
配
付
す
る
こ
と
に
し
た
︒
ま
た
︑
そ
れ
ぞ
れ
の

先
行
研
究
に
つ
い
て
︑︻
考
察
︼
と
い
う
項
目
を
設
け
︑
批
判
の
た
め
の
視
点

を
紹
介
す
る
形
を
採
っ
た
︒
他
者
の
意
見
を
論
理
的
に
批
判
す
る
た
め
の
手
続

き
を
身
に
付
け
て
も
ら
う
た
め
の
試
み
で
あ
る
︒

最
初
に
取
り
上
げ
た
の
は
︑
波
瀬
蘭
﹁﹁
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹂
あ
る
い

は
物
語
の
空
白
に
つ
い
て
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
波
瀬
氏
は
﹁
彼
女
﹂
の
願
い

ご
と
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る⑧

︒

た
と
え
興
醒
め
で
も
敢
え
て
答
え
を
示
せ
ば
︑
そ
れ
は
﹁
こ
れ
か
ら
先
︑

何
も
︿
願
い
ご
と
﹀
を
持
た
ず
に
す
む
人
生
を
送
れ
ま
す
よ
う
に
﹂
と
い

っ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
︒
︵
は
ず
で
す
よ
ね
︒
な
る
ほ
ど
と
頷
い
て
い

た
だ
け
る
こ
と
が
今
は
た
っ
た
一
つ
の
願
い
で
す
︒︶

こ
こ
で
︻
考
察
︼
の
視
点
と
し
て
挙
げ
た
の
は
﹁
波
瀬
氏
の
考
察
は
右
の
条

件
に
あ
て
は
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
授
業
内
容
を

踏
ま
え
て
︑
先
行
研
究
の
矛
盾
を
探
す
と
い
う
形
で
あ
る
︒
仮
に
﹁
彼
女
﹂
の

願
い
ご
と
が
波
瀬
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
﹁
こ
れ
か
ら
先
︑
何
も
︿
願
い
ご
と
﹀

を
持
た
ず
に
す
む
人
生
を
送
れ
ま
す
よ
う
に
﹂
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ

は
﹁
⑤
願
い
ご
と
を
し
た
時
点
で
既
に
か
な
え
ら
れ
て
い
る
﹂
の
だ
か
ら
︑
現

在
の
﹁
彼
女
﹂
に
﹁
願
い
ご
と
﹂
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
西
田
谷
洋

氏
が
述
べ
る
よ
う
に⑨

︑
現
在
の
﹁
彼
女
﹂
の
﹁
人
間
と
い
う
の
は
︑
何
を
望
ん

だ
と
こ
ろ
で
︑
ど
こ
ま
で
い
っ
た
と
こ
ろ
で
︑
自
分
以
外
に
は
な
れ
な
い
も
の

な
の
ね
﹂
と
い
う
台
詞
か
ら
は
﹁
現
在
﹂
に
お
い
て
も
﹁
彼
女
が
願
い
を
持
ち

続
け
て
い
る
こ
と
﹂
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
波
瀬
の
指
摘
は
妥
当
で
は

な
い
と
判
断
さ
れ
る
︒

次
に
取
り
上
げ
た
の
は
︑
可
児
洋
介
﹁
村
上
春
樹
﹃
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー

ル
﹄
に
お
け
る
語
り
の
機
能
﹂
で
あ
る
︒
可
児
氏
は
﹁
彼
女
﹂
の
願
い
ご
と
の

内
容
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る⑩

︒

﹁
彼
女
﹂
は
老
人
に
自
ら
の
欲
望
を
先﹅

取﹅

り﹅

し﹅

て﹅

与
え
ら
れ
て
い
る
か
の

よ
う
な
錯
覚
に
半
ば
陥
り
な
が
ら
︑
先
刻
の
﹁
老
人
﹂
の
台
詞
を
口﹅

に﹅

出﹅

し﹅

て﹅

反
復
し
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
私
の
人
生
が
実
り

︿
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告
﹀
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学
教
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論
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の
あ
る
豊
か
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
︒
な
に
も
の
も
そ
こ
に
暗
い
影
を
落

と
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
﹂
と
︒

可
児
氏
の
主
張
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
﹁
彼
女
﹂
の
﹁
反
復
﹂
で
あ
る
︒

よ
っ
て
︑
こ
こ
で
の
︻
考
察
︼
の
視
点
は
﹁
な
ぜ
﹁
彼
女
﹂
が
﹁
老
人
﹂
の
台

詞
を
反
復
し
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
？
﹂
と
し
た
︒
で
は
︑
本
文
に
お
け
る

﹁
彼
女
﹂
の
﹁
反
復
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
︒

﹁
も
ち
ろ
ん
︒
私
は
か
ま
わ
ん
よ
︒
君
が
そ
う
望
む
な
ら
︒
｣
／
私
が
そ
う

望
む
な
ら
？

と
彼
女
は
思
っ
た
︒
ず
い
ぶ
ん
奇
妙
な
言
い
方
だ
︒
私
が

い
っ
た
い
何
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
？

こ
こ
で
の
﹁
彼
女
﹂
の
反
応
に
つ
い
て
︑
可
児
氏
は
﹁﹁
彼
女
﹂
が
老
人
に

よ
っ
て
﹁
何
か
を
望
ん
で
い
る
自
分
﹂
と
い
う
自
己
像
を
与
え
ら
れ
て
い
る
﹂

と
指
摘
す
る
︒
同
様
の
﹁
反
復
﹂
は
次
の
箇
所
に
も
登
場
す
る
︒

﹁
あ
あ
︑
も
ち
ろ
ん
︒
廊
下
に
出
し
て
お
く
よ
︒
ワ
ゴ
ン
に
乗
せ
て
︒
一

時
間
後
に
︒
君
が
そ
う
望
む
の
な
ら
︒
｣／
そ
う
︑
そ
れ
が
私
の
望
む
こ
と

な
の
︑
今
の
と
こ
ろ
︑
と
彼
女
は
心
の
中
で
思
っ
た
︒

確
か
に
﹁
彼
女
﹂
は
こ
こ
で
﹁
老
人
﹂
の
﹁
台
詞
﹂
を
﹁
反
復
﹂
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑﹁
彼
女
﹂
は
﹁
老
人
﹂
の
台
詞
を
た
だ
﹁
反
復
﹂
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
﹁
反
復
﹂
へ
の
批
判
と
し
て
紹
介
し
た
の
が
︑
西
田
谷

洋
﹁
エ
コ
ー
と
ユ
ー
モ
ア
﹂
で
あ
る⑪

︒

し
か
し
︑
波
瀬
氏
は
﹁
人
間
と
い
う
の
は
︑
何
を
望
ん
だ
と
こ
ろ
で
︑
ど

こ
ま
で
い
っ
た
と
こ
ろ
で
︑
自
分
以
外
に
は
な
れ
な
い
も
の
な
の
ね
﹂
と

い
う
発
言
が
彼
女
が
願
い
を
持
ち
続
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
を

無
視
し
︑
可
児
氏
は
彼
女
の
老
人
へ
の
否
定
を
把
握
で
き
て
い
な
い
︒

こ
こ
で
の
︻
考
察
︼
の
視
点
は
﹁
西
田
谷
氏
が
言
う
﹁
彼
女
の
老
人
へ
の
否

定
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
？
﹂
と
し
た
︒
先
行
研
究
で
は
簡
潔
な
表
現
で

示
さ
れ
て
い
る
論
理
を
︑
具
体
的
に
説
明
す
る
と
い
う
過
程
を
通
し
て
︑
そ
の

理
解
度
を
測
る
と
い
う
試
み
で
あ
る
︒
確
か
に
﹁
彼
女
﹂
は
﹁
老
人
﹂
の
﹁
台

詞
﹂
を
﹁
反
復
﹂
し
て
い
る
︒
し
か
し
﹁
彼
女
﹂
は
こ
こ
で
そ
れ
が
﹁
奇
妙
な

言
い
方
﹂
で
あ
る
と
い
う
批
評
性
を
含
め
て
﹁
反
復
﹂
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑﹁
今
の
と
こ
ろ
﹂
と
は
︿
食
事
の
配
膳
と
い
う
仕
事
の
上
で
は
﹀
と
い

う
こ
と
で
あ
り
︑
決
し
て
何
か
を
望
ん
で
い
る
自
分
﹂
と
い
う
自
己
像
を
与
え

ら
れ
﹂
た
結
果
と
し
て
の
﹁
反
復
﹂
で
は
な
い
︒

ま
た
︑
黒
田
大
河
氏
は
可
児
氏
が
示
し
た
﹁
私
の
人
生
が
実
り
の
あ
る
豊
か

な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
︒
な
に
も
の
も
そ
こ
に
暗
い
影
を
落
と
す
こ
と
の
な
い

よ
う
に
﹂
と
い
う
﹁
願
い
ご
と
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
①
﹁
形
﹂
や
﹁
値
段
﹂
が
あ

る
も
の
で
は
な
く
︑
﹁
こ
う
な
れ
ば
い
い
と
い
う
願
い
﹂﹂
と
﹁
②
一
つ
だ
け
﹂

と
い
う
条
件
と
矛
盾
す
る
と
述
べ
る⑫

︒

こ
こ
ま
で
示
し
た
よ
う
に
︑
学
術
論
文
と
し
て
の
先
行
研
究
を
た
だ
紹
介
す

る
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
論
理
的
な
矛
盾
点
を
精
読
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る

作
業
は
︑﹁
実
用
文
や
論
理
的
な
文
章
﹂
を
読
む
た
め
の
能
力
を
身
に
つ
け
る

︿
実
践
報
告
﹀
文
学
教
材
を
論
理
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に
読
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た
め
に
十
分
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
︒

例
え
ば
︑﹁
彼
女
﹂
の
願
い
ご
と
が
﹁
こ
れ
か
ら
先
︑
何
も
︿
願
い
ご
と
﹀

を
持
た
ず
に
す
む
人
生
を
送
れ
ま
す
よ
う
に
﹂
や
﹁
私
の
人
生
が
実
り
の
あ
る

豊
か
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
︒
な
に
も
の
も
そ
こ
に
暗
い
影
を
落
と
す
こ
と
の

な
い
よ
う
に
﹂
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
れ
ら
が
具
体
的
な
も
の
で
あ
る

が
ゆ
え
に
︑
本
文
に
︿
何
が
﹀
書
か
れ
て
い
て
︑︿
何
が
﹀
書
か
れ
て
い
な
い

の
か
と
い
う
レ
ベ
ル
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
例
え
ば
﹁
平
凡
で
も
い
い
か
ら
幸
せ
な
人
生
を
送
り
た
い⑬

﹂
や

﹁
自
分
の
人
生
の
意
味
を
知
り
た
い⑭

﹂
と
い
っ
た
願
い
ご
と
の
妥
当
性
に
つ
い

て
は
︑
現
在
の
﹁
彼
女
﹂
を
考
慮
に
入
れ
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
︑︿
何
が
﹀

書
か
れ
て
い
て
︑︿
何
が
﹀
書
か
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
な

く
︑︿
何
が
﹀︿
ど
の
よ
う
に
﹀
語
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
読
解
が

必
要
に
な
る
︒
そ
こ
で
注
目
し
た
の
が
︑
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
﹁
反
復
﹂
の
意

味
の
多
様
性
で
あ
る
︒

�
︑
論
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と

︱
エ
コ
ー
発
話
の
理
解

︱

先
に
述
べ
た
よ
う
に
可
児
氏
は
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
﹁
彼
女
﹂
の
台
詞
の

﹁
反
復
﹂
に
注
目
し
て
︑﹁
願
い
ご
と
﹂
の
具
体
的
な
内
容
を
特
定
し
よ
う
と
試

み
た
︒
一
方
で
︑﹃
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹄
で
は
そ
も
そ
も
﹁
彼
女
﹂
の

﹁
願
い
ご
と
﹂
が
﹁
確
定
さ
れ
な
い
こ
と
﹂
が
﹁
物
語
生
成
の
基
盤
と
し
て
重

要
で
あ
る
﹂
と
考
え
︑
﹁
彼
女
﹂
の
﹁
反
復
﹂
を
﹁
エ
コ
ー
﹂
と
し
て
捉
え
た

の
が
西
田
谷
洋
氏
で
あ
る⑮

︒

論
理
は
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
︒
論
理
的
で
あ
る
た
め
に
は
︑
そ
の
根
拠

が
必
要
に
な
る
︒
で
は
︑
西
田
谷
論
の
論
理
を
支
え
て
い
る
も
の
は
何
か
︒
そ

の
よ
う
な
問
題
意
識
を
生
徒
た
ち
と
共
有
し
な
が
ら
︑
次
に
授
業
で
取
り
上
げ

た
の
が
︑﹁
エ
コ
ー
﹂
と
い
う
概
念
の
理
解
で
あ
る
︒

ま
ず
は
西
田
谷
論
で
は
﹁
エ
コ
ー
﹂
が
﹁
語
り
手
が
そ
の
価
値
観
と
共
に
他

者
の
言
葉
を
引
用
・
創
造
す
る
方
法
で
あ
る
﹂
と
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
た⑯

︒﹁
エ
コ
ー
﹂
が
た
だ
の
﹁
反
復
﹂
と
異
な
る
の
は
︑
そ
こ
に
語
り
手

の
﹁
価
値
観
﹂
が
反
映
さ
れ
る
点
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
先
ほ
ど
は
﹁
反
復
﹂
と

捉
え
た
﹁
彼
女
﹂
の
台
詞
を
﹁
エ
コ
ー
﹂
と
し
て
捉
え
直
し
︑
そ
こ
に
﹁
彼

女
﹂
の
ど
の
よ
う
な
﹁
価
値
観
﹂
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
の
検
証
に
移
っ
た
︒

﹁
も
ち
ろ
ん
︒
私
は
か
ま
わ
ん
よ
︒
君
が
そ
う
望
む
な
ら
︒
｣
／
私﹅

が﹅

そ﹅

う﹅

望﹅

む﹅

な﹅

ら﹅

？

と
彼
女
は
思
っ
た
︒
ず
い
ぶ
ん
奇
妙
な
言
い
方
だ
︒
私
が

い
っ
た
い
何
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
？

﹁
彼
女
﹂
は
﹁
老
人
﹂
の
台
詞
を
﹁
ず
い
ぶ
ん
奇
妙
な
言
い
方
﹂
だ
と
捉
え

て
お
り
︑﹁
私
が
そ
う
望
む
な
ら
？
﹂
と
い
う
﹁
エ
コ
ー
﹂
に
は
﹁
彼
女
﹂
の

﹁
老
人
﹂
の
台
詞
に
対
す
る
否
定
的
な
価
値
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
あ
あ
︑
も
ち
ろ
ん
︒
廊
下
に
出
し
て
お
く
よ
︒
ワ
ゴ
ン
に
乗
せ
て
︒
一

︿
実
践
報
告
﹀
文
学
教
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論
理
的
に
読
む

八
九



時
間
後
に
︒
君
が
そ
う
望
む
の
な
ら
︒
｣／
そ
う
︑
そ
れ
が
私
の
望
む
こ
と

な
の
︑
今
の
と
こ
ろ
︑
と
彼
女
は
心
の
中
で
思
っ
た
︒

既
に
述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
今
の
と
こ
ろ
﹂
と
は
︿
職
務
上
は
﹀
と
い
う
こ
と

で
あ
り
︑﹁
彼
女
﹂
が
本
心
か
ら
望
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑﹁
彼

女
﹂
の
﹁
そ
う
︑
そ
れ
が
私
の
望
む
こ
と
な
の
﹂
と
い
う
﹁
心
の
中
﹂
の
台
詞

は
︑﹁
老
人
﹂
の
台
詞
を
否
定
的
に
﹁
エ
コ
ー
﹂
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
︑
台

詞
の
﹁
反
復
﹂
は
可
児
氏
の
言
う
よ
う
に
﹁
何
か
を
望
ん
で
い
る
自
分
﹂
と
い

う
自
己
像
を
与
え
ら
れ
た
帰
結
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒

何﹅

も﹅

の﹅

も﹅

そ﹅

こ﹅

に﹅

暗﹅

い﹅

影﹅

を﹅

落﹅

と﹅

す﹅

こ﹅

と﹅

の﹅

な﹅

い﹅

よ﹅

う﹅

に﹅

︑
と
彼
女
は
頭

の
中
で
老
人
の
せ
り
ふ
を
反
復
し
た
︒
ど
う
し
て
こ
の
人
は
︑
こ
う
い
う

ち
ょ
っ
と
普
通
じ
ゃ
な
い
し
ゃ
べ
り
方
を
す
る
ん
だ
ろ
う
？

こ
こ
で
﹁
彼
女
﹂
が
﹁
頭
の
中
で
老
人
の
せ
り
ふ
を
反
復
し
た
﹂
の
は
︑
そ

れ
が
﹁
普
通
じ
ゃ
な
い
し
ゃ
べ
り
方
﹂
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
︑
こ
こ
で
の
﹁
反

復
﹂
も
否
定
的
エ
コ
ー
で
あ
る
︒

具
体
的
に
﹁
エ
コ
ー
﹂
の
用
例
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
で
︑﹁
彼
女
﹂
が

﹁
老
人
﹂
の
台
詞
を
﹁
エ
コ
ー
﹂
す
る
際
に
は
常
に
否
定
的
な
態
度
を
示
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
︒
よ
っ
て
︑﹁
彼
女
﹂
が
﹁
老
人
﹂
に
発
話
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
妥
当
で
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
過
程

に
よ
っ
て
可
児
論
へ
の
批
判
の
根
拠
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ

る
︒

こ
の
よ
う
に
﹃
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹄
に
は
﹁
エ
コ
ー
﹂
が
多
用
さ
れ
て

い
る
の
だ
が
︑
﹁
エ
コ
ー
﹂
と
い
う
概
念
の
援
用
は
︑
次
に
引
用
し
た
﹁
僕
﹂

と
﹁
彼
女
﹂
の
や
り
と
り
を
解
釈
す
る
際
に
最
も
効
果
を
発
揮
す
る
︒

﹁
そ
れ
ほ
ど
悪
く
な
さ
そ
う
だ
け
ど
︒﹂
と
僕
は
言
う
︒
／
｢車
の
バ
ン
パ

ー
に
二
つ
ば
か
り
へ
こ
み
が
あ
っ
て
も
？
｣
／
｢だ
っ
て
バ
ン
パ
ー
は
へ
こ

む
た
め
に
つ
い
て
い
る
ん
だ
よ
︒
｣
／
｢
そ
う
い
う
ス
テ
ッ
カ
ー
が
あ
る
と

い
い
わ
ね
︒﹂
と
彼
女
は
言
う
︒
／
｢﹃
バ
ン
パ
ー
は
へ
こ
む
た
め
に
あ

る
︒﹄﹂

こ
こ
で
﹁
彼
女
﹂
は
﹁
僕
﹂
の
﹁
バ
ン
パ
ー
は
へ
こ
む
た
め
に
つ
い
て
い

る
﹂
と
い
う
台
詞
を
︑
﹁
﹃
バ
ン
パ
ー
は
へ
こ
む
た
め
に
あ
る
︒
﹄﹂
と
﹁
エ
コ

ー
﹂
し
て
い
る
︒
授
業
で
は
︑
﹁
エ
コ
ー
﹂
の
定
義
を
踏
ま
え
︑
こ
こ
で
の

﹁
エ
コ
ー
﹂
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
︒

そ
の
た
め
に
は
ま
ず
﹁
彼
女
﹂
の
﹁
車
の
バ
ン
パ
ー
に
二
つ
ば
か
り
へ
こ
み

が
あ
っ
て
も
？
﹂
と
い
う
台
詞
の
意
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
も
そ

も
︑
こ
の
台
詞
は
﹁
僕
﹂
の
﹁
そ
れ
ほ
ど
悪
く
な
さ
そ
う
だ
け
ど
﹂
と
い
う
指

摘
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
悪
く
な
さ
そ
う
﹂
な
の
は
﹁
彼
女
﹂
の
﹁
人
生
﹂

で
あ
り
︑
こ
の
時
点
で
﹁
僕
﹂
と
﹁
彼
女
﹂
が
共
有
す
る
話
題
は
﹁
人
生
﹂
で

あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
彼
女
﹂
の
﹁
車
の
バ
ン
パ
ー
に
二
つ
ば
か
り
へ
こ
み
が
あ

っ
て
も
？
﹂
と
い
う
台
詞
は
︑
自
分
の
﹁
人
生
﹂
に
﹁
へ
こ
み
﹂︑
つ
ま
り
深

津
謙
一
郎
氏
が
言
う
よ
う
に
﹁
何
ら
か
の
欠
落⑰

﹂
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

︿
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る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
そ
れ
に
対
す
る
﹁
僕
﹂
の
﹁
バ
ン
パ
ー
は
へ
こ
む
た
め
に
つ
い
て
い

る
﹂
と
い
う
台
詞
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ

れ
は
も
ち
ろ
ん
﹁
バ
ン
パ
ー
﹂
の
機
能
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
︒
会

話
の
話
題
は
﹁
人
生
﹂
な
の
だ
か
ら
︑﹁
僕
﹂
は
﹁
彼
女
﹂
に
対
し
て
人
生
に

は
満
足
で
き
な
い
部
分
が
あ
っ
て
当
然
で
あ
る
と
慰
め
て
い
る
の
で
あ
る⑱

︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
僕
﹂
と
﹁
彼
女
﹂
の
や
り
と
り
が
﹁
人
生
﹂
と
い
う
文
脈

の
中
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
正
確
に
理
解
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
︒﹁
彼
女
﹂
は
﹁
僕
﹂
の
﹁
バ
ン
パ
ー
は
へ
こ
む
た
め
に
つ
い
て
い
る
﹂
と

い
う
台
詞
を
﹁
エ
コ
ー
﹂
し
て
い
る
が
︑
そ
の
前
に
﹁
彼
女
﹂
が
﹁
そ
う
い
う

ス
テ
ッ
カ
ー
が
あ
る
と
い
い
わ
ね
﹂
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
と
︑

﹁
彼
女
﹂
が
﹁
僕
﹂
の
台
詞
を
﹁
ス
テ
ッ
カ
ー
﹂
と
し
て
﹁
エ
コ
ー
﹂
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑﹁
僕
﹂
の
台
詞
の
本
来
の
意
味
を
支
え
て
い
る
の

は
︑﹁
彼
女
﹂
と
の
会
話
と
い
う
文
脈
で
あ
り
︑
そ
の
文
脈
を
離
れ
て
し
ま
う

と
︑﹃
バ
ン
パ
ー
は
へ
こ
む
た
め
に
あ
る
﹄
は
単
な
る
車
の
機
能
上
の
説
明
に

な
っ
て
し
ま
う
︒﹁
彼
女
﹂
は
あ
く
ま
で
も
︑﹁
ス
テ
ッ
カ
ー
﹂
と
し
て
﹁
僕
﹂

の
言
葉
を
﹁
エ
コ
ー
﹂
し
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
﹁
彼
女
﹂
は
﹁
僕
﹂
の

言
葉
を
﹁
人
生
﹂
と
い
う
文
脈
か
ら
引
き
離
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
よ
っ

て
︑
こ
こ
で
の
﹁
彼
女
﹂
の
﹁
エ
コ
ー
﹂
は
言
葉
の
本
来
の
意
味
を
変
え
た
と

い
う
意
味
で
否
定
的
﹁
エ
コ
ー
﹂
と
な
る
の
で
あ
る
︒

︿
人
生
に
は
満
足
で
き
な
い
部
分
が
あ
っ
て
当
然
だ
﹀
と
慰
め
た
﹁
僕
﹂
に

対
し
て
︑﹁
彼
女
﹂
は
否
定
的
に
﹁
エ
コ
ー
﹂
し
た
の
だ
か
ら
︑﹁
彼
女
﹂
は
こ

こ
で
も
自
分
の
人
生
に
満
足
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な

る
︒
つ
ま
り
︑﹁
彼
女
﹂
は
自
分
の
現
在
の
人
生
に
何
ら
か
の
不
満
を
抱
え
て

い
る
こ
と
を
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

現
在
の
﹁
彼
女
﹂
は
自
分
の
﹁
人
生
﹂
に
対
し
て
何
ら
か
の
不
満
を
抱
え
て

い
る
の
だ
か
ら
︑﹁
平
凡
で
も
い
い
か
ら
幸
せ
な
人
生
を
送
り
た
い⑲

﹂
と
い
う

﹁
願
い
ご
と
﹂
は
現
在
に
お
い
て
叶
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
︒
以
上
の
よ
う

な
論
理
的
な
手
続
き
か
ら
︑
﹁
彼
女
﹂
の
願
い
ご
と
は
﹁
平
凡
で
も
い
い
か
ら

幸
せ
な
人
生
を
送
り
た
い
﹂
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

︻
板
書
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僕

﹁
︵
﹁
彼
女
﹂
の
﹁
人
生
﹂
は
︶
そ
れ
ほ
ど
悪
く
な
さ
そ
う
だ
け
ど
﹂

←
話
題
は
﹁
人
生
﹂

彼
女
﹁
車
の
バ
ン
パ
ー
に
二
つ
ば
か
り
へ
こ
み
が
あ
っ
て
も
？
﹂

︵
自
分
の
﹁
人
生
﹂
に
満
足
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
︶

←

僕

﹁
バ
ン
パ
ー
は
へ
こ
む
た
め
に
つ
い
て
い
る
﹂

︵
人
生
に
は
満
足
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
慰
め
︶

※
た
だ
し
︑
右
の
よ
う
な
意
味
と
し
て
捉
え
る
た
め
に
は
︑
﹁
彼
女
﹂
と
の
会

話
と
い
う
文
脈
が
必
要
︒

︿
実
践
報
告
﹀
文
学
教
材
を
論
理
的
に
読
む

九
一



←
﹁
ス
テ
ッ
カ
ー
﹂
と
し
て
エ
コ
ー

彼
女
﹁
﹃
バ
ン
パ
ー
は
へ
こ
む
た
め
に
あ
る
﹄
﹂

︵
﹁
彼
女
﹂
は
人
生
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
﹁
僕
﹂
の
言
葉
を
︑
車
の
機
能
に
つ

い
て
の
も
の
と
し
て
エ
コ
ー
し
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
否
定
的
エ
コ
ー
︶

←

彼
女
は
自
分
の
人
生
に
何
ら
か
の
不
満
を
抱
え
て
い
る
︒

�
︑
願
い
ご
と
と
﹁
彼
女
﹂
の
人
生

な
ぜ
﹁
彼
女
﹂
は
自
分
の
﹁
人
生
﹂
に
﹁
不
満
﹂
を
抱
え
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
︒﹁
僕
﹂
は
﹁
彼
女
﹂
に
﹁
君
は
そ
れ
を
願
い
ご
と
と
し
て
選
ん
だ
こ
と
を

後
悔
し
て
い
な
い
か
？
﹂
と
問
い
か
け
る
が
︑
そ
の
﹁
僕
﹂
か
ら
の
問
に
対
し

て
﹁
彼
女
﹂
は
言
葉
で
答
え
る
代
わ
り
に
︑
あ
る
様
子
を
﹁
僕
﹂
に
見
せ
る
︒

そ
れ
が
﹁
奥
行
き
の
な
い
目
﹂
と
﹁
ひ
か
ら
び
た
ほ
ほ
え
み
の
影
﹂
で
あ
る
︒

そ
の
後
の
﹁
彼
女
﹂
の
台
詞
が
﹁
僕
﹂
の
問
と
は
全
く
対
応
し
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑﹁
彼
女
﹂
の
こ
の
様
子
が
︑﹁
僕
﹂
の
問
に
対
す
る

﹁
答
﹂
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
彼
女
﹂
は
﹁
後
悔
﹂
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
﹁
彼
女
﹂
の
現
在
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
︒﹁
彼
女
﹂
は
自
分

の
人
生
に
何
ら
か
の
不
満
を
抱
え
て
お
り
︑﹁
そ
れ
を
願
い
ご
と
と
し
て
選
ん

だ
こ
と
﹂
を
﹁
後
悔
﹂
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
彼
女
﹂
の
現
在
の
人
生
へ
の

不
満
に
は
﹁
願
い
ご
と
﹂
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

で
は
︑﹁
彼
女
﹂
の
現
在
の
人
生
へ
の
不
満
と
﹁
願
い
ご
と
﹂
は
ど
の
よ
う

に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
︑﹁
彼
女
﹂

は
現
在
時
に
お
い
て
も
﹁
彼
女
﹂
が
﹁
老
人
﹂
に
﹁
願
い
ご
と
﹂
を
か
な
え
て

も
ら
っ
た
こ
と
は
﹁
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
だ
し
︑
た
ぶ
ん
大
事
な
意
味
を
も

つ
こ
と
﹂
だ
と
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

確
か
に
一
方
で
は
︑
現
在
の
﹁
彼
女
﹂
は
︑﹁
老
人
﹂
の
話
を
﹁
そ
っ
く
り

真
に
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
﹂
と
か
︑﹁
ユ
ー
モ
ア
﹂
と
し
て
﹁
話
を
合
わ
せ

て
み
よ
う
と
思
っ
た
﹂
だ
け
だ
と
﹁
僕
﹂
に
話
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
﹁
そ
っ

く
り
真
に
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
は
︑
逆
説
的
に
﹁
彼

女
﹂
が
﹁
老
人
﹂
の
話
を
﹁
そ
っ
く
り
﹂
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
た
め
︑
﹁
願
い
ご
と
﹂
が
﹁
彼
女
﹂
の
現
在
に
と
っ
て
﹁
大

事
な
意
味
を
持
つ
﹂
と
考
え
る
方
が
︑﹁
彼
女
﹂
の
現
在
の
認
識
と
し
て
は
妥

当
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑﹁
彼
女
は
願
い
に
現
在
も
囚
わ
れ
て
い
る
﹂
の
で
あ

る⑳

︒﹁
彼
女
﹂
は
現
在
﹁
三
歳
年
上
の
公
認
会
計
士
と
結
婚
し
て
い
て
︑
子
ど

も
が
二
人
い
る
︒﹂﹁
男
の
子
と
女
の
子
︒
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
セ
ッ
タ
ー
が
一
匹
︒

ド
イ
ツ
車
に
乗
っ
て
︑
週
に
二
回
女
友
達
と
テ
ニ
ス
を
し
て
い
る
﹂
と
い
う

﹁
人
生
﹂
を
送
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
彼
女
﹂
の
﹁
人
生
﹂
に

は
︑﹁
二
つ
ば
か
り
﹂
の
﹁
バ
ン
パ
ー
﹂
の
﹁
へ
こ
み
﹂
と
表
現
さ
れ
る
︑
満

足
で
き
な
い
点
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
﹁
彼
女
﹂
に
と
っ
て
﹁
願
い
ご
と
﹂
は
現

在
で
も
﹁
大
事
な
意
味
を
持
つ
﹂
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
願
い
ご
と
﹂
は

︿
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﹁
か
な
っ
て
い
る
﹂
は
ず
な
の
だ
か
ら
︑
不
満
に
感
じ
る
現
状
は
自
ら
の
﹁
願

い
ご
と
﹂
の
結
果
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
は
逆
に
自
分
の
人
生
に
満
足
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
同
様
で
あ
る
︒
そ

れ
は
︑︿
自
分
の
努
力
の
結
果
﹀
と
し
て
も
︑︿
運
命
の
い
た
ず
ら
﹀
と
し
て
も

認
識
さ
れ
ず
︑
た
だ
﹁
願
い
ご
と
﹂
の
結
果
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

つ
ま
り
︑
彼
女
に
と
っ
て
は
自
分
の
人
生
が
す
べ
て
﹁
願
い
ご
と
﹂
に
規
定
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る㉑

︒

︻
板
書
�

︼

﹁
彼
女
﹂
は
﹁
願
い
ご
と
﹂
は
現
在
で
も
﹁
大
事
な
意
味
を
持
つ
﹂
と
認
識
し

て
い
る
︒

←
つ
ま
り

﹁
彼
女
﹂
は
﹁
願
い
ご
と
﹂
に
現
在
も
囚
わ
れ
て
い
る
︒

←
と
い
う
こ
と
は

何
ら
か
の
不
満
や
欠
落
感
を
抱
え
て
い
る
場
合

そ
れ
ら
は
﹁
願
い
ご
と
﹂
の
結
果
と
し
て
認
識
さ
れ
る
︒

満
足
し
て
い
る
場
合

そ
の
こ
と
が
﹁
願
い
ご
と
﹂
の
結
果
と
し
て
認
識
さ
れ
る
︒

←
つ
ま
り

自
分
の
人
生
が
す
べ
て
﹁
願
い
ご
と
﹂
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
︒

お
わ
り
に

黒
田
大
河
氏
は
﹁
彼
女
﹂
の
願
い
ご
と
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

﹁
美
し
さ
﹂︑﹁
賢
さ
﹂
︑
﹁
富
﹂
を
手
に
入
れ
た
と
き
︑
自
分
の
人
生
が
ど

う
変
化
す
る
か
分
か
ら
ず
一
歩
引
い
て
し
ま
っ
た
﹁
彼
女
﹂
の
願
い
と
は
︑

端
的
に
言
っ
て
﹁
自
分
の
人
生
の
意
味
を
知
り
た
い
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒
二
十
歳
の
時
点
で
﹁
人
生
と
い
う
も
の
が
ま
だ
う
ま
く
つ
か
め
て
い

な
い
﹂︑﹁
そ
の
仕
組
み
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
﹂
と
訴
え
る
﹁
彼
女
﹂
に
と

っ
て
︑
こ
の
質
問
の
答
こ
そ
生
涯
を
掛
け
て
も
知
り
た
か
っ
た
こ
と
な
の

だ㉒

︒

﹁
自
分
の
人
生
の
意
味
﹂
は
人
生
を
通
し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ

う
考
え
る
な
ら
ば
︑﹁
老
人
﹂
の
﹁
こ
れ
で
君
の
願
い
は
か
な
え
ら
れ
た
﹂
と

い
う
台
詞
と
も
矛
盾
は
な
い
︒
自
分
の
人
生
の
意
味
を
知
る
た
め
の
人
生
が
︑

﹁
願
い
ご
と
﹂
を
し
た
時
点
で
既
に
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
現

時
点
で
﹁
彼
女
﹂
が
考
え
る
﹁
人
生
の
意
味
﹂
と
は
﹁
人
間
と
い
う
の
は
︑
何

を
望
ん
だ
と
こ
ろ
で
︑
ど
こ
ま
で
い
っ
た
と
こ
ろ
で
︑
自
分
以
外
に
は
な
れ
な

い
も
の
﹂
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

可
児
洋
介
氏
は
﹃
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹄
を
﹁
﹃
教
室
﹄
で
論
じ
る
の
で

あ
れ
ば
﹂﹁
生
徒
に
何
を
願
う
か
と
問
い
か
け
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
何
も

願
わ
な
い
と
い
う
選
択
肢
が
存
在
す
る
こ
と
を
教
え
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
述
べ

︿
実
践
報
告
﹀
文
学
教
材
を
論
理
的
に
読
む

九
三



る
が㉓

︑
何
を
﹁
選
択
﹂
す
る
か
は
個
々
人
の
価
値
観
の
問
題
で
あ
り
︑
国
語
科

の
教
員
が
﹁
教
室
﹂
で
扱
う
べ
き
範
囲
を
超
え
て
い
る
︒﹁
教
室
﹂
で
の
教
員

は
あ
く
ま
で
も
︑﹁
鑑
賞
の
仕
方
を
教
え
る㉔

﹂
役
割
に
徹
す
る
べ
き
で
あ
る
︒

本
稿
で
紹
介
し
た
授
業
実
践
に
お
い
て
は
︑
複
数
の
先
行
研
究
を
比
べ
読
み

し
な
が
ら
︑
最
も
妥
当
な
解
釈
を
論
理
的
に
導
き
出
す
と
い
う
授
業
展
開
を
意

識
し
た
︒
そ
の
授
業
展
開
に
は
﹁
文
学
好
き
﹂
と
い
う
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
は
一

切
関
係
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
し
︑
テ
ク
ス
ト
を
﹁
情
緒
的
な
文
章
﹂

と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
教
室
に
お
い
て
︑
文
学
教
材

は
情
緒
的
に
読
ま
れ
る
も
の
で
も
︑
あ
る
価
値
観
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
も
の
で

も
な
い
︒
教
室
で
文
学
テ
ク
ス
ト
を
読
む
た
め
に
必
要
な
も
の
は
︑
感
性
で
も

価
値
観
で
も
な
く
︑
論
理
と
方
法
な
の
だ
︒

﹁
論
理
国
語
﹂
の
﹁
�
目
標
﹂
に
は
﹁︵
�
︶
論
理
的
︑
批
判
的
に
考
え
る
力

を
伸
ば
す
と
と
も
に
︑
創
造
的
に
考
え
る
力
を
養
い
︑
他
者
と
の
関
わ
り
の
中

で
伝
え
合
う
力
を
高
め
︑
自
分
の
思
い
や
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
︒﹂
と
あ
り
︑
そ
の
﹁
目
標
﹂
に
つ
い
て
は
次
の
よ

う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
︒

批
判
的
に
と
し
た
の
は
︑﹁
論
理
的
に
考
え
る
力
﹂
に
加
え
て
︑
文
章
や

資
料
に
お
け
る
情
報
や
︑
情
報
と
情
報
と
の
関
係
な
ど
を
そ
の
ま
ま
受
け

入
れ
る
の
で
は
な
く
︑
文
章
や
資
料
を
対
象
化
し
て
︑
そ
の
正
誤
や
適
否

を
吟
味
し
た
り
検
討
し
た
り
し
な
が
ら
考
え
る
力
や
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
て

自
分
自
身
の
思
考
を
意
識
的
に
吟
味
す
る
力
を
重
視
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る㉕

︒

本
稿
は
︑
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
実
践
が
﹁
実
用
文
や
論
理
的
な
文
章
﹂

で
は
な
く
︑
文
学
教
材
に
お
い
て
も
十
分
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
な
ぜ
文
学
教
材
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
︑

ま
た
文
学
教
材
を
扱
う
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
考
察
を
深
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

引
用
注

①

野
矢
茂
樹
﹁
国
語
は
何
を
教
え
な
く
て
も
よ
い
の
か
﹂
︵﹃
日
本
文
学
﹄
第
七
〇
巻

第
三
号
︑
二
〇
二
一
年
三
月
︶

②

例
え
ば
︑
上
野
千
鶴
子
氏
は
﹁
論
理
国
語
が
必
要
な
理
由
﹂
︵﹃
京
都
新
聞
﹄
二
〇

二
〇
年
九
月
二
八
日
︶
の
中
で
﹁
か
ね
て
わ
た
し
は
︑
文
学
好
き
な
国
語
の
教
師
が

情
緒
的
な
文
章
を
読
ま
せ
て
﹁
主
人
公
は
こ
の
時
ど
う
感
じ
た
か
﹂
を
尋
ね
た
り
︑

作
文
教
育
で
﹁
感
じ
た
こ
と
を
思
っ
た
ま
ま
書
き
な
さ
い
﹂
と
指
導
し
て
き
た
こ
と

を
︑
困
っ
た
こ
と
だ
と
思
っ
て
き
た
︒
こ
う
い
う
学
生
を
大
学
で
受
け
取
る
か
ら
︑

﹁
考
え
た
こ
と
を
︑
論
理
的
に
述
べ
な
さ
い
﹂
と
い
う
文
章
教
育
か
ら
始
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
の
だ
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

③

紅
野
謙
介
﹁
混
迷
の
深
ま
る
な
か
で

︱
デ
ィ
ス
カ
ッ
サ
ン
ト
と
し
て
﹂︵﹃
日
本

文
学
﹄
第
七
〇
巻
第
三
号
︑
二
〇
二
一
年
三
月
︶

④

﹁
授
業
の
展
開
﹂︵﹃
伝
え
合
う
言
葉

中
学
国
語
�

教
師
用
指
導
書

教
材
研

究
編

下
﹄
二
〇
二
一
年
一
月
二
〇
日
︑
教
育
出
版
︶

⑤

五
十
嵐
淳
﹁
村
上
春
樹
の
教
科
書
作
品
を
ど
う
読
む
か

︱
小
説
﹁
バ
ー
ス
デ

︿
実
践
報
告
﹀
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学
教
材
を
論
理
的
に
読
む

九
四



ィ
・
ガ
ー
ル
﹂
の
教
材
分
析

︱
﹂︵﹃
研
究
紀
要
Ⅹ
﹄
二
〇
〇
八
年
八
月
︑
科
学
的

﹁
読
み
﹂
の
授
業
研
究
会
︶

⑥

黒
田
大
河
﹁
中
学
校
国
語
科
教
材
と
し
て
の
﹁
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹂
論
﹂

︵﹃
滋
賀
大
学
教
育
学
部
紀
要

教
育
科
学
﹄
第
六
八
号
︑
二
〇
一
九
年
三
月
︶

⑦

﹃
教
師
用
指
導
書
﹄︵
前
掲
︶
に
は
﹁
学
習
者
に
と
っ
て
有
意
義
な
読
書
会
を
成
立

さ
せ
る
た
め
に
指
導
者
の
役
割
は
極
め
て
大
き
い
﹂
と
あ
る
︒

⑧

波
瀬
蘭
﹁﹁
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹂
あ
る
い
は
物
語
の
空
白
に
つ
い
て
﹂︵﹃
村

上
春
樹
超
短
篇
小
説
案
内
﹄
二
〇
一
一
年
八
月
︑
学
研
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
︶

⑨

西
田
谷
洋
﹁
エ
コ
ー
と
ユ
ー
モ
ア
﹂︵﹃
日
本
文
学
﹄
第
六
六
巻
第
一
号
︑
二
〇
一

七
年
一
月
︶

⑩

可
児
洋
介
﹁
村
上
春
樹
﹃
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹄
に
お
け
る
語
り
の
機
能
﹂

︵﹃
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
﹄
第
二
一
号
︑
二
〇
一
二
年
一
〇
月
︶

⑪

西
田
谷
洋
﹁
エ
コ
ー
と
ユ
ー
モ
ア
﹂︵
前
掲
︶

⑫

黒
田
大
河
﹁
中
学
校
国
語
科
教
材
と
し
て
の
﹁
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹂
論
﹂

︵
前
掲
︶

⑬

五
十
嵐
淳
﹁
村
上
春
樹
の
教
科
書
作
品
を
ど
う
読
む
か

︱
小
説
﹁
バ
ー
ス
デ

ィ
・
ガ
ー
ル
﹂
の
教
材
分
析

︱
﹂︵
前
掲
︶

⑭

黒
田
大
河
﹁
中
学
校
国
語
科
教
材
と
し
て
の
﹁
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹂
論
﹂

︵
前
掲
︶

⑮

西
田
谷
洋
﹁
エ
コ
ー
と
ユ
ー
モ
ア
﹂︵
前
掲
︶

⑯

西
田
谷
洋
﹁
エ
コ
ー
と
ユ
ー
モ
ア
﹂︵
前
掲
︶

⑰

深
津
謙
一
郎
﹁﹁
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹂

︱
﹁
個
﹂
を
損
な
う
物
語
の
在
り

か
﹂︵
千
田
洋
行
・
宇
佐
美
毅
編
﹃
村
上
春
樹
と
二
十
一
世
紀
﹄
二
〇
一
六
年
九
月
︑

お
う
ふ
う
︶

⑱

西
田
谷
氏
は
﹁
エ
コ
ー
と
ユ
ー
モ
ア
﹂︵
前
掲
︶
の
中
で
こ
こ
で
の
﹁
僕
﹂
の
発

言
の
意
味
を
﹁
彼
女
の
状
況
の
瑕
疵
を
取
る
に
足
り
な
い
も
の
と
し
て
い
る
言
葉
で

あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

⑲

五
十
嵐
淳
﹁
村
上
春
樹
の
教
科
書
作
品
を
ど
う
読
む
か

︱
小
説
﹁
バ
ー
ス
デ

ィ
・
ガ
ー
ル
﹂
の
教
材
分
析

︱
﹂
︵
前
掲
︶

⑳

西
田
谷
洋
﹁
エ
コ
ー
と
ユ
ー
モ
ア
﹂
︵
前
掲
︶

㉑

﹁
彼
女
﹂
に
と
っ
て
の
﹁
願
い
ご
と
﹂
の
意
味
に
つ
い
て
︑
大
木
志
門
氏
は
﹁
教

材
研
究
と
し
て
の
村
上
春
樹
﹁
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹂
再
論

︱
﹁
プ
ー
ル
サ
イ

ド
﹂
と
﹁
三
十
五
歳
問
題
﹂
を
手
が
か
り
に
﹂︵
﹃
山
梨
大
学
教
育
学
部
紀
要
﹄
第
二

五
号
︑
二
〇
一
六
年
︶
の
中
で
﹁
現
在
の
自
ら
の
生
は
︑
あ
の
時
た
だ
一
度
下
し
た

選
択
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
宿
命
論
に
お
ち
こ
ん
で
し
ま
う
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
ま

た
︑
西
田
谷
氏
は
﹁
エ
コ
ー
と
ユ
ー
モ
ア
﹂
︵
前
掲
︶
の
中
で
︑﹁
彼
女
は
願
い
を
想

起
す
る
た
び
に
︑
願
い
以
外
の
人
生
を
選
択
肢
を
消
去
し
た
も
の
と
し
て
自
分
の
人

生
を
顧
み
て
し
ま
う
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
授
業
で
は
こ
の
よ
う
な
先
行
論
を
紹
介
し

な
が
ら
︑︻
板
書
�
︼
の
よ
う
な
形
に
整
理
し
た
︒

㉒

黒
田
大
河
﹁
中
学
校
国
語
科
教
材
と
し
て
の
﹁
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹂
論
﹂

︵
前
掲
︶

㉓

可
児
洋
介
﹁
村
上
春
樹
﹃
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
﹄
に
お
け
る
語
り
の
機
能
﹂

︵
前
掲
︶

㉔

野
矢
茂
樹
﹁
国
語
は
何
を
教
え
な
く
て
も
よ
い
の
か
﹂︵
前
掲
︶

㉕

﹃
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
︵
平
成
3
0年
告
示
︶
解
説

国
語
編
﹄︵
二
〇
一
八
年

七
月
︑
文
部
科
学
省
︑
一
四
五
頁
︶

︿
実
践
報
告
﹀
文
学
教
材
を
論
理
的
に
読
む

九
五


