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（
は
じ
め
に
）

　
私
が
担
当
す
る
「
日
本
文
学
演
習
5
」
は
、
日
本
文
学
科
の
原
則
と
し
て
二
年
次
生
が
履

修
す
る
選
択
科
目
で
あ
る
。
「
5
」
は
近
・
現
代
文
学
の
領
域
を
意
味
す
る
。
学
生
に
と
っ

て
、
入
学
年
度
の
必
修
科
目
「
日
本
文
学
基
礎
演
習
」
で
の
学
び
、
原
稿
用
紙
の
使
い
方
・
レ

ポ
ー
ト
の
書
き
方
と
い
っ
た
初
歩
段
階
か
ら
の
学
び
や
口
頭
発
表
の
仕
方
、
レ
ジ
ュ
メ
作
成
法
、

等
々
、
通
年
に
亘
る
文
字
通
り
基
礎
か
ら
の
学
び
を
踏
ま
え
、
三
年
次
か
ら
始
ま
る
演
習
（
い

わ
ゆ
る
「
ゼ
ミ
」
）
に
お
け
る
、
よ
り
専
門
的
な
学
び
に
向
け
て
の
橋
渡
し
と
も
言
う
べ
き
科

目
で
あ
る
と
私
は
捉
え
て
い
る
（
消
極
的
な
意
味
で
は
な
く
、
積
極
的
な
意
味
で
私
は
そ
う
捉

え
て
い
る
）
。
半
期
、
か
つ
履
修
者
の
最
多
人
数
が
一
五
名
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、
教
員
・
生

徒
間
の
心
理
的
距
離
も
よ
い
意
味
で
近
く
、
凝
縮
度
の
高
い
授
業
運
営
が
可
能
で
あ
る
。

　
学
科
自
体
の
特
性
で
あ
り
、
必
然
的
に
当
授
業
に
お
い
て
も
中
学
校
高
等
学
校
教
員
志
望
の

学
生
、
あ
る
い
は
教
員
免
許
取
得
に
向
け
て
努
力
を
重
ね
る
学
生
が
多
い
。
そ
の
真
摯
な
学
び

の
姿
勢
に
感
銘
を
受
け
る
場
合
も
屡
々
で
あ
る
。
一
方
、
痛
切
に
感
じ
る
こ
と
の
一
つ
は
、
文

学
作
品
を
「
読
む
」
と
い
う
行
為
に
対
す
る
無
自
覚
で
あ
る
。
た
し
か
に
毎
期
、
読
書
量
と
い

う
面
か
ら
見
る
と
感
心
さ
せ
ら
れ
る
学
生
は
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
が
対
話
を
重
ね
る
う
ち
に
、

そ
の
読
書
態
度
が
自
己
完
結
的
で
あ
る
こ
と
を
知
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
端
的
に
言
っ
て

し
ま
え
ば
、
「
自
分
の
好
み
」
で
、
そ
の
作
品
が
「
面
白
い
」
、
「
つ
ま
ら
な
い
」
、
以
上
な
の
で

あ
る
。
テ
ク
ス
ト
と
の
対
話
が
少
な
い
の
だ
。

　
私
が
お
そ
れ
る
こ
と
は
、
如
上
の
学
生
が
中
学
校
高
等
学
校
等
の
教
員
に
な
っ
た
場
合
、
ゆ

た
か
な
読
書
指
導
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
完
結
的
な
読
書
態
度
に

対
峙
す
る
の
は
批
評
的
な
読
書
態
度
で
あ
る
。
そ
の
読
書
態
度
を
、
教
員
志
望
の
学
生
ば
か
り

で
な
く
全
履
修
学
生
に
定
着
さ
せ
て
貰
い
た
い
。
私
は
切
実
に
希
う
。
本
授
業
の
シ
ラ
バ
ス

中
「
授
業
の
到
達
目
標
」
に
、
私
は
毎
期
必
ず
「
感
想
か
ら
分
析
へ
」
と
い
う
言
葉
を
明
記
し

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
読
書
態
度
へ
の
志
向
を
踏
ま
え
た
上
で
、
教
員
志
望
者
の
場
合
で
言
う

と
し
た
ら
、
例
え
ば
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
（
文
部
科
学
省
、
平
2
1
・
3
）
が
求
め
る

「
文
章
を
読
ん
で
批
評
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
つ
い
て
自
分
の
考

え
を
深
め
た
り
発
展
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
」
（
科
目
「
現
代
文
B
」
中
「
2
　
内
容
」
よ
り
）

を
旨
と
す
る
授
業
運
営
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
『
要
領
』
が
要
請
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
先

ず
は
学
生
が
自
身
に
厳
し
く
課
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



人称がひらく表現の可能性

　
で
は
、
「
文
学
作
品
を
批
評
的
に
読
む
」
と
は
ど
の
よ
う
な
営
み
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
半
期

と
い
う
限
ら
れ
た
時
間
内
で
、
如
上
の
読
書
態
度
を
育
む
に
は
ど
の
よ
う
な
授
業
運
営
が
理
想

的
な
の
だ
ろ
う
。

　
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
私
は
文
学
作
品
に
お
け
る
人
称
に
着
目
し
て
い
る
。
殊
に
一
人
称
の

使
い
分
け
で
あ
る
。
一
人
称
の
使
い
分
け
と
い
う
行
為
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
日
常
生
活

に
お
い
て
私
た
ち
が
普
通
に
行
っ
て
い
る
行
為
で
あ
る
。
こ
の
行
為
を
方
法
と
し
て
意
識
的
に

用
い
、
二
つ
の
文
学
作
品
の
書
き
換
え
（
語
り
直
し
）
の
課
題
提
出
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ

の
際
、
学
生
各
自
は
、
テ
ク
ス
ト
と
の
対
話
を
要
求
さ
れ
批
評
的
な
作
品
世
界
の
捉
え
直
し
に

向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
受
け
と
め
直
し
、
主
体
的
に
テ
ク
ス
ト
生
成
の
現
場
に
参
加
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぴ
　
　

の
だ
。
再
構
築
に
向
け
て
テ
ク
ス
ト
を
生
き
る
、
と
い
う
言
い
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
愉
し
み
、

か
つ
創
造
的
な
学
び
が
学
生
各
自
に
お
い
て
な
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
私
が
想
定
す
る
本
実
践
の

目
標
は
達
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
を
踏
ま
え
た
教
育
効
果
と
し
て
発
展
的
に
私
が
期

待
す
る
の
は
、

①
「
何
が
語
ら
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
受
け
取
り
で
は
な
く
（
こ
の
受
け
取
り
に
と
ど
ま

る
の
が
、
私
の
い
わ
ゆ
る
「
自
己
完
結
的
な
読
書
態
度
」
で
あ
る
）
、
「
如
何
に
語
ら
れ
て
い
る

か
」
を
問
い
続
け
る
と
い
う
こ
と
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
語
り
手
」
の
存
在
に
絶
え
ず
意
識
を

向
け
、
そ
の
存
在
を
前
景
化
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。

　
②
女
性
性
（
女
性
的
／
男
性
性
（
男
性
的
）
と
い
う
、
あ
る
社
会
に
お
い
て
固
定
化
さ
れ

た
コ
ー
ド
自
体
を
、
批
判
的
に
再
検
討
し
得
る
主
体
を
築
く
契
機
と
な
る
こ
と
。

と
い
っ
た
点
で
あ
ろ
う
か
。
今
回
報
告
・
紹
介
す
る
の
は
、
平
成
二
入
年
度
後
期
に
お
け
る
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぱ
　
ザ

践
で
提
出
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

※

　
本
実
践
へ
の
導
入
と
し
て
、
私
は
自
身
の
文
例
を
二
篇
紹
介
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

　
昭
和
文
学
史
を
語
る
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
と
し
て
、
林
富
士
馬
と
い
う
詩

　
　
　
　
　
　
ロ
な
ヨ
へ

人
・
評
論
家
が
い
る
。
林
の
晩
年
の
数
年
間
、
私
は
親
密
に
交
際
す
る
僥
倖
に
恵
ま
れ
た
。

「
同
人
誌
の
神
様
」
な
ど
と
も
評
さ
れ
た
林
の
最
後
の
同
人
誌
が
、
林
か
ら
指
名
さ
れ
て
私
が

編
集
を
担
当
し
た
『
と
き
じ
く
」
（
全
二
冊
）
で
あ
る
。
同
誌
創
刊
号
（
と
き
じ
く
の
会
、
平

9
・
7
）
の
「
編
集
子
雑
記
」
か
ら
。

●
『
と
き
じ
く
』
を
こ
こ
に
発
足
せ
し
め
、
林
先
生
と
お
会
い
し
て
か
ら
の
二
年
間
を
思

う
の
で
あ
る
。
夢
中
の
二
年
間
で
あ
っ
た
。
●
私
事
に
わ
た
る
が
、
御
紹
介
下
さ
っ
た
の

は
大
久
保
典
夫
先
生
。
ぼ
く
が
伊
東
静
雄
研
究
に
志
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
林
先
生

の
御
宅
に
お
連
れ
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
平
成
七
年
八
月
五
日
と
そ
の
日
に
ち
さ
え
憶
え

て
い
る
の
に
、
ど
の
よ
う
な
御
話
を
伺
っ
た
の
か
、
殆
ど
忘
れ
て
い
る
。
た
だ
、
興
奮

し
て
「
ハ
ヤ
シ
フ
ジ
マ
は
」
と
連
発
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
（
大
久
保
先
生
が
墾

壁
し
て
い
た
こ
と
を
。
そ
う
い
う
、
具
合
の
悪
い
こ
と
だ
け
を
思
い
出
す
）
。
以
来
二
年
、

月
に
一
度
お
会
い
す
る
た
び
に
、
「
ハ
ヤ
シ
フ
ジ
マ
」
が
ぼ
く
の
眼
前
に
坐
っ
て
い
る
の

だ
。●

ぼ
く
に
と
っ
て
、
林
富
士
馬
は
先
ず
「
伊
東
静
雄
詩
碑
を
尋
ぬ
」
の
詩
人
で
あ
っ
た
。

こ
の
詩
の
哀
し
さ
懐
か
し
さ
を
言
う
の
は
ぼ
く
だ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
伊
東
と
三
島

由
紀
夫
と
の
関
係
を
論
じ
た
「
「
小
人
」
と
「
俗
人
」
」
の
卓
抜
。
近
く
は
『
イ
ロ
ニ
ア
」

連
載
「
懐
し
い
詩
人
た
ち
」
の
若
々
し
さ
。
そ
れ
ら
の
筆
者
林
富
士
馬
と
の
、
ぼ
く
に

と
っ
て
の
夢
中
の
二
年
間
と
は
、
例
え
ば
そ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　
次
は
『
新
現
実
』
7
1
（
新
現
実
社
、
平
1
4
・
1
）
、

「
先
生
の
御
事
」
か
ら
で
あ
る
。

「
林
富
士
馬
追
悼
号
」
に
寄
せ
た
追
悼
文

　
林
富
士
馬
先
生
が
お
過
ぎ
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
、
先
生
と
わ
た
く

し
共
の
同
人
誌
『
と
き
じ
く
』
同
人
・
勝
呂
睦
男
さ
ん
か
ら
聞
か
さ
れ
た
。
大
好
き
な
大

好
き
な
林
先
生
が
お
過
ぎ
に
な
っ
た
。
ほ
ん
と
う
に
か
な
し
い
。

　
　
　
（
中
略
）

　
御
葬
儀
の
日
、
先
生
に
お
会
い
し
た
。
御
心
安
ら
か
そ
う
に
お
休
み
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
。
刹
那
「
死
ん
じ
ゃ
っ
て
」
と
い
う
言
葉
が
口
を
衝
き
そ
う
に
な
っ
た
。
わ
た
く
し
は

狼
狽
し
た
の
で
あ
る
。
先
生
の
御
顔
に
両
手
を
触
れ
ら
れ
、
し
つ
か
に
語
り
か
け
ら
れ
つ

つ
見
つ
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
奥
様
の
御
姿
を
拝
し
た
。
そ
し
て
わ
た
く
し
は
よ
う
よ
う
、

お
別
れ
を
申
上
げ
た
。
先
生
、
さ
よ
う
な
ら
。
先
生
、
さ
よ
う
な
ら
。

　
　
　
（
中
略
）

　
そ
う
、
林
富
士
馬
先
生
、
御
ほ
と
け
と
な
り
ま
し
た
耀
文
院
富
岳
独
歩
居
士
は
、
御
著

と
多
く
の
御
葉
書
を
、
即
ち
「
文
学
」
を
、
わ
た
く
し
の
た
め
に
の
こ
し
て
下
す
っ
た
、

　
何
を
か
な
し
む
こ
と
が
あ
ろ
う
。

（46）
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私
は
意
識
的
に
一
人
称
の
使
い
分
け
を
行
っ
て
い
る
。
前
者
に
お
い
て
私
が
意
識
し
た
の
は

林
富
士
馬
と
い
う
存
在
と
の
交
流
を
得
、
そ
の
上
、
そ
の
林
と
同
人
誌
を
一
緒
に
持
つ
と
い
う

事
態
へ
の
喜
び
に
満
た
さ
れ
た
「
ぼ
く
」
の
躍
動
感
を
伝
え
切
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

以
上
に
、
林
と
の
紐
帯
を
持
ち
得
た
（
愛
さ
れ
た
）
「
私
的
な
喜
び
」
の
表
現
を
私
は
志
し
た

の
で
あ
る
。
後
者
は
林
の
逝
去
と
い
う
事
実
に
直
面
し
て
の
か
な
し
み
、
ま
た
追
悼
文
と
い
う

文
章
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
、
「
公
的
」
と
も
言
う
べ
き
心
構
え
を
自
身
に
課
す
「
わ
た
く
し
」
の
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
る
ザ

態
・
衿
持
を
表
現
す
る
こ
と
に
努
め
た
次
第
で
あ
る
。

　
黙
読
指
示
の
後
、
感
想
を
求
め
る
。
私
の
意
図
は
学
生
の
ほ
ぼ
全
員
に
感
得
さ
れ
る
。
前
者

に
対
し
て
は
「
嬉
し
そ
う
」
、
後
者
に
対
し
て
は
「
悲
し
そ
う
」
「
真
面
目
そ
う
」
、
以
上
に
集

約
さ
れ
る
が
、
先
ず
は
そ
れ
で
可
い
の
で
あ
る
。
問
題
は
こ
こ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
と
ど

ま
る
限
り
、
「
自
己
完
結
的
な
読
書
態
度
」
か
ら
の
主
体
更
新
を
認
め
る
こ
と
は
勿
論
で
き
な

い
。
そ
の
初
発
感
想
の
起
点
と
な
る
も
の
は
何
か
、
そ
こ
に
意
識
を
向
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
二
つ
の
文
例
か
ら
、
自
身
が
何
故
そ
の
よ
う
な
感
想
を
持
っ
た
の
か
、
話
し

合
い
の
時
間
を
設
け
る
。
「
批
評
的
な
読
書
態
度
」
に
向
け
て
の
問
い
を
誘
導
す
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
毎
期
概
ね
、
学
生
は
一
人
称
の
違
い
と
い
う
一
点
に
気
付
く
（
理
解
す
る
）
。
以
上
の

よ
う
に
、
一
人
称
の
使
い
分
け
と
い
う
方
法
が
自
身
の
世
界
を
ゆ
た
か
に
広
げ
得
る
、
そ
の
こ

と
を
実
感
し
、
知
的
理
解
を
得
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
こ
こ
で
実
践
課
題
に
入
る
。
先
ず
取
り
上
げ
る
の
は
夏
目
漱
石
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
（
明

認
）
で
あ
る
。
「
吾
輩
」
と
い
う
一
人
称
か
ら
受
け
る
印
象
を
学
生
に
確
認
す
る
と
、

　
①
男
性
的
で
あ
る
。

　
②
居
丈
高
な
感
じ
が
す
る
。

概
ね
こ
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
更
に
、
批
評
的
な
人
物
、
冷
厳
な
人
物
、
と
い
っ
た
感
想
が

挙
げ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
男
性
性
の
際
立
つ
一
人
称
と
し
て
各
自
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
余
り
に
も
知
ら
れ
た
（
例
え
ば
、
先
代
の
千
円
札
に
も
採
用
さ
れ
て
い
た
）

漱
石
の
肖
像
と
イ
メ
ー
ジ
が
切
り
結
ば
れ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
何
に
せ
よ
、
語
り
の
実

際
と
し
て
「
猫
」
は
自
身
を
男
性
と
し
て
定
位
し
、
人
間
に
向
け
て
対
等
の
立
場
を
主
張
し
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
吾
輩
」
と
い
う
一
人
称
を
択
ん
で
自
己
語
り
を

始
め
た
「
猫
」
は
、
以
後
、
自
身
を
「
人
間
社
会
」
に
対
時
す
る
批
判
者
と
し
て
定
位
さ
せ
て

　
ハ
な
ぼ
り

ゆ
く
。例

題
・
次
の
文
章
を
、
「
ウ
チ
・
ア
タ
シ
・
あ
た
し
」
等
の
一
人
称
を
使
っ
て
書
き
換
え

（
語
り
直
し
）
な
さ
い
。
（
課
題
に
お
け
る
か
な
つ
か
い
の
混
用
は
マ
マ
）

　
吾
輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
無
い
。
（
改
行
）
ど
こ
で
生
れ
た
か
頓
と
見
当
が
つ

か
ぬ
。
何
で
も
薄
暗
い
じ
め
じ
め
し
た
所
で
ニ
ャ
ー
ニ
ャ
ー
泣
い
て
居
た
事
丈
は
記
憶
し

て
居
る
。
吾
輩
は
こ
・
で
始
め
て
人
間
と
い
ふ
も
の
を
見
た
。
然
も
あ
と
で
聞
く
と
そ
れ

は
書
生
と
い
ふ
人
間
中
で
一
番
猪
悪
な
種
族
で
あ
つ
た
さ
う
だ
。
此
書
生
と
い
ふ
の
は

時
々
我
々
を
捕
へ
て
煮
て
食
ふ
と
い
ふ
話
で
あ
る
。
然
し
其
当
時
は
何
と
い
ふ
考
も
な
か

つ
た
か
ら
別
段
恐
し
い
と
も
思
は
な
か
つ
た
。
但
彼
の
掌
に
載
せ
ら
れ
て
ス
ー
と
持
ち
上

げ
ら
れ
た
時
何
だ
か
フ
ハ
フ
ハ
し
た
感
じ
が
有
つ
た
許
り
で
あ
る
。

　
性
別
を
問
わ
ず
、
例
題
に
指
定
さ
れ
た
一
人
称
か
ら
学
生
が
想
定
す
る
主
体
は
、
毎
期
、
ほ

ぼ
「
女
子
高
校
生
」
に
限
定
さ
れ
る
。
女
性
性
が
強
く
、
更
に
、
年
齢
を
限
定
す
る
力
を
持
つ

一
人
称
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
だ
。
稀
に
「
関
西
（
京
都
）
の
女
性
」
を
想
定
す
る
学
生
も

現
れ
る
。
以
下
に
、
活
き
活
き
と
愉
し
み
つ
つ
、
現
代
的
な
女
子
高
校
生
を
演
じ
る
学
生
（
テ

ク
ス
ト
を
生
き
る
語
り
手
）
の
提
出
課
題
を
掲
げ
る
。

　
ウ
チ
は
「
猫
」
か
も
。
名
前
は
ま
だ
無
い
の
…
…
。
ど
こ
で
生
ま
れ
た
か
も
分
か
ん
な

い
の
…
…
。
何
か
ね
～
薄
暗
く
て
じ
め
じ
め
し
た
所
で
ニ
ャ
ー
ニ
ャ
ー
泣
い
て
た
の
は
覚

え
て
る
ん
だ
け
ど
ね
…
…
。
ウ
チ
は
こ
こ
で
は
じ
め
て
人
間
っ
て
ゆ
ー
も
の
を
見
た
ん
だ

け
ど
後
々
聞
い
た
ら
そ
の
人
間
は
書
生
っ
て
ゆ
1
人
間
の
中
で
一
番
最
悪
な
種
族
だ
っ

た
ん
だ
あ
。
こ
の
書
生
っ
て
ゆ
ー
の
は
時
々
ウ
チ
ら
を
捕
ま
え
た
り
煮
て
食
べ
ら
れ
ち
ゃ

う
っ
て
ゆ
ー
ウ
ワ
サ
…
…
。
今
思
え
ば
め
っ
ち
ゃ
恐
い
け
ど
あ
の
頃
は
何
も
考
え
て
な

か
っ
た
か
ら
何
と
も
思
わ
な
か
っ
た
け
ど
ね
。
た
だ
何
だ
か
わ
か
ん
な
い
け
ど
彼
の
掌
に

載
せ
ら
れ
て
ス
ー
っ
て
持
ち
上
げ
ら
れ
た
時
何
だ
か
フ
ハ
フ
ハ
し
た
感
じ
が
あ
っ
た
な
～
。

　
ウ
チ
は
猫
だ
よ
★
名
前
は
ま
だ
無
い
よ
。
ど
こ
で
生
ま
れ
た
か
わ
か
ら
な
い
よ
。
て
か

薄
暗
い
じ
め
じ
め
し
た
所
で
ニ
ャ
ー
ニ
ャ
ー
泣
い
て
い
た
の
を
憶
え
て
る
よ
。
ウ
チ
は
こ

こ
で
初
め
て
人
間
を
見
た
よ
。
あ
と
で
聞
く
と
そ
れ
は
学
生
で
、
メ
ッ
チ
ャ
や
ば
い
ら
し

い
。
し
か
も
こ
の
学
生
は
、
時
々
ウ
チ
ら
を
捕
へ
て
煮
て
食
べ
る
っ
て
聞
い
た
よ
。
そ
の

時
は
何
も
考
え
て
な
か
っ
た
か
ら
、
別
に
怖
く
な
か
っ
た
し
～
。
で
も
、
彼
の
手
に
載
せ

ら
れ
て
ス
ー
と
持
ち
上
げ
ら
れ
た
時
は
、
何
か
フ
ハ
フ
ハ
感
じ
が
し
た
よ
テ
ヘ
ペ
ロ
★

（47）



人称がひらく表現の可能性

　
ウ
チ
は
猫
だ
よ
。
名
前
は
ま
だ
無
い
ん
だ
け
ど
。
ど
こ
で
生
ま
れ
た
か
と
か
分
か
ん
な

い
。
何
か
地
味
に
暗
い
と
こ
で
ニ
ャ
ン
ニ
ャ
ン
し
て
た
の
は
覚
え
て
る
よ
。
ウ
チ
さ
あ
こ

こ
で
初
め
て
人
間
と
か
い
う
の
見
た
ん
だ
よ
ね
。
ウ
ケ
る
。
し
か
も
、
あ
と
で
聞
い
た
ら

そ
い
つ
学
生
と
か
い
っ
て
人
間
の
中
で
鬼
ヤ
バ
い
奴
だ
っ
た
と
か
ガ
ン
萎
え
。
こ
の
学
生

と
か
い
う
の
た
ま
に
ウ
チ
ら
捕
ま
え
て
料
理
し
て
食
べ
る
と
か
い
う
の
。
で
も
そ
ん
と
き

は
何
も
特
に
考
え
て
な
か
っ
た
か
ら
別
に
恐
い
と
か
思
わ
な
か
っ
た
わ
。
で
も
さ
あ
ア
イ

ツ
の
掌
に
の
せ
ら
れ
て
ス
ー
っ
て
さ
れ
た
と
き
は
マ
ジ
き
ゅ
ん
だ
っ
た
わ
。

　
何
れ
に
お
い
て
も
、
話
し
言
葉
の
直
裁
的
な
使
用
（
「
～
っ
て
ゆ
ー
」
「
メ
ッ
チ
ャ
」
等
）
や

記
号
の
使
用
（
「
★
」
）
、
間
投
的
な
感
情
の
表
現
（
「
ウ
ケ
る
。
」
等
）
、
ま
た
は
特
定
集
団
内
に

の
み
通
用
す
る
と
し
か
思
わ
れ
な
い
「
テ
ヘ
ペ
ロ
」
等
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
に
「
社
会
性
の
希

薄
な
女
子
高
校
生
」
の
姿
態
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
。
一
例
目
に
お
け
る
「
ウ
チ
は
「
猫
」

か
も
。
」
と
い
う
朧
化
の
文
末
表
現
に
も
注
意
を
向
け
た
い
。
課
題
提
出
後
、
参
加
者
全
員
に

よ
る
検
討
機
会
は
不
可
欠
で
あ
る
が
、
以
上
の
三
篇
は
好
評
で
あ
っ
た
。
感
覚
的
に
「
上
手

だ
」
と
い
う
感
想
が
多
か
っ
た
訳
で
あ
る
が
、
私
が
右
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
解
説
す
る
と
、
各

自
が
充
分
に
納
得
し
た
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
好
評
だ
っ
た
提
出
課
題
を
何
篇
か
掲
げ
て
お
く
。

そ
れ
ぞ
れ
真
摯
な
姿
勢
で
の
取
り
組
み
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
あ
た
し
は
猫
だ
け
ど
、
名
前
な
ん
か
な
い
し
ね
。
ど
こ
で
生
ま
れ
た
か
な
ん
て
わ
か
ん

な
い
し
ね
え
ー
、
つ
ー
か
、
う
す
っ
暗
い
じ
め
じ
め
し
た
と
こ
ろ
で
ニ
ャ
ー
ニ
ャ
ー
泣
い

て
い
た
の
は
マ
ジ
覚
え
て
る
し
ー
。
あ
た
し
は
こ
こ
で
マ
ジ
人
間
つ
ー
も
の
を
み
た
し

ね
ー
。
て
か
、
あ
と
で
聞
い
た
ン
だ
け
ど
、
そ
の
人
間
は
マ
ジ
最
低
だ
っ
た
ら
し
い
ね
ー
、

つ
ー
か
、
学
生
っ
て
煮
て
食
べ
る
っ
て
き
い
た
し
、
マ
ジ
そ
ん
な
こ
と
思
っ
て
い
な
か
っ

た
か
ら
怖
い
し
、
あ
り
え
な
い
し
。
ケ
ド
、
彼
の
掌
に
載
せ
ら
れ
た
と
き
、
マ
ジ
嬉
し

か
っ
た
し
。

　
ウ
チ
は
猫
ッ
ス
。
名
前
は
ま
だ
無
い
よ
ー
ん
。
ど
こ
で
生
れ
た
か
ま
っ
た
く
見
当
つ
き

ま
せ
ー
ん
。
何
で
も
薄
暗
い
じ
め
じ
め
し
た
所
で
ニ
ャ
ー
ニ
ャ
ー
泣
い
て
た
の
は
覚
え
て

ま
ッ
す
。
ウ
チ
は
こ
こ
で
初
め
て
人
間
と
い
う
も
の
を
見
ち
ゃ
い
ま
し
た
。
し
か
も
あ
と

で
聞
く
と
そ
れ
は
学
生
と
い
う
人
間
の
中
で
一
番
ど
う
も
う
な
種
族
な
ん
だ
っ
て
。
こ
の

学
生
と
い
う
の
は
時
々
ウ
チ
等
を
つ
か
ま
え
て
煮
て
食
べ
る
ん
だ
っ
て
。
だ
が
シ
カ
シ
、

そ
の
時
は
そ
ん
な
考
え
も
な
か
っ
た
か
ら
別
に
恐
い
な
ん
て
思
っ
て
な
い
し
、
た
だ
、
彼

の
掌
に
の
せ
ら
れ
て
ス
ー
と
持
ち
上
げ
ら
れ
た
時
は
な
ん
だ
か
フ
ワ
フ
ワ
し
た
感
じ
が

あ
っ
た
の
だ
ー
。
（
傍
点
原
文
）

　
ウ
チ
は
猫
。
名
前
は
ま
だ
な
い
。
ど
こ
で
生
ま
れ
た
か
さ
っ
ぱ
り
分
か
ん
な
い
。
何

か
薄
暗
い
じ
め
じ
め
し
た
所
で
ニ
ャ
ー
ニ
ャ
ー
泣
い
て
た
っ
て
こ
ど
だ
け
は
覚
え
て
る
。

ウ
チ
は
こ
こ
で
初
め
て
人
間
っ
て
い
う
の
を
見
た
。
し
か
も
、
あ
と
か
ら
聞
い
た
ら
そ

れ
っ
て
学
生
っ
て
い
う
人
間
の
中
で
最
も
性
質
が
悪
い
や
つ
な
ん
だ
っ
て
。
こ
の
学
生
は
、

時
々
ウ
チ
ら
を
捕
え
て
煮
て
食
べ
る
ら
し
い
。
だ
け
ど
、
そ
の
時
は
そ
ん
な
こ
と
ち
っ
と

も
考
え
て
な
か
っ
た
か
ら
特
に
恐
い
と
か
思
わ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
彼
の
手
に
乗
せ
ら
れ

て
ス
ー
っ
て
持
ち
上
げ
ら
れ
た
時
、
何
か
知
ら
な
い
け
ど
フ
ワ
フ
ワ
っ
て
し
た
ん
だ
よ
ね
。

　
女
子
高
校
生
と
い
う
主
体
を
設
定
し
た
場
合
、
そ
の
主
体
が
感
覚
的
／
告
白
的
な
表
現
を

導
く
こ
と
、
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
（
例
え
ば
「
～
し
、
～
し
。
」
と
い
う
連
続
的
な
文
末

表
現
、
等
）
。
一
方
、
原
文
に
お
け
る
、
思
弁
性
を
装
い
、
簡
潔
を
旨
と
す
る
断
定
的
な
「
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
な
　
ソ

輩
」
の
語
り
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
掲
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
平
成
二
七
年
度
前
期
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
越
え
る
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
課
題
の
提
出
を
、
現
時
点
に
お
い
て
私
は
見
な
い
。
層

　
ア
タ
シ
は
C
a
t
，
s
1
1
　
名
前
な
ん
か
な
い
し
ー
。
ど
こ
で
生
れ
た
か
な
ん
て
、
わ

か
ん
な
い
、
で
も
な
ん
か
、
薄
暗
く
て
ジ
メ
ジ
メ
し
た
と
こ
で
泣
い
て
た
っ
て
こ
と
は
覚

．
え
て
る
系
、
ア
タ
シ
は
人
間
っ
て
の
を
初
め
て
み
た
、
し
か
も
ー
後
で
聞
い
た
ん
だ
ケ
ド
、

そ
の
時
み
た
ヤ
ツ
は
人
間
の
な
か
で
、
マ
ジ
悪
い
ヤ
ツ
ら
ら
し
い
ん
だ
ー
、
何
か
あ
ア

タ
シ
達
を
、
つ
か
ま
え
て
（
碓
井
注
、
「
G
e
t
ー
」
の
ル
ビ
）
喰
う
ら
し
い
っ
つ
う
話
、

前
ま
で
は
別
に
な
ん
と
も
な
か
っ
た
か
ら
恐
く
な
か
っ
た
ん
だ
ー
、
で
も
ヤ
ツ
ラ
の
手
で

上
に
あ
げ
ら
れ
た
時
は
フ
ワ
フ
ワ
し
た
感
じ
だ
っ
た
。
マ
ジ
ビ
ビ
ッ
タ
ん
だ
け
ど
…
…
。

※

次
に
取
り
上
げ
る
の
は
太
宰
治
「
女
生
徒
」
（
昭
1
4
）
で
あ
る
。
本
作
に
限
ら
ず
太
宰
治
は

い
わ
ゆ
る
「
女
語
り
」
の
巧
み
さ
に
も
定
評
が
あ
り
、
そ
の
点
が
多
く
考
察
の
対
象
に
な
っ
て
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（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
ア
　

来
た
こ
と
も
周
知
で
あ
ろ
う
。

　
例
題
・
次
の
文
章
を
、
「
お
い
ど
ん
・
わ
し
・
俺
・
吾
輩
・
拙
者
」
等
の
一
人
称
を
使
っ
て

書
き
換
え
（
語
り
直
し
）
な
さ
い
。
（
課
題
に
お
け
る
か
な
つ
か
い
の
混
用
は
マ
マ
）

　
朝
は
、
な
ん
だ
か
、
し
ら
じ
ら
し
い
。
悲
し
い
こ
と
が
、
た
く
さ
ん
た
く
さ
ん
胸
に
浮

ん
で
、
や
り
き
れ
な
い
。
い
や
だ
、
い
や
だ
。
朝
の
私
は
一
ば
ん
醜
い
。
両
方
の
脚
が
、

く
た
く
た
に
疲
れ
て
、
さ
う
し
て
、
も
う
、
何
も
し
た
く
な
い
。
熟
睡
し
て
ゐ
な
い
せ
ゐ

か
し
ら
。
朝
は
健
康
だ
な
ん
て
、
あ
れ
は
嘘
。
朝
は
灰
色
。
い
つ
も
い
つ
も
同
じ
。
一
ば

ん
虚
無
だ
。
朝
の
寝
床
の
中
で
、
私
は
い
つ
も
厭
世
的
だ
。
い
や
に
な
る
。
い
ろ
い
ろ
醜

い
後
悔
ば
つ
か
り
、
い
ち
ど
に
、
ど
つ
と
か
た
ま
つ
て
胸
を
ふ
さ
ぎ
、
身
悶
え
し
ち
や
ふ
。

　
朝
は
、
意
地
悪
。

　
「
お
父
さ
ん
」
と
小
さ
い
声
で
呼
ん
で
み
る
。
へ
ん
に
気
恥
つ
か
し
く
、
う
れ
し
く
、

起
き
て
、
さ
つ
さ
と
布
団
を
た
た
む
。
布
団
を
持
ち
上
げ
る
と
き
、
よ
い
し
よ
、
と
掛
声

し
て
、
は
つ
と
思
つ
た
。
私
は
、
い
ま
ま
で
、
自
分
が
、
よ
い
し
よ
な
ん
て
、
げ
び
た
言

葉
を
言
ひ
出
す
女
だ
と
は
、
思
つ
て
な
か
つ
た
。
よ
い
し
よ
、
な
ん
て
、
お
婆
さ
ん
の

掛
声
み
た
い
で
、
い
や
ら
し
い
。
ど
う
し
て
、
こ
ん
な
掛
声
を
発
し
た
の
だ
ら
う
。
私
の

か
ら
だ
の
中
に
、
ど
こ
か
に
、
婆
さ
ん
が
ひ
と
つ
居
る
や
う
で
、
気
持
ち
が
わ
る
い
。
こ

れ
か
ら
は
、
気
を
つ
け
よ
う
。
ひ
と
の
下
品
な
歩
き
格
好
を
蟹
壁
し
て
ゐ
な
が
ら
、
ふ
と
、

自
分
も
、
そ
ん
な
歩
き
か
た
し
て
ゐ
る
の
に
気
が
つ
い
た
時
み
た
い
に
、
す
ご
く
、
し
よ

げ
ち
や
つ
た
。

だ
な
ん
て
、
あ
れ
は
嘘
で
こ
わ
す
。
朝
は
灰
色
で
こ
わ
す
。
い
つ
も
い
つ
も
同
じ
で
こ
わ

す
。
一
ば
ん
虚
無
で
こ
わ
す
。
朝
の
寝
床
の
中
で
、
お
い
ど
ん
は
い
つ
も
厭
世
的
で
こ
わ

す
。
い
や
に
な
る
で
こ
わ
す
。
い
ろ
い
ろ
醜
い
後
悔
ば
つ
か
り
、
い
ち
ど
に
、
ど
つ
と
か

た
ま
つ
て
胸
を
ふ
さ
ぎ
、
身
悶
え
し
ち
や
ふ
で
こ
わ
す
。

　
朝
は
、
意
地
悪
で
こ
わ
す
。

朝
は
、
な
ん
か
、
白
々
し
い
っ
ス
。
悲
し
い
こ
と
が
、
す
っ
ご
く
す
っ
ご
く
胸
に
浮
か

ん
で
、
や
り
き
れ
な
い
っ
ス
。
い
や
っ
ス
。
い
や
っ
ス
。
朝
の
オ
イ
ラ
は
一
ば
ん
醜
い
ッ

ス
。
両
方
の
脚
が
、
く
っ
た
く
た
に
疲
れ
て
、
そ
れ
で
、
も
う
、
何
も
し
た
く
な
く
な

る
っ
ス
。
熟
睡
し
て
な
い
か
ら
っ
ス
か
ら
ね
え
。
朝
は
健
康
だ
な
ん
て
、
あ
れ
は
嘘
ッ
パ

チ
っ
ス
。
朝
は
灰
色
っ
ス
。
い
っ
つ
も
い
っ
つ
も
同
じ
っ
ス
。
一
ば
ん
の
虚
無
っ
ス
。
朝

の
寝
床
の
中
で
は
、
オ
イ
ラ
は
い
つ
も
悲
し
い
っ
ス
。
い
や
に
な
る
っ
ス
。
い
ろ
い
ろ
醜

い
後
悔
ば
っ
か
り
、
い
ち
ど
に
、
ど
っ
か
と
か
た
ま
っ
て
は
胸
を
ふ
さ
い
で
、
キ
ツ
い
っ

ス
。

朝
は
、
意
地
悪
っ
ス
。

　
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
課
題
と
は
逆
の
事
態
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
男
性

性
の
強
い
一
人
称
が
択
ば
れ
た
場
合
、
繰
返
し
表
現
や
名
詞
止
め
の
文
末
表
現
が
極
端
に
減
り
、

一
文
が
端
的
に
な
り
、
更
に
、
思
弁
的
な
表
現
に
な
る
傾
向
が
指
摘
で
き
る
と
思
う
。
対
社
会

的
意
識
が
強
く
な
る
と
も
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
ら
が
な
表
記
の
部
分
を
殊
更
に

漢
字
表
記
に
改
め
る
提
出
課
題
も
、
毎
期
多
く
認
め
ら
れ
る
。

（49）
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こ
ち
ら
の
方
が
学
生
に
と
っ
て
手
強
い
よ
う
で
あ
る
。
毎
期
、
文
末
表
現
に
つ
い
て
単
調
な

繰
返
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
お
い
ど
ん
」
を
選
択

し
た
学
生
の
課
題
が
ほ
ぼ
全
文
「
～
で
こ
わ
す
。
」
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
よ
う
な
場
合

で
あ
る
。
失
敗
例
二
篇
の
そ
れ
ぞ
れ
前
半
部
分
を
掲
げ
る
。

　
朝
は
、
な
ん
だ
か
、
し
ら
じ
ら
し
い
で
こ
わ
す
。
悲
し
い
こ
と
が
、
た
く
さ
ん
た
く
さ

ん
胸
に
浮
ん
で
、
や
り
き
れ
な
い
で
こ
わ
す
。
い
や
で
こ
わ
す
。
い
や
で
こ
わ
す
。
朝
の

お
い
ど
ん
は
一
ば
ん
醜
い
で
こ
わ
す
。
両
方
の
脚
が
、
く
た
く
た
に
疲
れ
て
、
さ
う
し
て
、

も
う
、
何
も
し
た
く
な
い
で
こ
わ
す
。
熟
睡
し
て
ゐ
な
い
せ
い
で
こ
わ
す
か
。
朝
は
健
康

　
朝
は
、
ど
う
も
白
々
し
い
。
悲
し
い
こ
と
が
ど
え
り
ゃ
ー
た
く
さ
ん
胸
に
浮
ん
で
や
り

き
れ
ん
わ
…
。
い
や
じ
ゃ
い
や
じ
ゃ
。
朝
の
わ
し
は
一
番
醜
い
。
両
方
の
脚
が
、
ク
タ
ク

タ
に
ば
て
と
る
わ
、
何
も
し
と
う
な
い
。
熟
睡
で
き
ぬ
せ
い
か
の
う
。
朝
は
健
康
だ
な
ん

て
あ
り
ゃ
1
嘘
っ
ぱ
ち
だ
べ
。
朝
は
い
っ
つ
も
灰
色
、
一
番
の
虚
無
じ
ゃ
。
朝
の
寝
床
の

中
で
、
わ
し
は
常
に
厭
世
的
な
の
じ
ゃ
。
全
く
嫌
に
な
る
の
う
…
…
。
い
ろ
い
ろ
醜
い
後

悔
ば
か
り
一
気
に
ど
つ
と
か
た
ま
っ
て
胸
を
ふ
さ
ぎ
身
悶
え
し
ち
ま
ふ
。

　
朝
は
ひ
ど
い
。

　
「
お
父
ち
ゃ
ん
」
と
小
声
で
呼
ん
で
み
る
。
変
に
気
恥
ず
か
し
い
、
う
れ
し
い
は
起
き

て
さ
っ
さ
と
布
団
を
た
た
み
持
ち
上
げ
る
時
「
よ
い
し
ょ
」
と
掛
声
し
て
は
っ
と
思
っ
た
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ん
だ
が
わ
し
は
今
ま
で
自
分
が
「
よ
い
し
ょ
」
な
ん
つ
ー
げ
び
た
言
葉
を
言
い
出
す
男
だ

と
は
思
わ
ん
か
っ
た
。
よ
い
し
ょ
な
ん
て
婆
さ
ん
の
掛
声
み
て
ー
で
い
や
ら
し
い
。
何
故

に
こ
ん
な
掛
声
を
発
し
た
の
だ
ろ
う
。
わ
し
の
体
の
中
の
ど
こ
か
に
婆
さ
ん
が
い
る
様
で

気
持
悪
い
。
気
を
つ
け
ん
と
な
。
ひ
と
の
下
品
な
格
好
を
墾
盛
し
て
い
な
が
ら
ふ
と
わ
し

も
そ
ん
な
歩
き
方
し
て
る
の
に
気
が
つ
い
た
時
み
た
い
に
え
ら
い
し
ょ
げ
ち
ま
っ
た
。

　
朝
げ
は
、
な
ん
だ
か
、
白
々
し
い
わ
い
。
悲
し
い
こ
と
が
、
ぎ
ょ
う
さ
ん
ぎ
ょ
う
さ
ん

胸
に
浮
ん
で
、
や
り
き
れ
な
く
て
か
な
わ
ん
。
お
い
ど
ん
の
朝
は
両
の
脚
が
、
ボ
ロ
ボ
ロ

で
、
も
う
何
も
す
る
気
も
あ
り
ゃ
あ
せ
ん
！
　
熟
睡
し
て
い
な
い
せ
い
か
、
朝
は
健
康
だ

な
ん
て
、
あ
ん
な
ん
嘘
に
決
ま
っ
ち
ょ
る
1
　
朝
な
ん
つ
う
も
ん
は
灰
暗
く
、
い
っ
ち
ゃ

ん
虚
ろ
な
時
間
だ
わ
。
お
い
ど
ん
は
い
つ
も
布
団
の
中
で
世
間
か
ら
目
を
そ
ら
し
、
ぎ
ょ

う
さ
ん
辛
い
事
ば
か
り
考
え
る
も
ん
で
身
悶
え
し
ち
ょ
る
。

　
朝
は
、
意
地
悪
た
い
。

　
「
お
と
ん
」
と
、
ち
ょ
い
と
呼
ん
で
み
る
。
変
に
気
恥
ず
か
し
ゅ
う
て
起
き
て
ち
ゃ
っ

ち
ゃ
と
布
団
を
た
た
む
。
「
う
ん
し
ょ
」
と
掛
け
声
を
し
て
思
う
。
お
い
ど
ん
は
今
ま
で

う
ん
し
ょ
な
ん
て
げ
び
た
言
葉
を
言
う
男
だ
と
は
思
い
も
し
ち
ょ
ら
な
か
っ
た
。
バ
バ
ア

の
掛
け
声
み
た
い
で
下
品
た
い
。
お
い
ど
ん
の
体
の
中
に
バ
バ
ア
が
住
ん
ぢ
ょ
る
の
か
気

味
が
悪
い
。
こ
れ
か
ら
は
気
を
つ
け
人
の
ブ
リ
見
て
我
が
ブ
リ
直
し
て
い
こ
う
と
思
い

し
ょ
げ
ち
ま
っ
た
い
。

　
以
下
、
全
体
的
に
高
い
評
価
を
得
た
提
出
課
題
を
何
篇
か
、
そ
れ
ぞ
れ
前
半
部
分
を
掲
げ
て

お
く
。
各
自
の
、
い
わ
ば
人
称
と
の
格
闘
の
様
子
が
認
め
ら
れ
て
好
ま
し
い
。

　
朝
は
、
ど
う
い
う
訳
で
あ
ろ
う
か
、
白
々
し
い
も
の
だ
。
悲
し
い
こ
と
が
、
非
常
に
多

く
胸
に
浮
か
ん
で
や
り
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
嫌
で
あ
る
。
朝
の
吾
輩
は
こ
の
上
な
く
醜

い
の
で
あ
る
。
両
方
の
脚
が
こ
の
上
な
く
疲
れ
、
そ
の
為
、
も
う
、
何
も
し
た
く
は
な
い
。

熟
睡
し
て
い
な
い
故
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
朝
は
健
康
な
ど
と
よ
く
耳
に
す
る
が
、
そ
れ

は
嘘
で
あ
ろ
う
。
朝
は
灰
色
で
あ
る
。
毎
朝
変
わ
ら
ぬ
。
最
も
虚
無
で
あ
る
。
朝
の
寝
床

の
中
で
、
吾
輩
は
絶
え
ず
厭
世
的
で
あ
る
。
嫌
に
な
る
。
色
々
と
醜
い
後
悔
ば
か
り
が
一

度
に
、
ど
つ
と
か
た
ま
っ
て
胸
を
ふ
さ
ぎ
、
見
悶
え
が
す
る
。

　
朝
は
な
ん
だ
か
、
し
ら
じ
ら
し
い
。
悲
し
い
こ
と
が
、
た
く
さ
ん
胸
に
浮
か
ん
で
や
り

き
れ
な
い
。
い
や
だ
。
朝
の
俺
は
一
ば
ん
醜
い
。
両
方
の
脚
が
く
た
く
た
に
疲
れ
て
、
そ

ん
で
、
も
う
、
何
も
し
た
く
な
い
の
だ
。
熟
睡
し
て
な
い
せ
い
か
。
朝
は
健
康
な
ん
て
あ

れ
は
嘘
だ
。
朝
は
灰
色
だ
。
何
も
変
わ
ら
な
い
。
一
ば
ん
虚
無
だ
。
朝
の
寝
床
の
中
で
俺

は
い
つ
も
厭
世
的
だ
。
い
や
に
な
る
。
い
ろ
い
ろ
醜
い
後
悔
ば
か
り
で
、
一
度
に
ど
っ
と

か
た
ま
っ
て
胸
を
ふ
さ
ぎ
見
悶
え
す
る
の
だ
。

　
朝
は
、
な
に
や
ら
、
し
ら
じ
ら
し
い
だ
が
。
悲
し
い
こ
と
が
、
た
あ
っ
く
さ
ん
胸
に
浮
　
　
㈹

ん
で
、
や
り
き
れ
ん
。
い
や
じ
ゃ
。
い
や
じ
ゃ
。
朝
の
お
い
ど
ん
は
一
ば
ん
醜
い
だ
よ

さ
。
両
方
の
脚
が
、
く
た
く
た
に
疲
れ
き
っ
て
、
そ
う
す
っ
と
、
も
う
、
何
も
し
た
く
ね

え
。
熟
睡
し
て
い
な
い
せ
い
か
何
な
の
か
。
朝
は
健
康
だ
な
ん
て
、
あ
れ
は
嘘
っ
ぱ
ち
で

い
。
朝
は
灰
色
じ
ゃ
。
い
っ
つ
も
同
じ
じ
ゃ
。
一
番
虚
無
じ
ゃ
。
朝
の
寝
床
の
中
で
、
お

い
ど
ん
は
い
つ
も
厭
世
的
だ
よ
さ
。
い
や
ん
な
る
の
。
い
ろ
い
ろ
醜
い
後
悔
ば
っ
か
り
し

と
っ
て
、
い
っ
ぺ
ん
に
、
ど
っ
と
か
た
ま
っ
た
も
ん
が
胸
を
ふ
さ
い
で
見
悶
え
る
わ
い
。

　
朝
は
、
何
や
ら
、
白
々
し
い
わ
。
悲
し
い
こ
と
が
、
た
く
さ
ん
胸
に
浮
か
ん
で
や
り
き

れ
な
い
で
こ
わ
す
。
い
や
じ
ゃ
。
朝
の
お
い
ど
ん
は
一
ば
ん
醜
い
わ
い
。
両
方
の
脚
が
、

く
た
く
た
に
疲
れ
て
、
そ
う
し
て
、
も
う
何
も
し
た
く
な
い
わ
。
熟
睡
し
て
い
な
い
せ
い

か
も
知
れ
ん
。
朝
は
健
康
な
ん
て
、
あ
れ
は
嘘
じ
ゃ
ろ
。
朝
は
灰
色
で
こ
わ
す
。
い
つ
も

変
わ
ら
ぬ
わ
。
一
ば
ん
虚
無
で
こ
わ
す
。
朝
の
寝
床
の
中
で
、
お
い
ど
ん
は
い
つ
も
厭
世

的
じ
ゃ
。
嫌
に
な
る
。
い
ろ
い
ろ
醜
い
後
悔
ば
か
り
、
い
ち
ど
に
、
ど
つ
と
か
た
ま
っ
て

胸
を
ふ
さ
ぎ
、
身
悶
え
し
て
し
ま
ふ
わ
い
。

　
朝
は
、
な
ん
だ
か
、
し
ら
じ
ら
し
い
な
。
悲
し
い
こ
と
が
、
た
く
さ
ん
た
く
さ
ん
胸
に

浮
ん
で
や
り
き
れ
ね
え
。
嫌
で
嫌
で
。
朝
の
お
い
ら
は
一
ば
ん
醜
い
。
両
方
の
脚
が
、
く

た
く
た
に
疲
れ
て
、
さ
う
し
て
も
何
も
し
た
く
ね
え
。
熟
睡
し
て
い
な
い
せ
い
な
ん
か
。

朝
は
健
康
だ
な
ん
て
あ
れ
は
嘘
だ
な
。
朝
は
灰
色
だ
。
い
つ
も
同
じ
だ
。
一
ば
ん
虚
無
だ
。

朝
の
寝
床
の
中
で
お
い
ら
は
い
つ
も
厭
世
的
だ
。
い
や
に
な
る
ん
だ
。
い
ろ
い
ろ
醜
い
後

悔
ば
っ
か
り
、
い
ち
ど
に
、
ど
つ
と
か
た
ま
っ
て
身
悶
え
し
ち
ゃ
ん
だ
。

そ
の
他
、
「
い
や
だ
。
い
や
だ
。
」
の
部
分
、
「
嫌
で
嫌
で
、
」
「
あ
ー
や
だ
や
だ
」
と
い
う
処
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理
、
こ
の
よ
う
に
す
る
と
、
繰
返
し
表
現
の
女
性
性
が
消
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
「
嫌
な
も
の
だ
。
」
と
い
う
処
理
も
あ
り
、
こ
れ
も
適
切
で
あ
る
と
感
じ
る
。
「
朝
は
健
康

だ
な
ん
て
、
あ
れ
は
嘘
。
」
の
部
分
、
「
朝
は
健
康
だ
と
は
良
く
い
っ
た
も
の
だ
」
、
ま
た
、
前

後
を
つ
な
げ
て
「
嘘
で
あ
り
、
い
つ
も
同
じ
灰
色
で
あ
る
。
」
と
い
う
も
処
理
も
、
断
定
的
で

あ
り
、
男
性
性
が
際
立
つ
適
切
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
い
ろ
い
ろ
醜
い
後
悔
ば
つ
か
り
、
い
ち

ど
に
、
ど
つ
と
か
た
ま
つ
て
胸
を
ふ
さ
ぎ
、
身
悶
え
し
ち
や
ふ
。
」
の
部
分
、
「
い
つ
も
の
へ
ぼ

の
後
悔
ば
か
り
、
ま
と
め
て
ド
カ
ッ
と
来
て
胸
を
ふ
さ
ぎ
、
遣
る
瀬
な
く
な
り
申
す
。
」
と
い

う
語
り
直
し
も
あ
っ
た
。
柔
軟
な
感
性
に
基
づ
く
処
理
で
あ
ろ
う
。
総
じ
て
、
繰
返
し
表
現
・

文
末
の
名
詞
止
め
、
以
上
の
よ
う
な
点
に
女
性
性
が
強
調
さ
れ
る
と
捉
え
、
そ
の
部
分
の
処
理

を
試
み
る
学
生
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　
自
覚
的
・
創
造
的
な
読
者
と
し
て
の
自
己
を
つ
く
り
上
げ
て
ゆ
く
こ
と
。
テ
ク
ス
ト
と
の
ゆ

た
か
な
対
話
を
重
ね
て
ゆ
く
こ
と
。
そ
し
て
、
自
身
の
世
界
を
ゆ
た
か
に
広
げ
る
表
現
方
法

の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
。
学
生
各
自
に
お
い
て
本
実
践
が
そ
の
一
契
機
に
な
る
の
だ
と
し
た
ら
、

私
に
と
っ
て
、
そ
れ
に
過
ぎ
る
喜
び
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
注
1
）

．
（
注
2
）

昨
年
、
亀
井
秀
雄
監
修
／
蓼
沼
正
美
「
超
入
門
－
　
現
代
文
学
理
論
講
座
』
（
筑
摩
書
房
、
平

2
7
・
1
0
）
を
精
読
す
る
機
会
を
得
た
。
学
ぶ
と
こ
ろ
多
大
で
あ
り
、
今
後
の
本
実
践
に
活
用

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
視
点
を
多
く
得
た
次
第
で
あ
る
。
殊
に
も
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」

に
触
れ
て
の
、
「
第
三
講
　
読
む
こ
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」
に
お
け
る
、

　
こ
れ
ま
で
の
国
語
の
教
室
に
お
け
る
「
羅
生
門
』
の
読
み
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
下
人
」
の

　
立
場
に
一
元
化
さ
れ
て
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。
実
際
に
は
老
婆
の
立
場
に
立
っ
て
読
ん
で

　
み
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
す
し
、
あ
る
い
は
登
場
人
物
以
外
の
視
点
に
立
っ
て
読
ん
で
み

　
る
こ
と
も
出
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
「
読
者
」
と
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は

　
作
者
以
上
に
物
語
内
容
を
創
り
出
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
創
造
的
な
読
み
手
で
あ
る
と
い

　
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
（
傍
点
原
文
）

と
い
う
主
張
に
つ
き
、
以
後
の
実
践
に
向
け
て
、
私
に
お
い
て
得
難
く
有
益
な
啓
発
で
あ
っ

た
こ
と
を
明
記
し
て
お
き
た
い
。

「
人
称
」
に
関
し
て
は
、
言
語
学
に
お
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
文
学
・
社
会
学
研
究
に
お
い

て
も
ゆ
た
か
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
例
え
ば
、
『
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
言
語
学
－
表
現
主
体

（
注
3
）

（
注
4
）

（
注
5
）

（
注
6
）

の
多
層
性
』
（
ひ
つ
じ
書
房
、
平
π
・
1
0
）
を
は
じ
め
、
管
見
の
限
り
最
新
の
も
の
と
し
て

「
文
学
の
「
人
称
」
と
言
語
学
の
「
人
称
」
」
（
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
『
文
学
・
語
学
』
畑
、

平
2
9
・
6
）
等
の
、
福
沢
将
樹
の
精
緻
鋭
利
な
一
連
の
論
究
、
安
藤
宏
「
「
私
」
を
つ
く
る
ー

近
代
小
説
の
試
み
』
（
岩
波
書
店
、
平
2
7
・
1
1
）
、
等
、
精
力
的
な
為
事
か
ら
得
る
学
恩
は
私

に
お
い
て
測
り
知
れ
な
い
程
に
大
き
い
。
両
氏
の
為
事
を
は
じ
め
、
従
来
の
研
究
か
ら
学
び

得
た
と
こ
ろ
を
活
か
し
切
れ
て
い
る
実
践
で
は
な
い
こ
と
を
恥
入
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
敢

え
て
掲
げ
、
謝
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

大
正
三
年
生
。
昭
和
七
年
佐
藤
春
夫
に
入
門
。
太
宰
治
に
兄
事
す
る
。
昭
和
一
四
年
『
誕
生

日
』
（
私
家
版
）
刊
。
伊
東
静
雄
の
知
遇
を
得
、
以
後
親
密
に
交
際
す
る
。
ま
た
富
士
正
晴
と

識
る
。
以
後
、
『
千
歳
の
杖
』
（
ま
ほ
ろ
ば
発
行
所
、
昭
1
9
）
、
『
夕
映
え
』
（
私
家
版
、
昭
4
0
）
、

『
十
薬
』
（
皆
美
社
、
平
3
）
等
。
評
論
集
成
と
し
て
『
林
富
士
馬
評
論
文
学
全
集
』
（
勉
誠
社
、

平
7
）
。
『
ま
ほ
ろ
ば
』
（
昭
1
7
～
）
、
『
曼
茶
羅
』
（
昭
1
9
～
）
、
『
光
耀
』
（
昭
2
1
～
）
、
『
新
現

實
』
（
昭
田
～
）
等
の
同
人
誌
を
主
宰
、
庄
野
潤
三
や
三
島
由
紀
夫
等
を
見
出
す
。
檀
一
雄
・

五
味
康
祐
・
伊
藤
桂
一
等
と
親
密
に
交
際
す
る
。
長
期
に
亘
る
「
文
學
界
』
誌
「
同
人
雑
誌

評
」
の
担
当
者
（
昭
3
3
～
5
5
）
、
そ
の
業
績
に
よ
り
菊
池
寛
賞
を
受
賞
（
昭
5
4
）
。
平
成
＝

年
死
去
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

「
人
称
の
使
い
分
け
」
と
い
う
精
神
性
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
安
藤
（
注
2
）
書
に
お
け
る
書

名
、
ま
た
は
章
題
「
演
技
す
る
「
私
」
」
（
第
一
章
）
「
「
私
」
が
「
私
」
を
つ
く
る
」
（
第
四

章
）
等
の
視
座
設
定
と
そ
こ
か
ら
の
考
察
は
有
益
で
あ
る
。

藤
尾
健
剛
「
写
生
文
の
二
つ
の
タ
イ
プ
ー
写
生
文
に
お
け
る
「
俳
句
趣
味
」
」
（
「
大
東
文
化
大

学
紀
要
〈
人
文
科
学
編
〉
』
5
5
（
平
2
9
・
3
）
は
、
明
治
期
さ
か
ん
に
行
わ
れ
た
「
写
生
文
」

を
「
散
策
記
・
紀
行
文
型
」
「
逗
留
記
型
」
の
二
類
に
分
か
ち
、
「
写
生
文
」
概
念
の
再
検
討

を
迫
り
示
唆
に
富
む
。
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
語
り
に
つ
い
て
は
「
逗
留
記
型
に
固
有
な
、

語
り
手
と
他
の
人
物
と
を
隔
て
る
距
離
は
、
『
猫
』
の
場
合
、
批
評
を
可
能
に
す
る
条
件
と
し

て
機
能
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
「
条
件
」
と
し
て
、
「
猫
」
自
身
が
択
ん
だ

「
吾
輩
」
と
い
う
一
人
称
も
与
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
一
点
を
私
な
り
に
付
け
加
え

た
い
。

こ
の
よ
う
な
現
象
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
鈴
木
広
光
「
自
分
の
恋
を
語
り
、
書
く
こ
と
を
め

ぐ
る
闘
争
」
（
高
岡
尚
子
編
『
恋
を
す
る
、
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
ー
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
考

え
る
　
こ
と
ば
と
文
学
』
ひ
つ
じ
書
房
、
平
2
6
・
4
）
に
お
け
る
、
次
の
指
摘
は
有
益
で
あ

る
。
長
い
引
用
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。



人称がひらく表現の可能性

（
注
7
）

　
1
9
1
1
年
1
1
月
に
雑
誌
「
青
鞘
」
は
創
刊
さ
れ
た
。
そ
の
創
刊
号
に
お
け
る
与
謝
野
晶

　
子
の
「
す
べ
て
眠
り
し
女
今
ぞ
目
覚
め
て
動
く
な
る
」
、
あ
る
い
は
「
一
人
称
に
て
の
み
物

　
書
か
ば
や
」
（
「
そ
ぞ
ろ
ご
と
」
）
と
い
う
宣
言
と
と
も
に
、
女
た
ち
は
一
人
称
で
自
ら
の
生

　
を
、
そ
し
て
恋
を
語
り
始
め
る
。
晶
子
の
宣
言
そ
の
も
の
は
文
語
体
で
あ
っ
た
が
、
「
青

　
鞘
」
の
書
き
手
た
ち
は
言
文
一
致
体
な
ど
口
語
文
を
選
択
し
た
。
だ
が
、
先
に
も
述
べ
た

　
よ
う
に
、
言
文
一
致
体
は
表
面
的
に
は
中
性
を
装
い
つ
つ
、
本
質
的
に
は
〈
男
性
〉
性
を

　
付
与
さ
れ
た
言
語
で
あ
っ
た
か
ら
、
自
己
の
生
も
恋
愛
も
そ
の
枠
組
み
か
ら
語
ら
れ
る
こ

　
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
（
略
）
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
、
「
青
鞘
」
に
集
っ
た
書
き
手

　
た
ち
は
、
既
成
の
ジ
ャ
ン
ル
に
と
ら
わ
れ
な
い
〈
私
〉
を
語
る
文
章
1
1
〈
告
白
〉
に
よ
っ

　
て
、
表
現
主
体
と
し
て
の
自
己
を
回
復
し
、
自
己
を
語
る
言
語
の
奪
還
を
試
み
た
の
で

　
あ
っ
た
。

提
出
さ
れ
た
課
題
文
か
ら
も
「
告
白
体
」
の
ゆ
た
か
な
可
能
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
読
点
に
よ
っ
て
延
々
と
続
け
ら
れ
る
文
体
は
、
〈
告
白
〉
の
息
づ
か
い
を
活
き
活
き
と

再
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

太
宰
治
自
身
が
女
性
読
者
か
ら
寄
託
さ
れ
た
日
記
を
、
「
語
り
直
し
」
と
い
う
作
業
を
経
た
上

で
、
「
作
品
」
と
し
て
発
表
し
た
も
の
が
本
作
で
あ
る
と
い
う
事
実
も
周
知
で
あ
ろ
う
。
そ
の

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
本
作
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
井
上
諭
一
が
簡
潔
に
纏
め
て
便
宜
を
得

る
（
安
藤
宏
・
神
谷
忠
孝
編
「
太
宰
治
全
作
品
研
究
事
典
」
勉
誠
社
、
平
7
・
1
1
）
。
そ
れ
以

後
の
研
究
中
、
本
実
践
の
立
場
か
ら
（
「
女
語
り
」
「
人
称
」
「
語
り
直
し
」
と
い
っ
た
点
に
つ

き
）
、
以
下
の
論
考
か
ら
有
益
な
刺
激
を
受
け
続
け
て
い
る
。
掲
げ
て
謝
意
を
表
し
て
お
き

た
い
。
藤
掛
有
紀
「
太
宰
治
研
究
ー
〈
女
語
り
〉
の
力
」
（
「
東
京
女
子
大
學
日
本
文
學
』
9
8
、

平
1
4
・
9
）
、
岡
村
真
由
美
「
「
丸
生
徒
」
を
教
え
る
1
中
学
校
に
お
け
る
現
代
国
語
の
授
業

実
践
報
告
」
（
日
本
女
子
大
学
大
学
院
「
会
誌
」
2
、
平
1
5
・
3
）
、
滝
口
明
祥
「
あ
る
少
女

の
「
自
分
一
人
の
お
し
や
べ
り
」
が
活
字
に
な
る
ま
で
ー
・
『
有
明
淑
の
日
記
」
と
太
宰
治

「
女
生
徒
」
」
（
「
繍
」
の
会
「
繍
」
1
6
、
平
1
6
・
3
）
、
内
海
紀
子
「
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
ク
ロ

ス
ー
ー
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ド
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ー
太
宰
治
「
女
生
徒
」
か
ら
篠
原
一
『
ゴ
ー
ジ
ャ

ス
」
ま
で
」
（
日
本
近
代
文
学
会
「
日
本
近
代
文
学
」
7
1
、
平
1
6
・
1
0
）
、
櫻
田
俊
子
「
太
宰

治
・
女
性
独
白
体
作
品
を
生
ん
だ
時
代
背
景
－
雑
誌
と
女
性
読
者
」
（
法
政
大
学
大
学
院
「
日

本
文
学
論
叢
」
3
8
、
平
2
1
・
3
）
、
小
平
麻
衣
子
「
太
宰
治
「
女
生
徒
」
を
読
む
」
（
日
本
大

学
「
語
文
」
1
6
、
平
2
4
・
6
）
、
松
本
和
也
「
王
題
と
し
て
の
”
喪
の
仕
事
”
ー
太
宰
治
「
女

生
徒
」
論
」
（
『
立
教
大
学
日
本
文
学
」
鵬
、
平
2
4
・
7
）
、
千
葉
一
幹
「
「
女
」
は
、
文
学
に

な
に
を
も
た
ら
し
た
の
か
ー
太
宰
治
に
お
け
る
言
語
的
異
性
装
趣
味
と
文
学
の
意
味
」

春
秋
「
文
學
界
」
6
7
の
2
、
平
2
5
・
2
）
、
等
。

（
文
藝

　
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
「
女
生
徒
」
の
引
用
・
実
践
使
用
は
、
『
漱
石
全
集
』
第
一
巻
（
岩
波

書
店
、
平
5
・
1
2
）
、
『
太
宰
治
全
集
」
第
三
巻
（
筑
摩
書
房
、
平
1
0
・
6
）
に
拠
り
、
ル
ビ
は

省
略
し
た
。
な
お
、
参
考
文
献
の
刊
行
年
表
記
は
元
号
に
統
一
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（52）


