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〇
、
テ
ク
ス
ト
分
析
に
お
け
る
〈
強
度
〉
は

　

た
と
え
ば
、
三
島
由
紀
夫
「
橋
づ
く
し
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
、
語
り
手
に

よ
っ
て
声
を
奪
わ
れ
た
東
北
出
身
の
女
性
を
、
動
物
的
な
も
の
と
し
て
〈
人
間
〉
的
な

も
の
か
ら
排
除
す
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
高
木
［2019

］
で
論
じ
た
。
そ
の
と
き
の
危

惧
は
、「
そ
こ
ま
で
も
含
ん
で
三
島
由
紀
夫
と
い
う
作
家
は
考
え
て
書
い
て
い
る
」
と
い

う
テ
ク
ス
ト
擁
護
の
言
葉
が
出
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
高
木
［2019
］
で
は
、
語
り

手
が
登
場
人
物
と
結
託
し
て
創
り
あ
げ
る
物
語
空
間
内
部
の
暴
力
性
を
批
評
す
る
こ
と

だ
け
を
目
標
と
し
、
作
家
が
「
自
身
が
書
い
た
テ
ク
ス
ト
」
の
持
つ
暴
力
性
を
メ
タ
レ

ベ
ル
に
お
い
て
批
評
す
る
よ
う
な
余
地
が
テ
ク
ス
ト
の
ど
こ
に
も
な
い
こ
と
も
論
じ
た
。

　
「
い
や
、
作
家
は
あ
え
て
書
い
て
い
る
ん
だ
」「
作
家
は
そ
の
出
来
事
や
存
在
を
書
く

こ
と
で
、
書
か
れ
た
出
来
事
や
存
在
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
」。
そ
う
い
う

テ
ク
ス
ト
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
語
り
方
や
テ
ク
ス
ト
の
構
造
や
登
場
人
物
た
ち

の
声
、
そ
う
い
っ
た
も
の
た
ち
が
「
書
か
れ
た
出
来
事
」
と
〈
強
度
〉
を
も
っ
て
対
峙

し
て
い
る
と
き
に
は
成
り
立
つ
。
な
ん
で
も
か
ん
で
も
、
書
い
た
こ
と
（
語
っ
た
こ

と
）
自
体
を
批
判
す
る
た
め
に
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
書
か
れ
た
（
語
ら
れ
た
）
な
ど
と

は
言
え
な
い
し
、
ど
ん
な
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
も
そ
れ
を
言
い
だ
し
た
ら
、
水
掛
け
論

に
な
る
だ
け
だ
。
分
析
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

導
き
出
さ
れ
れ
る
、
対
抗
す
る
力
、
抵
抗
の
〈
強

高　

木　
　
　

信

残
酷
な《
秋
元
康
》が
支
配
す
る　

⑴

　
　

︱〈
お
っ
さ
ん
〉が「
お
見
立
て
会
」を
作
っ
て
い
る
。
欅
坂
46
＝
櫻
坂
46
の
た
め
に
︱

度
〉
の
み
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、《
わ
れ
わ
れ
》
は
分
析
し
続
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
テ
ク
ス
ト
を
そ
の
ま
ま
（
書
か
れ
て
い
る
こ
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
鵜

呑
み
に
す
る
こ
と
や
物
語
内
容
を
字
義
通
り
に
受
け
入
れ
て
）
享
受
す
る
だ
け
で
は
、

い
け
な
い

0

0

0

0

の
だ
。

　

か
つ
て
庵
野
秀
明
が
映
画
版
（
旧
劇
場
）『
新
世
紀　

エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン　

劇
場

版 

Ａ
ｉ
ｒ
／
ま
ご
こ
ろ
を
、
君
に
』（
一
九
九
七
年
）
で
、
登
場
人
物
で
あ
る
惣
流
・

ア
ス
カ
・
ラ
ン
グ
レ
ー
が
「
気
持
ち
悪
い
」
と
言
う
こ
と
で
「
オ
タ
ク
」
批
判
を
し
た

（
と
さ
れ
て
い
る
）
現
象
も
あ
っ
た
。
登
場
人
物
で
あ
る
碇
シ
ン
ジ
の
顔
を
見
て
言
う

セ
リ
フ
な
の
で
、
ア
ス
カ
の
身
体
を
性
的
欲
求
の
対
象
と
し
て
み
て
い
る
シ
ン
ジ
に
、

あ
る
い
は
「
オ
タ
ク
」
的
な
シ
ン
ジ
に
つ
い
て
「
気
持
ち
悪
い
」
と
言
っ
て
い
る
と
捉

え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
同
時
に
、
テ
レ
ビ
版
『
新
世
紀　

エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
』

（
テ
レ
ビ
東
京　

一
九
九
五
年
一
〇
月
～
一
九
九
六
年
三
月
）
で
熱
の
上
が
っ
た
フ
ァ

ン
た
ち
の
謎
解
き
合
戦
や
登
場
人
物
へ
の
〈
萌
え
〉
に
対
し
て
、「
気
持
ち
悪
い
」
と

言
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
た
の
で
あ
る
（
高
木
［2001

］
参
照
）。
こ
の
セ
リ
フ
は

一
見
「
オ
タ
ク
」
批
判
と
し
て
強
度
を
持
っ
た
よ
う
に
見
え
た
が
、『
エ
ヴ
ァ
』
を
消

費
す
る
勢
力
の
前
で
は
効
力
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
庵
野
自
身
の
そ
の
後
を

み
て
も
、
映
画
版
（
新
劇
場
版
）『
シ
ン
・
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン　

劇
場
版

』（
二
〇

二
一
年　

四
部
作
の
四
作
目　

「
劇
場
版
」
の
あ
と
に
付
い
て
い
る
記
号
「

」
は
演

キ
ー
ワ
ー
ド
：
考
察
と
分
析
と　

〈
お
っ
さ
ん
〉
＝
〈
男
の
子
〉
の
欲
望　

〈
彼
女
〉
た
ち
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス　

街
角
で
キ
ス
を
し
よ
う　

原
田
葵
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あ
っ
た
か
を
物
語
自
身
が
教
え
て
く
れ
る
ゲ
ー
ム
の
な
か
で
作
動
し
て
い
る
の
が
「
考

察
」
だ
。
物
語
内
容
の
秘
密
を
暴
く
こ
と
、
出
来
事
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
が
メ
イ
ン

と
な
り
、
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
発
生
す
る
抑
圧
的
〝
常
識
〟
や
、
逆
に
物
語
自
身
が

持
っ
て
い
る
批
評
性
へ
と
関
心
が
向
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

さ
て
、
批
評
的
に
〈
読
む
〉
た
め
の
ひ
と
つ
に
、
脱
構
築
と
い
う
運
動
が
あ
る
。
テ

ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト
に
内
面
化
さ
れ
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
あ
ぶ
り

出
し
、
テ
ク
ス
ト
を
強
固
に
支
配
す
る
二
項
対
立
を
見
つ
け
だ
し
、
二
項
対
立
の
無
根

拠
性
を
暴
き
立
て
、
二
項
対
立
が
成
立
し
な
い
場
所
に
ま
で
テ
ク
ス
ト
を
追
い
つ
め
て

い
く
。
そ
れ
は
過
激
な
運
動
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
の
破
砕
で
あ
る
【
註
３
】。

　

し
か
し
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
は
怖
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
に
内
部

に
二
項
対
立
を
発
生
さ
せ
、
二
項
対
立
の
暴
力
性
を
十
分
に
発
動
さ
せ
た
テ
ク
ス
ト
に

つ
い
て
、
な
ん
の
分
析
も
せ
ず
、「
二
項
対
立
の
暴
力
性
を
あ
え
て
示
し
て
み
た
、
脱

構
築
的
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
。

　

な
ぜ
長
々
と
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
き
た
の
か
を
簡
単
に
説
明
し
よ
う
。
歴
史

修
正
主
義
や
な
ん
で
も
あ
り
の
テ
ク
ス
ト
論
︱
︱
〈
私
〉
が
読
み
取
っ
た
テ
ク
ス
ト
の

意
味
は
他
の
読
み
方
と
同
等
の
価
値
が
あ
り
絶
対
で
あ
る
︱
︱
と
い
っ
た
も
の
と
袂
を

分
か
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
（
詳
し
く
は
高
木
［2000

］
を
参
照
）。

　

リ
オ
タ
ー
ル
［1979

］
が
「
近
代
」
や
「
歴
史
」、「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
と
い
っ
た
科

学
の
正
当
性
を
担
保
す
る
〈
大
き
な
物
語
〉
は
終
焉
を
迎
え
た
と
論
じ
た
。
そ
こ
か
ら

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
時
代
は
複
数
の
〈
小
さ
な
物
語
〉
が
多
様
に
展
開
す
る
と
思
わ
れ
た
。

日
本
の
テ
ク
ス
ト
論
も
、
読
む
と
い
う
行
為
を
し
て
「
作
者
の
意
図
」
か
ら
逃
走
し
テ

ク
ス
ト
に
多
様
な
意
味
を
付
与
す
る
運
動
と
す
る
地
平
を
拓
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
間
隙
を
縫
う
よ
う
に
し
て
、
読
者
の
数
だ
け
意
味
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
あ
る

い
は
自
由
に
読
ん
で
い
い
の
な
ら
ば
、
歴
史
も
自
分
た
ち
の
好
き
な
よ
う
に
再
構
築
で

き
る
と
い
う
「
歴
史
修
正
主
義
」
が
台
頭
し
て
し
ま
っ
た
。
冷
戦
が
終
結
し
、
平
和
が

訪
れ
る
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
複
数
の
正
義
が
乱
立
し
、
民
族
紛
争
の
時
代
に
突
入
し

た
。

　

こ
こ
で
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
が
ダ
メ
だ
っ
た
と
批
判
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
脇
が

甘
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
多
様
性
が
あ
る
か
ら
い
い
」「
自
分
の
解
釈
は
絶
対
で
、
あ
な

奏
記
号
で
「
リ
ピ
ー
ト
」
を
表
す
）
の
最
後
で
は
、
旧
劇
場
版
と
同
じ
く
「
人
類
補
完

計
画
」（
全
人
類
が
身
体
を
な
く
し
、
心
だ
け
に
な
っ
て
、
ひ
と
つ
の
集
合
体
と
な
る

こ
と
）
の
遂
行
を
描
く
と
い
う
意
味
で
、
テ
レ
ビ
版
を
「
リ
ピ
ー
ト
」
し
て
い
る
。
こ

の
テ
ク
ス
ト
を
分
析
す
る
こ
と
は
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
が
生

み
だ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
謎
」
を
振
り
ま
き
、「
オ
タ
ク
」
の
心
を
騒
が
せ
続
け
る

テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
も
は
や
「
オ
タ
ク
」
批
判
は
な
い
と
言
っ
て
よ

か
ろ
う
。

　

し
か
し
、
不
発
に
終
わ
っ
た
と
は
（
思
わ
れ
る
と
は
）
言
え
、「
オ
タ
ク
」
に
愛
さ

れ
る
テ
ク
ス
ト
が
、
自
身
の
享
受
者
で
あ
る
「
オ
タ
ク
」
を
批
判
す
る
と
い
う
メ
タ
レ

ベ
ル
の
視
座
を
持
つ
こ
と
の
可
能
性
は
拓
か
れ
て
は
い
た
。
オ
タ
ク
批
判
は
、「
気
持

ち
悪
い
」
と
い
う
発
話
を
、
碇
シ
ン
ジ
に
だ
け
向
け
た
も
の
と
は
限
定
せ
ず
、
よ
り
広

く
の
人
々
（
享
受
者
）
に
向
け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
で
可
能
と
な
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
可
能
と
す
る
テ
ク
ス
ト
の
構
造
も
持
っ
て
い
た
。
碇
シ
ン
ジ
を
見
る
ア

ス
カ
の
視
線
の
肩
越
し
に
享
受
者
に
届
く
よ
う
な
構
図
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て

客
席
が
映
し
出
さ
れ
観
客
に
対
し
て
尋
ね
る
よ
う
な
「
気
持
ち
い
い
の
」
と
い
う
テ
ロ

ッ
プ
が
流
さ
れ
る
こ
と
が
、「
気
持
ち
悪
い
」
の
が
〈
観
客
〉
で
も
あ
る
こ
と
を
担
保

す
る
わ
け
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
メ
タ
レ
ベ
ル
に
お
け
る
批
評
は
可
能
と
な
る
。

　

そ
し
て
こ
こ
で
言
う
「
批
評
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
考
察
」
と
は
違
う
。
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
『
あ
な
た
の
番
で
す
』（
日
本
テ
レ
ビ　

二
〇
一
九
年
。
こ
れ
も
こ
こ
で
問
題
と
す

る
《
秋
元
康
》【
註
１
】
原
案
だ
！
【
註
２
】）
な
ど
を
対
象
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
・
サ
ー
ビ
ス
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
）
上
で
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
の
が
「
考
察
」
だ
。
ド
ラ

マ
の
内
容
に
つ
い
て
「
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
か
「
じ
つ
は
こ
の
人
物
が
こ

う
い
う
こ
と
を
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
ド
ラ
マ
の
内
容
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
推
察
す

る
も
の
で
あ
る
。
次
回
放
送
も
し
く
は
最
終
回
を
見
れ
ば
、
そ
の
考
察
が
当
た
っ
て
い

た
か
外
れ
て
い
た
か
は
わ
か
る
（
も
し
作
中
で
ネ
タ
バ
レ
し
な
か
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は

「
伏
線
を
回
収
し
な
か
っ
た
」
と
批
判
さ
れ
る
だ
け
だ
）。
つ
ま
り
、
物
語
内
容
に
つ

い
て
「
謎
解
き
」
を
す
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
考
察
」
で
あ
る
。
物
語
が
準
備
し
た
謎

（
伏
線
・
プ
ロ
ッ
ト
レ
ベ
ル
）
に
つ
い
て
考
え
て
、
そ
の
考
え
が
○
で
あ
っ
た
か
×
で
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ゴ
〉
の
こ
と
で
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
〈
惑
星
〉
と
解
釈
す
る
こ
と
は
な
い
。

よ
ほ
ど
の
こ
と
と
い
う
の
は
、
テ
ク
ス
ト
中
に
、
た
と
え
ば
「
私
た
ち
が
住
ん
で
い
る
、

宇
宙
に
浮
か
ぶ
林
檎
」
と
あ
っ
た
ら
、
そ
の
「
林
檎
」
は
〈
地
球
〉
を
比
喩
し
て
い
る

と
い
っ
た
場
合
な
ど
で
あ
る
。
可
能
な
か
ぎ
り
テ
ク
ス
ト
に
書
か
れ
て
（
語
ら
れ
て
）

い
る
こ
と
か
ら
分
析
で
き
る
こ
と
だ
け
を
論
じ
る
の
が
テ
ク
ス
ト
分
析
な
の
で
あ
る
が
、

と
き
と
し
て
「
深
読
み
」
だ
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

ド
＝
マ
ン
［2012

］
が
述
べ
る
よ
う
に
す
べ
て
の
読
解
が
「
誤
読
」
で
あ
る
の
な
ら

ば
、「
深
読
み
」
も
「
浅
読
み
」
も
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
前
節
で
述
べ
た
よ

う
に
、
す
べ
て
が
「
誤
読
」
だ
と
し
て
も
、
な
に
を
論
じ
て
も
い
い
と
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
批
評
的
読
解
は
、
効
果
（
な
に
か
に
対
し
て
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
（
批
評
的
＝

危
機
的
）
な
ヒ
ッ
ト
）
を
持
つ
べ
き
だ
と
、
つ
ま
り
「
異
議
申
し
立
て
」（
三
谷

［2001

］）
を
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
他
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
認
め
な
い
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
出
来
事
の

生
成
を
記
述
す
る
こ
と
で
、
背
後
に
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
あ
ぶ
り
出
す
よ
う
な
研
究

も
有
用
で
あ
る
し
、
語
り
＝
書
き
方
の
分
析
に
よ
っ
て
、
排
除
さ
れ
た
別
の
物
語
を
復

権
さ
せ
る
こ
と
な
ど
も
重
要
で
あ
る
。

　

と
は
い
っ
て
も
、
テ
ク
ス
ト
分
析
は
、
倫
理
的
で
（
高
木
［2021

］）、
か
つ
「
異
議

申
し
立
て
」
＝
「
常
識
へ
の
疑
義
」
＝
「
規
律
的
な
も
の
へ
の
抵
抗
」
で
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
、
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　

※

　

乃
木
坂
46
に
『
深
読
み
』（
二
〇
二
二
年
）
と
い
う
楽
曲
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、《
秋

元
康
》
が
作
詞
で
あ
る
。
女
性
が
語
り
手
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
色
々
と
詮
索
さ
れ
ち
ゃ
迷
惑
」
と
言
う
語
り
手
は
、「
そ
ん
な
深
読
み
を
す
る
な
ん

て
無
駄
だ
」（「
そ
ん
な
」
が
副
詞
な
の
か
指
示
語
な
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、《
秋
元

康
》
の
書
く
歌
詞
に
は
指
示
内
容
が
不
明
な
指
示
語
が
多
発
す
る
）
と
し
、
そ
れ
は

「
何
も
考
え
て
い
な
い
」
こ
と
が
理
由
の
よ
う
だ
。
だ
か
ら
、「
知
っ
た
よ
う
な
口
振

り
さ
れ
ち
ゃ　

も
う
舌
を
噛
ん
で
死
に
た
く
」
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、「
先
入
観

　

勝
手
に
持
つ
な
よ
」
と
言
い
た
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
に

つ
い
て
「
本
当

0

0

は
普
通
の
寂
し
が
り
屋
」
で
「
や
さ
し
い
言
葉
が
好
物
だ
」
と
言
っ
て

た
の
解
釈
も
絶
対
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
姿
勢
が
、
せ
っ
か
く

の
「
作
者
の
死
」
や
「
大
き
な
物
語
の
終
焉
」
と
い
っ
た
出
来
事
を
十
全
に
は
活
か
し

き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
物
語
」。
野
家
［1996

］
は
「
大
き
な
歴
史
」
に
対
置
し
て
「
小
さ
な

物
語
」
を
置
い
た
。
勝
利
者
の
た
め
の
歴
史
叙
述
か
ら
逃
れ
る
「
物
語
」、
そ
れ
を
口

承
文
芸
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
口
承
文
芸
が
持
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
無
視
さ

れ
て
い
る
し
、
権
力
を
下
支
え
す
る
〈
民
衆
〉
と
い
う
視
座
も
欠
落
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

権
力
者
で
は
な
い
者
た
ち
が
持
つ
＝
作
る
「
歴イ

ス
ト
ワ
ー
ル

史
＝
物
語
」
を
、
無
前
提
に
無
垢
な
も

の
と
規
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

民
衆
は
無
垢
で
あ
る
と
い
う
先
入
観
を
持
ち
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
し
ま
う
と
、
分

析
は
誤
謬
に
陥
る
。
ど
こ
ま
で
も
テ
ク
ス
ト
に
寄
り
添
っ
て
読
解
す
る
こ
と
が
ひ
と
つ

に
は
重
要
で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
批
評
的
な
読
解
・
テ
ク
ス
ト
分
析
を
行
う
場
合
に
は
、
な
に
を
そ

の
分
析
が
生
産
す
る
か
、
そ
の
効
用
と
そ
し
て
同
時
に
論
じ
き
れ
な
か
っ
た
事
柄
が
な

に
な
の
か
に
自
覚
的
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
（
高
木
［2020

］
参
照
）。

　
　
　
　

※

　

本
稿
は
以
降
、《
秋
元
康
》
の
「
抵
抗
ソ
ン
グ
」
が
そ
の
内
実
は
ま
っ
た
く
「
抵
抗
」

な
ど
し
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
的
に
論
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
「
抵
抗

な
ど
し
て
い
な
い
」
こ
と
自
体
が
「
抵
抗
で
あ
る
」
と
い
っ
た
メ
タ
レ
ベ
ル
の
評
価

（「
メ
タ
レ
ベ
ル
が
設
定
さ
れ
て
い
る
」
と
言
っ
た
者
の
勝
ち
に
な
る
の
を
あ
ら
か
じ

め
阻
止
す
る
た
め
に
こ
の
長
め
の
節
は
書
か
れ
た
）
が
成
立
可
能
な
の
か
ど
う
か
も

︱
︱
は
じ
め
か
ら
そ
の
よ
う
な
メ
タ
レ
ベ
ル
を
《
秋
元
康
》
は
設
定
し
て
い
る
の
だ
と

手
放
し
で
評
価
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
︱
︱
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
一
、《
秋
元
康
》
が
言
う
「
深
読
み
」
は

　

テ
ク
ス
ト
分
析
は
「
書
か
れ
た
（
語
ら
れ
た
）
こ
と
」
を
対
象
と
し
て
い
る
の
だ
が
、

も
ち
ろ
ん
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
持
っ
て
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
や
コ
ー
ド
と
い
っ
た
〈
常

識
〉
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
は
必
要
と
な
る
。「
林
檎
」
と
出
て
き
た
ら
果
物
の
〈
リ
ン
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ま
ず
は
《
秋
元
康
》
が
好
ん
で
利
用
す
る
流
行
語
や
お
し
ゃ
れ
な
（
？
）
キ
ー
ワ
ー
ド

を
使
用
し
た
タ
イ
ト
ル
と
歌
詞
の
内
実
の
関
係
を
み
て
い
く
。
乃
木
坂
46
だ
と
『
イ
ン

フ
ル
エ
ン
サ
ー
』
や
上
野
千
鶴
子
が
一
〇
年
以
上
論
じ
て
い
る
「
お
ひ
と
り
様
」（
ひ

と
り
で
老
後
を
生
き
る
）
を
ま
っ
た
く
違
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
移
植
し
た
『
お
ひ
と
り

さ
ま
天
国
』（『
学
園
天
国
』（
一
九
七
四
年　

歌
唱
は
フ
ィ
ン
ガ
ー
５
）
を
も
も
じ
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
）
な
ど
、
一
見
「
世
間
」
と
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な
タ
イ
ト

ル
も
多
い
。
流
行
を
押
さ
え
て
い
る
こ
と
の
主
張
な
の
か
、
流
行
に
乗
っ
て
い
る
だ
け

な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
。

　
　
　
二
、
リ
ス
ペ
ク
ト
な
き
パ
ロ
デ
ィ
は

　

欅
坂
46
の
楽
曲
は
「
抵
抗
ソ
ン
グ
」
だ
と
言
わ
れ
、
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
世
間

へ
の
反
抗
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

　

グ
ル
ー
プ
の
冠
番
組
で
あ
っ
た
『
欅
っ
て
書
け
な
い
？
』（
テ
レ
ビ
東
京
【
註
４
】）

の
最
終
回
（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
二
日
（
月
曜
日
）
で
、
Ｍ
Ｃ
の
澤
部
佑
は
、
恒
例

の
ス
ー
パ
ー
ボ
ー
ル
キ
ャ
ッ
チ
（
メ
ン
バ
ー
が
交
替
で
ス
パ
ー
ボ
ー
ル
を
落
と
し
、
そ

れ
を
や
は
り
メ
ン
バ
ー
が
交
代
で
コ
ッ
プ
で
キ
ャ
ッ
チ
す
る
と
い
う
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。

正
式
に
成
功
し
た
こ
と
は
な
い
）
が
始
ま
る
前
に
、

欅
坂
46
っ
て
、
そ
う
い
う
世
の
中
の
曲
が
っ
た
こ
と
と
か
ぬ
る
い
こ
と
を
違
う

じ
ゃ
ん
っ
て
は
っ
き
り
言
っ
て
き
た
じ
ゃ
ん
。

　

と
、
ゲ
ー
ム
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
き
の
「
泣
き
の
一
回
」
を
認
め
な
い
と
い
う
流

れ
の
な
か
で
、
ギ
ャ
グ
っ
ぽ
く
述
べ
て
も
い
た
。
こ
れ
が
欅
坂
46
に
与
え
ら
れ
て
い
た

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　

大
人
へ
の
反
抗
、
常
識
へ
の
抵
抗
、
制
服
か
ら
の
卒
業
…
…
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
を
維
持
す
る
だ
け
の
楽
曲
を
、
欅
坂
46
＝
櫻
坂
46
に
、《
秋
元
康
》
は
与

え
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？　

　

欅
坂
46
＝
櫻
坂
46
の
楽
曲
は
、
メ
ン
バ
ー
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
・
ラ

し
ま
い
も
す
る
（
傍
点
は
高
木
）。

　

こ
こ
に
い
る
の
は
、「
何
も
考
え
て
い
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
、「
本
当
」
の
自
分
は

寂
し
が
り
屋
だ
と
「
考
え
て
い
る
」
と
、
矛
盾
し
た
自
己
規
定
を
す
る
語
り
手
な
の
で

あ
る
。

　

語
り
手
は
、
空
っ
ぽ
な
「
私
」
に
つ
い
て
考
察
し
な
い
で
く
れ
と
主
張
す
る
。
も
ち

ろ
ん
「
先
入
観
」
で
《
君
は
○
○
な
人
だ
か
ら
》
と
か
決
め
つ
け
る
こ
と
、「
詮
索
」

や
「
決
め
つ
け
」
で
他
者
の
内
面
を
規
定
す
る
こ
と
は
暴
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
空
っ

ぽ
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
、
実
は
寂
し
が
り
屋
で
あ
る
と
い
う
と
き
、「
空
っ
ぽ
」
で

あ
る
こ
と
が
「
寂
し
い
」
の
か
、「
空
っ
ぽ
」
だ
と
言
い
な
が
ら
「
寂
し
い
」
と
い
う

感
情
が
存
在
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

の
か
は
、
分
析
せ
ね
ば
わ
か
ら
な
い
事
柄
で
あ
ろ
う
。

　

分
析
さ
れ
る
側
が
、「
空
っ
ぽ
」「
寂
し
が
り
屋
」
と
言
葉
に
し
て
表
出
し
て
し
ま
っ

た
と
き
、
自
分
の
思
っ
て
い
る
「
自
分
」
と
は
違
う
か
ら
「
深
読
み
」
を
す
る
な
と
禁

止
す
る
こ
と
は
、
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
崩
さ
れ
た
く
な
い
だ
け
と
言
わ
れ
か
ね
な
い
し
、

〈
他
者
〉
の
〈
読
み
〉
を
め
ぐ
っ
て
対
話
を
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
し
ま
う
と
、
結
果

的
に
は
〈
他
者
〉
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
自
己
イ
メ
ー
ジ
が
変
容
す
る
可
能
性
を
捨

象
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
論
じ
て
く
る
と
「
理
屈
じ
ゃ
ね
え
ん
だ
！
」
と
い
う
〈
お
っ
さ
ん
〉
的

な
拒
否
の
叫
び
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
（
高
木
［1999

］
参
照
）。

　
《
秋
元
康
》
作
詞
の
楽
曲
で
は
、
欅
坂
46
『
君
を
も
う
探
さ
な
い
』（
二
〇
一
七
年
）

に
「
理
屈
じ
ゃ
な
く
て　

感
情
の
ま
ま
に
」
と
あ
り
、
櫻
坂
46
『
無
言
の
宇
宙
』（
二

〇
二
一
年
）
に
「「
理
屈
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」」
と
あ
る
。
後
者
は
「
口
に
な
ん
て
出
さ
な

く
た
っ
て
想
い
は
通
じ
る

0

0

0

0

0

0

」「
客
観
的
に
な
っ
て　

も
の
を
見
る
か
ら
だ
ろ
う　

大
切

な
も
の
が　

な
ぜ
大
切
な
の
か　

考
え
た
っ
て
何
に
な
る
？　

僕
は
君
を
理
由
な
く
好

き
だ
」
と
い
う
歌
詞
で
あ
る
。「
客
観
性
」「
思
考
」
の
無
意
味
さ
を
言
う
反
知
性
主
義

的
な
姿
勢
に
対
し
て
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
は
ど
こ
ま
で
も
〈
知
性
的
〉
で
あ
ら
ね
ば
批
評

は
で
き
な
い
。

　
　
　
　

※

　

そ
う
い
う
こ
と
で
、「
何
も
考
え
て
い
な
い
」
か
も
し
れ
な
い
《
秋
元
康
》、「
考
え
る

な
、
感
じ
ろ
」
的
な
《
秋
元
康
》
が
作
詞
し
た
歌
詞
の
分
析
に
踏
み
込
ん
で
い
こ
う
。
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と
の
決
定
的
な
違
い
は
、
こ
の
当
事
者
性
で
あ
る
。「
俺
」
は
「
俺
た
ち
」
の
一
員
で

は
あ
る
も
の
の
、
行
為
の
遂
行
に
お
い
て
は
煽
動
者
に
な
っ
て
い
る
。

『
風
に
吹
か
れ
て
も
』
は
「
も
」
が
問
題
含
み
で
あ
る
。「
風
に
吹
か
れ
て
も　

何
も
始

ま
ら
な
い　

た
だ
ど
こ
か
運
ば
れ
る
だ
け
」「
ア
レ
コ
レ
考
え
て
も　

な
る
よ
う
に
し

か
な
ら
な
い
し
…T

hat's the w
ay

」
と
曖
昧
な
関
係
の
ま
ま
「
君
」
と
い
る
こ
と
を

「T
hat's the w

ay

」《
そ
れ
で
い
い
》
と
肯
定
す
る
【
註
６
】。
ボ
ブ
＝
デ
ィ
ラ
ン

『
風
に
吹
か
れ
て
』
は
、《
戦
争
が
終
わ
る
ま
で
ど
れ
だ
け
の
時
間
が
必
要
な
の
か
》

《
人
々
が
自
由
に
な
る
ま
で
に
ど
れ
だ
け
の
人
々
が
顔
を
背
け
る
の
だ
ろ
う
か
》
と
い

っ
た
い
く
つ
か
の
問
い
を
た
て
、
そ
れ
ら
の
答
え
（「T

he answ
er

」）
は
「is 

blow
in' in the w

ind

」《
風
に
吹
か
れ
て
い
る
》
と
言
っ
て
い
る
。

　

タ
イ
ト
ル
に
「
も
」
が
入
る
だ
け
で
、
未
来
へ
の
期
待
と
不
安
、
解
決
の
模
索
と
い

っ
た
歌
詞
が
、
現
状
追
認
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
日
本
で
言
え
ば
、
岡

林
信
康
た
ち
の
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
か
ら
浜
田
省
吾
、
そ
し
て
尾
崎
豊
と
い
っ
た
「
抵

抗
」
の
歌
の
歴
史
が
あ
る
わ
け
だ
が
、《
秋
元
康
》
は
そ
れ
ら
の
衣
装
＝
意
匠
を
真
似

な
が
ら
、
そ
の
意
思
を
継
ぐ
こ
と
は
な
く
、
別
物
へ
と
変
節
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

他
人
任
せ
と
言
え
ば
、
欅
坂
46
『
誰
が
そ
の
鐘
を
鳴
ら
す
の
か
？
』（
二
〇
二
〇
年
。

一
〇
枚
目
シ
ン
グ
ル
。
平
手
友
梨
奈
脱
退
後
、
セ
ン
タ
ー
を
決
め
な
い
フ
ォ
ー
メ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
）
を
思
い
出
す
。
タ
イ
ト
ル
は
、
和
田
ア
キ
子
『
そ
の
鐘
を
鳴
ら
す

の
は
あ
な
た
』（
一
九
七
二
年　

作
詞
：
阿
久
悠　

作
曲
：
森
田
公
一
）
の
パ
ロ
デ
ィ

で
あ
ろ
う
【
註
７
】。

　

和
田
『
そ
の
鐘
を
鳴
ら
す
の
は
あ
な
た
』
で
は
、「
鐘
」
を
鳴
ら
す
の
が
「
あ
な
た
」

で
あ
っ
た
の
だ
が
、
欅
坂
『
誰
が
そ
の
鐘
を
鳴
ら
す
の
か
？
』
で
は
「
鐘
」
を
「
誰
」

も
鳴
ら
さ
な
い
情
況
に
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、『
そ
の
鐘
を
鳴
ら
す
の
は
あ
な
た
』
で
は
、
人
々
が
悩
み
や
孤
独
と
と
も
に

眠
っ
て
い
る
な
か
、「
希
望
の
匂
い
」
が
す
る
「
あ
な
た
」
が
「
鐘
」
を
な
ら
す
（
だ

ろ
う
）。
そ
れ
は
早
朝
の
鐘
か
も
し
れ
ず
、
人
々
は
眠
り
か
ら
目
を
覚
ま
す
だ
ろ
う
。

そ
の
と
き
、「
愛
し
あ
う
心
」「
信
じ
た
い
心
」
が
「
戻
っ
て
来
」
て
「
や
さ
し
さ
や
い

た
わ
り
や
ふ
れ
あ
う
事
」
が
「
戻
っ
て
来
る
」
の
だ
ろ
う
。
人
々
を
復
活
さ
せ
る

「
鐘
」
を
鳴
ら
す
、
そ
ん
な
「
あ
な
た
に
逢
え
て
よ
か
っ
た
」
と
語
り
手
は
言
う
。

イ
ン
、
編
曲
、
振
付
、
衣
装
、
ス
テ
ー
ジ
演
出
な
ど
、「
歌
詞
」
を
除
い
て
な
ら
ば
一

貫
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
と
思
う
。
も
ち
ろ

ん
「
制
服
」
が
ナ
チ
ス
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
意
匠
の
よ
う
な
こ
と

も
あ
っ
た
（『JCA

ST

ニ
ュ
ー
ス
』2016

年₁₁

月₁

日　

https://w
w

w
.j-cast.

com
/2016/11/01282390.htm

l?p=all

）。
細
か
い
こ
と
で
言
え
ば
、「
大
人
に
な
り

た
く
な
い
よ
」
と
語
る
男
性
を
描
い
た
『Cool

』（5th

シ
ン
グ
ル
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
曲　

2023

年
）
を
『
そ
こ
曲
が
っ
た
ら
、
櫻
坂
？
』（
二
〇
二
三
年
三
月
一
三
日
（
月
曜
）

放
映
）
の
ス
タ
ジ
オ
ラ
イ
ブ
で
披
露
し
た
と
き
の
衣
装
が
、
エ
プ
ロ
ン
を
着
け
た
「
女

性
の
ウ
ェ
イ
タ
ー
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
ダ
ン
ス
が
ス
カ
ー
ト
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
っ

た
点
に
違
和
感
を
感
じ
た
り
も
し
た
。

　

し
か
し
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
に
お
け
る
グ

ル
ー
プ
・
メ
ン
バ
ー
の
振
る
舞
い
や
扱
い
方
、
あ
る
い
は
作
曲
に
つ
い
て
は
置
い
て
お

く
。
も
っ
と
も
グ
ル
ー
プ
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
創
り
あ
げ
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
も
っ

と
も
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
破
壊
し
て
い
る
「
歌
詞
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す

る
。

　
　
　
　

※

　

千
田
［2022

］
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
欅
坂
46
『
ガ
ラ
ス
を
割
れ
！
』（
二
〇
一
八

年
）
は
、
尾
崎
豊
『
卒
業
』（
一
九
八
五
年
）
の
「
夜
の
校
舎　

窓
ガ
ラ
ス
壊
し
て
ま

わ
っ
た
」
の
影
響
下
に
あ
ろ
う
。
尾
崎
豊
的
な
「
反
抗
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
は
、

欅
坂
46
『
風
に
吹
か
れ
て
も
』（
二
〇
一
七
年
）
が
ボ
ブ
＝
デ
ィ
ラ
ン
『
風
に
吹
か
れ

て
』（
一
九
六
三
年　

元
タ
イ
ト
ル
は
「Blow

in' in the W
ind

」）
を
も
じ
っ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
と
も
通
底
す
る
【
註
５
】。

　

し
か
し
、『
ガ
ラ
ス
を
割
れ
！
』
は
自
分
が
ガ
ラ
ス
を
割
る
の
で
は
な
い
。「
割
れ
！
」

が
命
令
文
で
あ
る
こ
と
に
は
着
目
し
た
い
。「
目
の
前
の
ガ
ラ
ス
を
割
れ
！　

握
り
し

め
た
拳
でO
h!O

h!　

や
り
た
い
こ
と
や
っ
て
み
せ
ろ
よ　

お
ま
え

0

0

0

は
も
っ
と
自
由
で

い
い　

騒
げ
！
」
と
あ
る
。「
俺
た
ち

0

0

0

」
は
も
う
「
他
人
を
見
て
も
吠
え
な
い
よ
う
に　

躾
け
ら
れ
た
悲
し
い
犬
」「
じ
ゃ
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
、「
俺
」
は
現
場
か
ら
身
を
引

い
て
、「
お
ま
え
」
に
「
騒
げ
！
」
と
指
示
し
（「
騒
ご
う
」
で
は
な
い
）、「
ガ
ラ
ス
を

割
れ
！
」（「
割
ろ
う
！
」
で
は
な
い
）
と
命
令
し
て
い
る
わ
け
だ
。
尾
崎
豊
『
卒
業
』
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わ
ら
ず
、
そ
の
問
題
点
を
解
決
す
る
術
も
示
さ
ず
、「
平
等
に
」
誰
か
が
鐘
を
鳴
ら
せ

ば
「
他
人
」
の
声
が
聞
こ
え
る
と
す
る
気
楽
な
発
想
だ
け
を
す
る
語
り
手
で
あ
る
。

「
ど
こ
か
で
き
っ
と　

あ
な
た
を
心
配
し
て
い
る　

味
方
が
い
る
っ
て
こ
と
だ
よ
」
と

つ
ぶ
や
い
て
い
る
が
、「
あ
な
た
」
を
「
心
配
し
て
い
る
」
の
は
語
り
手
自
身
で
は
な

く
、
ど
こ
か
の
「
誰
か
」
な
の
で
あ
る
。
語
り
手
か
ら
し
た
ら
「
あ
な
た
」
の
事
は
他

人
事
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
「
語
り
手
が
」
と
書
く
し
か
な
い
の
は
、
語
り
手
が
自
分
自
身
の
属
性
を
明

示
す
る
こ
と
も
な
い
か
ら
だ
。「「
僕
た
ち
の
鐘
は
い
つ
鳴
る
ん
だ
ろ
う
」」
と
あ
る
が
、

発
話
の
引
用
で
あ
り
、
語
り
手
の
発
話
で
は
な
い
。「
語
り
手
」
が
ど
こ
に
い
る
、
ど

う
い
う
立
場
の
存
在
な
の
か
を
示
さ
な
い
の
だ
。「
私
」
な
り
「
僕
」
な
り
と
自
己
を

規
定
し
て
、
責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、「
僕
た
ち
の
鐘
」
と
は
語
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
に
「
僕
」
と
い
う
呼
称
を

領
有
し
て
い
る
の
は
〈
男
性
〉
で
あ
ろ
う
。
語
り
手
は
「
僕
た
ち
」
の
絆
の
な
か
で
そ

の
属
性
を
示
し
て
は
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
女
性
た
ち
〉
の
鐘
は
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。「
僕
た
ち
」
の
鐘
し
か
な
い
の
だ
か
ら
。

　

テ
ク
ス
ト
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
他
人
任
せ
で
、
当
事
者
意
識
の
な
い
、
男
性
、

そ
れ
が
「
語
り
手
」
の
属
性
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
結
局
は
男
性
中
心
主
義
的
な
世
界
観

と
、
他
人
に
任
せ
で
、
自
分
は
責
任
か
ら
逃
れ
る
「
語
り
手
」
が
外
部
か
ら
「
平
和
」

を
祈
っ
て
い
る
だ
け
の
歌
詞
な
の
で
あ
る
。

　

少
し
違
う
角
度
か
ら
。
原
田
葵
が
は
じ
め
て
フ
ロ
ン
ト
メ
ン
バ
ー
に
選
ば
れ
た
サ
ー

ド
シ
ン
グ
ル
『
二
人
セ
ゾ
ン
』（
二
〇
一
六
年
一
一
月
発
売
。
作
詞
：
秋
元
康
）。
春
夏

秋
冬
、
一
年
で
男
女
が
出
逢
い
そ
し
て
別
れ
る
と
い
う
出
来
事
を
描
い
た
楽
曲
で
あ
る

が
、
こ
こ
に
は
《
秋
元
康
》
の
八
〇
年
代
へ
の
想
い
が
感
じ
と
れ
る
。

　

ひ
と
つ
は
、
春
夏
に
男
女
が
出
逢
っ
て
、
秋
冬
で
別
れ
て
い
く
と
い
う
季
節
観
。
こ

れ
は
一
九
八
〇
年
代
に
流
行
し
た
文
化
人
類
学
的
な
思
考
で
あ
る
。
春
に
芽
吹
き
、
夏

に
盛
り
に
な
り
、
秋
に
な
る
と
衰
え
、
冬
に
終
焉
を
迎
え
、
ま
た
春
に
な
る
と
再
生
す

る
と
い
う
〈
死
と
再
生
〉
の
物
語
と
同
じ
構
造
が
『
二
人
セ
ゾ
ン
』
に
は
み
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、「
セ
ゾ
ン
」
と
い
う
語
に
込
め
ら
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
欅
坂
『
誰
が
そ
の
鐘
を
鳴
ら
す
の
か
？
』
は
、「
も
し
地
球
上
の

片
隅
に　

巨
大
な
鐘
が
あ
っ
た
な
ら　

世
界
中
ど
こ
に
い
て
も
聴
こ
え
る
の
に
…
」
と

言
い
、「
争
い
ご
と
」
が
「
起
き
そ
う
に
な
っ
た
時
」
に
は
そ
の
鐘
を
鳴
ら
し
て
危
機

を
「
知
ら
せ
て
あ
げ
」
ら
れ
る
の
に
と
、
反
実
仮
想
的
に
述
べ
る
。

　

そ
の
あ
と
、「
だ
け
ど
」
と
続
く
の
は
「
誰
が
そ
の
鐘
を
鳴
ら
す
の
か
？
」
と
い
う

疑
問
で
あ
る
。
そ
の
と
き
ま
ず
は
じ
め
に
持
ち
出
さ
れ
る
の
が
「
神
様
」
で
あ
る
。
櫻

坂
46
『
タ
イ
ム
マ
シ
ー
ン
でY

eah!

』（
二
〇
二
二
年
）
で
は
、
元
恋
人
同
士
（「
君
を

愛
し
て
た
時
代
」「
僕
が
愛
さ
れ
た
時
代
」
と
あ
る
の
で
）
が
久
し
ぶ
り
に
再
会
し
、

「
僕
」
が
「
君
」
に
「
ご
め
ん
」
と
謝
り
た
い
こ
と
が
あ
る
と
す
る
。
再
会
で
き
た
こ

と
を
「
神
様
は
見
捨
て
て
い
な
か
っ
た
」
と
語
る
。『
そ
れ
が
愛
な
の
ね
』（
二
〇
二
一

年
）
で
は
「
悪
い
男ヤ

ツ

」
に
「
母
性
本
能
」
を
感
じ
て
別
れ
ら
れ
な
い
と
す
る
女
性
が

「
神
様　

ど
こ
で
諦
め
れ
ば
い
い
の
？
」
と
尋
ね
て
い
る
。『BA

N

』（
二
〇
二
一
年
）

で
は
ゲ
ー
ム
を
し
て
過
ご
し
て
い
る
あ
い
だ
に
「
大
人
に
な
っ
て
」
し
ま
い
、
社
会
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
男
性
（
た
ぶ
ん
）
が
、「
改
め
ま
す
っ
て　

反
省
な
ん
か
し
な
い　

神
様　

何
が
い
け
な
い
ん
で
す
か
？　

ど
こ
が
基
準
な
の
か
知
り
た
い
」
と
「
反
省
」

し
な
い
わ
り
に
、「
神
様
」
に
〈BA

N

さ
れ
る
／
さ
れ
な
い
〉
の
基
準
を
尋
ね
て
い
る
。

自
分
の
行
動
や
思
考
に
つ
い
て
判
断
し
て
く
れ
る
超
越
論
的
な
存
在
を
求
め
る
と
き
、

「
神
様
」
が
召
喚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
神
様
」
に
す
べ
て
を
託
そ
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
『
誰
が
そ
の
鐘
を
鳴
ら
す
の
か
？
』

は
、
み
ん
な
が
自
分
の
話
ば
か
り
し
て
「
他
人
の
話
」
に
耳
を
傾
け
な
い
情
況
下
、

「
冷
静
に
な
ろ
う
」
と
い
う
「
合
図
」
を
誰
か
が
「
く
れ
れ
ば
い
い
の
に
」
と
、
最
初

か
ら
他
人
任
せ
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
地
球
上
の
ど
こ
か
に
「
巨
大
な
鐘
が
あ
っ
た
」

な
ら
ば
「
世
界
中
の
ど
こ
に
」
い
る
人
に
も
「
冷
静
に
な
ろ
う
」
と
い
う
合
図
が
送
れ

る
だ
ろ
う
と
言
う
の
だ
。「
だ
け
ど
問
題
は　

誰
が
そ
の
鐘
を
鳴
ら
す
の
か
？
」
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
神
様
な
の
だ
ろ
う
か
？　

し
か
し
「
会
っ
た
こ
と
な
い
」
と
言
わ
れ

て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
な
ぜ
か
音
を
鳴
ら
す
鐘
の
「
綱
」
の
奪
い
合
い
が
は
じ
ま
る
こ

と
を
危
惧
し
は
じ
め
、
そ
し
て
「
そ
ば
の
誰
が
誰
で
あ
っ
て
も
鳴
ら
せ
ば
い
い
ん
だ　

信
じ
る
も
の
が　

た
と
え
違
っ
て
て
も　

そ
う
平
等
に
…
…
」
と
い
う
結
論
に
い
た
る
。

「
平
等
」
で
な
く
「
奪
い
合
い
」
が
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
と
言
っ
て
い
る
に
も
か
か
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「
君
は
知
っ
て
い
る
か
い
？
」
と
尋
ね
る
必
要
性
も
な
い
は
ず
だ
ろ
う
。
ど
こ
か
で
勝

手
に
知
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
…
…
。「
知
っ
て
い
る
か

い
？
」
と
確
認
的
発
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
情
況
に
「
僕
」
と
「
君
」
と
が
い
る

よ
う
に
は
読
め
な
い
歌
詞
で
あ
ろ
う
。「
あ
な
た
は
も
う
忘
れ
た
か
し
ら
」
と
い
う
フ

レ
ー
ズ
に
似
た
文
言
を
使
用
し
た
い
が
た
め
に
無
理
矢
理
突
っ
込
ん
だ
結
果
、
周
り
か

ら
浮
い
て
し
ま
っ
た
と
し
か
言
い
様
が
な
い
。

　

ま
た
、「
知
っ
て
い
る
か
い
？
」
が
ど
こ
に
係
っ
て
い
く
の
か
も
ま
っ
た
く
わ
か
ら

な
い
。「
渋
谷
川
」
の
こ
と
を
尋
ね
て
い
る
の
か
、「
歩
い
た
道
の
近
く
を
流
れ
る
川
」

の
こ
と
な
の
か
、「
ず
っ
と
僕
は　

愛
し
続
け
る
」
こ
と
な
の
か
。「
愛
し
続
け
る
」
の

目
的
語
も
欠
落
し
て
い
て
わ
か
ら
な
い
。「
渋
谷
川
」
な
の
か
「
歩
い
た
道
」
な
の
か

「
君
」
な
の
か
。
そ
し
て
、「
思
い
出
し
て
ほ
し
い
」
の
は
「
渋
谷
川
」
の
こ
と
な
の

だ
ろ
う
か
、「
歩
い
た
道
」
な
の
か
、「
川
が
あ
る
」
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
僕
は

愛
し
続
け
る
」
こ
と
な
の
か
。「
愛
し
続
け
る
こ
と
」
を
「
知
っ
て
い
て
欲
し
い
」
な

ら
わ
か
る
が
、「
思
い
出
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
の
は
連
辞
的
に
お
か
し
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
川
が
あ
る
よ
う
に
」
は
文
脈
的
に
前
の
部
分
を
比
喩
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
つ
ま
り
「
い
つ
も
君
と
僕
が　

歩
い
た
道
」
を
「
近
く
を
流
れ
る
川
」
と
し
て
比

喩
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
「
川
が
あ
る
よ
う
に
」
と

直
喩
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
ず
っ
と
僕
は　

愛
し
続
け
る
」
こ
と
と
な
る
し
か

な
い
。
だ
が
、「
近
く
を
流
れ
る
川
が
存
在
す
る
こ
と
」
が
「
愛
し
続
け
る
こ
と
」
を

比
喩
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。「
川
が
あ
り
続
け
る
よ
う
に
、
愛
し
続
け
る
」
な
ら
わ
か

る
。「
川
が
流
れ
続
け
る
よ
う
に
、
愛
し
続
け
る
」
な
ら
文
章
と
し
て
成
立
す
る
。
し

か
し
、
原
文
の
ま
ま
だ
と
意
味
は
通
じ
な
い
。

　

連
想
的
に
言
葉
を
つ
な
ぐ
だ
け
な
の
で
、
な
ん
と
な
く
の
イ
メ
ー
ジ
は
伝
わ
っ
た
よ

う
な
気
が
す
る
が
、
意
味
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
歌
詞
で
あ
る
。
日
本
の
伝
統
で
あ

る
連
歌
的
な
付
合
な
ど
と
誤
魔
化
し
て
は
い
け
な
い
。《
秋
元
康
》
の
歌
詞
は
文
章
的

に
成
立
し
な
い
、
あ
る
い
は
意
味
が
通
じ
な
い
も
の
が
多
す
ぎ
る
。
散
文
的
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
韻
文
的
（
音
の
繋
が
り
を
重
視
す
る
）
な
歌
詞
を
書
く
井
上

陽
水
や
一
青
窈
な
ら
ば
、〈
意
味
〉
を
要
求
す
る
方
が
野
暮
と
い
う
も
の
な
の
だ
が
。

　

閑
話
休
題
。「
セ
ゾ
ン
」
で
あ
る
。「
渋
谷
」「PA

RCO

」
と
の
つ
な
が
り
か
ら
、「
セ

欅
坂
46
に
『
渋
谷
か
らPA

RCO

が
消
え
た
日
』（
二
〇
一
六
年
。
平
手
友
梨
奈
の
ソ

ロ
曲
）
と
い
う
楽
曲
が
あ
る
。
渋
谷
パ
ル
コ
が
二
〇
一
六
年
か
ら
一
九
年
に
か
け
て
休

業
し
た
こ
と
を
背
景
に
し
た
歌
詞
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
時
代
的
に
渋
谷
と
い
え
ば

「109
」
で
あ
る
。
平
手
が
「
寂
し
く
な
る
た
び
に
こ
こ
に
来
る
ん
だ
」
と
唄
っ
て
も

説
得
力
は
な
い
。
し
か
し
、《
秋
元
康
》
は
「
渋
谷
」
が
好
き
で
、
そ
し
て
ま
た

「PA
RCO

」
が
好
き
な
の
だ
ろ
う
。『
危
な
っ
か
し
い
計
画
』（
二
〇
一
七
年
）
で
も

「
渋
谷
で
生
ま
れ
変
わ
れ
！
」「
全
部
渋
谷
で
学
ん
だ
」
と
唄
わ
れ
て
い
る
。

　
「
渋
谷
」
は
『
偶
然
の
答
え
』（
二
〇
二
一
年
）
で
も
、
滅
多
に
行
か
な
い
「
渋
谷
」

に
「
一
人
で
行
っ
た
」
帰
り
、「
ス
ペ
イ
ン
坂
を
降
り
」
る
と
「
君
」
と
偶
然
に
出
逢

う
場
所
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
ふ
た
り
は
「
セ
ン
タ
ー
街
」
の
方
へ
と

向
か
う
。
こ
の
歌
詞
で
ふ
た
り
が
出
逢
う
の
が
「
渋
谷
」
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
。

《
秋
元
康
》
的
に
は
「
渋
谷
」
が
文
化
的
ル
ー
ツ
で
、
お
し
ゃ
れ
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
渋
谷
川
』（
二
〇
一
七
年　

歌
唱
：
ゆ
い
ち
ゃ
ん
ず
）
で
は
、

　
　

君
は
知
っ
て
い
る
か
い
？　
　

あ
の
渋
谷
川

　
　

少
し
で
い
い
か
ら　
　
　
　
　

思
い
出
し
て
欲
し
い

　
　

い
つ
も
君
と
僕
が　
　
　
　
　

歩
い
た
道
の

　
　

近
く
を
流
れ
る　
　
　
　
　
　

川
が
あ
る
よ
う
に

　
　

ず
っ
と
僕
は　
　
　
　
　
　
　

愛
し
続
け
る

と
唄
わ
れ
て
い
る
。「
渋
谷
」
で
あ
る
。「
君
は
知
っ
て
る
か
い
？
」
で
は
じ
ま
る
こ
の

歌
詞
は
、
同
じ
く
「
川
」
を
タ
イ
ト
ル
に
持
つ
、
か
ぐ
や
姫
『
神
田
川
』（
一
九
七
三

年
）
の
「
あ
な
た
は
も
う
忘
れ
た
か
し
ら
」
を
典
拠
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。『
神
田

川
』
が
女
性
の
語
り
手
の
回
想
な
の
に
対
し
て
、『
渋
谷
川
』
は
男
性
の
語
り
手
の
回

想
と
な
っ
て
い
る
。『
神
田
川
』
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
高
木

［2014

］
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
歌
詞
は
お
か
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

二
人
で
歩
い
た
道
の
近
く

を
流
れ
る
川
の
名
前
を
「
君
」
は
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？　

ふ

た
り
で
話
し
を
し
た
こ
と
が
な
い
の
な
ら
「
知
ら
な
い
」
可
能
性
が
高
い
。
な
ら
ば
、
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は
「
怒
り
」
の
声
を
上
げ
て
い
る
と
言
っ
た
方
が
よ
い
。「
い
つ
も
は
あ
ん
な
や
さ
し

い
君
」
が
激
怒
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
僕
」
は
わ
か
ら
ず
に
「
叱
ら
れ
た
」
と

語
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
君
」
が
自
分
に
関
心
が
あ
る
か
ら
「
叱
っ
て
」
く
れ

た
と
思
い
た
い
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
現
象
的
に
は
「
激
怒
」
と
は
捉
え
た
く
な
い

0

0

0

0

0

0

か

ら
「
叱
る
」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
と
し
か
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
「
僕
」
は
突
然
、
な
ぜ
か
わ
か
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
当
た
り
前
す
ぎ

て
気
づ
か
な
か
っ
た
」「
君
」
が
じ
つ
は
「
世
界
に
た
っ
た
一
人
」
の
存
在
で
あ
り
、

「
君
が
叱
っ
て
」
く
れ
る
な
ら
「
僕
」
は
「
素
直
に
聞
け
る
」
と
。

　

だ
が
、「
僕
」
が
語
っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。「
僕
の
ど
こ
が
間
違
っ
て
い
る
ん

だ
？
」
と
自
己
を
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
僕
」
の
言
動
が
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
か
を
、「
僕
」
は
語
ら
な
い

0

0

0

0

。「
い
つ
も
は
や
さ
し
い
君
」
が
他
人
の
制
止
が
必

要
な
く
ら
い
に
「
叱
る
」（「
激
怒
す
る
」
が
正
し
い
の
だ
ろ
う
が
）
必
要
が
あ
る
ほ
ど
、

「
僕
」
の
言
動
は
ひ
ど
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
か
を
、
語
ら
な
い

0

0

0

0

。
そ
し
て
「
僕
」
の
反
省
は
自
身
の
言
動
に
は
向
か

わ
な
い
。「
言
い
負
か
さ
れ
て
悔
し
い
」
と
こ
っ
そ
り
思
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
僕
」

は
叱
ら
れ
て
わ
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
愛
が
な
け
れ
ば
生
き
て
は
い
け
な

い
」
と
い
う
こ
と
だ
…
。「
僕
」
は
自
身
の
言
動
を
顧
み
ず
に
、

　
　

一
人
き
り
じ
ゃ　

何
も
で
き
な
い

　
　

言
葉
が　

言
葉
が
刺
さ
っ
て
い
る
の
に

　
　

反
論
し
て
も
無
駄
な
抵
抗
だ

　
　

プ
ラ
イ
ド
な
ん
か
ど
う
で
も
い
い
よ

　
　

そ
れ
よ
り
僕
は　

君
に
叱
ら
れ
て
嬉
し
い

　

と
、「
君
」
な
し
で
は
何
も
で
き
な
い
か
ら
、「
反
論
し
て
も
」
し
か
た
が
な
い
と

思
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
た
だ
し
、
文
脈
か
ら
考
え
る
と
、「
僕
」
に
は
正
当
性
の
カ
ケ

ラ
も
な
い
の
だ
が
。
こ
れ
で
は
主
人
公
の
成
長
物
語
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。「
僕
」

は
「
君
」
と
の
関
係
性
だ
け
を
再
発
見
し
た
だ
け
で
、
自
身
の
「
間
違
っ
て
る
」
点
に

つ
い
て
は
言
及
せ
ず
、
ど
の
よ
う
に
改
善
す
べ
き
か
を
述
べ
な
い

0

0

0

0

。

ゾ
ン
」
と
言
え
ば
一
九
八
〇
年
代
に
若
者
文
化
を
リ
ー
ド
し
た
「
セ
ゾ
ン
・
グ
ル
ー

プ
」
で
あ
ろ
う
。
セ
ゾ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
《
季
節
》。「
二
人
セ
ゾ
ン
」
と
は
「
二
人

季
節
」
と
な
る
。
そ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
し
た
ら
「saison pour deux

」
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
を
も
う
一
度
日
本
語
訳
す
る
と
《
二
人
の
季
節
》
と
な
り
、「
二
人
季
節
」

と
は
な
ら
な
い
。『
二
人
の
季
節
』
も
し
く
は
『
二
人
の
セ
ゾ
ン
』
と
あ
る
べ
き
タ
イ

ト
ル
を
『
二
人
セ
ゾ
ン
』
と
す
る
こ
と
で
、「
セ
ゾ
ン
」
の
語
は
《
季
節
》
だ
け
を
イ

メ
ー
ジ
で
き
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
。「
セ
ゾ
ン
」
が
前
景
化
さ
れ
る
こ
と
で
、「
セ
ゾ

ン
・
グ
ル
ー
プ
」
が
浮
上
す
る
。
八
〇
年
代
的
文
化
の
匂
い
を
漂
わ
せ
た
楽
曲
は
、

《
秋
元
康
》
的
な
好
み
（「
好
み
」、
こ
れ
は
文
化
社
会
学
の
課
題
で
あ
る
）
を
恥
ず
か

し
く
も
露
呈
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、《
秋
元
康
》
の
歌
詞
に
女
性
差
別
・
蔑
視
的
な
要
素
が
あ
る
こ
と
は
、
高
田

晴
美
［2019

］（H
K

T
46

『「
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
よ
り
デ
ィ
ア
ナ
・
ア
グ
ロ
ン
」』
へ

の
批
判
）、
千
田
洋
幸
［2022

］（
欅
坂
46
『
月
曜
日
の
朝
ス
カ
ー
ト
を
切
ら
れ
た
』
へ

の
批
判
）
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
歌
詞
の
な
か
に
、
男
性
の
価
値
観
＝
〝
常

識
〟
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
女
性
た
ち
が
い
る
こ
と
を
少
し
み
て
い
こ
う
（
詳
し
く
は

別
稿
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
）。

　
　
　
三
、「
君
」
を
い
な
い
も
の
に
す
る
「
僕
」
は

　

乃
木
坂
46
『
君
に
叱
ら
れ
た
』（
二
〇
二
一
年
）
の
語
り
手
で
あ
り
登
場
人
物
で
も

あ
る
「
僕
」
は
、
電
車
の
な
か
で
彼
女
に
激
し
く
叱
ら
れ
る
。
原
因
は
明
記
さ
れ
い
な

い
。
た
だ
、「
僕
」
は
「
ト
ン
ネ
ル
に
入
る
前
」
に
な
ん
ら
か

0

0

0

0

の
理
由
で
「
僕
の
ど
こ

が
間
違
っ
て
る
ん
だ
？
」
と
「
大
き
」
な
「
声
」
で
怒
鳴
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
を

「
他ひ

と人
の
話　

聞
こ
う
と
せ
ず
に　

自
分
の
答
え
を
押
し
付
け
た
」
と
反
省
は
し
て
い

る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
「
君
」
の
「
そ
ん
な
に
世
界
を
狭
く
し
て
ど
う
す
る
の
？
」
と

い
う
叱
責
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
叱
責
は
「
そ
ば
の
誰
か
が
庇か

ば

っ
て
く
れ
」
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。「
電
車
の
中
は
う
る
さ
い
」
ほ
ど
の
喧
噪
な
の
に
、「
誰

か
が
庇
」
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
説
教
を
は
た
し
て
「
叱
る
」
と
言
え
る
の
だ

ろ
う
か
。「
僕
」
は
「
叱
ら
れ
た
」
と
認
識
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
情
況
的
に
は
、「
君
」
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「
大
人
に
な
」
っ
て
か
ら
〈
他
者
〉
と
向
き
合
っ
て
こ
な
か
っ
た
「
僕
」
は
、
自
分
の

過
失
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
問
題
点
と
向
き
合
う
こ
と
を
せ
ず
、「
叱
っ
」
て
く
れ
る

「
君
」
と
の
あ
い
だ
の
「
愛
」
の
必
要
性
だ
け
を
再
確
認
し
て
い
る
だ
け
だ
。「
相
手

へ
の
思
い
や
り
と
か
や
さ
し
さ
と
か　

そ
れ
が
ご
く
自
然
な
関
係
な
っ
だ
っ
て
思
う
」

よ
う
に
な
っ
た
「
僕
」
が
取
る
行
動
が
「
手
を
繋
」
ぐ
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、「
君
」
が

「
僕
」
を
い
く
ら
「
叱
っ
て
」
も
自
省
し
た
り
成
長
す
る
こ
と
な
ど
な
い
だ
ろ
う
。

　

テ
ク
ス
ト
に
も
な
い
こ
と
を
述
べ
れ
ば
、
繋
い
だ
手
を
「
君
」
は
き
っ
と
振
り
払
っ

た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
僕
」
は
「
君
」
の
行
動
を
描
か
な
い

0

0

0

0

こ
と
で
、「
僕
」
の

妄
想
・
幻
想
の
な
か
に
「
君
」
を
閉
じ
こ
め
、「
僕
」
を
「
叱
っ
て
」
く
れ
る
だ
け
の

存
在
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

恋
人
を
怒
ら
せ
た
ら
手
を
繋
ぎ
、
街
角
で
キ
ス
を
し
た
ら
仲
直
り
で
き
る
と
思
い
こ

ん
で
い
る
「
僕
」
は
他
に
も
存
在
す
る
。

　

欅
坂
46
『
手
を
繋
い
で
帰
ろ
う
か
』（
二
〇
一
六
年
）
で
、
語
り
手
で
あ
り
登
場
人

物
で
も
あ
る
「
僕
」
は
友
人
た
ち
に
秘
密
で
「
君
」
と
付
き
あ
っ
て
い
る
。
カ
フ
ェ
で

周
囲
の
人
間
が
「
君
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
と
聞
き
出
そ
う
と
す
る
か
ら
」、「
僕
」
は

「
つ
ま
ら
ぬ
照
れ
隠
し
を
し
て
」「
ソ
ッ
ポ
」
を
向
い
て
い
た
。
す
る
と
「
君
」
は

「
不
機
嫌
に
見
え
」、
や
が
て
「
カ
フ
ェ
か
ら
出
て
行
っ
」
て
し
ま
う
。「
僕
」
は

「
君
」
を
追
い
か
け
て
店
を
飛
び
出
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
情
況
を
語
る
言
葉
の
選
び
方
に
自
分
の
責
任
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る

「
僕
」
が
透
か
し
み
え
て
し
ま
う
。

　

・
何
か
誤
解
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
か
な

　

・
ご
め
ん
、
や
っ
て
し
ま
っ
た

　

・
つ
ま
ら
な
ぬ
照
れ
隠
し
を
し
て　

君
を
傷
つ
け
た
の
な
ら

　

・
デ
リ
カ
シ
ー
の
な
い
男
友
達
に

　
　

君
は
マ
ジ
で
怒
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で

　

・
こ
ん
な
く
だ
ら
な
い
喧
嘩

　

や
は
り
男
友
だ
ち
と
の
具
体
的
な
や
り
と
り
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
。「
君
」
に
「
興

　
「
僕
」
が
直
そ
う
と
す
る
の
は
「
君
」
と
の
関
係
だ
け
だ
。

　
　

ホ
ー
ム
に
降
り
た
僕
た
ち
は
続
き
を
話
す
気
も
な
く
な
っ
て

　
　

少
し
距
離
が
で
き
た
ま
ま

　
　

人
混
み
に
埋
も
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
僕
は
謝
る
こ
と
よ
り
先
に

　
　

君
と
手
を
繋
い
だ

「
手
を
繋
げ
」
ば
ふ
た
り
の
仲
は
直
る
と
思
っ
て
い
る
「
僕
」
に
つ
い
て
、「
君
」
が

ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
か
も
語
ら
れ
な
い

0

0

0

0

0

。「
愛
は
甘
え
ら
れ
る
も
の　

許
し
て

く
れ
る
も
の　

だ
か
ら
い
つ
だ
っ
て　

一
方
的
だ
っ
た　

や
り
た
い
よ
う
に
や
っ
て
は

　

誰
か
傷
つ
け
て
来
た
の
か
」
と
悟
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
「
僕
」
は
言
う
。
他
者
と
と

も
に
あ
る
こ
と
の
重
要
性
に
気
づ
い
た
か
の
よ
う
だ
。
だ
が
、
気
ま
ず
い
関
係
に
な
っ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
謝
る
よ
り
も
手
を
繋
」
ぐ
「
僕
」
は
「
君
」
を
他
者
と
し

て
尊
重
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
「
僕
」
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
理
由
を
「
僕
」
は
こ
っ
そ
り
と
語
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。

　
　

大
人
に
な
っ
て　

初
め
て
だ
っ
た

　
　

い
つ
も
は
あ
ん
な
や
さ
し
い
君
に
叱
ら
れ
て
た

「
僕
」
を
高
校
生
く
ら
い
だ
と
思
っ
て
い
る
と
、
驚
い
た
こ
と
に
す
で
に
「
大
人
」
で

あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
二
〇
歳
過
ぎ
の
大
学
生
あ
る
い
は
社
会
人
か
も
し
れ
な
い
。

成
人
し
て
か
ら
厳
し
く
叱
責
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
す
る

「
僕
」
が
い
る
。「
僕
」
が
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
僕
」
が
語
ら
ず
に
い
る

0

0

0

0

0

0

こ
と
を

浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
み
よ
う
。

「
プ
ラ
イ
ド
な
ん
か
ど
う
で
も
い
い
よ
」
と
語
る
「
僕
」
は
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
な

に
か
言
わ
れ
て
も
「
プ
ラ
イ
ド
」
が
高
い
の
で
、「
反
論
」
し
た
り
「
自
分
の
答
え
を

押
し
付
け
た
」
り
し
て
、「
謝
る
」
こ
と
な
ど
せ
ず
に
き
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

「
僕
」
だ
か
ら
「
叱
っ
て
」
も
も
ら
え
な
か
っ
た
の
だ
。「
僕
」
の
裏
物
語
で
あ
る
。
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暴
力
的
思
考
の
恐
ろ
し
さ
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
楽
曲
で
あ
る
【
註
８
】。

「
君
」
と
仲
直
り
で
き
な
か
っ
た
と
き
の
「
僕
」
を
描
い
た
楽
曲
が
、
欅
坂
46
『
キ
ミ

ガ
イ
ナ
イ
』（
二
〇
一
六
年
）
で
あ
ろ
う
。

「
些
細
な
こ
と
で
喧
嘩
を
し
」
た
「
僕
」
と
「
君
」
と
は
、
ふ
た
り
と
も
が
「
意
地
張

っ
て　

謝
ら
ず
に
家
に
帰
」
っ
た
（
い
ま
見
て
き
た
歌
詞
に
登
場
す
る
「
僕
」
は
つ
ね

に
喧
嘩
を
「
つ
ま
ら
な
い
」「
些
細
」
な
も
の
と
認
識
し
て
い
る
）。
語
り
手
は
「
僕
」

な
の
で
、「
君
」
が
い
ま
ど
う
し
て
い
る
の
か
は
語
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
テ
ク
ス
ト

に
表
象
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（「
愛
し
て
い
る
と
わ
か
っ
て
も　

そ
れ
と
別
の
話　

こ
こ
か
ら
は　

お
互
い　

何
も
見
え
な
い
だ
ろ
う
」）。「
電
話
し
た
く
な
い
」
の
だ
か

ら
、
わ
か
る
努
力
も
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
そ
の
わ
か
ら
な
さ
を
よ
い
こ
と
に
し
て
、

「
僕
」
は
「
君
」
を
こ
の
世
界
か
ら
抹
消
し
て
し
ま
う
。

　

喧
嘩
を
し
て
仲
直
り
で
き
ず
に
帰
っ
て
き
た
「
僕
」
は
、「
も
う　

今
さ
ら
電
話
し

た
く
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
が
、「
ふ
と
愚
か
な
自
分
が
嫌
に
な
る
」
よ
う
だ
。
こ
の

「
愚
か
な
自
分
」
が
喧
嘩
を
し
た
自
分
な
の
か
、
電
話
を
し
た
く
な
い
自
分
な
の
か
、

ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
い
る
自
分
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、「
君
の
い

な
い
こ
ん
な
宇
宙　

枕
を
投
げ
て
叫
ぶ　

消
え
て
な
く
な
れ
！
」
と
叫
ぶ
の
で
あ
る
。

「
こ
ん
な
宇
宙
」
が
、
い
ま
こ
こ
に
存
在
す
る
「
僕
」
が
生
き
て
い
る
宇
宙
な
の
だ
と

し
た
ら
、「
君
」
は
「
こ
ん
な
宇
宙
」
に
確
実
に
存
在
し
て
い
る
は
ず
だ
。
こ
の
「
宇

宙
」
に
「
君
」
が
い
な
い
こ
と
に
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
も
う
ひ
と
つ
の
〈
宇
宙
〉
も
考
え
ら
れ
る
。「
僕
」
の
周
辺
の
空
間
を

〈
宇
宙
〉
と
比
喩
し
て
い
る
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
長
い
夜
」
と
さ
れ
、

「
隣
人
も
ま
だ
起
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
時
間
帯
に
、「
君
」
が
「
僕
」
の

側
に
い
る
は
ず
は
な
か
ろ
う
（「
僕
」
を
中
高
生
と
見
て
い
る
の
で
こ
の
よ
う
な
書
き

方
に
な
る
が
、
一
人
暮
ら
し
の
大
学
生
の
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
夜
中
に
側
に

い
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
が
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
で
発
想
が
幼
す
ぎ
る
）。
た
だ
し
、

自
分
の
〈
宇
宙
〉
＝
周
辺
に
常
時

0

0

「
君
」
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
は
な
い
。
す
る
と
、

存
在
自
体
で
は
な
く
、
存
在
の
形
態
が
問
題
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ

で
い
う
「
君
が
い
な
い
」
と
は
、「
僕
」
を
受
け
入
れ
て
い
く
れ
る
＝
容
認
し
て
く
れ

る
存
在
と
し
て
の
「
君
」
が
「
い
な
い
」
＝
つ
ま
り
は
受
け
入
れ
て
く
れ
な
い
情
態
に

味
な
い
ふ
り
を
し
」
た
「
僕
」
が
な
に
を
話
し
た
の
か
、「
君
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
態
度
を
と
っ
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
「
誤
解
さ
せ
て
し
ま
っ
」
て
は

い
な
い
の
だ
ろ
う
。「
君
」
が
「
怒
っ
て
し
ま
」
う
よ
う
な
言
動
を
確
実
に
と
っ
た
の

で
あ
る
。

　
「
心
の
中
は
集
中
し
て
君
の
こ
と
を
気
に
し
て
た
」
と
自
分
自
身
に
言
い
訳
し
て
も
、

「
君
」
に
そ
れ
は
伝
わ
ら
な
い
し
、
伝
え
て
も
い
な
い
。「
君
」
は
「
僕
」
の
言
動
に

「
マ
ジ
で
怒
っ
て
し
ま
っ
た
」
の
で
あ
っ
て
、「
デ
リ
カ
シ
ー
の
な
い
男
友
達
」
が
直

接
的
な
怒
り
の
対
象
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
ご
め
ん
、
や
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
自
身
を

反
省
す
る
も
の
の
、「
君
」
の
怒
り
の
対
象
と
原
因
と
を
「
男
友
達
」
に
持
っ
て
い
こ

う
と
す
る
「
僕
」
は
責
任
を
回
避
し
、
悪
い
の
は
自
分
で
は
な
い
か
の
よ
う
に
語
る
。

「
傷
つ
け
た
」
で
は
な
く
、「
傷
つ
け
た
の
な
ら
」
と
仮
定
で
語
る
こ
と
も
責
任
回
避

的
な
語
り
口
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
君
」
の
怒
り
も
し
く
は
悲
し
み
の
内
実
を
聞
く
こ

と
＝
描
写
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
た
ん
な
る
「
く
だ
ら
な
い
喧
嘩
」
と
し
て
カ
テ
ゴ
ラ
イ

ズ
し
よ
う
と
す
る
。
他
者
と
し
て
の
「
君
」
は
不
在
化
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
仲
直
り
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
「
君
」
の
気
持
ち
は
不
在
化
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　
　

手
を
繋
い
で
帰
ろ
う
か　

誰
か
に
見
ら
れ
て
も
い
い

　
　

堂
々
と
街
を
歩
い
て　

見
せ
び
ら
か
そ
う
よ

　
　

言
葉
じ
ゃ
わ
か
ら
な
い
の
な
ら　

こ
う
す
る
し
か
な
い
ね

　
　

今
こ
こ
で　

キ
ス
を
し
よ
う

　
「
家
に
帰
っ
ち
ゃ
う
前
に　

罪
滅
ぼ
し
」
す
る
手
段
︱
︱
と
に
く
か
「
僕
」
は
さ
っ

さ
と
機
嫌
を
直
し
て
ほ
し
し
い
の
だ
︱
︱
が
、「
手
を
繋
い
で
帰
る
」
こ
と
と
「
今
こ

こ
で
キ
ス
」
を
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
街
角
で
キ
ス
」
を
す
る
こ
と
だ
と
「
僕
」
は
思

っ
て
い
る
よ
う
だ
。「
家
に
帰
」
る
ま
で
の
短
い
時
間
で
、「
言
葉
じ
ゃ
わ
か
ら
な
い
」

か
ら
肉
体
的
な
接
触
を
す
る
こ
と
で
、
な
ん
と
か
早
く
「
こ
の
く
だ
ら
な
い
喧
嘩
」
問

題
を
解
決
し
よ
う
・
解
決
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
「
僕
」
の
〈
男
の
子
〉
的
短
絡
的
・
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を
聞
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
時
間
描
写
の
い
い
加
減
さ
が
表
れ
て
い
る
箇
所
で
も
あ
る
。

　

さ
て
、「
君
」
が
こ
れ
か
ら
の
ふ
た
り
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
考

え
る
こ
と
も
な
く
、「
君
」
が
「
ど
ん
な
日
」
で
も
い
る
と
信
じ
こ
ん
で
い
る
「
僕
」

が
こ
こ
に
い
る
。
そ
し
て
、「
君
」
を
存
在
し
な
い
こ
と
に
し
た
「
僕
」
の
こ
と
は
忘

れ
去
っ
た
よ
う
に
。

　
「
僕
」
は
「
君
」
と
い
う
他
者
と
対
峙
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
被
害
者
ぶ
る

こ
と
で
糊
塗
し
て
い
る
。
い
い
加
減
、
反
省
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
四
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
す
る
〈
彼
女
た
ち
〉
の
身
体
は

　

高
木
［2021

］
に
つ
い
て
、
深
沢
［2022

］
は
音
楽
を
分
析
す
る
と
き
に
曲
や
歌
い

手
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
無
視
し
て
い
い
の
か
と
い
う
疑
念
を
提
出
し
た
。
そ
こ
で

〈
彼
女
た
ち
〉
の
身
体
（
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）
が
、
歌
詞
を
裏
切
る
可
能
性
を
論
じ
て

お
き
た
い
。
た
だ
し
、
振
り
付
け
や
演
出
を
し
て
い
る
の
も
〈
お
っ
さ
ん
た
ち
〉
だ
と

い
う
こ
と
は
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

　

前
節
で
考
察
し
た
『
手
を
つ
な
い
で
帰
ろ
う
よ
』
を
欅
坂
46
の
メ
ン
バ
ー
が
ス
テ
ー

ジ
で
披
露
し
た
と
き
の
身
振
り
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　

歌
詞
は
「
僕
」
が
怒
ら
せ
た
「
君
」
と
仲
直
り
し
よ
う
と
キ
ス
を
し
て
、
そ
れ
を
ま

わ
り
に
見
せ
び
ら
か
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
舞
台
の
上
の
身
体
は
そ
の

よ
う
な
「
僕
」
の
あ
り
方
を
相
対
化
す
る
の
で
あ
る
。「
僕
」
を
菅
井
友
香
が
、「
君
」

を
守
屋
茜
（
二
〇
二
一
年
卒
業
）
が
演
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
怒
っ
て
走
り
去
る

「
君
」
＝
守
屋
を
、「
僕
」
＝
菅
井
が
追
い
か
け
る
の
だ
が
、「
君
」
は
拒
絶
し
続
け
る
。

走
っ
て
逃
げ
る
「
君
」
を
追
い
か
け
続
け
る
「
僕
」
だ
が
、「
君
」
が
転
ん
で
し
ま
う
。

手
を
伸
ば
す
「
僕
」
の
手
を
取
る
「
君
」。
キ
ス
を
せ
が
む
「
僕
」
に
対
し
て
キ
ス
を

す
る
「
君
」。
そ
こ
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
終
わ
っ
て
い
る
。

「
僕
」
主
体
で
語
ら
れ
る
一
人
称
の
歌
詞
に
対
し
て
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
三
人
称
的

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
と
き
歌
詞
で
は
描
か
れ
な
か
っ
た
「
君
」
の
身
体
が
よ

う
や
く
立
ち
上
が
る
こ
と
が
で
き
る
。「
僕
」
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
解
放
さ
れ
る

「
君
」
の
身
体
を
見
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
身
体
は
、
拒
絶
し
逃
走
＝
闘
争
し
、

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。

「
君
」
の
気
持
ち
な
ど
関
係
な
い
。「
僕
」
を
容
認
し
て
く
れ
る
「
君
」
が
ど
こ
か
に
い

れ
ば
、〈
宇
宙
〉
に
「
君
」
は
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
か
ら
。
つ
ま
り
、

「
君
」
は
「
僕
」
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
と
「
僕
」
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

結
局
は
「
宇
宙
」〈
宇
宙
〉
の
ど
ち
ら
の
宇
宙
に
し
て
も
、「
君
」
の
固
有
性
は
否
定

さ
れ
て
い
る
。「
君
」
の
存
在
の
独
自
性
を
否
定
し
て
い
る
の
は
「
僕
」
で
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
自
分
が
排
除
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
語
る
の
が
「
僕
」

だ
。

　
　

本
当
の　

孤
独
は　

誰
も
い
な
い
こ
と
じ
ゃ
な
く

　
　

誰
か
が
い
る
は
ず
な
の
に　

一
人
に
さ
れ
て
る　

こ
の
状
況

　

電
話
を
し
た
く
な
い
の
は
「
僕
」
で
あ
っ
た
。「
意
地
張
っ
て　

謝
ら
ず
に
家
に

帰
」
っ
た
の
も
「
僕
」
で
あ
る
。「
僕
」
が
孤
独
で
あ
る
の
は
、
誰
の
せ
い
で
も
な
い

は
ず
だ
。
そ
し
て
同
時
刻
に
「
君
」
が
ど
う
い
う
気
持
ち
で
い
る
の
か
を
想
像
し
て
い

な
い
の
も
「
僕
」
な
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
「
世
界
」
か
ら
「
君
」
を
い
な
く
し
て
い
る

の
も
「
僕
」
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
孤
独
で
あ
る
の
を
他
者
の
せ
い
に
し

て
「
一
人
に
さ
れ
て
る
」
と
被
害
者
ぶ
る
の
が
「
僕
」
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
君
」
の
気
持
ち
な
ど
ど
う
で
も
い
い
「
僕
」
は
、
仲
直
り
も
し
て
い
な

い
の
に
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
　

さ
あ　

こ
れ
か
ら
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
？

　
　

ほ
ら　

朝
陽
が
眩
し
く
思
え
る
よ

　
　

君
が
い
れ
ば
ど
ん
な
日
で
も

　
　

何
と
か
生
き
て
い
け
る

　
　

今
日
は
楽
し
い

　

ど
う
や
ら
気
が
つ
け
ば
朝
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
隣
人
が
聞
い
て
い
る
「
マ
ー

ラ
ー
の
交
響
曲
」
が
聞
こ
え
て
い
た
の
だ
が
、
隣
人
は
い
つ
ま
で
大
音
量
で
マ
ー
ラ
ー
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僕
た
ち
は
付
き
合
っ
て
い
る
と
叫
ん
で
も
い
い

　
　

今
日
ま
で
ず
っ
と
言
え
な
か
っ
た
け
ど

　
　

隠
し
た
っ
て　

す
ぐ
に
バ
レ
る
か
ら
恋
な
ん
だ

　
　

何
と
な
く　

何
と
な
く　

空
気
で
わ
か
っ
て
し
ま
う

　
　

惹
か
れ
合
っ
た　

そ
の
し
あ
わ
せ　

滲
み
出
す

　
　

正
々
堂
　々

僕
た
ち
は　

こ
こ
で
キ
ス
だ
っ
て
で
き
る
ん
だ

　
「
僕
た
ち
」（「
僕
」
と
「
君
」）
は
高
校
生
の
男
女
の
カ
ッ
プ
ル
で
「
僕
」
＝
男
性
が

語
り
手
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。「
僕
」
と
「
君
」
と
は
現
在
付
き
合
っ
て
い
る

ヘ
テ
ロ
カ
ッ
プ
ル
で
あ
る
が
、
二
人
の
関
係
を
「
僕
と
君
」
と
は
隠
し
て
い
る
。
そ
の

最
大
の
理
由
は
、「
君
」
が
「
あ
い
つ
」（
友
人
の
一
人
で
男
性
で
あ
ろ
う
）
の
元
カ
ノ

で
あ
る
か
ら
だ
。「
僕
」
は
そ
れ
を
気
に
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
実
、「
出

会
い
の
順
番　

 

神
様
は
ど
う
し
て
間
違
え
た
ん
だ
ろ
う
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
（
こ
こ

で
も
「
神
様
」
で
あ
る
！
）、「
君
」
が
「
あ
い
つ
」
の
元
カ
ノ
で
あ
る
こ
と
に
、
嫉
妬

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
ん
な
小
さ
な
「
男
の
子
」
な
の
で
あ
る
。「
僕
」
に
は

付
き
合
う
順
番
が
大
事
で
、「
あ
い
つ
」
よ
り
先
に
付
き
合
い
た
か
っ
た
の
だ
。

「
僕
」
が
ふ
た
り
の
関
係
を
「
ち
ゃ
ん
と
オ
ー
プ
ン
に
し
よ
う
よ
」
と
考
え
る
の
も

「
あ
い
つ
」
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。「
何
に
も
悪
い
こ
と
し
て
な
い
」
と
わ
ざ

わ
ざ
言
葉
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
順
番
が
後
に
な
っ
た
こ
と
を
、「
僕
」
が

「
悪
い
こ
と
」
だ
と
感
じ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。「
君
が
あ
い
つ
の　

昔
の
彼
女
」

だ
っ
た
の
は
「
二
年
も
前
の
話
」
な
の
に
引
き
ず
っ
て
い
る
の
は
「
僕
」
だ
（
い
ま
高

校
三
年
生
だ
と
す
る
と
、
高
一
で
「
あ
い
つ
」
は
彼
女
持
ち
に
な
っ
た
わ
け
だ
。
お
ま

せ
さ
ん
な
話
だ
と
考
え
る
の
は
古
す
ぎ
る
の
だ
ろ
う
が
）。

　

い
や
、
も
う
一
人
い
る
。「
あ
い
つ
」
で
あ
る
。「
あ
い
つ
」
が
「
男
」
の
「
プ
ラ
イ

ド
」
で
「
大
事
に
し
て
や
れ
」
と
言
っ
て
「
握
手
」
を
求
め
て
く
る
の
も
、「
僕
」
に

対
す
る
ラ
イ
バ
ル
心
で
あ
る
。

「
大
事
に
し
て
や
れ
」
と
「
君
」
を
物
＝
所
有
物
の
よ
う
に
扱
い
、「
君
」
が
「
あ
い

つ
」
か
ら
「
僕
」
へ
と
受
け
渡
さ
れ
た
よ
う
な
物
言
い
に
、
男
性
中
心
主
義
が
見
え
る
。

男
同
士
の
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
巻
き
込
ま
れ
た
「
君
」
を
み
る
と
、
こ
こ
に
は
強
固
な

や
が
て
和
解
を
主
体
的
に
す
る
身
体
で
あ
る
。
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『
僕
た
ち
は
付
き
合
っ
て
い
る
』
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。

こ
の
歌
詞
を
全
文
引
用
し
よ
う
。

　
　

僕
た
ち
は
付
き
合
っ
て
い
る
と
叫
び
た
く
な
る

　
　

こ
の
ま
ま
ず
っ
と　

秘
密
に
で
き
な
い

　
　

友
達
に
も
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
す
る
な
ん
て

　
　

馬
鹿
馬
鹿
し
い
と
思
う
か
ら　

ち
ゃ
ん
と
オ
ー
プ
ン
に
し
よ
う
よ

　
　

誰
か
一
緒
に
い
る
時　

わ
ざ
と
距
離
を
置
い
て
み
た
り

　
　

目
を
合
わ
せ
ず
に
頷
く　

二
人
な
ん
だ
か
不
自
然
で

　
　

細
か
す
ぎ
る
気
の
遣
い
方
が　

ぎ
こ
ち
な
な
く
て
切
な
く
な
る
よ

　
　

だ
っ
て
君
が
あ
い
つ
の　

昔
の
彼
女
な
だ
け

　
　

二
年
も
前
の
話
じ
ゃ
な
い
か　

何
に
も
悪
い
こ
と
し
て
な
い

　
　

僕
た
ち
は
付
き
合
っ
て
い
る
と
宣
言
し
よ
う

　
　

み
ん
な
の
前
で
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う

　
　

も
し
も
君
が
何
か
言
わ
れ
た
ら
受
け
て
立
つ

　
　

出
会
い
の
順
番　

 

神
様
は
ど
う
し
て
間
違
え
た
ん
だ
ろ
う

　
　

一
瞬　

き
ょ
と
ん
と
し
て
い
た　

あ
い
つ
の
顔

　
　

そ
う
み
ん
な
も　

何
を
言
い
出
し
た
ん
だ
っ
て
…

　
　

だ
け
ど
ホ
ン
ト
の
サ
プ
ラ
イ
ズ
は

　
　

そ
ん
な
こ
と
は
こ
こ
に
い
る
全
員　

も
う
前
か
ら
知
っ
て
い
た
こ
と

　
　

そ
し
て　

あ
い
つ
が
僕
に　

大
事
に
し
て
や
れ
よ
と

　
　

祝
福
し
て
握
手
求
め
る　

微
妙
な
男
の
プ
ラ
イ
ド
だ

　
　

僕
た
ち
は
付
き
合
っ
て
い
る
と
叫
び
た
く
な
る

　
　

こ
の
ま
ま
ず
っ
と　

秘
密
に
で
き
な
い

　
　

友
達
に
も
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
す
る
な
ん
て

　
　

馬
鹿
馬
鹿
し
い
と
思
う
か
ら　

ち
ゃ
ん
と
オ
ー
プ
ン
に
し
よ
う
よ

　
　

誰
も
旅
人
だ　

出
会
い
別
れ
繰
り
返
し

　
　

最
後
の
こ
の
場
所
で　

や
っ
と
僕
た
ち
の
恋
に
辿
り
着
い
た
ん
だ
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仲
良
さ
そ
う
に
し
て
い
る
加
藤
史
帆
を
陰
か
ら
見
つ
め
る
高
本
彩
花
、
そ
し
て
そ
れ
を

佐
々
木
美
玲
が
慰
め
て
い
る
シ
ー
ン
が
く
る
。

　

男
性
と
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ャ
ル
な
愛
情
を
育
む
加
藤
史
帆
で
あ
る
が
、
高
本
彩
花
は
そ

の
男
性
で
は
な
く
、
加
藤
史
帆
を
好
き
な
の
で
あ
ろ
う
（「
僕
」
と
「
君
」
の
関
係
を

反
映
さ
せ
る
と
そ
う
な
ろ
う
）。
教
師
に
叱
ら
れ
て
い
た
と
き
加
藤
史
帆
が
見
つ
め
て

い
た
水
槽
を
、
最
後
の
シ
ー
ン
で
見
つ
め
る
の
が
高
本
彩
花
で
あ
っ
た
。
ま
た
加
藤
史

帆
は
友
人
た
ち
と
楽
し
そ
う
に
過
ご
し
て
い
る
の
だ
が
︱
︱
「
僕
」
と
同
じ
よ
う
な
立

ち
位
置
だ
ろ
う
か
︱
︱
、
高
本
は
グ
ル
ー
プ
か
ら
距
離
を
取
っ
て
い
る
︱
︱
「
君
」
に

相
当
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
教
室
に
い
る
メ
ン
バ
ー
の
な
か
に
「
あ
い
つ
」
担
当

は
存
在
し
な
い
。
先
に
み
た
「
男
性
」
が
「
あ
い
つ
」
に
相
当
す
る
と
考
え
る
し
か
な

い
。

　

こ
こ
か
ら
テ
ク
ス
ト
に
そ
っ
て
人
間
関
係
の
可
能
性
を
考
え
み
る
。
歌
詞
を
背
景
に

し
て
考
察
す
る
と
、
ひ
っ
そ
り
と
高
本
と
加
藤
が
付
き
合
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
み
ん
な

が
じ
つ
は
知
っ
て
い
る
物
語
だ
と
考
え
た
い
と
こ
ろ
だ
が
（「
あ
い
つ
」
に
相
当
す
る

人
物
が
い
な
い
が
）、
そ
う
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
加
藤
史
帆
に
は

親
し
い
男
性
が
い
る
よ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
可
能
性
の
問
題
に
な
る
。

　

Ａ
高
本
彩
花
は
加
藤
史
帆
を
好
き
だ
が
、
告
白
で
き
ず
に
い
る
う
ち
に
、
加
藤
に
は

彼
氏
が
で
き
て
し
ま
っ
た
。
高
本
の
気
持
ち
を
佐
々
木
美
玲
は
知
っ
て
い
る
。

　

Ｂ
高
本
彩
花
と
加
藤
史
帆
は
付
き
合
っ
て
い
た
が
、
別
れ
て
し
ま
い
、
い
ま
加
藤
は

男
性
と
付
き
合
っ
て
い
る
。
高
本
の
悲
し
み
を
佐
々
木
美
玲
は
知
っ
て
い
る
。

　

ど
ち
ら
に
し
て
も
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
的
関
係
を
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ャ
ル
な
関
係
が
邪
魔

（
破
壊
）
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
Ｍ
Ｖ
は
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
的
欲
望
に

満
ち
た
歌
詞
を
ズ
ラ
し
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
連
続
体
的
な
関
係
（
リ
ッ
チ
［1980

］
参
照
）

の
可
能
性
を
拓
い
て
は
い
る
だ
ろ
う
。
加
藤
史
帆
が
叱
ら
れ
て
い
る
と
き
に
職
員
室
前

に
い
た
全
員
で
（
気
持
ち
に
濃
淡
は
あ
る
よ
う
だ
が
）
夜
の
職
員
室
に
忍
び
込
み
、

パ
ー
テ
ィ
ー
を
す
る
の
で
あ
る
。
恋
愛
感
情
の
あ
る
な
し
、
成
否
に
か
か
わ
り
な
く
、

〈
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
が
成
立
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
（
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク

［1985

］
参
照
）。
男
性
同
士
の
ラ
イ
バ
ル
心
（
ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア
）
を
維
持
す
る
た
め

に
利
用
さ
れ
る
の
が
女
性
で
あ
り
、
な
お
か
つ
男
た
ち
の
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
る

（
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
）
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
君
」
は
「
僕
」
と
「
あ
い
つ
」
の
ラ
イ
バ
ル

心
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。「
僕
」
が
「
君
」
と
付
き
合
っ
た
の
も
、「
君
」

が
「
あ
い
つ
」
の
元
カ
ノ
で
あ
る
か
ら
だ
と
も
言
え
る
。
ラ
イ
バ
ル
の
彼
女
（
正
確
に

は
元
カ
ノ
だ
が
）
を
自
分
の
〈
物
〉
と
す
る
こ
と
で
、「
僕
」
は
「
あ
い
つ
」
の
勝
て

る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
勝
利
を
宣
言
す
る
こ
と
こ
そ
が
、「
僕
た
ち
は
付
き
合
っ
て
い
る
」
と

い
う
告
白
な
の
で
あ
る
。「
君
」
が
ど
う
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
の
か
は
関
係
な

い
の
だ
。「
こ
の
ま
ま
ず
っ
と　

秘
密
に
で
き
な
い
」
と
ひ
と
り
で
感
じ
て
、
ひ
と
り

で
告
白
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
詞
は
、
こ
っ
そ
り
と
付
き
合
っ
て
い
た
男
女
が
、
そ
の
関
係
を
告
白
し
、
祝

福
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
の
内
容
に
見
え
る
。
し
か
し
内
実
は
、
男
た
ち
の
「
プ
ラ
イ

ド
」
や
ラ
イ
バ
ル
心
が
メ
イ
ン
で
、「
君
」
の
気
持
ち
な
ど
置
い
て
き
ぼ
り
に
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ふ
た
り
の
男
性
を
中
心
と
す
る
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
テ
ク
ス
ト
な
の

で
あ
る
。

　

そ
し
て
結
局
は
、「
正
々
堂
　々

僕
た
ち
は　

こ
こ
で
キ
ス
だ
っ
て
で
き
る
ん
だ
」

で
あ
る
。「
君
」
が
な
に
を
望
ん
で
い
る
か
な
ど
関
係
な
い
。
な
ん
と
も
「
君
」
を
馬

鹿
に
し
た
話
し
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
〈
男
の
子
〉
た
ち
の
欲
望
に
満
ち
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
が
、
Ｍ
Ｖ
を
見

る
と
〈
男
の
子
〉
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
的
欲
望
が
ズ
ラ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

Ｍ
Ｖ
の
舞
台
は
女
子
校
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
歌
詞
の
な
か
の
人
間
関
係
や
性

別
が
Ｍ
Ｖ
と
一
致
し
な
い
の
で
、
Ｍ
Ｖ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
難
解
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

職
員
室
で
教
師
に
叱
ら
れ
て
い
た
加
藤
史
帆
（
け
や
き
坂
の
メ
ン
バ
ー
。
以
下
、
高
本
、

佐
々
木
久
美
、
美
玲
も
同
じ
）
が
職
員
室
か
ら
出
て
く
る
。
加
藤
は
、
職
員
室
前
で

待
っ
て
い
た
友
人
た
ち
の
な
か
の
佐
々
木
久
美
と
腕
を
組
ん
で
去
っ
て
行
く
。
こ
の
ふ

た
り
が
付
き
合
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
よ
う
だ
。
教
室
の
な
か
で
は
、

高
本
彩
花
が
加
藤
史
帆
の
こ
と
を
気
に
し
て
い
る
素
振
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、
男
性
と
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歌
詞
が
「
僕
」
と
「
君
」
と
の
偶
然
の
出
会
い
と
、
そ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
恋
の
、
そ

し
て
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
な
物
語
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
Ｍ
Ｖ
は
「
私
＝
藤
吉
」
と

「
あ
な
た
＝
り
こ
」
の
女
性
同
士
の
物
語
で
あ
り
、
悲
恋
と
し
て
終
わ
っ
て
い
く
。

「
藤
吉
夏
鈴
」
の
涙
（
歌
唱
時
に
お
け
る
：
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
）
と
、「
り
こ
」
と
別
れ

た
あ
と
振
り
向
く
カ
ッ
ト
（
映
像
に
お
け
る
：
ビ
デ
オ
）
で
物
語
は
終
わ
る
。

　

Ｍ
Ｖ
は
性
別
で
も
終
わ
り
方
で
も
歌
詞
を
真
逆
に
裏
切
り
、「
藤
吉
夏
鈴
」
も
ハ
ッ

ピ
ー
エ
ン
ド
の
物
語
を
涙
で
締
め
く
く
る
こ
と
で
、
歌
詞
に
叛
逆
す
る
。
こ
の
と
き
、

『
偶
然
の
答
え
』
の
「
僕
」
と
「
君
」
と
が
、
は
た
し
て
男
女
と
考
え
て
い
い
の
か
と

視
聴
者
を
不
安
に
陥
れ
る
。
歌
詞
の
、

　
　

セ
ン
タ
ー
街
の
方
へ　

二
人
で
歩
き
な
が
ら

　
　

も
し
誰
か
に
見
ら
れ
た
ら
誤
解
さ
れ
ち
ゃ
う
ね

　
　

唐
突
に
思
っ
た
よ　

冷
や
か
さ
れ
た
っ
て
…

　

と
い
う
箇
所
の
「
誤
解
さ
れ
る
」「
冷
や
か
さ
れ
た
っ
て
」
が
異
性
愛
強
制
体
制
下

に
お
い
て
同
性
愛
的
関
係
が
差
別
さ
れ
か
ね
な
い
情
況
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る

と
〈
誤
読
〉
で
き
る
の
だ
。
Ｍ
Ｖ
に
お
け
る
藤
吉
夏
鈴
（
登
場
人
物
・
藤
吉
で
あ
り
、

歌
唱
す
る
「
藤
吉
夏
鈴
」
で
も
あ
る
）
の
身
体
が
そ
の
〈
誤
読
〉
を
支
え
て
く
れ
る
。

ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ャ
ル
に
と
れ
る
歌
詞
を
〈
ク
ィ
ア
〉
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の

だ
。
ま
た
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
の
物
語
を
ア
ン
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
の
物
語
へ
と
変
質
さ
せ

た
の
で
も
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
読
解
も
〈
瞬
間
〉
的
な
も
の
だ
。
あ
っ
と
言
う
間
に
「
百
合
萌
え
」

の
〈
男
の
子
た
ち
〉
に
消
費
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
と
あ
え
て
言
っ
て
お

き
た
い
。「
し
か
し
」、
一
瞬
開
か
れ
た
〈
ク
ィ
ア
〉
な
物
語
の
可
能
性
は
、
そ
し
て

「
僕
」
と
「
君
」
と
の
関
係
の
複
数
性
は
、
け
っ
し
て
消
え
る
こ
と
な
く
、
ま
た
こ
の

歌
詞
に
藤
吉
夏
鈴
が
刻
み
つ
け
た
傷
は
、
癒
え
る
こ
と
な
く
血
を
流
し
続
け
る
こ
と
だ

ろ
う
。

　

最
後
に
、
歌
詞
と
は
直
接
関
係
な
い
こ
と
だ
が
、〈
彼
女
た
ち
〉
を
消
費
す
る

〈
お
っ
さ
ん
〉
に
つ
い
て
記
述
し
、
長
か
っ
た
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

〈
彼
女
た
ち
〉
が
連
帯
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
レ
ズ
ビ
ア
ン
連
続
体
が
、
加
藤

の
彼
氏
ら
し
き
人
物
を
も
巻
き
込
ん
で
連
帯
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
よ
り
強
固
な
レ

ズ
ビ
ア
ン
連
続
体
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。〈
彼
女
た
ち
〉
の
身
体
を
描
く
こ
と
で
、
歌

詞
が
作
り
だ
す
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
的
関
係
を
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
連
続
体
へ
と
変
容
さ
せ
る

こ
と
の
可
能
性
が
拓
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ア
イ
ド
ル
た
ち
の
同
性
同
士
の
恋
愛
関
係
を
ほ
の
め
か
す
と
、
今
度
は

「
百
合
萌
え
」（
少
女
た
ち
の
恋
愛
を
消
費
す
る
も
の
）
と
い
う
消
費
を
〈
男
の
子
た

ち
〉
に
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
は
高
い
。
だ
か
ら
、〈
彼
女
た
ち
〉
の
身
体
が
歌
詞
の

ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
的
構
造
に
亀
裂
を
入
れ
る
〈
瞬
間
〉
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
ホ

モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
が
微
分
さ
れ
る
そ
の
〈
瞬
間
〉
に
、〈
お
っ
さ
ん
た
ち
〉
や
〈
男
の
子
〉

た
ち
へ
の
叛
逆
は
生
成
す
る
の
で
あ
る
。

　

歌
詞
に
表
れ
て
く
る
異

ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ヤ
ル

性
愛
強
制
体
制
へ
〈
彼
女
た
ち
〉
の
身
体
が
叛
逆
す
る
例

を
も
う
一
曲
だ
け
あ
げ
て
お
き
た
い
。
先
に
見
た
櫻
坂
46
『
偶
然
の
答
え
』
で
あ
る
。

渋
谷
で
偶
然
出
会
っ
た
「
僕
」
と
「
君
」
と
で
あ
る
が
、「
こ
こ
で
会
っ
た
こ
と
に　

き
っ
と
意
味
が
あ
る
ん
だ
」
と
考
え
た
「
僕
」
は
「
ど
こ
か
ら
か
勇
気
が
出
て
来
」
て

「
ど
う
せ
な
ら
ば
僕
た
ち
は
こ
の
ま
ま　

付
き
合
っ
ち
ゃ
っ
て
も
い
い
よ
ね
な
ん
て　

冗
談
ぽ
く
言
葉
に
は
し
て
み
た
」
と
こ
ろ
、「
君
が
頷
い
て
見
え
た
」
と
い
う
、
も
と

も
と
お
互
い
気
に
な
っ
て
い
た
だ
け
の
、
偶
然
で
も
な
ん
で
も
な
く
い
つ
か
付
き
合
う

こ
と
に
な
っ
て
い
た
「
必
然
」
的
結
末
を
迎
え
る
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ャ
ル
な
物
語
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
Ｍ
Ｖ
だ
と
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ャ
ル
な
関
係
で
は
な
く
な
る
。
藤
吉
夏
鈴
（
二

期
生
）
は
仲
の
良
か
っ
た
友
人
・「
り
こ
」（
永
瀬
莉
子
）
に
、「
好
き
な
の
」
と
告
白
す

る
。「
り
こ
」
も
「
私
も
好
き
だ
よ
」
と
答
え
る
が
、
そ
れ
は
友
人
と
し
て
の
好
き
で

あ
っ
た
。
藤
吉
は
「
そ
う
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
っ
て
」
と
〈
恋
愛
〉
感
情
で
あ
る
こ
と
を

伝
え
る
。
だ
が
、「
り
こ
」
に
は
拒
絶
さ
れ
て
し
ま
う
。
や
が
て
藤
吉
は
女
優
に
な
る

べ
く
東
京
へ
出
て
行
く
こ
と
に
す
る
（「
別
の
誰
か
に
な
り
た
か
っ
た
」
と
藤
吉
は
語

っ
て
い
た
）。
そ
の
直
前
に
「
り
こ
」
と
偶
然
会
っ
た
藤
吉
は
「
り
こ
」
が
連
れ
て
い

た
犬
（
モ
モ
）
の
お
で
こ
に
キ
ス
を
し
て
（
モ
モ
も
藤
吉
に
顔
を
寄
せ
て
）、
別
れ
る
。

歌
唱
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
言
え
ば
、「
藤
吉
夏
鈴
」
は
歌
唱
の
終
わ
り
を
、
泣
き
顔
で

締
め
く
く
る
の
で
あ
っ
た
。
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る
《
秋
元
康
》
の
歌
詞
が
「
乙
女
心
」
を
唄
う
こ
と
は
少
な
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
、

歌
詞
の
な
か
の
「
僕
」
た
ち
は
厨
二
病
的
な
自
閉
と
承
認
欲
求
、
自
己
満
足
と
不
満
、

そ
し
て
妄
想
と
か
ら
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
歌
詞
中
で
語
ら
れ
る
「
乙
女
」
は
、
厨
二

病
の
「
僕
」
が
妄
想
し
捏
造
し
た
も
の
で
し
か
な
い
。

　

捏
造
さ
れ
、
坂
道
の
メ
ン
バ
ー
の
歌
唱
を
通
し
て
伝
播
さ
れ
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
定

番
＝
定
説
＝
〝
常
識
〟
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
く
「
乙
女
心
」。
そ
の
構
図
は
「
き
も
ち

悪
い
」。

　
　
　
　

※

　
「
気
持
ち
悪
い
」
繋
が
り
で
。

　

坂
道
シ
リ
ー
ズ
に
は
、
加
入
直
後
に
行
な
わ
れ
る
「
お
見
立
て
会
」
と
い
う
謎
の
儀

式
が
あ
る
。
櫻
坂
46
の
場
合
、
三
期
生
は
「
お
も
て
な
し
会
」
を
行
っ
て
い
る
が
、
二

期
生
ま
で
は
「
お
見
立
て
会
」
で
あ
っ
た
。

　
「
お
披
露
目
会
」
な
ら
ば
一
般
的
な
言
い
方
で
あ
ろ
う
か
。
グ
ル
ー
プ
の
運
営
団
体

が
メ
ン
バ
ー
を
対
外
的
な
人
々
（
メ
デ
ィ
ア
、
フ
ァ
ン
候
補
）
に
「
披
露
す
る
」
会
の

こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
敬
語
「
お
」
は
丁
寧
な
表
現
を
す
る
た
め
に

使
用
さ
れ
る
の
だ
が
、
発
話
主
体
で
あ
る
グ
ル
ー
プ
側
が
「
披
露
目
さ
れ
る
」
側
の
女

性
メ
ン
バ
ー
に
敬
意
を
払
う
た
め
に
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
い
や
、

女
性
メ
ン
バ
ー
を
観
客
（
メ
デ
ィ
ア
や
フ
ァ
ン
）
に
見
て
い
た
だ
く
の
で
、
観
客
に
対

し
て
敬
意
を
は
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
お
も
て
な
し
」
な
ら
ば
、
メ
ン
バ
ー

が
観
客
を
「
も
て
な
す
」
会
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
が
対
外
的
な
人
々
に
特
技
や
個
性
な
ど
を
「
披
露
」
す
る
会

を
丁
寧
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、
結
婚
式
の
披
露
宴
に
は

「
お
」
が
付
か
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、「
メ
ン
バ
ー
披
露
会
」
と
す
る
の
が
一
番
フ

ラ
ッ
ト
な
言
い
方
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　

で
は
、「
お
見
立
て
」
は
ど
う
か
。「
見
立
て
る
」
と
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ

る
と
、

　

・
見
て
、
適
当
な
も
の
を
選
び
出
す
。
見
こ
み
を
つ
け
て
良
い
悪
い
を
定
め
る
。
よ

い
も
の
を
選
ぶ
。
目
を
つ
け
る
。

　
　
　
五
、
作
っ
て
い
る
〈
お
っ
さ
ん
た
ち
〉
は

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
『LIFE

～
人
生
に
捧
げ
る
コ
ン
ト
～
』
に
『
お
っ
さ
ん
が

作
っ
て
い
る
』
と
い
う
コ
ン
ト
が
あ
っ
た
。「
放
課
後
お
と
め
組
」
と
い
う
女
性
ア
イ

ド
ル
ユ
ニ
ッ
ト
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で
あ
る
内
村
（
ウ
ッ
チ
ャ

ン
ナ
ン
チ
ャ
ン
）、
田
中
（
コ
コ
リ
コ
）、
塚
地
（
ド
ラ
ン
ク
ド
ラ
ゴ
ン
）
が
「
あ
あ
で

も
な
い
こ
う
で
も
な
い
」
と
ち
ょ
っ
と
ズ
レ
た
こ
と
を
考
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

女
性
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
は
〈
お
っ
さ
ん
た
ち
〉
が
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
お
っ
さ
ん
た
ち
〉
が
成
功
を
す
る
た
め
に
（
経
済
的
、
社
会
的
、
仕
事
的
に
）、

〈
お
っ
さ
ん
た
ち
〉
の
価
値
観
や
感
性
を
発
動
さ
せ
、
巷
の
〈
ミ
ニ
・
お
っ
さ
ん
〉
で

あ
る
（
男
性
）
フ
ァ
ン
た
ち
（〈
男
の
子
〉）
に
ウ
ケ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
を
考
え
る
わ
け
だ
。

　

齋
藤
飛
鳥
（
乃
木
坂
46
・
二
〇
二
二
年
卒
業
）
が
『
日
曜
日
の
初
耳
学
』（
Ｔ
Ｂ
Ｓ

　

二
〇
二
二
年
一
一
月
一
三
日
放
送
）
に
出
演
し
た
と
き
、「
秋
元
康
ほ
ど
乙
女
は
い

な
い
」
と
言
っ
た
と
い
う
（
未
見
）。
編
集
し
た
も
の
を
引
用
す
る
。

　
　

齋
藤
は
「
何
度
か
セ
ン
タ
ー
を
や
ら
せ
て
頂
い
た
り
と
か
、
ソ
ロ
の
曲
を
頂
い
た

り
と
か
し
て
る
ん
で
す
け
ど
、
当
時
の
自
分
の
心
情
が
書
か
れ
て
い
る
く
ら
い
、

そ
の
ま
ま
が
書
か
れ
て
い
た
り
と
か
」
と
話
し
、「
逆
に
後
に
な
っ
て
、『
こ
の
時

の
私
、
確
か
に
こ
う
思
っ
て
た
な
』
っ
て
い
う
の
が
あ
っ
た
り
」
と
歌
詞
と
心
情

が
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
い
た
こ
と
に
言
及
。〔
中
略
〕
心
情
が
そ
の
ま
ま
歌
詞
に

な
っ
て
い
た
こ
と
に
、
驚
い
た
だ
け
で
な
く
怖
い
く
ら
い
だ
っ
た
と
明
か
し
た
。

さ
ら
に
、
秋
元
氏
の
人
柄
に
つ
い
て
聞
か
れ
た
齋
藤
は
「
乃
木
坂
の
グ
ル
ー
プ
は

若
い
女
の
子
ば
っ
か
り
い
ま
す
け
ど
、
私
た
ち
の
誰
よ
り
も
乙
女
」
と
衝
撃
発
言
。

「
乙
女
心
を
言
葉
に
で
き
て
、
作
品
に
で
き
て
、
そ
れ
を
広
い
世
の
中
に
表
現
で

き
て
っ
て
い
う
の
は
、
す
ご
い
な
っ
て
思
い
ま
す
」
と
秋
元
氏
の
楽
曲
に
つ
い
て

も
語
っ
た
。（m

odelpress

編
集
部
）

「m
odelpress

」（https://m
dpr.jp/m

usic/detail/3454056

）

　

し
か
し
、
多
く
が
「
僕
」（
と
い
う
〈
男
の
子
〉）
を
語
り
手
か
つ
主
人
公
と
し
て
い



（　　）16

　
「〈
お
っ
さ
ん
た
ち
〉
＝
大
人
た
ち
＝
男
性
た
ち
」
運
営
は
、
客
が
遊
女
た
ち
を
品
定

め
す
る
「
張
見
世
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
《
遊
郭
で
遊
女
が
客
を
招
く
た
め
に
、

道
路
に
面
し
、
格
子
を
め
ぐ
ら
し
た
部
屋
に
な
ら
ん
で
客
を
待
つ
こ
と
。
ま
た
、
そ
の

店
先
。》
と
あ
る
）
＝
「
ス
テ
ー
ジ
」
に
、
女
性
メ
ン
バ
ー
を
並
べ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
構
図
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
平
気
で
「
お
見
立
て
」
と
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
（
そ

の
よ
う
な
構
図
に
気
づ
か
な
い
こ
と
︱
︱
本
当
に
気
づ
い
て
い
な
い
の
か
は
不
明
）
に

内
在
し
て
い
る
暴
力
こ
そ
が
、
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
女
性
メ
ン
バ
ー
た
ち
に
そ

の
よ
う
な
会
を
平
気
で
「
お
見
立
て
会
」
と
呼
ば
せ
て
い
る
〈
お
っ
さ
ん
た
ち
〉
の
感

覚
が
「
気
持
ち
悪
い
」。

　
〈
彼
女
た
ち
〉
の
身
体
は
、「
お
見
立
て
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
消
費
さ

れ
る
〈
性
〉
的
身
体
＝
商
品
と
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
が
持
つ

は
ず
の
〈
主
体
性
〉
は
み
ご
と
な
ま
で
に
剥
奪
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

※

　

9th

シ
ン
グ
ル
『
10
月
の
プ
ー
ル
に
飛
び
込
ん
だ
』
の
選
抜
（
歌
唱
）
メ
ン
バ
ー
発

表
時
（『
欅
っ
て
、
書
け
な
い
？
』（
二
〇
一
九
年
九
月
九
日
（
月
曜
）
放
映
に
よ
る
と
、

二
〇
一
九
年
七
月
で
あ
っ
た
ら
し
い
）
に
、
平
手
の
不
満
や
キ
ャ
プ
テ
ン
だ
っ
た
菅
井

友
香
（
初
代
キ
ャ
プ
テ
ン
。
二
〇
二
二
年
一
一
月
卒
業
）
の
不
安
が
、
冠
番
組
『
欅
っ

て
、
書
け
な
い
？
』（
テ
レ
ビ
東
京　

二
〇
一
九
年
九
月
九
日
（
月
曜
）
放
送
）
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
菅
井
の
コ
メ
ン
ト
は
七
月
の
選
抜
発
表
時
の
も
の
と
ス
タ

ジ
オ
で
の
コ
メ
ン
ト
で
、
平
手
は
ス
タ
ジ
オ
で
の
コ
メ
ン
ト
）。

　
　

（
菅
井
）「
変
わ
る
た
め
に
は
こ
れ
し
か
な
い
の
か
な
っ
て
思
い
ま
し
た
。
グ

ル
ー
プ
と
し
て
停
滞
し
て
い
る
の
は
ず
っ
と
感
じ
て
い
た
の
で
、
何
か
き
っ

か
け
が
必
要
な
こ
と
も
あ
る
の
か
な
。
冷
静
に
取
り
組
む
作
品
に
し
た
い
」

（
発
表
時
）

 
「
乗
り
越
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
」（
ス
タ
ジ
オ
）

　
　

（
平
手
）「
わ
た
し
も
ち
ょ
っ
と
フ
ァ
ン
の
方
が
つ
い
て
き
て
く
れ
る
か
不
安
な

ん
で
す
け
ど
」

　

あ
る
い
は
、

　

・
世
話
を
す
る
。
養
成
す
る
。
後
見
す
る
。

　

・
遊
客
が
相
方
の
女
郎
を
選
ぶ
。

　

で
あ
り
、「
見
立
て
る
」
主
体
は
、
メ
ン
バ
ー
側
で
は
な
く
、
一
般
の
人
々
（
メ

デ
ィ
ア
・
フ
ァ
ン
候
補
な
ど
）
と
な
る
。
メ
ン
バ
ー
サ
イ
ド
が
主
体
と
な
る
「
お
披
露

目
」
や
「
お
も
て
な
し
」
と
は
対
照
的
な
わ
け
だ
。
さ
て
「
お
見
立
て
」
は
と
い
う
と
、

近
世
か
ら
の
語
で
あ
る
よ
う
で
、

　
　

⑴
見
て
選
び
定
め
る
こ
と
を
い
う
尊
敬
語
。

　
　

⑵
近
世
、
遊
里
で
客
が
相
方
（
あ
い
か
た
）
と
し
て
の
遊
女
を
選
ぶ
こ
と
。

　

と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
見
え
選
び
定
め
な
さ
る
」
の
は
一
般
の
人
々
で
あ
る
し
、

「
遊
里
で
相
方
を
定
め
る
」
の
は
買
春
を
す
る
客
で
あ
る
。《
人
々
が
女
性
メ
ン
バ
ー

を
選
び
な
さ
る
会
》
と
い
う
の
が
「
お
見
立
て
会
」
の
意
味
で
あ
る
【
註
９
】。

　

ネ
ッ
ト
で
は
「
気
持
ち
悪
い
」「
下
品
」
と
い
う
意
見
が
あ
る
が
（Google

で
「
お

見
立
て
会　

気
持
ち
悪
い
」
で
検
索
し
た
結
果
）、
問
題
は
ア
イ
ド
ル
の
女
性
た
ち
を

「
遊
女
」
の
よ
う
に
扱
い
、「
客
」
に
選
ば
せ
る
こ
と
を
、
運
営
が
「
遊
郭
」
の
つ
ま

り
は
売
春
斡
旋
所
の
経
営
者
の
よ
う
な
立
場
で
行
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、

「
お
見
立
て
す
る
」
の
は
「
客
＝
一
般
の
人
々
」
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
会
」

が
付
い
て
い
る
。「
会
」
を
主
催
す
る
の
は
「
客
」
で
は
な
く
、「
店
＝
運
営
」
で
あ
る
。

「
客
」
が
「
選
ぶ
」
主
体
と
し
て
あ
る
の
が
「
見
立
て
る
」
で
あ
り
、
店
が
「
選
ん
で

い
た
だ
く
」
主
体
と
な
る
と
き
「
お
見
立
て
」
と
な
る
。「
客
」
が
「
見
立
て
」、
経
営

者
が
「
お
見
立
て
し
て
も
ら
う
」
た
め
に
開
か
れ
る
の
が
、「
お
客
に
お
見
立
て
し
て

も
ら
う
た
め
の
会
」
す
な
わ
ち
「
お
見
立
て
会
」
で
あ
ろ
う
。「
お
見
立
て
会
」
と
い

う
語
そ
の
も
の
が
、
矛
盾
と
い
う
か
、
客
と
運
営
が
結
託
し
て
ア
イ
ド
ル
の
身
体
を
売

買
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
【
註
10
】。
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ま
せ
ん
で
し
た
。
／
〔
中
略
〕
応
援
し
て
く
だ
さ
る
皆
さ
ん
に
、
も
っ
と
喜
ん
で

も
ら
え
る
よ
う
に
頑
張
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
／
〔
中
略
〕
自
分
自
身
と

て
も
悔
し
い
で
す
。
／
〔
中
略
〕
私
の
力
不
足
で
す
。
／
〔
中
略
〕
自
分
の
悔
し

い
、
悲
し
い
っ
て
感
情
を
抑
え
て
い
つ
も
の
自
分
で
い
な
い
と
。
／
〔
中
略
〕
選

抜
メ
ン
バ
ー
に
な
る
こ
と
。
／
そ
れ
だ
け
が
活
動
の
全
て
で
は
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
が
、
私
は
選
抜
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動
し
た
い
で
す
。
／
選
抜
メ
ン
バ
ー

じ
ゃ
な
い
と
出
来
な
い
こ
と
。
／
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。
／
け
ど
、
今
の

私
に
も
出
来
る
こ
と
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。〔
後
略
〕

　

仕
事
は
試
験
と
違
っ
て
目
に
見
え
る
形
だ
け
で
評
価
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
「
査
定
」
は
本
人
に
も
納
得
で
き
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、

根
拠
を
示
す
説
明
責
任
も
「
査
定
」
し
た
側
に
は
つ
き
ま
と
う
は
ず
で
あ
る
。
井
上
の

よ
う
に
相
対
音
感
を
持
ち
、
複
数
の
楽
器
を
こ
な
し
、
作
曲
も
す
る
、
グ
ル
ー
プ
の

ム
ー
ド
メ
ー
カ
ー
で
も
あ
る
存
在
を
、
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

フ
ァ
ン
の
課
金
（
会
っ
て
話
し
を
す
る
「
ミ
ー
ト
ア
ン
ド
グ
リ
ー
ト
」、
あ
る
い
は
対

面
時
代
の
「
握
手
会
」
の
売
り
上
げ
）
具
合
が
ど
れ
く
ら
い
査
定
に
響
く
の
か
。
フ
ァ

ン
は
推
し
の
メ
ン
バ
ー
を
選
抜
に
す
る
た
め
に
、
課
金
し
続
け
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
べ

て
は
「
お
金
」
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

ま
さ
に
遊
郭
で
は
な
い
か
…
…
。

　

二
期
生
の
幸
坂
茉
里
野
も
二
〇
二
三
年
九
月
二
〇
日
の
公
式
ブ
ロ
グ
（https://

sakurazaka46.com
/s/s46/diary/detail/52334?im

a=0000&
cd=blog

）

で

「
ち
ゃ
ん
と
向
上
心
も
あ
る
し
、
頑
張
ら
な
き
ゃ
っ
て
ち
ゃ
ん
と
思
っ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
だ
け
は
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
！
！
」
と
、
選
抜
落
ち
し
た
こ
と
で
フ
ァ
ン
を
悲

し
ま
せ
た
こ
と
へ
の
謝
辞
と
テ
ン
シ
ョ
ン
が
低
い
こ
と
で
や
る
気
が
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
な
い
か
と
の
心
配
が
綴
ら
れ
て
い
る
。〈
お
っ
さ
ん
た
ち
〉
の
し
た
こ
と

に
つ
い
て
、
メ
ン
バ
ー
が
謝
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
理
不
尽
さ
。
そ
し
て
「
選

ば
れ
な
か
っ
た
」
こ
と
の
悔
し
さ
や
悲
し
さ
。

　

こ
の
悲
し
み
に
は
メ
ン
バ
ー
の
未
来
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。
乃
木
坂
46
の
三
期
生
・

伊
藤
理
々
杏
は
、
三
三
枚
目
シ
ン
グ
ル
『
お
ひ
と
り
さ
ま
天
国
』
の
選
抜
発
表
時
に
次

　

グ
ル
ー
プ
の
停
滞
の
責
任
を
メ
ン
バ
ー
が
感
じ
て
反
省
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と

に
無
惨
さ
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

フ
ロ
ン
ト
メ
ン
バ
ー
と
し
て
選
抜
さ
れ
た
渡
邉
理
佐
（
前
列
五
名
、
中
列
五
名
、
後

列
七
名
の
一
七
名
体
制
で
あ
っ
た
。
渡
邊
理
佐
は
二
〇
二
二
年
五
月
卒
業
）
は
「
絶
対

泣
か
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
泣
い
て
い
た
。
二
期
生
の
田
村
保
乃
も
泣
い
て
い
た
。

　

学
業
に
専
念
す
る
た
め
一
年
あ
ま
り
の
休
業
（
二
〇
一
八
年
五
月
か
ら
）
の
の
ち
復

帰
（
二
〇
一
九
年
七
月
）
し
た
原
田
葵
（
二
〇
二
二
年
卒
業
）
は
、
選
抜
メ
ン
バ
ー
入

り
し
た
の
だ
が
、「
自
分
が
〔
選
抜
に
：
高
木
註
〕
入
っ
て
い
い
の
か
な
」
と
復
帰
後

ま
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
選
抜
入
り
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
悩
み
を
述
べ
て
い
た

【
註
11
】。

　

こ
の
と
き
、
選
抜
入
り
し
、
し
か
も
フ
ロ
ン
ト
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
松
田
里
奈
（
二

期
生
。
二
代
目
キ
ャ
プ
テ
ン
）
だ
け
が
喜
び
を
語
っ
て
い
た
。
七
月
に
コ
メ
ン
ト
を
し

て
い
た
メ
ン
バ
ー
の
多
く
が
沈
鬱
な
雰
囲
気
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
松
田
だ
け
は
「
い
つ

か
フ
ロ
ン
ト
メ
ン
バ
ー
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
」
と
語
り
、「
す
な
お
に
う
れ
し

い
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
風
景
が
頭
か
ら
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
個
人
的
な
感
想
で

あ
る
が
。

　

ま
た
、
佐
藤
詩
織
（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
卒
業
）
は
「
新
し
い
欅
が
は
じ
ま
る
ん
だ

な
」
と
語
っ
て
い
た
し
、
番
組
の
Ｍ
Ｃ
で
あ
る
土
田
晃
之
も
選
抜
制
を
「
必
要
な
ス

テ
ッ
プ
」
と
「
大
人
」
な
対
応
を
し
て
い
た
。
土
生
瑞
穂
（
二
〇
二
三
年
一
一
月
卒

業
）
は
「
と
う
と
う
こ
う
い
う
選
抜
っ
て
時
が
来
る
ん
だ
な
」
と
述
べ
た
あ
と
に
、
三

列
目
で
の
選
抜
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
「
悔
し
い
」
と
述
べ
て
い
た
。

　

櫻
坂
46
の
七
枚
目
シ
ン
グ
ル
『
承
認
欲
求
』（
二
〇
二
三
年
一
一
月　

こ
の
タ
イ
ト

ル
も
こ
の
数
年
間
に
新
書
の
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
た
り
し
た
流
行
の
単
語
だ
）
の
選
抜
発

表
の
あ
と
、
選
抜
落
ち
を
し
た
メ
ン
バ
ー
が
ブ
ロ
グ
に
気
持
ち
を
書
い
て
い
た
。
二
期

生
の
井
上
梨
名
の
ブ
ロ
グ
「
い
の
り
ぶ
ろ
ぐ
」
二
〇
二
三
年
九
月
二
〇
日
（
井
上
梨
名

公
式
ブ
ロ
グ　

https://sakurazaka46.com
/s/s46/diary/detail/52337?im

a= 
0000&

cd=blog

）
を
見
よ
う
（「
／
」
で
改
行
を
示
す
）。

　
　
〔
前
略
〕
今
回
か
ら
選
抜
制
と
な
り
、
私
は
選
抜
曲
を
歌
う
メ
ン
バ
ー
に
は
な
れ
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の
悲
劇
が
こ
こ
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
や
、
大
学
さ
え
も
「
儲
か
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
モ
ノ
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
他
者
に
は
説
明
責
任
や
自
己
責
任
を
求
め

る
も
の
の
、
自
分
た
ち
は
説
明
し
な
い
。
そ
し
て
、
説
明
し
な
い
こ
と
を
当
然
の
権
利

だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
新
自
由
主
義
の
特
徴
だ
ろ
う
（
二
〇
二
〇
年
、

当
時
の
総
理
大
臣
・
菅
義
偉
が
日
本
学
術
会
議
の
会
員
候
補
六
名
の
任
命
を
拒
否
し
た

件
に
つ
い
て
、
二
〇
二
四
年
現
在
い
ま
だ
に
説
明
は
さ
れ
て
い
な
い
。
説
明
拒
否
が
自

公
政
権
に
お
い
て
は
当
然
の
権
利
で
あ
る
か
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
）。

「
運
営
」
つ
ま
り
「
経
営
」
的
な
観
点
か
ら
の
儲
か
る
こ
と
優
先
や
儲
か
る
た
め
の
テ

コ
入
れ
に
振
り
回
さ
れ
る
メ
ン
バ
ー
た
ち
と
い
う
図
式
が
こ
こ
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ

れ
は
欅
坂
46
＝
櫻
坂
46
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。「
大
人
」
＝
「
お
っ
さ
ん
」
た

ち
が
経
営
し
て
い
る
以
上
、
芸
能
人
を
は
じ
め
と
し
た
社
会
人
、
い
や
労
働
者
に
つ
い

て
ま
わ
る
悲
劇
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
《
秋
元
康
》
と
い
う
〈
厨
二
病
〉
の
要
素
が
加
わ

る
の
が
や
っ
か
い
な
の
で
あ
る
。

　
　

厨
二
病
＝
〈
男
の
子
〉

　
　
　

＝

　

《
秋
元
康
》
＋
「
運
営
」（
運
営
委
員
会
委
員
長
：
今
野
義
男
）

　
　
　

＝

　

〈
お
っ
さ
ん
〉

　
　
　

＝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
気
質
【
註
13
】

　
　

新
自
由
主
義
的
競
争
主
義

　

だ
が
、
世
間
の
理
不
尽
と
闘
う
女
性
た
ち
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら
れ
た
欅
坂
46

の
メ
ン
バ
ー
（
櫻
坂
46
に
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
）

が
、
こ
の
悲
劇
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
の
残
酷
さ
と
い
っ
た
ら
な
か
ろ
う
。
例
え

と
し
て
よ
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
権
力
者
の
た
め
に
飼
わ
れ
な
が
ら
も
、
生
き
抜

き
、
そ
し
て
自
由
を
勝
ち
取
ろ
う
と
い
う
コ
ロ
シ
ア
ム
の
剣
闘
士
が
、
舞
台
裏
で
こ
っ

そ
り
と
殺
害
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。

　

週
間
少
年
サ
ン
デ
ー
で
連
載
さ
れ
て
い
た
、
柿
崎
正
澄
『
闘
獣
士 

ベ
ス
テ
ィ
ア
リ

の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
（『
乃
木
坂
工
事
中
』
二
〇
二
三
年
六
月
二
六
日
（
月
曜
）
放

送
【
註
12
】）。

　
　

正
直
（
選
抜
入
り
の
）
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
と
い
う
か
…
。「
こ
こ
で
い
か
な
い
と

も
う
無
理
か
も
」
っ
て
思
っ
て
い
た
ん
で
。

　

二
〇
一
六
年
に
加
入
し
た
三
期
生
で
二
〇
歳
の
女
性
が
経
歴
七
年
で
選
抜
歴
は
二
回

と
い
う
扱
い
を
受
け
て
き
て
到
達
し
た
心
境
な
の
で
あ
ろ
う
。
選
ば
れ
な
い
こ
と
が
人

生
を
決
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
な
ん
ら
責
任
を
取
ら
な
い

〈
お
っ
さ
ん
た
ち
〉。

　

ま
た
《
秋
元
康
》
に
よ
る
別
の
混
乱
が
〝
彼
女
た
ち
〟
を
苦
し
め
た
出
来
事
と
し
て
、

長
濱
ね
る
が
特
例
で
「
欅
坂
46
」（
二
〇
一
五
年
八
月
結
成
）
に
加
入
す
る
た
め
に
急

遽
作
ら
れ
た
「
け
や
き
坂
46
」（
二
〇
一
六
年
五
月
活
動
開
始
）
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が

あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
欅
坂
46
の
二
期
生
と
し
て
加
入
す
る
の
で
は
な
く
、

グ
ル
ー
プ
内
の
別
グ
ル
ー
プ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
け
や
き
坂
」
は
「
ひ
ら
が
な

欅
」
と
も
呼
ば
れ
、「
漢
字
欅
」
と
発
音
上
は
区
別
が
つ
か
な
い
グ
ル
ー
プ
と
さ
れ
た
。

そ
れ
は
「
欅
坂
」
も
同
じ
事
で
、
二
期
生
が
加
入
し
て
層
が
厚
く
な
る
と
い
う
の
と
も

違
っ
て
い
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
や
が
て
「
日
向
坂
46
」
と
改
名
し
独
立
し
た
グ
ル
ー

プ
と
な
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
の

が
難
し
か
っ
た
。

　

欅
坂
46
を
主
体
に
し
て
考
え
る
と
、
デ
ビ
ュ
ー
（
結
成
）
し
て
一
年
も
経
た
な
い
う

ち
に
、
二
期
生
で
も
な
く
︱
︱
二
期
生
だ
と
し
て
も
異
常
な
早
さ
だ
︱
︱
、
グ
ル
ー
プ

内
に
別
グ
ル
ー
プ
が
作
ら
れ
る
と
い
う
異
常
事
態
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
自

分
た
ち
が
ど
う
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
ら
な
い
方
が
お
か
し
い
だ
ろ

う
。
ち
な
み
に
乃
木
坂
46
の
一
期
生
が
二
〇
一
一
年
八
月
に
合
格
発
表
、
一
期
生
に

「
同
志
」
と
呼
ば
れ
た
二
期
生
が
二
〇
一
三
年
三
月
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
合
格
者
発
表
と

比
べ
て
も
異
常
な
早
さ
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
三
期
生
は
二
〇
一
六
年
九
月
で
あ
る
。

　

新
自
由
主
義
的
な
競
争
社
会
︱
︱
売
り
上
げ
、
人
気
集
め
が
一
番
で
あ
り
、
競
争
自

体
に
は
公
平
性
は
な
い
（
歌
唱
力
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
力
は
二
の
次
に
さ
れ
る
）
︱
︱
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【
註
】

【
１
】《
秋
元
康
》
と
い
う
表
記
で
あ
る
が
、
高
木
［2021

］
で
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

　
　
　
　

秋
元
シ
ス
テ
ム
（
作
詞
家
・
秋
元
康
が
ど
の
よ
う
に
作
詞
し
て
い
る
か
わ
か

ら
な
い
し
、
48
シ
リ
ー
ズ
や
乃
木
坂
46
、
日
向
坂
46
と
作
詞
の
方
向
性
を
変
え

て
い
る
よ
う
だ
か
ら
、
個
人
と
し
て
の
秋
元
康
で
は
な
く
、
48
シ
リ
ー
ズ
に
詩

を
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
〈
秋
元
康
〉
を
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
て
お
く
）
に

お
け
る
、
他
者
（
女
性
）
不
在
の
、
男
性
語
り
に
よ
る
歌
、
そ
し
て
そ
れ
を
ア

イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
の
女
性
た
ち
が
唄
っ
て
い
る
と
い
う
捻
れ
は
、
語
り
手

「
僕
」
に
と
っ
て
は
他
者
と
し
て
の
女
性
を
不
在
化
し
そ
の
存
在
を
搾
取
し
て

い
る
。
そ
れ
を
女
性
た
ち
に
唄
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
性
別
・
ジ
ェ
ン

ダ
ー
感
か
ら
考
え
て
も
、
男
性
中
心
主
義
的
な
秋
元
シ
ス
テ
ム
が
発
動
さ
れ
て

い
る
〈
暴
力
性
〉
を
批
判
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
最
た
る
犠
牲
者
が
、

櫻
坂
46
に
改
名
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
欅
坂
46
と
い
う
グ
ル
ー
プ
だ
ろ
う
。

（p.31

）

　
　
　

こ
の
よ
う
に
個
人
と
し
て
の
秋
元
康
と
い
う
存
在
で
は
な
く
、
48
グ
ル
ー
プ
や

坂
道
シ
リ
ー
ズ
に
歌
詞
を
提
供
し
運
営
す
る
シ
ス
テ
ム
（
行
為
主
体
）
を
高
木

［2021

］
で
は
秋
元
シ
ス
テ
ム
あ
る
い
は
〈
秋
元
康
〉
と
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で

は
《
秋
元
康
》
と
記
す
。
本
稿
は
、
高
木
［2021

］
の
補
論
で
あ
り
続
編
で
あ
る
。

　
　
　
「
改
名
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
の
は
、
単
純
化
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

欅
坂
46
は
ず
っ
と
シ
ン
グ
ル
の
表
題
曲
は
メ
ン
バ
ー
全
員
で
歌
唱
し
て
い
た
の
だ

が
、
運
営
（
こ
れ
も
《
秋
元
康
》
シ
ス
テ
ム
の
一
環
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
）
が

9th

シ
ン
グ
ル
『
10
月
の
プ
ー
ル
に
飛
び
込
ん
だ
』（
二
〇
一
九
年
一
〇
月
発
売
予

定
で
あ
っ
た
が
、
シ
ン
グ
ル
盤
は
発
売
さ
れ
な
か
っ
た
）
か
ら
選
抜
制
（
全
員
で

の
歌
唱
で
は
な
く
、
メ
ン
バ
ー
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
た
者
が
歌
唱
す
る
と
い
う
シ

ス
テ
ム
（
メ
ン
バ
ー
全
員
で
歌
唱
す
る
場
合
は
「
全
員
選
抜
」
と
い
う
用
語
が
使

用
さ
れ
る
）
を
導
入
す
る
と
し
た
。
乃
木
坂
46
な
ど
で
は
す
で
に
導
入
さ
れ
て
い

た
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
不
動
の
セ
ン
タ
ー
・
平
手
友
梨
奈
が
不
満
を
露
わ
に
し
、

や
が
て
脱
退
（
二
〇
二
〇
年
一
月
二
三
日
）
し
た
こ
と
の
他
に
も
メ
ン
バ
ー
の
ス

キ
ャ
ン
ダ
ル
も
含
め
た
混
乱
に
よ
る
よ
う
だ
。

ウ
ス
』（
全
七
巻　

二
〇
一
三
～
一
九
年
）
は
、
理
不
尽
な
情
況
の
な
か
で
「
闘
獣
士
」

と
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
が
、
人
間
・
非
人
間
・
獣
た
ち
と
連
帯
す
る
こ
と
で
、
権
力
の

抑
圧
か
ら
脱
出
し
て
い
く
物
語
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
は
な
い
も

の
だ
ろ
う
か
？　

見
果
て
ぬ
夢
で
あ
ろ
う
か
…
…

　

せ
め
て
、《
秋
元
康
》
の
意
味
不
明
で
男
性
中
心
主
義
的
な
歌
詞
か
ら
は
、
解
放
さ

れ
ん
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
　
　
六
、
未
だ
到
来
し
な
い
〈
未
来
〉
は

　

本
稿
で
は
、《
秋
元
康
》
作
詞
の
楽
曲
で
欅
坂
46
＝
櫻
坂
46
が
歌
唱
し
た
も
の
の
な

か
に
あ
る
〈〈
男
の
子
〉
た
ち
が
依
拠
す
る
〝
常
識
〟
＝
妄
想
〉
に
つ
い
て
論
じ
き
れ

な
か
っ
た
。
本
稿
の
続
編
と
し
て
⑵
を
準
備
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
時
間
や
空
間
や
人

称
の
曖
昧
さ
を
無
自
覚
に
語
っ
て
し
ま
う
『
最
終
の
地
下
鉄
に
乗
っ
て
』『
桜
月
』、
母

性
本
能
を
無
批
判
に
肯
定
し
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
に
耐
え
る
よ
う
な
存

在
の
女
性
を
肯
定
的
に
描
く
『
そ
れ
が
愛
な
の
ね
』、
自
身
が
語
っ
て
い
る
こ
と
が
矛

盾
に
満
ち
て
も
平
気
な
『BA

N

』
な
ど
を
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

※

　

こ
こ
ま
で
書
い
て
き
て
、「
こ
の
論
述
が
は
た
し
て
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
？　

《
秋

元
康
》
的
世
界
な
ど
批
判
に
値
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
う
疑
念
を
払
拭
で
き
ず
に

い
る
。
み
ん
な
じ
つ
は
知
っ
て
い
る
こ
と
、
感
じ
て
い
る
こ
と
で
し
か
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
し
、
み
ん
な
ど
う
で
も
い
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
（
ネ
ッ

ト
に
あ
る
《
秋
元
康
》
に
関
す
る
論
評
は
見
な
か
っ
た
。
情
報
だ
け
は
確
認
し
た
が
）。

　

し
か
し
〈
彼
女
た
ち
〉
の
身
体
が
、
新
自
由
主
義
的
あ
る
い
は
経
済
優
先
的
価
値
観
、

そ
し
て
「
お
っ
さ
ん
た
ち
」
の
価
値
観
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
き
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
欅
坂
46
＝
櫻
坂
46
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
「
楽
し
ん
で
い
る
け
ど
…
」「
好
き
だ
け

れ
ど
も
…
」
と
思
い
な
が
ら
生
き
て
い
る
多
く
の
人
た
ち
、
つ
ま
り
搾
取
さ
れ
傷
つ
い

て
い
る
多
く
の
〈
市
民
〉
の
解
放
に
も
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
、
ひ
と
ま

ず
擱
筆
す
る
。
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こ
れ
見
よ
が
し
に
小
出
し
に
し
て
、
正
解
を
出
し
て
い
く
だ
け
の
「
引
っ
張
る
」

ド
ラ
マ
で
終
わ
っ
た
な
ら
、
凡
庸
な
「
考
察
ド
ラ
マ
」
で
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

　
　
　

…
…
結
局
、
最
終
回
が
終
わ
っ
て
も
本
稿
は
書
き
上
が
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ネ

タ
バ
レ
で
は
あ
る
が
、
出
来
事
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
立
場
（
作
者
）
で
あ
る
公

文
が
、
登
場
人
物
た
ち
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
、
公
文
の
予
想
と
は
違
う

結
末
を
迎
え
た
と
い
う
点
で
は
、
メ
タ
レ
ベ
ル
に
あ
る
作
者
ま
で
も
が
変
容
す
る

と
い
う
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
は
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、『
何
曜
日
に
生
ま
れ

た
の
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
自
体
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
つ

ま
り
、
野
島
伸
司
の
変
容
は
な
か
っ
た
／
伝
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
　
　

ち
な
み
に
、
今
こ
こ
で
書
い
た
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
考
察
」
で
は
な
い
、

「
分
析
」
で
あ
る
。

【
３
】
あ
る
ひ
と
つ
の
思
考
を
脱
構
築
（
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
）
す
る
こ
と
と

し
て
わ
か
り
や
す
い
例
を
ひ
と
つ
あ
げ
て
お
こ
う
。
二
〇
二
三
年
九
月
に
映
画
が

公
開
さ
れ
た
『
ミ
ス
テ
リ
ー
と
い
う
勿
れ
』
か
ら
（
ネ
タ
バ
レ
あ
り
）。
テ
レ
ビ

ド
ラ
マ
版
『
ミ
ス
テ
リ
ー
と
い
う
勿
れ
』（
フ
ジ
テ
レ
ビ　

2023

年
）
も
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
マ
ン
ガ
版
（
小
学
館　

フ
ラ
ワ
ー
コ
ミ
ッ
ク
ス
ア
ル
フ
ァ　

二
〇
一
六

連
載
開
始
）
の
「episode ₁

」
よ
り
（
第
一
巻
）。

　
　
　

妻
子
を
交
通
事
故
（
ひ
き
逃
げ
）
で
喪
っ
た
刑
事
が
、
そ
の
犯
人
を
突
き
止
め

る
も
、
結
局
殺
害
し
て
し
ま
う
。
刑
事
は
殺
人
の
罪
を
主
人
公
で
あ
る
大
学
生
・

久
能
整
に
か
ぶ
せ
た
が
、
逆
に
久
能
に
よ
り
罪
を
暴
か
れ
る
と
い
う
事
件
で
あ
る
。

久
能
整
は
、
取
調
室
に
い
な
が
ら
、
刑
事
が
殺
人
犯
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
。

　
　
　

そ
の
と
き
、
高
木
が
考
え
た
こ
と
は
、

　
　
　
　

 

ひ
き
逃
げ
と
い
う
罪
か
ら
逃
れ
る
行
為
を
し
た
ひ
き
逃
げ
の
犯
人
と
、
自
ら

の
復
讐
の
罪
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
久
能
に
罪
を
か
ぶ
せ
る
犯
人
と
は
、
同
じ

「
隠
蔽
」
と
い
う
行
為
の
主
体
で
あ
り
、
ひ
き
逃
げ
犯
を
糾
弾
す
る
資
格
な

ど
な
い
。

　
　
　

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　

自
分
を
被
害
者
か
つ
正
義
の
側
に
置
こ
う
と
す
る
刑
事
の
行
為
や
思
考
が
、
結

【
２
】
し
ば
ら
く
《
秋
元
康
》
原
案
の
ド
ラ
マ
が
続
い
た
が
、
一
九
九
〇
年
前
後
の
謎

め
い
た
ド
ラ
マ
の
作
り
（
た
と
え
ば
『
眠
れ
る
森
』（
フ
ジ
テ
レ
ビ　

一
九
九
八

年
）
や
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
ド
ラ
マ
と
呼
ば
れ
た
サ
イ
コ
サ
ス
ペ
ン
ス
ド
ラ
マ

『
あ
な
た
だ
け
見
え
な
い
』（
フ
ジ
テ
レ
ビ　

一
九
九
二
年
）
や
野
島
伸
司
脚
本

の
ド
ラ
マ
群
を
あ
げ
て
も
い
い
）
を
、
二
〇
二
〇
年
代
に
再
生
産
し
て
い
る
よ
う

だ
。
実
際
に
昔
ド
ラ
マ
を
視
聴
し
て
い
た
者
た
ち
は
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
な
い
の
で
）

身
近
な
人
々
と
「
謎
」
解
き
を
し
て
い
た
。
散
り
ば
め
ら
れ
た
「
謎
」
や
ひ
っ
ぱ

る
「
伏
線
」
を
楽
し
ん
で
い
た
。
こ
れ
見
よ
が
し
な
「
謎
」
や
「
伏
線
」
が
ド
ラ

マ
を
支
配
し
て
い
た
一
九
九
〇
年
前
後
。
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
が
繰
り
返
さ
れ
て

い
る
の
が
「
考
察
」
だ
ろ
う
（
規
模
は
ネ
ッ
ト
上
な
の
で
こ
の
上
な
く
大
き
い

が
）。

　
　
　

し
か
し
、
謎
解
き
は
分
析
で
は
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
批
評
で
も
な
い
。

　
　
　

ち
な
み
に
、
野
島
伸
司
脚
本
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
何
曜
日
に
生
ま
れ
た
の
』

（
二
〇
二
三
年　

日
本
テ
レ
ビ
）
は
、
過
去
に
起
こ
っ
た
事
件
を
巡
っ
て
、
徐
々

に
（
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
）
真
相
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
き
、
人
間

関
係
が
新
た
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
ド
ラ
マ
で
あ
る
が
、
ド
ラ
マ
中
に
登
場
す
る

売
れ
っ
子
作
家
で
マ
ン
ガ
原
作
も
こ
な
す
公
文
竜
炎
（
演
：
溝
端
淳
平
）
と
い
う

人
物
が
、
自
分
が
現
実
を
素
材
と
し
そ
れ
を
観
察
し
考
察
す
る
こ
と
で
創
り
あ
げ

よ
う
と
し
て
い
る
物
語
（
マ
ン
ガ
の
原
作
）
に
参
入
し
て
い
く
様
相
も
描
か
れ
て

い
る
。
本
稿
執
筆
時
（
二
〇
二
三
年
九
月
）
は
放
映
中
で
、
作
り
手
（
公
文
）
が

物
語
に
組
み
込
ま
れ
た
ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
メ
タ
物
語
を
物
語
（
公
文
原
作
の

マ
ン
ガ
）
中
で
生
成
し
て
い
く
過
程
が
ド
ラ
マ
で
描
か
れ
て
い
る
段
階
で
あ
る
。

作
り
手
（
公
文
）
の
エ
ゴ
や
登
場
人
物
の
モ
デ
ル
の
人
物
を
盗
聴
す
る
な
ど
物
語

制
作
の
た
め
な
ら
手
段
を
選
ば
な
い
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
創
造
主
の
傲
慢
も
浮

き
彫
り
に
な
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
メ
タ
物
語
の
生
成
過
程
が
描
か
れ
た
り
、

メ
タ
物
語
が
物
語
に
吸
収
さ
れ
な
が
ら
物
語
が
生
成
さ
れ
て
い
く
な
ど
、
た
ん
な

る
メ
タ
物
語
に
終
わ
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
こ
の
あ
と
、
テ
レ
ビ
ド

ラ
マ
の
作
り
手
（
野
島
伸
司
）
自
身
を
対
象
化
す
る
メ
タ
物
語
に
な
っ
て
い
っ
た

ら
、
野
島
伸
司
の
新
境
地
に
な
る
と
思
う
の
だ
が
。
今
ま
で
の
よ
う
に
「
謎
」
を
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あ
る
「
刑
事
」
の
仕
事
と
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
が
露
呈
す
る
。

　
　
　

か
つ
て
は
、「
仕
事
≫
家
庭
」
で
あ
っ
た
刑
事
が
、
家
族
を
喪
う
こ
と
で
「
家

庭
≫
仕
事
」
と
価
値
観
を
反
転
さ
せ
た
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、
結
局
は
「
仕
事
至

上
主
義
」
で
、
家
族
の
死
は
刑
事
の
仕
事
へ
の
情
熱
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。〈
仕
事
／
家
族
〉
と
い
う
二
項

対
立
か
ら
、
家
族
を
優
先
し
よ
う
と
し
た
刑
事
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
〈
仕
事
〉
を

優
先
す
る
二
項
対
立
の
な
か
に
居
つ
づ
け
た
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

復
讐
＝
家
族
愛
と
い
っ
た
刑
事
ド
ラ
マ
に
よ
く
あ
る
〝
常
識
〟
的
な
思
考
自
体

が
破
砕
さ
れ
た
瞬
間
で
も
あ
る
。

【
４
】
二
〇
一
五
年
一
〇
月
五
日
（
月
曜
）
に
テ
レ
ビ
東
京
で
放
送
開
始
し
た
欅
坂
46

の
冠
番
組
。
土
田
晃
之
と
澤
部
佑
が
Ｍ
Ｃ
担
当
。
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
二
日

（
月
曜
）
が
最
終
回
。
欅
坂
46
が
櫻
坂
46
に
改
名
す
る
の
と
並
行
し
て
、
翌
週
一

〇
月
一
九
日
（
月
曜
）
か
ら
『
そ
こ
曲
が
っ
た
ら
、
櫻
坂
？
』
と
な
っ
た
。

　
　
　

ち
な
み
に
、
欅
坂
46
と
は
、
二
〇
一
五
年
八
月
の
最
終
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
合

格
し
た
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
。
二
〇
一
六
年
四
月
六
日
に
『
サ

イ
レ
ン
ト
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
』
で
Ｃ
Ｄ
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一

四
日
に
櫻
坂
46
と
改
名
し
た
。

【
5
】
欅
坂
46
に
は
『
ボ
ブ
デ
ィ
ラ
ン
は
返
さ
な
い
』（
歌
唱
：
ゆ
い
ち
ゃ
ん
ず
・
二
〇

一
六
年
）
と
い
う
楽
曲
が
あ
る
が
、
あ
な
た
に
借
り
た
ボ
ブ
＝
デ
ィ
ラ
ン
の
レ

コ
ー
ド
（
た
ぶ
ん
Ｃ
Ｄ
で
は
な
い
だ
ろ
う
）
を
あ
え
て
返
さ
な
い
と
い
う
歌
詞
で

あ
る
。
曲
調
が
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
っ
ぽ
く
（
ゆ
い
ち
ゃ
ん
ず
『
渋
谷
川
』
も
同
じ

く
）、
ま
た
歌
詞
に
「
学
生
街
の
こ
の
店
に　

二
人
で
よ
く
来
た
け
れ
ど
」
と
あ

る
よ
う
に
、「
君
と
よ
く　

こ
の
店
に
来
た
も
の
さ
」
で
始
ま
る
『
学
生
街
の
喫

茶
店
』（
ガ
ロ　

一
九
七
二
年　

作
詞
：
山
上
路
夫　

作
曲
：
す
ぎ
や
ま
こ
う
い

ち
）
を
典
拠
と
し
て
い
る
。「
学
生
街
の
喫
茶
店
」
に
は
「
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
」

を
「
店
の
片
隅
で
聴
い
て
い
た
」
と
あ
り
、《
ボ
ブ
＝
デ
ィ
ラ
ン
》
で
二
曲
は
き

ち
ん
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ボ
ブ
＝
デ
ィ
ラ
ン
の
持
っ
て
い
た
「
反
抗
」
精
神
を

直
接
的
に
は
継
承
は
し
な
い
も
の
の
、《
秋
元
康
》
が
一
九
七
〇
～
九
〇
年
初
頭

の
〈
文
化
〉
を
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
的
に
好
む
傾
向
（
そ
の
真
髄
を
継
承
し
よ
う
と
は

局
は
ひ
き
逃
げ
犯
と
同
じ
で
あ
り
、
被
害
者
か
つ
正
義
で
あ
る
こ
と
な
ど
主
張
で

き
ず
、
加
害
者
か
つ
犯
罪
者
の
側
に
し
か
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
刑

事
の
正
当
性
を
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
で
き
た
わ
け
だ
。

　
　
　

し
か
し
、
久
能
は
ま
た
違
う
レ
ベ
ル
（
家
族
と
仕
事
を
め
ぐ
る
刑
事
の
過
去
の

生
き
方
）
で
刑
事
の
思
考
を
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
し
た
。
久
能
は
平
素

「
忙
し
い
」
と
言
っ
て
家
族
を
顧
み
る
こ
と
な
く
犯
罪
調
査
に
邁
進
し
て
い
た
刑

事
が
、
執
念
で
ひ
き
逃
げ
犯
を
探
す
た
め
の
時
間
を
捻
出
し
て
い
た
こ
と
を
め

ぐ
っ
て
、
刑
事
の
思
考
を
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
し
て
い
く
。
久
能
は
刑
事

に
「
復
讐
は
楽
し
か
っ
た
で
す
か
」（
六
六
頁
）
と
尋
ね
る
。「
刑
事
の
仕
事
に
命

を
か
け
て
、〔
中
略
〕
家
に
は
ほ
と
ん
ど
帰
ら
な
か
っ
た
。〔
中
略
〕〔
刑
事
の
〕
代

わ
り
は
い
く
ら
で
も
い
る
の
に
。〔
中
略
〕
大
事
だ
っ
た
刑
事
と
い
う
仕
事
を
復

讐
の
た
め
な
ら
捨
て
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。
復
讐
の
た
め
な
ら
、
時
間
を
作
れ
た
ん

で
す
か
」（
六
七
頁
）
と
主
張
す
る
。
そ
こ
か
ら
、

　
　
　
　

 〔
久
能
〕「
仕
事
と
復
讐
の
ベ
ク
ト
ル
は
同
じ
だ
か
ら
、〔
中
略
〕
や
り
が
い
の

あ
る
こ
と
だ
っ
た
。
で
も
生
き
て
い
る
時
の
家
族
に
関
わ
る
こ
と
は
、
や
り

が
い
を
見
出
せ
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
」（
六
八
頁
）

　
　
　

ま
た
、
子
ど
も
の
立
場
か
ら
、
刑
事
が
忙
し
く
働
い
て
家
庭
を
顧
み
な
か
っ
た

の
に
、
死
ん
で
し
ま
っ
て
か
ら
時
間
を
作
っ
て
復
讐
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い

て
、

　
　
　
　

 〔
久
能
〕「〔
刑
事
の
子
ど
も
の
立
場
に
立
っ
て
〕
お
父
さ
ん
が
忙
し
い
忙
し

い
っ
て
言
っ
て
た
の
は
、
僕
た
ち
に
会
い
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
、
僕
た
ち

が
死
ん
だ
ら
も
う
忙
し
く
な
く
な
っ
た
ん
だ
ね
、
っ
て
〔
子
ど
も
な
ら
こ
う

思
う
〕」（
六
九
頁
）

　
　

と
言
う
。
家
族
と
使
う
時
間
は
な
い
け
れ
ど
、
復
讐
の
た
め
に
使
う
時
間
は
確
保

す
る
刑
事
に
と
っ
て
は
「
仕
事
と
復
讐
の
ベ
ク
ト
ル
は
同
じ
」
だ
か
ら
、
刑
事
に

と
っ
て
復
讐
は
「
や
り
が
い
の
あ
る
こ
と
だ
っ
た
」（
六
八
頁
）
と
喝
破
す
る
。

「
家
族
の
た
め
」
に
し
て
い
る
と
い
う
「
復
讐
」
が
じ
つ
は
、
刑
事
と
っ
て
の

「
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
家
族
の
た
め
に
復
讐
し
よ
う
と

す
る
家
族
思
い
か
の
よ
う
に
み
え
る
刑
事
の
思
考
が
実
は
、
結
局
は
や
り
が
い
の
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は
付
き
合
っ
て
い
る
』（
二
〇
一
七
年
）
が
あ
る
。『
手
を
繋
い
で
帰
ろ
う
か
』

と
と
も
に
、
高
木
［2021

］
で
も
分
析
し
た
が
、
肉
体
的
接
触
で
仲
直
り
を
し

よ
う
と
す
る
〈
男
の
子
〉
を
描
い
た
楽
曲
と
し
て
、
ま
た
語
り
手
「
僕
」
自
身

を
被
害
者
的
立
場
に
置
く
語
り
口
、
語
句
の
使
用
方
法
を
見
る
た
め
に
も
こ
こ

で
ま
た
分
析
し
た
。
加
え
て
、
次
節
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
す
る
メ
ン
バ
ー

（〝
彼
女
た
ち
〟）
の
身
体
が
、「
気
持
ち
悪
い
」
男
性
（〈
男
の
子
〉）
的
〝
常

識
〟
か
ら
逃
れ
る
様
相
を
見
る
た
め
に
必
要
な
分
析
で
あ
る
。

　
　
　

ち
な
み
に
、《
秋
元
康
》
作
詞
の
テ
ク
ス
ト
に
頻
出
す
る
、
男
性
中
心
主
義
で

妄
想
的
、〈
他
者
〉
と
し
て
の
女
性
を
不
在
化
す
る
存
在
を
、〈
男
の
子
〉
と
定
義

し
て
お
く
。

【
９
】
落
語
『
お
見
立
て
』
で
は
、
最
初
に
落
語
家
が
吉
原
遊
郭
に
つ
い
て
解
説
を
す

る
箇
所
が
あ
る
（
場
合
が
あ
る
）。
店
先
に
い
る
客
に
、
遊
郭
の
「
若
い
衆
」
が

「
張
り
見
世
」
の
な
か
か
ら
「
よ
ろ
し
い
と
こ
ろ
を
お
見
立
て
を
願
い
ま
す
」
と

声
を
掛
け
る
と
説
明
さ
れ
た
り
す
る
。

　
　
　

つ
ま
り
、「
遊
女
を
実
際
に
見
て
選
ん
で
く
だ
さ
い
（
＝
お
見
立
て
く
だ
さ

い
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

【
10
】
乃
木
坂
46
二
期
生
楽
曲
『
ス
カ
ウ
ト
マ
ン
』（
二
〇
一
八
年
）
で
は
、
語
り
手
で

あ
る
ニ
ー
ト
の
女
性
が
、「
モ
デ
ル
の
仕
事
と
か
興
味
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
声

を
掛
け
て
き
た
ス
カ
ウ
ト
マ
ン
に
、「
私
の
商
品
価
値
と
は
？　

一
体
何
を
売
れ

ば
い
い
？
」
と
尋
ね
て
い
る
。
他
者
に
よ
っ
て
自
己
を
規
定
す
る
の
は
〈
私
〉
に

と
っ
て
普
通
の
こ
と
で
あ
る
が
、
自
己
を
「
商
品
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
し
ま
っ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
メ
ン
バ
ー
の
女
性
に
唄
わ
せ
る
こ
と
の
、
つ
ま
り
商

品
と
し
て
価
値
が
あ
る
か
ど
う
か
が
全
て
で
あ
る
と
言
わ
せ
る
こ
と
の
残
酷
さ
と

い
っ
た
ら
な
い
。

【
11
】
原
田
葵
は
「
渡
邉
理
佐
卒
業
お
祝
い
企
画
」（『
欅
っ
て
、
書
け
な
い
？
』
二
〇

二
二
年
五
月
二
三
日
）
で
、「
い
っ
ぱ
い
相
談
乗
っ
て
、
た
く
さ
ん
話
し
て
、
理

佐
ち
ゃ
ん
い
な
か
っ
た
ら
、
逃
亡
し
て
た
こ
と
た
く
さ
ん
あ
る
だ
ろ
う
な
っ
て
く

ら
い
す
ご
い
大
切
だ
な
っ
て
思
っ
て
た
」
と
語
っ
て
い
る
。

　
　
　

原
田
は
、
卒
業
後
フ
ジ
テ
レ
ビ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
と
な
り
、『
め
ざ
ま
し
テ
レ

し
て
い
な
い
）
が
示
さ
れ
た
一
例
で
あ
ろ
う
。

　
　

「
風
に
吹
か
れ
て
も
」
の
セ
ン
タ
ー
・
平
手
友
梨
奈
が
ス
ー
ツ
に
黒
縁
メ
ガ
ネ
な

の
で
あ
る
が
、
そ
の
顔
が
高
橋
和
巳
（
一
九
三
一
年
～
一
九
七
一
年
）
に
似
て
い

る
と
感
じ
る
の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
？　

こ
れ
は
単
な
る
印
象
で
実
証
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
。
全
共
闘
運
動
に
共
感
し
、
一
九
六
九
年
に
京
都
大
学
を
辞

し
、
そ
の
後
病
に
倒
れ
た
高
橋
和
巳
の
イ
メ
ー
ジ
が
添
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
は

捨
て
き
れ
な
い
が
、
運
営
が
平
手
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
決
め
た
可
能
性
も
あ
る
の

で
、《
秋
元
康
》
と
は
関
係
な
い
演
出
か
も
し
れ
な
い
。

【
６
】K

C&
T

H
E SU

N
SH

IN
E BA

N
D

『T
hat's T

he W
ay I Like It

』(

一
九

七
五
年)

と
い
う
曲
が
あ
る
が
、
男
が
女
性
と
イ
チ
ャ
イ
チ
ャ
し
て
い
る
内
容

で
あ
る
。

【
７
】
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
は
も
う
ひ
と
つ
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
小
説

『
誰
が
た
め
に
鐘
は
鳴
る
』（
一
九
四
〇
年
）
が
響
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

浜
田
省
吾
に
『
誰
が
た
め
に
鐘
は
鳴
る
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
ア
ル
バ
ム
が
あ

り
、
高
橋
優
に
も
『
誰
が
た
め
に
鐘
は
鳴
る
』（
作
詞
：
高
橋
優
）
が
あ
る
。

そ
の
翻
案
の
姿
勢
に
つ
い
て
の
分
析
は
こ
こ
で
の
課
題
で
は
な
い
の
で
ひ
と
ま

ず
置
く
こ
と
と
す
る
。
が
、
浜
田
省
吾
の
ア
ル
バ
ム
所
収
の
楽
曲
に
は
、
自
殺

し
た
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
姿
を
歌
っ
た
も
の
も
あ
る
し
、
高
橋
の
楽
曲
も
「
鐘

の
音
色
」
を
「
忘
れ
た
人
々
」
が
途
方
に
暮
れ
な
が
ら
「
認
め
な
い
」「
解
り

合
え
な
い
」「
疑
い
合
わ
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
」
日
常
を
生
き
て
い
る
情
景
が

描
か
れ
、
そ
れ
で
も
「
左
胸
」
に
あ
る
「
鐘
」
の
音
を
聞
き
な
が
ら
「
夢
の
続

き
」
を
「
混
迷
の
地
平
線
に
希
望
を
描
い
て
」「
明
日
を
」
信
じ
て
「
今
も
歩

い
て
い
る
」「
僕
ら
」
が
い
る
。

　
　
　
　

一
九
三
〇
年
代
の
ス
ペ
イ
ン
内
戦
に
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
軍
と
し
て
参
加
し
た
ロ

ベ
ル
ト
が
最
後
仲
間
の
た
め
に
前
線
に
残
っ
て
死
亡
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
ヘ
ミ

ン
グ
ウ
ェ
イ
の
小
説
に
あ
る
哀
し
み
が
、
欅
坂
の
楽
曲
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

《
秋
元
康
》
作
詞
の
も
の
に
は
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
は
な
い

と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

【
８
】「
キ
ス
」
を
し
て
「
仲
直
り
」
し
よ
う
と
す
る
楽
曲
に
、
け
や
き
坂
46
『
僕
た
ち
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Ｖ
Ｄ
・
Ｂ
Ｄ
で
視
聴
し
た
場
合
で
も
、
歌
詞
は
「
う
た
ま
っ
ぷ
」
も
し
く
は
「U

ta
ｰ

N
et

」
を
使
用
す
る
。

　

言
及
し
た
楽
曲
中
、
実
際
に
視
聴
し
た
も
の
が
収
録
さ
れ
た
Ｃ
Ｄ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｂ
Ｄ

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
楽
曲
名
も
ア
ル
バ
ム
名
も
二
重
括
弧
で
括
っ
た
。
歌
詞
の
引

用
と
混
同
し
な
い
た
め
で
あ
る
。

　

欅
坂
46
『
危
な
っ
か
し
い
計
画
』『
ガ
ラ
ス
を
割
れ
！
』『
キ
ミ
ガ
イ
ナ
イ
』『
渋
谷
か

らPA
RCO

が
消
え
た
日
』『
手
を
繋
い
で
帰
ろ
う
か
』『
二
人
セ
ゾ
ン
』『
僕
た
ち
は
付

き
合
っ
て
い
る
』
は
、
ア
ル
バ
ム
『
真
っ
白
な
も
の
は
汚
し
た
く
な
る　

Ｔ
Ｙ
Ｐ
Ｅ
︱

Ａ
』（
二
〇
一
七
年
）
に
、『
君
を
も
う
探
さ
な
い
』『
渋
谷
川
』
は
、
ア
ル
バ
ム
『
真
っ

白
な
も
の
は
汚
し
た
く
な
る　

Ｔ
Ｙ
Ｐ
Ｅ
︱
Ｂ
』（
二
〇
一
七
年
）、『
風
に
吹
か
れ
て

も
』『
ガ
ラ
ス
を
割
れ
！
』『
10
月
の
プ
ー
ル
に
飛
び
込
ん
だ
』『
誰
が
そ
の
鐘
を
鳴
ら
す

の
か
』
は
、
ベ
ス
ト
ア
ル
バ
ム
『
永
遠
よ
り
長
い
一
瞬　

Ｔ
Ｙ
Ｐ
Ｅ
︱
Ａ
』（
二
〇
二

〇
年
）
に
、『
ボ
ブ
デ
ィ
ラ
ン
は
返
さ
な
い
』
は
シ
ン
グ
ル
『
世
界
に
は
愛
し
か
な
い

　

通
常
版
』
に
、

　

櫻
坂
46
『
偶
然
の
答
え
』『
タ
イ
ム
マ
シ
ー
ン
で
Ｙ
ｅ
ａ
ｈ
！
』『BA

N

』『
無
言
の
宇

宙
』
は
、
ア
ル
バ
ム
『A

s you know

？
』（
二
〇
二
二
年
）
に
、『Cool

』
は
シ
ン
グ

ル
『
桜
月
』
に
、『
手
を
繋
い
で
帰
ろ
う
か
』『
不
協
和
音
』
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、BD

『
欅
共
和
国2017

』（
二
〇
二
〇
年
）
に
、『
僕
た
ち
は
付
き
合
っ
て
い
る
』
はY

ouT
ube

（https://w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=oX

N
JIkjPhd8

）
に
、『
偶
然
の
答
え
』

はY
ouT

ube

（https://w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=_ZCf_iLM

w
n0

）
に
、
そ

れ
ぞ
れ
依
っ
た
。

　

乃
木
坂
46
『
ス
カ
ウ
ト
マ
ン
』
は
シ
ン
グ
ル
『
シ
ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
』（
二
〇
一
八

年
）
に
、『
君
に
叱
ら
れ
た
』
は
シ
ン
グ
ル
『
君
に
叱
ら
れ
た
』（
二
〇
二
一
年
）
に
、

『
深
読
み
』
は
シ
ン
グ
ル
『A

ctually

…
』（
二
〇
二
二
年
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
依
っ
た
。

　

尾
崎
豊
『
卒
業
』
は
『
回
帰
線
』、『
15
の
夜
』
は
『
一
七
歳
の
地
図
』、
か
ぐ
や
姫

『
神
田
川
』
は
『K

A
GU

Y
A

H
IM

E Best D
ream

in'

』、
和
田
ア
キ
子
『
あ
の
鐘
を

鳴
ら
す
の
は
あ
な
た
』
は
『
和
田
ア
キ
子
ベ
ス
ト
・
ヒ
ッ
ト
』
に
、
そ
れ
ぞ
れ
依
っ
た
。

そ
れ
以
外
はY

ouT
ube

に
依
っ
て
い
る
。

　

そ
の
他
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
も
し
く
は
再
放
送
の
視
聴
に
よ
っ
た
。

ビ
』
月
曜
日
の
「
コ
コ
調
」
コ
ー
ナ
ー
や
木
曜
日
の
フ
ィ
ー
ド
キ
ャ
ス
タ
ー
（
二

〇
二
三
年
六
月
か
ら
）
や
『
ぽ
か
ぽ
か
』
木
曜
日
の
進
行
担
当
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

（
二
〇
二
三
年
一
〇
月
か
ら
）
な
ど
、
活
躍
を
続
け
て
い
る
。
め
で
た
い
こ
と
な

の
だ
が
、
一
年
目
か
ら
仕
事
を
し
す
ぎ
な
よ
う
に
気
も
す
る
。
フ
ジ
テ
レ
ビ
に
潰

さ
れ
な
い
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
　
『
不
協
和
音
』
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
「
葵
タ
ワ
ー
」
が
あ
っ
た
。
後
列
の
原
田

葵
を
三
人
が
持
ち
上
げ
、
そ
の
上
で
原
田
が
セ
ン
タ
ー
の
平
手
友
梨
奈
と
同
じ
振

り
付
け
で
踊
る
（
上
半
身
だ
け
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
後
列
の
真
ん
中
は
セ
ン

タ
ー
が
カ
メ
ラ
で
抜
か
れ
た
と
き
に
一
緒
に
映
る
こ
と
も
あ
る
。
位
置
に
よ
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
が
あ
る
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
示
す
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

【
12
】
テ
レ
ビ
東
京
の
『
乃
木
坂
工
事
中
』
は
、
乃
木
坂
46
の
冠
番
組
で
、『
乃
木
坂
っ

て
、
ど
こ
？
』（
二
〇
一
一
年
一
〇
月
三
日
か
ら
二
〇
一
五
年
四
月
一
三
日
ま
で

放
映
。
テ
レ
ビ
愛
知
が
企
画
・
制
作
）
の
後
継
番
組
で
あ
り
、
二
〇
一
五
年
四
月

二
〇
日
か
ら
放
映
。
企
画
・
制
作
は
テ
レ
ビ
愛
知
で
、
二
〇
二
三
年
現
在
も
放
送

中
。
Ｍ
Ｃ
は
両
番
組
と
も
に
バ
ナ
ナ
マ
ン
。

【
13
】
乃
木
坂
、
欅
坂
＝
櫻
坂
、
日
向
坂
の
メ
ン
バ
ー
が
よ
く
体
調
不
良
で
休
業
す
る

こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
運
営
の
体
質
が
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
と
し
て
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
乃
木
坂
46
の
四
期
生
・
早
川
聖
来
（
二
〇
二

三
年
卒
業
）
が
ラ
ジ
オ
番
組
（
二
〇
二
三
年
五
月
二
一
日
の
『
ら
じ
ら
ー
！!

サ

ン
デ
ー
』（N

H
K

ラ
ジ
オ
））
で
ラ
イ
ブ
演
出
家
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
告
発
し
た

こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
（
未
聴
。
ネ
ッ
ト
の
ニ
ュ
ー
ス
で
知
っ
た
）。
こ
の
演
出

家
は
告
発
の
全
て
は
認
め
な
か
っ
た
も
の
の
、
辞
任
し
た
。
早
川
は
写
真
集
を
出

し
て
卒
業
。
な
に
が
あ
っ
た
か
、
な
ぜ
卒
業
す
る
の
か
の
詳
細
が
運
営
か
ら
知
ら

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
　
　

他
に
も
、
今
泉
佑
唯
（
二
〇
一
八
年
卒
業
）
を
め
ぐ
る
イ
ジ
メ
問
題
な
ど
も

あ
っ
た
が
、
有
耶
無
耶
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

【
引
用
本
文
】
引
用
文
中
の
傍
点
等
は
断
り
が
な
い
か
ぎ
り
高
木
に
よ
る
。

　

歌
詞
は
「
う
た
ま
っ
ぷ
」（https://w

w
w

.utam
ap.com

/

）
よ
っ
た
。
Ｃ
Ｄ
・
Ｄ
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︱
︱　

［2019

→2021

］：「
語
ら
ぬ
東
北
の
〈
女
〉
を
動
物
化
す
る
︱
三
島
由
紀
夫

「
橋
づ
く
し
」（『
亡
霊
論
的
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
』
水
声
社
）

　

︱
︱　

［2020

］：『
亡
霊
た
ち
の
中
世　

引
用
・
語
り
・
憑
在
』（
水
声
社
）

　

︱
︱　

［2021

←2018

］：「
長
め
の
「
は
じ
め
に
」」（『
亡
霊
論
的
テ
ク
ス
ト
分
析

入
門
』
水
声
社
）
←
初
出
：「
分
か
っ
て
も
ら
え
な
い
内
面
を
語
る
と
い
う
こ
と
、

あ
る
い
は
中
島
敦
「
山
月
記
」
論
・
補
遺
︱
李
徴
も
袁
傪
も
理
想
化
し
な
い
教
え

方
に
向
け
て
。
教
室
の
な
か
の
テ
ク
ス
ト
論1.1

︱
」（
相
模
女
子
大
学
国
文
研
究

会
「
相
模
国
文　

45
号
」）

高
田
晴
美
［2019

］：「「
女
性
学
」「
文
学
」
の
講
義
に
お
け
る
ア
イ
ド
ル
の
炎
上
し
た

歌
の
歌
詞
分
析
の
実
践
︱
Ｈ
Ｋ
Ｔ
48
「
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
よ
り
デ
ィ
ア
ナ
・
ア

グ
ロ
ン
」（「T

he Journal of Y
okkaichi U

niversity V
ol.31 N

o.2

」）

千
田
洋
幸
［2022

］：「
抵
抗
と
呪
い
と
絶
望
と
︱
欅
坂
46
の
歌
唱
世
界
︱
」（
現
代
文

化
研
究
会
「
Ｆ　

26
」
→http://chidahiroyuki.seesaa.net/article/ 

488526789.htm
l

ド
＝
マ
ン
，
ポ
ー
ル
［1971

→2012

］：『
盲
目
と
洞
察
︱
現
代
批
評
の
修
辞
学
に
お
け

る
試
論
』（
月
曜
社
）

野
家
啓
一
［1996

→2005

］：『
物
語
の
哲
学
︱
柳
田
國
男
と
歴
史
の
発
見
』（
岩
波
現

代
文
庫
）

深
沢　

徹
［2022

］：「
受
領
と
カ
ナ
リ
ア
︱
高
木
信
著
『
亡
霊
論
的
テ
ク
ス
ト
分
析
入

門
』
を
読
む
︱
」（
物
語
研
究
会
「
物
語
研
究　

第
22
号
」）

三
谷
邦
明
（
聞
き
手
・
構
成
：
助
川
幸
逸
郎　

橋
本
ゆ
か
り
）［2001

］：「
物
語
研
究

会
創
設
の
頃
︱
三
谷
邦
明
氏
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」（
物
語
研
究
会
『
物
語
研
究　

第

１
号
』）

リ
オ
タ
ー
ル
，
ジ
ャ
ン=

フ
ラ
ン
ソ
ワ
［1979

→1986

］：『
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
条
件

︱
知
・
社
会
・
言
語
ゲ
ー
ム
』（
書
肆
風
の
薔
薇
）

リ
ッ
チ
，
ア
ン
ド
リ
エ
ン
ヌ
［1980

→1989

］：「
強
制
的
異
性
愛
と
レ
ズ
ビ
ア
ン
存

在
」（『
血
、
パ
ン
、
詩
。』
晶
文
社
）

〔
そ
の
他
〕『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
に
、『JCA

ST

ニ
ュ
ー
ス
』

『
欅
っ
て
、
書
け
な
い
？
』『
そ
こ
曲
が
っ
た
ら
、
櫻
坂
？
』『
乃
木
坂
工
事
中
』
は
リ

ア
ル
タ
イ
ム
の
視
聴
お
よ
び
録
画
に
よ
っ
た
。
制
作
テ
レ
ビ
局
と
放
映
テ
レ
ビ
局
な
ど

細
か
く
書
く
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
東
京
中
心
主
義
的
な
記
載
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

本
来
な
ら
「
テ
レ
ビ
東
京
系
列
」
な
ど
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、「
系
列
」
は
省
略
し
た
。

『
新
世
紀　

エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
』
は
Ｔ
Ｖ
版
、
映
画
版
も
含
め
、
最
終
作
を
ア
マ
ゾ

ン
プ
ラ
イ
ム
で
視
聴
し
た
以
外
は
、
映
画
館
で
の
上
映
お
よ
び
テ
レ
ビ
で
の
放
映
と
そ

の
録
画
を
元
に
し
て
い
る
。

　

他
は
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
『
誰
が
た
め
に
鐘
は
鳴
る
』（
新
潮
文
庫
）、

柿
崎
正
澄
『
闘
獣
士 

ベ
ス
テ
ィ
ア
リ
ウ
ス
』（
小
学
館　

少
年
サ
ン
デ
ー
コ
ミ
ッ
ク
ス

ス
ペ
シ
ャ
ル
）、
田
村
由
美
『
ミ
ス
テ
リ
ー
と
言
う
勿
れ　

１
』（
小
学
館　

フ
ラ
ワ
ー

コ
ミ
ッ
ク
ス
ア
ル
フ
ァ
）
に
、
三
島
由
紀
夫
「
橋
づ
く
し
」
は
三
島
由
紀
夫
「
橋
づ
く

し
」
は
『
決
定
版　

三
島
由
紀
夫
全
集　

19
』（
新
潮
社
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
依
っ
た
。

【
参
考
文
献
】
論
文
な
ど
は
基
本
的
に
は
初
出
で
示
し
、「
→
」
で
実
際
に
参
照
し
た
本

文
を
示
し
た
。
た
だ
し
、
加
筆
訂
正
さ
れ
た
論
文
は
逆
に
「
←
」
で
最
新
の
本
文

を
示
し
た
。

セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
，
イ
ヴ
・
Ｋ
［1985

→2001

］：『
男
同
士
の
絆
︱
イ
ギ
リ
ス
文
学
と
ホ

モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
欲
望
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
）

高
木　

信
［1999

］：「
子
午
線　

「
理
屈
じ
ゃ
ね
え
ん
だ
！
」
？
」（「
日
本
文
学　

一

九
九
九
年
八
月
号　

N
o.554

」）

　

︱
︱　

［2000

→2001

］：「
日
本
的
な
、
あ
ま
り
に
日
本
的
な
…
…
︱
テ
ク
ス
ト
理

論
の
来
し
方
・
行
く
末
」（『
平
家
物
語
・
想
像
す
る
語
り
』
森
話
社
）

　

︱
︱　

［2001

］：「
わ
れ
ら
は
物
語
と
い
か
に
つ
き
あ
え
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
倫
理
の
問
題
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。」（
物
語
研
究
会
「
物
語
研
究　

第
一

号
」）

　

︱
︱　

［2012

→2021

］：「〈
話
型
〉
か
ら
テ
ク
ス
ト
を
読
む
︱
Ｊ
︱PO

P

で
身
に

つ
け
る
読
解
の
技
法
」（『
亡
霊
論
的
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
』
水
声
社
）

　

︱
︱　

［2014

→2021

］：「
女
性
た
ち
は
抑
圧
さ
れ
搾
取
さ
れ
る
︱
Ｊ
︱PO

P

の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
イ
ア
ス
」（『
亡
霊
論
的
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
』
水
声
社
）
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2016

年
11
月
1
日
は
、https://w

w
w

.j-cast.com
/2016/11/01282390.htm

l? 
p=all

に
、
そ
れ
ぞ
れ
依
っ
た
。
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