
模
倣
に
よ
る
自
己
表
現
―
―
高
校
国
語
教
科
書
採
録
版
の
太
宰
治
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」

の
教
材
的
価
値
と
展
開

渡
部

裕
太

１
、
は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
筑
摩
書
房
版『
現
代
文
Ｂ
』に
採
録
さ
れ
て
い
る
、
太
宰
治「
ト

カ
ト
ン
ト
ン
」
の
教
材
的
価
値
と
、
そ
の
授
業
展
開
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
本

単
元
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
は
、
そ
の
指
導
書
『
学
習
指
導
の
研
究
』（
第
二
部

（
一
））
に
お
い
て
、
吉
田
光
に
よ
っ
て
六
〇
頁
に
わ
た
る
重
厚
な
解
説
が
な

さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
基
点
と
し
て
教
材
と
し
て
の
「
ト
カ
ト
ン

ト
ン
」
か
ら
得
ら
れ
る
学
び
を
再
考
し
て
み
た
い
。

さ
て
、
指
導
書
に
設
定
さ
れ
た
「
教
材
の
ね
ら
い
」
は
以
下
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
の
魅
力
は
手
紙
と
い
う
型
式
を
最
大
限
に
活
用
し
た
構
成
と
、

「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
と
い
う
謎
め
い
た
現
象
、
そ
し
て
太
宰
ら
し
い
セ
ン

テ
ン
ス
の
長
い
語
り
が
作
る
軽
快
な
リ
ズ
ム
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
構

成
・
内
容
・
表
現
の
い
ず
れ
の
点
に
も
留
意
し
て
指
導
を
行
い
た
い
。

①
全
体
の
構
成
を
押
さ
え
さ
せ
、
手
紙
の
書
き
手
「
私
」、
返
信
を
す

る
作
家
「
僕
」、
そ
れ
を
俯
瞰
す
る
「
作
家
」
と
い
う
三
つ
の
語
り

手
の
存
在
を
把
握
さ
せ
る
。

②
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
が
ど
の
よ
う
な
と
き
に
聞
こ
え
て
く
る
の
か
、

そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
整
理
さ
せ
る
。

③
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
の
背
景
に
あ
る
「
私
」
の
二
つ
の
水
準
を
理
解

さ
せ
る
。

④
「
某
作
家
」
の
返
信
の
意
図
を
把
握
さ
せ
る
。

⑤
太
宰
治
特
有
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
文
体
を
読
み
味
わ
わ
せ
る
。

こ
れ
ら
の
項
目
を
確
認
す
る
と
、
ま
ず
、
本
作
を
通
し
て
学
習
さ
せ
る
事
項

と
し
て
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
作
品
の
構
成
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
に

気
が
つ
く
。「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
は
書
簡
体
小
説
の
形
を
も
っ
て
お
り
、
二
つ

の
書
簡
の
あ
い
だ
に
「
こ
の
奇
異
な
る
手
紙
を
受
け
取
っ
た
某
作
家
は
、
む
ざ
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ん
に
も
無
学
無
思
想
の
男
で
あ
っ
た
が
、
次
の
ご
と
き
返
答
を
与
え
た
。」
と

語
る
語
り
手
「
作
者
」
が
存
在
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で

の
先
行
研
究
で
も
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
指
導
書
で
は
こ

れ
を
「
三
つ
の
語
り
手
の
存
在
」
と
し
て
読
ん
で
い
る
。
ま
た
、
指
導
書
で
は
、

「
私
」
の
手
紙
を
「
某
作
家
」
の
手
紙
が
相
対
化
し
、
ふ
た
つ
の
手
紙
を
「
作

者
」
が
相
対
化
し
て
い
る
と
し
て
、
理
解
の
た
め
の
「
キ
ー
ワ
ー
ド
」
と
し
て

「
相
対
化
」
を
挙
げ
て
い
る
。

ま
た
、
続
い
て
②
で
は
、「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
が
聞
こ
え
て
く
る
条
件
を
探

り
出
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
そ
の
音
の
効
果
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
教
科
書
掲
載
の
際
の
本
文
編
成
の
結
果
、
用

意
さ
れ
る
の
が
こ
の
「
ね
ら
い
」
で
あ
る
。

③
で
は
、「
私
」
の
意
識
の
水
準
に
は
二
つ
の
位
相
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
を

「
物
語
の
水
準
」
と
「
現
実
の
水
準
」
と
よ
ん
で
い
る
。「
物
語
の
水
準
」
と

は
、「
私
」が
重
視
し
て
い
る「
精
神
的
な
も
の
」を
捉
え
た
用
語
で
あ
り
、「
現

実
の
水
準
」
と
は
「
私
」
が
現
実
に
生
き
る
「
物
質
・
金
・
色
・
欲
」
の
世
界

を
意
味
す
る
用
語
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

④
に
つ
い
て
は
、「「
某
作
家
」
は
「
私
」
が
過
度
に
「
精
神
的
な
も
の
」
に

生
き
る
糧
を
求
め
よ
う
と
す
る
一
方
で
、
現
実
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
を
見
抜

い
て
い
る
」
と
し
た
う
え
で
、「
現
実
の
水
準
（
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
）
を
し
っ

か
り
と
見
る
「
勇
気
」
が
必
要
だ
と
言
っ
て
い
る
」
と
解
釈
し
、「
今
あ
る
自

分
の
現
実
を
疑
い
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
観
を
問
い
直
す
、
勇
気
を
も
っ
て
そ
う
い

う
こ
と
を
す
る
人
を「
畏
敬
」し
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
を「
某
作
家
」は「
私
」

に
言
う
た
め
に
聖
書
の
こ
の
句
を
引
用
し
た
」
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
指
導
書
で
は
本
作
の
「
教
材
の
価
値
」
に
つ

い
て
、「
手
紙
の
「
私
」
と
「
某
作
家
」
の
「
僕
」
の
両
方
を
相
対
化
す
る
」

よ
う
な
「
小
説
の
作
者
」
が
登
場
す
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、「
正
解
に
絶
対
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
、
小
説
の
構
造
が
示
し
て
い
る
」
と
し
た
う
え
で
、
以
下

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

人
間
は
信
じ
て
い
た
価
値
観
が
崩
壊
し
た
後
、
ど
う
や
っ
て
自
分
を
再
生

さ
せ
る
の
か
。「
某
作
家
」
は
「
返
答
」
の
趣
旨
を
そ
こ
に
置
い
た
。
そ

し
て
そ
れ
に
は
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
「
精
神
」（
物
語
・
価
値
観
）
偏
重

主
義
か
ら
自
分
を
自
由
に
す
る
こ
と
だ
と
述
べ
た
。
そ
れ
で
い
て
小
説
の

作
者
は
、「
某
作
家
」
の
そ
の
返
答
で
さ
え
、
絶
対
の
正
解
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
を
暗
に
示
し
た
の
だ
。
こ
れ
は
社
会
に
共
通
し
た
価
値
観
（
大

き
な
物
語
）
を
失
っ
た
平
成
の
現
代
を
生
き
る
我
々
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物

語
に
熱
中
し
て
は
な
ぜ
か
や
る
気
を
失
っ
て
し
ま
う
高
校
生
た
ち
に
も
、

十
分
に
機
能
す
る
価
値
あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
、
指
導
書
が
提
示
し
て
い
る
「
教
材
の
価
値
」
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
論

じ
る
こ
と
と
し
て
、
次
節
で
は
ま
ず
、
教
科
書
の
本
文
検
討
か
ら
は
じ
め
て
ゆ

き
た
い
。
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２
、
教
育
的
配
慮
と
本
文
校
訂

「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
先
行
研
究
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
達
成
を
確
認
す
る
前
に
、
ま
ず
は
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
本

文
の
成
立
に
つ
い
て
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
が
現
在
流
布
さ
れ
て
い
る
本
文
と
な
っ
た
の
は
、
管
見

の
限
り
、
筑
摩
書
房
版
『
太
宰
治
全
集
』
第
八
巻
（
１
）か
ら
で
あ
る
。
同
全
集
「
後

記
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
解
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。

「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」

昭
和
二
十
二
年
一
月
号
の
『
群
像
』
に
発
表
さ
れ
た
。
初
版
本
は
筑
摩

書
房
刊
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
』
で
あ
る
。
本
全
集
の
校
訂
は
初
版
本
に
拠
り
、

原
稿
お
よ
び
発
表
雑
誌
を
参
照
し
た
。
三
二
二
頁
一
三
行
目
か
ら
一
六
行

目
に
か
け
て
の
「
し
か
し
、
そ
れ
は
政
治
上
の
事
だ
。
わ
れ
わ
れ
軍
人
は
、

あ
く
迄
も
抗
戦
を
つ
づ
け
、
最
後
に
は
皆
ひ
と
り
残
ら
ず
自
決
し
て
、
以

て
大
君
に
お
わ
び
を
申
し
上
げ
る
。
自
分
は
も
と
よ
り
そ
の
つ
も
り
で
ゐ

る
の
だ
か
ら
、
皆
も
そ
の
覚
悟
を
し
て
居
れ
。
い
い
か
。
よ
し
。」
は
原

稿
に
だ
け
あ
っ
て
発
表
雑
誌
お
よ
び
初
版
本
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、

本
全
集
は
原
稿
の
形
を
採
っ
た
。

こ
の
削
除
に
つ
い
て
、
詳
し
く
言
及
し
て
い
る
夏
目
武
子
（
２
）は
、
プ
ラ
ン
ゲ
文

庫
資
料
を
確
認
し
た
う
え
で
、
該
当
箇
所
が
「m

ilitaristic
propaganda

」

に
当
た
る
と
し
て
初
出
時
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
検
閲
で
削
除
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
筑
摩
版
全
集
は
、
こ
れ
を
原
稿
か
ら
補
っ
て
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
を
集
録

し
た
の
で
あ
る
。

指
導
書
に
よ
る
と
、
教
科
書
版
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
は
、
同
じ
く
筑
摩
書
房

か
ら
後
に
刊
行
さ
れ
た
「『
決
定
版
太
宰
治
全
集
』（
筑
摩
書
房

一
九
九
八
年
）

を
底
本
と
し
、
表
記
は
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
」
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
Ｇ
Ｈ
Ｑ
検
閲
で
削
除
さ
れ
て
い
た
部
分
は
、
教
科
書
版
で
も
補

わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
仮
名
遣
い
や
送
り
仮
名
が
校
訂
さ
れ
て
い
る
。
教
材
化

に
あ
た
っ
て
こ
の
よ
う
に
表
記
を
現
代
仮
名
遣
い
に
整
え
る
こ
と
は
多
い
の
だ

が
、
教
科
書
版
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
の
校
訂
で
重
要
な
の
は
、
仮
名
遣
い
の
ほ

か
に
も
、
作
品
読
解
上
重
要
と
思
わ
れ
る
複
数
の
部
分
が
「
教
育
的
配
慮
」
の

た
め
に
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

少
し
長
く
な
る
が
、
教
科
書
版
で
の
削
除
部
分
を
こ
こ
に
ま
と
め
て
引
用
し

て
お
き
た
い
。

①
「
あ
の
、
遠
く
か
ら
聞
え
て
来
た
幽
か
な
、
金
槌
の
音
が
、
不
思
議
な
く
ら

い
綺
麗
に
私
か
ら
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
の
幻
影
を
剝
ぎ
と
っ
て
く
れ
て
、
も
う
再

び
、
あ
の
悲
壮
ら
し
い
厳
粛
ら
し
い
悪
夢
に
酔
わ
さ
れ
る
な
ん
て
事
は
絶
対

に
無
く
な
っ
た
よ
う
で
す
が
、
し
か
し
そ
の
小
さ
い
音
は
、
私
の
脳
髄
の
金

的
を
射
貫
い
て
し
ま
っ
た
も
の
か
、
そ
れ
以
後
げ
ん
ざ
い
ま
で
続
い
て
、
私

は
実
に
異
様
な
、
い
ま
わ
し
い
癲
癇
持
ち
み
た
い
な
男
に
な
り
ま
し
た
。
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と
言
っ
て
も
決
し
て
、
兇
暴
な
発
作
な
ど
を
起
す
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
反
対
で
す
。
何
か
物
事
に
感
激
し
、
奮
い
立
と
う
と
す
る
と
、

ど
こ
か
ら
と
も
無
く
、
幽
か
に
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
と
あ
の
金
槌
の
音
が
聞
え

て
来
て
、
と
た
ん
に
私
は
き
ょ
ろ
り
と
な
り
、
眼
前
の
風
景
が
ま
る
で
も
う

一
変
し
て
し
ま
っ
て
、
映
写
が
ふ
っ
と
中
絶
し
て
あ
と
に
は
た
だ
純
白
の
ス

ク
リ
ン
だ
け
が
残
り
、
そ
れ
を
ま
じ
ま
じ
と
眺
め
て
い
る
よ
う
な
、
何
と
も

は
か
な
い
、
ば
か
ら
し
い
気
持
に
な
る
の
で
す
。」

②
「
何
が
何
や
ら
ま
る
で
半
気
違
い
の
」

③
「
そ
れ
で
す
か
ら
、
こ
と
し
の
四
月
の
総
選
挙
も
、
民
主
主
義
と
か
何
と
か

言
っ
て
騒
ぎ
立
て
て
も
、
私
に
は
一
向
に
そ
の
人
た
ち
を
信
用
す
る
気
が
起

ら
ず
、
自
由
党
、
進
歩
党
は
相
変
ら
ず
の
古
く
さ
い
人
た
ち
ば
か
り
の
よ
う

で
ま
る
で
問
題
に
な
ら
ず
、
ま
た
社
会
党
、
共
産
党
は
、
い
や
に
調
子
づ
い

て
は
し
ゃ
い
で
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
ま
た
敗
戦
便
乗
と
で
も
い
う
の
で

し
ょ
う
か
、
無
条
件
降
伏
の
屍
に
わ
い
た
蛆
虫
の
よ
う
な
不
潔
な
印
象
を
消

す
事
が
出
来
ず
、
四
月
十
日
の
投
票
日
に
も
私
は
、
伯
父
の
局
長
か
ら
自
由

党
の
加
藤
さ
ん
に
入
れ
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
は
い
は
い

と
言
っ
て
家
を
出
て
海
岸
を
散
歩
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
帰
宅
し
ま
し
た
。」

以
上
の
記
述
が
、「
教
育
的
配
慮
」
の
た
め
に
削
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

指
導
書
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
配
慮
」
の
詳
細
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
①
は
「
癲

癇
」（
あ
る
い
は
「
金
的
」
も
）、
②
は
「
気
違
い
」
の
語
が
教
育
上
ふ
さ
わ
し

く
な
い
と
し
て
排
除
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
し
、
③
は
特
定
の
政
党
に
対
す
る
批
判

が
含
ま
れ
る
こ
と
な
ど
が
そ
の
削
除
の
理
由
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

②
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
差
別
的
用
語
の
排
除
は
教
科
書
と
い
う
媒
体
の
性
質

上
、
考
え
う
る
こ
と
で
あ
る
し
、
そ
の
こ
と
の
是
非
を
問
う
の
は
本
稿
の
射
程

に
は
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
①
と
③
の
削
除
部
分
に
、「
ト
カ

ト
ン
ト
ン
」
読
解
の
う
え
で
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
重
要
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
①
の
削
除
部
分
か
ら
検
討
し
よ
う
。
こ
の
場
面
は
、
作
中
最
初
に
ト

カ
ト
ン
ト
ン
の
音
が
聞
こ
え
た
場
面
で
あ
る
。
兵
隊
だ
っ
た
「
私
」
は
八
月
一

五
日
、
兵
舎
の
前
で
整
列
し
て
玉
音
放
送
を
聞
く
。
玉
音
放
送
は
「
ほ
と
ん
ど

雑
音
に
消
さ
れ
て
何
一
つ
聞
き
と
れ
」
な
か
っ
た
が
、
直
後
に
若
い
中
尉
が
壇

上
で
演
説
を
す
る
。
こ
の
演
説
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
検
閲
で
削
除
さ
れ
た
「
わ
れ
わ
れ

軍
人
は
、
あ
く
ま
で
も
抗
戦
を
つ
づ
け
、
最
後
に
は
皆
ひ
と
り
残
ら
ず
自
決
し

て
、
も
っ
て
大
君
に
お
わ
び
を
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

受
け
て
、「
私
」
は
「
厳
粛
」
な
も
の
を
感
じ
と
り
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

死
の
う
と
思
い
ま
し
た
。
死
ぬ
の
が
本
当
だ
、
と
思
い
ま
し
た
。
前
方

の
森
が
い
や
に
ひ
っ
そ
り
し
て
、
漆
黒
に
見
え
て
、
そ
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら

一
む
れ
の
小
鳥
が
一
つ
ま
み
の
胡
麻
粒
を
空
中
に
投
げ
た
よ
う
に
、
音
も

な
く
飛
び
立
ち
ま
し
た
。

あ
あ
、
そ
の
時
で
す
。
背
後
の
兵
舎
の
ほ
う
か
ら
、
誰
や
ら
金
槌
で
釘

を
打
つ
音
が
、
幽
か
に
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
と
聞
こ
え
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞

い
た
と
た
ん
に
、
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
と
は
あ
ん
な
時
の
感
じ
を
言
う
の
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で
し
ょ
う
か
、
悲
壮
も
厳
粛
も
一
瞬
の
う
ち
に
消
え
、
私
は
憑
き
も
の
か

ら
離
れ
た
よ
う
に
、
き
ょ
ろ
り
と
な
り
、
な
ん
と
も
ど
う
に
も
白
々
し
い

気
持
ち
で
、
夏
の
真
昼
の
砂
原
を
眺
め
見
渡
し
、
私
に
は
い
か
な
る
感
慨

も
、
何
も
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
う
し
て
私
は
、
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
に
た
く
さ
ん
の
も
の
を
つ
め
込
ん

で
、
ぼ
ん
や
り
故
郷
に
帰
還
し
ま
し
た
。

①
の
削
除
部
分
は
こ
の
直
後
に
挿
入
さ
れ
て
い
た
記
述
で
あ
り
、
教
科
書
版

で
は
、「
ぼ
ん
や
り
故
郷
に
帰
還
し
ま
し
た
。」
の
次
に
一
行
分
の
空
白
が
あ
り
、

そ
の
後
郵
便
局
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
始
ま
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

引
用
場
面
で
は
、「
ひ
っ
そ
り
」
と
し
た
「
厳
粛
」
な
空
間
を
破
る
ト
カ
ト

ン
ト
ン
の
音
が
聞
こ
え
た
こ
と
で
、「
白
々
し
い
気
持
ち
」
に
な
る
と
さ
れ
る
。

本
来
で
あ
れ
ば
そ
れ
に
続
い
て
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
の
機
能
の
説
明
が
「
何

か
物
事
に
感
激
し
、
奮
い
立
と
う
と
す
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
無
く
、
幽
か
に
、

ト
カ
ト
ン
ト
ン
と
あ
の
金
槌
の
音
が
聞
え
て
来
て
、
と
た
ん
に
私
は
き
ょ
ろ
り

と
な
り
、
眼
前
の
風
景
が
ま
る
で
も
う
一
変
し
て
し
ま
っ
て
、
映
写
が
ふ
っ
と

中
絶
し
て
あ
と
に
は
た
だ
純
白
の
ス
ク
リ
ン
だ
け
が
残
り
、
そ
れ
を
ま
じ
ま
じ

と
眺
め
て
い
る
よ
う
な
、
何
と
も
は
か
な
い
、
ば
か
ら
し
い
気
持
に
な
る
の
で

す
。」
と
続
く
の
で
あ
る
。
①
の
説
明
は
、
後
の
全
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
け

る
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
を
先
取
り
し
、
予
告
的
に
語
っ
て
い
る
。
読
者
は
こ
の

部
分
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
冒
頭
の
「
一
つ
だ
け
教
え
て
下
さ
い
。
困
っ
て

い
る
の
で
す
。」
と
い
う
相
談
の
内
実
を
知
り
、
そ
の
音
が
敗
戦
や
「
ミ
リ
タ

リ
ズ
ム
」
と
根
底
的
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で

各
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
読
む
こ
と
に
な
る
の
だ
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
部
分
が
削
除
さ
れ
た
教
科
書
版
で
は
、
玉
音
放
送
後
の
場

面
は
特
権
化
さ
れ
ず
、
他
の
場
面
と
並
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
読
者
は「
私
」

の
悩
み
が
な
ん
な
の
か
を
知
ら
な
い
ま
ま
読
み
進
め
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ

の
た
め
読
者
は
、
各
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
読
み
進
め
な
が
ら
類
推
的
に
ト
カ
ト
ン
ト

ン
の
音
の
効
用
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
先
に
挙
げ
た「
教
材
の
ね
ら
い
」

②
に
お
い
て
、「「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
が
ど
の
よ
う
な
と
き
に
聞
こ
え
て
く
る
の

か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
整
理
さ
せ
る
。」
と
い
う
項
目
が
用
意
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
「
教
育
的
配
慮
」
の
結
果
、
作
品
の
構
造
そ
の
も

の
に
変
化
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

次
に
、
削
除
部
分
③
を
検
討
し
て
い
こ
う
。
こ
れ
は
、
青
森
で
労
働
者
の
デ

モ
を
み
た
と
語
ら
れ
る
場
面
か
ら
削
除
さ
れ
た
記
述
で
あ
る
。
政
党
名
が
は
っ

き
り
と
書
か
れ
た
上
あ
し
ざ
ま
に
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
あ
る
い
は
局
長

で
あ
り
居
候
先
の
主
で
も
あ
る
伯
父
が
、「
私
」
に
投
票
先
の
指
示
を
し
て
い

る
の
が
「
私
」
の
投
票
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
削
除
の
理
由

と
し
て
は
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
削
除
部
分
に
は
「
私
」
の
戦
後
観
が
は
っ
き
り
と
表
現
さ
れ

て
い
る
。「
私
」
は
「
民
主
主
義
と
か
何
と
か
言
っ
て
騒
ぎ
立
て
」
る
人
々
を

「
信
用
す
る
気
」
が
起
き
な
い
。
ま
た
、
敗
戦
を
経
て
も
「
相
変
ら
ず
の
古
く

さ
い
人
た
ち
」
は
「
問
題
」
に
も
し
な
い
。
そ
し
て
「
社
会
党
、
共
産
党
」
―
―

戦
時
中
弾
圧
さ
れ
て
い
た
社
会
主
義
者
た
ち
―
―
を
、
最
も
辛
辣
に
、「
敗
戦
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便
乗
と
で
も
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
無
条
件
降
伏
の
屍
に
わ
い
た
蛆
虫
の
よ
う

な
不
潔
な
印
象
」
で
あ
る
と
指
弾
す
る
。
す
な
わ
ち
、
敗
戦
後
日
本
に
お
け
る

「
政
治
運
動
だ
の
社
会
運
動
だ
の
」
を
認
識
し
、
切
り
分
け
、
そ
の
う
え
で
そ

れ
ら
全
て
を
拒
絶
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
削
除
部
分
の
直
前
に
は
「
た
ま
た
ま
勲
章
を
も
ら
い
、
沖
天
の
意
気
を

も
っ
て
わ
が
家
に
駆
け
込
み
、
か
あ
ち
ゃ
ん
こ
れ
だ
、
と
得
意
満
面
、
そ
の
勲

章
の
小
箱
を
そ
っ
と
あ
け
て
女
房
に
見
せ
る
と
、
女
房
は
冷
た
く
、
あ
ら
、
勲

五
等
じ
ゃ
な
い
の
、
せ
め
て
勲
二
等
く
ら
い
で
な
く
ち
ゃ
ね
え
、
と
言
い
、
亭

主
が
っ
か
り
」
と
い
う
笑
い
話
の
よ
う
な
政
治
的
指
導
者
像
が
「
私
」
の
認
識

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
政
治
的
指
導
者
像
と
し

て
描
か
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
中
に
、「
勲
章
」
の
話
が
出
て
く
る
こ
と
な
の
で
あ

る
。
勲
等
で
表
さ
れ
る
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
明
ら
か
に
敗
戦
前
を
舞
台
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
削
除
部
分
直
前
で
示
さ
れ
た
「
私
」
の
政
治
的
指
導

者
へ
の
イ
メ
ー
ジ
は
戦
前
・
戦
中
の
も
の
で
あ
り
、
戦
後
の
政
治
へ
の
認
識
は

削
除
部
分
に
こ
そ
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
削
除
部
分
の
直
後
に
は
、
青
森
の
労
働
者
デ
モ
が
「
生
々
潑
剌
」、

「
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
、
真
の
自
由
と
い
う
も
の
の
姿
を
見
た
」
な
ど
、
言
葉

を
尽
く
し
て
賞
賛
さ
れ
る
。
労
働
者
の
デ
モ
を
み
て
「
日
本
が
戦
争
に
負
け
て
、

よ
か
っ
た
の
だ
」
と
思
い
、「
人
間
は
ま
ず
政
治
思
想
、
社
会
思
想
を
こ
そ
第

一
に
学
ぶ
べ
き
だ
」
と
考
え
る
「
私
」
が
描
か
れ
る
。
こ
の
デ
モ
が
戦
後
の
出

来
事
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
こ
か
ら
言
え
る
の
は
、
教
科
書
版
に
お
い
て
は
削
除
部
分
の
前
後
が
、
政

治
を
め
ぐ
る
戦
前
・
戦
中
／
戦
後
、
と
い
う
対
比
的
構
造
と
し
て
立
ち
現
れ
て

し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
敗
戦
ま
で
は
政
治
と
は
指
導
者
た
ち
が

大
騒
ぎ
し
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、「
自
分
が
、
ど
の
よ
う
な
運
動
に
参

加
し
た
っ
て
、
所
詮
は
そ
の
指
導
者
た
ち
」
の
「
犠
牲
」
に
な
る
だ
け
だ
っ
た
。

一
方
で
敗
戦
を
経
る
こ
と
で
、
政
治
運
動
や
社
会
運
動
は
労
働
者
た
ち
の
デ
モ

の
よ
う
に
、
真
に
「
自
由
」
な
も
の
と
し
て
現
れ
た
―
―
こ
の
よ
う
な
構
図
が

教
科
書
版
に
は
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
削
除
部
分
に
は
「
私
」
の
戦
後
政
治
不
信
、

戦
後
政
治
批
判
が
明
ら
か
に
書
き
込
ま
れ
て
い
た
。
敗
戦
を
経
て
も
「
相
変
ら

ず
の
古
く
さ
い
人
た
ち
」
が
い
る
ば
か
り
か
、
新
し
く
騒
が
れ
る
「
民
主
主
義
」

も
信
用
に
足
ら
ず
、
社
会
主
義
に
は
「
不
潔
な
印
象
」
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
私
」

の
政
治
認
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
来
強
調
さ
れ
て
い
た
対
比
と
は
、
敗
戦
前

／
敗
戦
後
で
は
な
く
、
政
治
的
指
導
者
／
労
働
者
、
と
い
う
構
造
な
の
で
あ
る
。

付
け
加
え
て
い
う
な
ら
、「
社
会
党
、
共
産
党
」
へ
の
嫌
悪
感
が
明
白
な
「
私
」

に
と
っ
て
、
こ
の
構
造
は
階
級
的
な
対
立
図
式
で
は
な
い
。「
民
主
主
義
と
か

何
と
か
言
っ
て
騒
ぎ
立
て
」
る
人
々
、
あ
ら
ゆ
る
政
党
の
人
々
―
―
つ
ま
り
は

政
治
家
と
、
民
衆
と
の
対
比
構
造
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
表
さ
れ
て
い
た
の
は

代
表
民
主
制
そ
の
も
の
へ
の
疑
義
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
教
科
書
版
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
を
考
え
る
場
合
、
そ
こ
に

成
立
し
て
い
る
の
が
こ
れ
ま
で
文
学
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
「
ト
カ
ト
ン

ト
ン
」
と
は
異
な
る
本
文
で
あ
る
こ
と
を
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
教
科
書
版

は
「
教
育
的
配
慮
」
の
も
と
に
、
作
品
か
ら
極
め
て
重
要
な
記
述
を
複
数
削
除
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し
て
い
る
。

特
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
差
異
と
し
て
、
削
除
部
分
①
の
、
ト
カ
ト
ン
ト

ン
の
音
の
機
能
を
説
明
し
た
部
分
の
変
更
を
挙
げ
た
い
。
こ
の
部
分
の
削
除
は
、

教
科
書
版
で
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
に
触
れ
る
生
徒
た
ち
の
、
初
発
の
感
想
に
影

響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
原
文
を
知
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
蓄

積
を
確
認
し
て
準
備
を
行
う
授
業
者
は
、
こ
の
は
じ
め
に
響
い
た
ト
カ
ト
ン
ト

ン
の
音
の
解
釈
に
つ
い
て
、
生
徒
と
の
間
に
理
解
の
解
離
が
生
じ
る
可
能
性
を

常
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、
先
行
研
究
を
確
認
し
な
が
ら
削
除
に
よ
る
構
成
の
変
更

の
影
響
を
考
察
し
、
教
科
書
版
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
の
再
解
釈
を
試
み
た
い
。

３
、
は
じ
め
に
響
い
た
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
の
解
釈

ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
が
最
初
に
聞
こ
え
た
場
面
の
考
察
と
し
て
参
照
し
た
い

の
は
、
こ
の
音
が
「
私
」
を
死
か
ら
生
へ
と
引
き
戻
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
長
野
秀
樹
（
３
）は
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
を
現
実
の
音
と
幻
聴
と
に
切
り
分
け
、

現
実
の
音
は
「「
私
」
の
命
を
救
い
、
破
滅
的
な
恋
か
ら
も
救
っ
て
く
れ
た
音
」

で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
野
村
智
之
（
４
）は
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
を
「
あ
る
意
味

で
は
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
意
義
を
見
失
い
か
け
て
い
た
青
年
に
「
生
」
を
与

え
て
く
れ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
斎
籐
理
生
（
５
）は
、「
少
な

く
と
も
、
命
が
助
か
っ
た
と
い
う
点
に
関
す
る
限
り
、「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
は

青
年
に
と
っ
て
救
い
の
音
で
あ
っ
た
」
と
し
た
う
え
で
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音

が
「
中
長
期
的
に
見
れ
ば
正
の
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
」
と
論

じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
考
は
、「
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
」
か
ら
「
私
」
が
逃
れ
る

契
機
と
し
て
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の

よ
う
な
読
解
は
教
科
書
版
の
本
文
に
は
、
適
用
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

中
尉
の
演
説
が
「
聞
い
た
か
。
わ
か
つ
た
か
。
日
本
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受

諾
し
、
降
参
を
し
た
の
だ
。
解
散
。」
で
あ
っ
た
初
出
時
に
比
べ
て
、
検
閲
部

分
の
「
わ
れ
わ
れ
軍
人
は
、
あ
く
ま
で
も
抗
戦
を
つ
づ
け
、
最
後
に
は
皆
ひ
と

り
残
ら
ず
自
決
し
て
、
も
っ
て
大
君
に
お
わ
び
を
申
し
上
げ
る
。」
が
補
わ
れ

た
教
科
書
版
で
は
、「
私
」
が
「
死
ぬ
の
が
本
当
だ
」
と
考
え
る
に
至
る
経
路

が
分
か
り
や
す
い
形
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
。
一
方
で
、「
金
槌
の
音

が
、
不
思
議
な
く
ら
い
綺
麗
に
私
か
ら
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
の
幻
影
を
剝
ぎ
と
っ
て

く
れ
て
、
も
う
再
び
、
あ
の
悲
壮
ら
し
い
厳
粛
ら
し
い
悪
夢
に
酔
わ
さ
れ
る
な

ん
て
事
は
絶
対
に
無
く
な
っ
た
」
と
い
う
記
述
が
排
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
私
」

の
「
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
」
が
ど
う
な
っ
た
の
か
は
明
確
に
は
な
ら
な
い
。「
私
」

は
こ
の
と
き
「
な
ん
と
も
ど
う
に
も
白
々
し
い
気
持
ち
」
に
な
っ
た
と
さ
れ
る

だ
け
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
瞬
間
の
一
回
性
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る

い
は
「
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
」
そ
の
も
の
か
ら
の
解
脱
で
あ
る
の
か
、
が
確
定
で
き

な
い
ま
ま
宙
吊
り
に
さ
れ
る
の
だ
。

そ
も
そ
も
「
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
が
、
教
科
書
版
の
本

文
に
は
登
場
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
後
並
べ
ら
れ
る
い
く
つ
も
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
か
ら
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
の
機
能
を
類
推
的
に
把
握
し
て
い
く
生
徒
た

ち
に
と
っ
て
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
を
、
敗
戦
に
伴
う
「
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
」
か
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ら
の
脱
却
で
あ
る
、
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
全
集
版
に
み
ら
れ
た
、

ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
の
「
正
の
効
果
」
と
し
て
の
側
面
は
教
科
書
版
で
は
希
薄

化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
音
を
「
私
」
に
と
っ
て
の
救

い
の
音
と
み
な
す
解
釈
は
、
教
科
書
で
の
読
み
の
体
験
か
ら
は
遠
い
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
教
科
書
版
で
は
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
れ
ま
で
の
読
解
で
重
視
さ
れ
て
い
た
記
述

が
削
除
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
音
の
最
初
の
登
場
に
つ
い
て
新
た
な
解
釈
を

試
み
た
い
。

ま
ず
、
こ
の
場
面
が
玉
音
放
送
―
―
「
陛
下
み
ず
か
ら
の
御
放
送
だ
と
い
う
、

ほ
と
ん
ど
雑
音
に
消
さ
れ
て
何
一
つ
聞
き
と
れ
な
か
っ
た
ラ
ジ
オ
」
―
―
か
ら

は
じ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。「
私
」
は
敗
戦
を
、
玉
音
放
送
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
中
尉
の
演
説
に
よ
っ
て
知
る
の
で
あ
る
。

音
を
聞
き
と
る
、
と
い
う
聴
覚
的
機
能
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、

決
し
て
視
覚
に
対
し
て
従
属
的
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
軍
隊
と
い
う
場

に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
号
令
は
聴
覚
を
と
お
し
て
感
受
さ
れ
る
の
で
あ
る
し
、

敗
戦
を
国
民
に
知
ら
せ
る
の
も
玉
音
放
送
と
い
う
聴
覚
的
な
情
報
で
あ
る
。「
兵

舎
の
前
の
広
場
に
整
列
さ
せ
ら
れ
て
」
い
る
「
私
」
は
、
こ
の
と
き
、
聞
き
と

る
こ
と
に
意
識
を
集
中
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
。

そ
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
放
送
さ
れ
た
玉
音
放
送
は
ほ
と
ん
ど
聞
き
取
れ
な

い
。
こ
の
聴
覚
的
な
空
白
の
う
ち
に
、
敗
戦
と
い
う
重
大
な
変
化
が
起
こ
っ
て

い
る
。
そ
の
空
白
に
滑
り
込
ん
だ
の
が
中
尉
の
演
説
で
あ
り
、「
私
」
は
こ
の

演
説
を
通
し
て
敗
戦
を
知
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
中
尉
の
演
説
は
、
中
尉
自

身
の
決
意
を
述
べ
る
演
説
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
聞
き
と
れ
な
か
っ
た
ラ
ジ

オ
の
意
図
を
代
弁
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
「
私
」
に
感
受
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

敗
戦
の
知
ら
せ
と
、「
自
決
」
の
覚
悟
と
が
、
同
時
に
「
私
」
に
受
容
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
こ
の
中
尉
の
演
説
で
の
敗
戦
と
自
決
が
直
結
す
る
思
想
を
な
ぞ
る

か
の
よ
う
に
、「
私
」
は
「
死
ぬ
の
が
本
当
だ
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

中
尉
の
演
説
の
直
後
に
は
、「
前
方
の
森
が
い
や
に
ひ
っ
そ
り
し
て
、
漆
黒

に
見
え
て
、
そ
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
一
む
れ
の
小
鳥
が
一
つ
ま
み
の
胡
麻
粒
を
空

中
に
投
げ
た
よ
う
に
、
音
も
な
く
飛
び
立
ち
ま
し
た
」
と
、「
私
」
の
眼
前
の

光
景
が
語
ら
れ
る
。「
夏
の
真
昼
」
の
光
景
が
暗
く
見
え
る
と
い
う
こ
の
描
写

は
、「
死
の
う
と
思
い
ま
し
た
。
死
ぬ
の
が
本
当
だ
、
と
思
い
ま
し
た
。」
と
い

う
「
私
」
の
内
面
を
投
影
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
聴
覚
か
ら
思
考
へ
、
思

考
か
ら
視
覚
へ
、
と
い
う
経
路
で
敗
戦
の
報
は
「
私
」
を
統
御
す
る
。
こ
の
、

森
ま
で
含
め
た
ひ
っ
そ
り
し
た
聴
覚
的
空
白
の
中
に
飛
び
込
ん
だ
の
が
ト
カ
ト

ン
ト
ン
の
音
で
あ
る
。
中
尉
の
演
説
が
、
聞
き
と
れ
な
い
玉
音
放
送
と
い
う
空

白
の
中
に
滑
り
込
ん
だ
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
は
、
演

説
を
受
け
止
め
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
自
身
の
思
考
と
同
一
化
さ
せ
た「
私
」の「
厳

粛
」
さ
が
生
ん
だ
空
白
の
中
に
響
く
も
の
だ
と
い
え
る
。

「
背
後
の
兵
舎
の
ほ
う
か
ら
、
誰
や
ら
金
槌
で
釘
を
打
つ
音
」
と
し
て
表
れ

る
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
は
、
聴
覚
に
よ
っ
て
感
受
さ
れ
る
音
で
は
あ
る
が
、
一

方
で
、
こ
れ
ま
で
の
玉
音
放
送
や
中
尉
の
演
説
と
は
一
線
を
画
す
性
質
を
持
っ

て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
玉
音
放
送
や
中
尉
の
演
説
は
「
私
」
に
と
っ
て
、
聞
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き
と
る
べ
く
集
中
さ
れ
て
い
た
音
で
あ
る
の
に
対
し
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
は

意
図
せ
ず
聞
こ
え
て
く
る
音
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音

の
解
釈
を
考
え
る
う
え
で
、
こ
の
、
意
図
せ
ず
聞
こ
え
て
く
る
、
と
い
う
性
質

が
非
常
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
後

に
記
述
さ
れ
る
各
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
け
る
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
に
つ
い
て
も
併

せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
先
述
の
通
り
教
科
書
版
に
お
い

て
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
は
、
複
数
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
し
か
、
考
察
し
え
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

４
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
の
性
質

復
員
し
た
「
私
」
は
、
伯
父
が
局
長
を
務
め
る
三
等
郵
便
局
へ
勤
務
す
る
。

そ
の
傍
ら
、「
私
」
は
「
こ
れ
か
ら
は
、
な
ん
で
も
自
由
に
好
き
な
勉
強
が
で

き
る
」
と
考
え
、「
ま
ず
一
つ
小
説
で
も
書
い
て
」
み
よ
う
と
思
い
立
つ
。「
軍

隊
生
活
の
追
憶
」
を
描
い
た
そ
の
作
品
の
完
成
間
際
、「
私
」
は
銭
湯
で
「
オ

ネ
ー
ギ
ン
の
終
章
の
よ
う
な
、
あ
ん
な
ふ
う
の
華
や
か
な
悲
し
み
の
結
び
方
に

し
よ
う
か
、
そ
れ
と
も
ゴ
ー
ゴ
リ
の
「
喧
嘩
噺
」
式
の
絶
望
の
終
局
に
し
よ
う

か
」
な
ど
と
自
作
の
結
末
部
に
つ
い
て
思
案
す
る
。
直
後
、「
私
」
に
ト
カ
ト

ン
ト
ン
の
音
が
聞
こ
え
て
き
て
、「
ま
こ
と
に
つ
ま
ら
な
い
思
い
」
に
な
っ
た

「
私
」
は
、
こ
れ
ま
で
書
い
た
小
説
を
破
棄
し
て
し
ま
う
。

こ
こ
で
の
「
私
」
は
、
小
説
を
書
こ
う
、
と
思
い
立
っ
た
時
に
で
は
な
く
、

そ
れ
を
書
き
進
め
、
最
後
の
章
を
「
オ
ネ
ー
ギ
ン
」
風
に
す
る
か
、「
喧
嘩
噺
」

風
に
す
る
か
、
と
考
え
る
に
至
っ
て
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
を
聞
く
。
す
な
わ
ち
、

自
身
の
軍
隊
生
活
を
書
い
て
い
る
時
に
は
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
は
聞
こ
え
ず
、

そ
の
末
部
を
既
存
の
小
説
に
似
せ
て
描
こ
う
と
し
た
際
に
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の

音
を
聞
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、「
円
貨
切
り
換
え
」
に
伴
う
忙
し
さ
に
追
わ
れ
、「
私
」
は
夢
中
で

働
き
始
め
る
。「
ほ
と
ん
ど
半
狂
乱
み
た
い
な
獅
子
奮
迅
」
を
続
け
、「
今
日
で

お
し
ま
い
と
い
う
日
」
に
な
っ
た
と
き
、「
私
」
は
「
ひ
ど
く
得
意
な
満
足
の

気
持
ち
で
、
労
働
は
神
聖
な
り
、
と
い
う
言
葉
な
ど
を
思
い
出
し
、
ほ
っ
と
溜

息
を
つ
い
た
時
に
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
と
あ
の
音
が
遠
く
か
ら
幽
か
に
聞
こ
え
た

よ
う
な
気
が
し
て
、
も
う
そ
れ
っ
き
り
、
な
に
も
か
も
一
瞬
の
う
ち
に
馬
鹿
ら

し
く
」
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
と
き
「
私
」
が
考
え
た
、「
労
働
は
神
聖
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
は
、

教
科
書
版
で
は
注
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、「
労
働
運
動
・
生
協
運
動
の
活
動
家
、

高
野
房
太
郎
（
一
八
六
九
―
一
九
〇
四
年
）
の
こ
と
ば
。「
結
合
は
勢
力
な
り
」

と
続
く
。」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
も
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の

音
は
、「
私
」
が
労
働
に
熱
中
し
て
い
た
と
き
に
は
聞
こ
え
ず
、
そ
の
労
働
を

他
者
の
言
葉
に
な
ぞ
ら
え
て
自
画
自
賛
し
た
瞬
間
に
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

こ
の
ふ
た
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音

と
い
う
の
が
、
単
純
に
「
私
」
が
な
に
か
に
熱
中
す
る
と
そ
れ
を
解
除
す
る
よ

う
に
響
き
渡
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
音
は
、

「
私
」
が
何
者
か
の
表
現
や
言
葉
を
内
面
化
し
、
そ
の
模
倣
に
よ
っ
て
自
己
を
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表
出
せ
ん
と
試
み
た
と
き
に
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
あ
り
よ
う
は
、
中

尉
の
演
説
後
の
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
と
通
底
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

他
者
の
模
倣
に
よ
っ
て
発
動
す
る
音
―
―
こ
れ
を
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
の

基
本
原
理
と
し
て
考
え
て
み
る
と
き
、
こ
の
音
が
意
図
せ
ず
聞
こ
え
て
く
る
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
前
節
で
確
認
し
た
性
質
は
、
そ
の
ま
ま
、
他
者
の
模
倣
が

意
図
せ
ず
行
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
ば
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。「
私
」
は
な
に

か
に
熱
中
し
た
際
、
そ
の
熱
中
を
自
身
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
感
覚
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
意
欲
と
し
て
は
感
受
し
な
い
。
そ
れ
は
い
つ
の
ま
に
か
、
意
図
せ
ず
、
他
の

誰
か
の
熱
中
と
重
ね
合
わ
さ
れ
、
模
倣
と
し
て
感
受
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
瞬
間
に
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
が
聞
こ
え
て
き
て
、「
私
」
の
熱
中
を

解
除
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
原
理
が
、
異
な
る
形
で
語
ら
れ
る
の
が
、
花
江
と
の
「
コ
イ
」
の
場
面

で
あ
る
。

旅
館
の
女
中
で
あ
る
花
江
は
「
一
週
間
に
い
ち
ど
く
ら
い
は
二
百
円
か
三
百

円
」
を
貯
金
し
に
郵
便
局
に
や
っ
て
く
る
が
、「
私
」
の
周
囲
の
人
び
と
は
そ

の
花
江
を
「
身
持
ち
が
よ
ろ
し
く
な
い
よ
う
で
、
ま
だ
子
供
の
く
せ
に
、
な
か

な
か
の
凄
腕
だ
」
と
噂
す
る
。「
私
」
は
そ
の
噂
を
信
じ
な
い
よ
う
に
し
な
が

ら
も
、
金
の
こ
と
が
気
に
か
か
り
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
と
語
る
。

そ
う
し
て
私
は
、
花
江
さ
ん
に
ひ
と
こ
と
言
っ
て
や
り
た
か
っ
た
。
あ
の
、

れ
い
の
鏡
花
の
小
説
に
出
て
く
る
有
名
な
、
せ
り
ふ
、「
死
ん
で
も
、
ひ

と
の
お
も
ち
ゃ
に
な
る
な
！
」
と
、
キ
ザ
も
キ
ザ
、
そ
れ
に
私
の
よ
う
な

や
ぼ
な
田
舎
者
に
は
、
と
て
も
言
い
出
し
得
な
い
せ
り
ふ
で
す
が
、
で
も

私
は
大
ま
じ
め
に
、
そ
の
ひ
と
こ
と
を
言
っ
て
や
り
た
く
て
し
か
た
が
な

か
っ
た
ん
で
す
。
死
ん
で
も
、
ひ
と
の
お
も
ち
ゃ
に
な
る
な
、
物
質
が
な

ん
だ
、
金
銭
が
な
ん
だ
、
と
。

引
用
中
の
「
鏡
花
」
に
は
、
教
科
書
版
で
は
注
が
つ
い
て
お
り
、「
泉
鏡
花
。

一
八
七
三
－
一
九
三
九
年
。
小
説
家
・
劇
作
家
。
代
表
作
『
歌
行
燈
』
に
「
可

愛
い
人
だ
な
、
お
い
、
殺
さ
れ
て
も
死
ん
で
も
、
人
の
玩
弄
物
に
さ
れ
る
な
。」

と
い
う
せ
り
ふ
が
あ
る
。」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
後
、「
私
」
は
花
江
に
誘
わ
れ
て
海
辺
で
会
い
、
金
の
出
所
に
つ
い
て

の
説
明
を
受
け
る
。
そ
れ
を
き
い
て
「
花
江
さ
ん
と
な
ら
、
ど
ん
な
苦
労
を
し

て
も
い
い
」
と
考
え
る
「
私
」
だ
が
、
直
後
「
実
際
ち
か
く
の
小
屋
か
ら
、
ト

カ
ト
ン
ト
ン
と
い
う
釘
打
つ
音
が
聞
こ
え
た
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
も
と
も
と

他
人
な
ん
だ
。
ひ
と
の
お
も
ち
ゃ
に
な
っ
た
っ
て
、
ど
う
な
っ
た
っ
て
、
ち
っ

と
も
そ
れ
は
俺
に
関
係
し
た
こ
と
じ
ゃ
な
い
。ば
か
ば
か
し
い
。腹
が
へ
っ
た
。」

と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、「
失
恋
」
す
る
。

こ
の
場
面
が
特
徴
的
な
の
は
、
泉
鏡
花
の
作
品
が
引
用
さ
れ
た
そ
の
瞬
間
に

ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
が
響
く
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の

場
面
の
原
理
に
従
え
ば
、「
私
」
が
自
身
の
恋
を
泉
鏡
花
の
小
説
に
な
ぞ
ら
え

た
直
後
に
そ
の
恋
が
模
倣
と
し
て
感
受
さ
れ
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
が
聞
こ
え

て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

西
村
将
洋
（
６
）は
、「
私
」
の
手
紙
が
六
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
構
成
さ
れ
て
い
る
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と
し
た
う
え
で
、
手
紙
末
部
の
「
私
」
の
「
こ
の
手
紙
を
半
分
も
書
か
ぬ
う
ち

に
、
も
う
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
が
、
さ
か
ん
に
聞
え
て
き
て
い
た
」
と
い
う
告
白

に
着
目
し
、「
私
」
の
「
ウ
ソ
」
の
記
述
は
恋
愛
の
話
の
冒
頭
に
あ
る
「
さ
う

し
て
そ
れ
か
ら
」
に
つ
い
て
の
自
己
言
及
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
、
と
論
じ
て

い
る
。

こ
の
西
村
の
論
に
則
っ
て
考
え
れ
ば
、
花
江
と
の
「
コ
イ
」
の
話
か
ら
先
は

「
ウ
ソ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
節
で
み
て
き
た
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
の
性

質
が
こ
の
場
面
で
変
化
す
る
の
は
、「
私
」
の
事
後
的
な
、
手
紙
の
語
り
の
虚

構
性
に
よ
る
の
だ
。「
私
」
の
熱
中
が
他
者
の
熱
中
の
模
倣
と
し
て
把
握
さ
れ

る
こ
と
で
聞
こ
え
て
く
る
、
と
い
う
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
の
性
質
は
、「
私
」

の
「
ウ
ソ
」
に
は
引
き
継
が
れ
な
い
。「
私
」
が
虚
構
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
述

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
作
に
お
け
る
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
は
複
層
的
な
性
質

を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
、「
私
」
の
「
ウ
ソ
」
に
よ
っ
て
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
は
ど
の
よ
う

に
捉
え
う
る
も
の
と
な
っ
た
の
か
。「
コ
イ
」
の
話
以
降
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら

考
え
て
み
た
い
。

こ
の
後
に
は
、
青
森
で
た
ま
た
ま
み
た
労
働
者
の
デ
モ
に
影
響
さ
れ
て
、「
人

間
は
ま
ず
政
治
思
想
、
社
会
思
想
を
こ
そ
第
一
に
学
ぶ
べ
き
だ
」と
考
え
、「
自

分
の
行
く
べ
き
一
条
の
光
の
道
が
い
よ
い
よ
間
違
い
な
し
に
触
知
せ
ら
れ
た
よ

う
な
大
歓
喜
の
気
分
」
に
な
っ
た
と
た
ん
に
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
が
聞
こ
え
た

話
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
づ
い
て
、
地
元
で
駅
伝
競
走
を
み
て
「
実
に
異
様
な
感

激
に
襲
わ
れ
」、
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
は
じ
め
て
み
る
も
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音

が
聞
こ
え
て
き
た
、
と
い
う
話
が
配
さ
れ
て
い
る
（
７
）。

こ
の
ふ
た
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
共
通
す
る
の
は
、
他
者
の
熱
中
を
間
近
に
み

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
染
す
る
よ
う
に
「
私
」
も
熱
中
し
か
け
る
、
と
い
う
構

造
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、「
私
」
の
「
ウ
ソ
」
に
よ
っ
て
作
り
あ
げ

ら
れ
た
、
虚
構
と
し
て
の
熱
中
の
あ
り
よ
う
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
は
、「
私
」
が
自
発
的
に
、
内
発
的
に
何
事

か
に
熱
中
し
た
末
に
、
そ
の
自
身
の
熱
中
を
他
者
の
模
倣
と
し
て
感
知
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
聞
こ
え
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、「
コ
イ
」
の
話
以

降
に
お
け
る
虚
構
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
、「
私
」
の
熱
中
そ
の
も
の
が
他
者
の

模
倣
と
し
て
立
ち
あ
が
り
、
そ
の
後
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
の
性
質
は
、「
コ
イ
」
の
話
を
分
水
嶺
と

し
て
そ
の
性
質
を
変
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
作
に
お
け
る
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の

音
は
、
前
半
部
と
後
半
部
と
に
分
け
て
把
握
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
先
に
見
た

手
紙
の
末
部
の
記
述
に
お
い
て
、「
ウ
ソ
ば
っ
か
り
書
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。」
と
「
私
」
が
告
白
す
る
と
き
、
こ
こ
で
明
か
さ
れ
て
い
る
の
は
、
後
半

部
の
虚
構
性
―
―
す
な
わ
ち
手
紙
の
後
半
部
に
そ
も
そ
も
「
私
」
の
内
発
的
な

熱
狂
の
類
い
が
全
く
現
れ
出
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
虚
構
の
後
半
部
―
―「
コ
イ
」

の
話
以
降
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
―
―
を
記
し
た
「
私
」
が
、
そ
の
手
紙
の
末
部
に
お

い
て
、
自
身
の
手
紙
が
「
ウ
ソ
ば
っ
か
り
」
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
な
が
ら
も
、

最
後
に
「
し
か
し
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
だ
け
は
、
ウ
ソ
で
な
い
よ
う
で
す
。」
と

手
紙
を
結
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
は
、
前
半
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部
の
音
の
み
を
指
し
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
虚
構
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
な

か
で
ひ
び
い
た
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
も
ま
た
、「
ウ
ソ
で
な
い
」
の
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
前
半
部
と
後
半
部
の
音
の
性
質

の
差
異
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
共
通
点
―
―
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
ど

ち
ら
も
他
者
の
模
倣
の
の
ち
に
聞
こ
え
て
く
る
音
で
あ
る
点
―
―
こ
そ
が
重
要

な
の
で
あ
る
。

前
半
部
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
い
て
は
、「
私
」
の
内
部
に
あ
っ
た
情
熱
な
る

も
の
が
外
部
に
で
る
と
き
、
そ
の
情
熱
は
「
私
」
自
身
の
表
出
と
し
て
で
は
な

く
、
何
者
か
の
模
倣
と
し
て
、
何
者
か
の
影
響
下
の
表
現
と
し
て
、
の
み
結
実

す
る
。
後
半
部
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
い
て
は
、「
私
」
の
内
部
か
ら
情
熱
の
よ

う
な
も
の
は
取
り
出
さ
れ
ず
、
そ
の
情
熱
は
常
に
何
者
か
の
情
熱
の
模
倣
と
し

て
、
伝
染
す
る
よ
う
に
「
私
」
に
宿
る
。
す
な
わ
ち
双
方
に
お
い
て
「
私
」
は
、

「
私
」
だ
け
の
情
熱
、「
私
」
だ
け
の
熱
中
、「
私
」
だ
け
の
自
己
を
表
出
し
え

な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
私
」
に
表
現
す
べ
き
内
部
な
ど
な
く
、
な
い
も

の
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
所
作
そ
の
も
の
に
「
ウ
ソ
」
を
生
じ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
「
ウ
ソ
」
が
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音

を
引
き
起
こ
す
の
だ
。

模
倣
以
外
に
自
己
表
現
の
方
法
を
持
た
な
い
こ
と
。
こ
の
悩
み
そ
の
も
の
で

す
ら
、「
私
」
独
自
の
悩
み
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
手
紙
は
、「
私
ひ
と
り

の
問
題
で
な
く
、
他
に
も
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
思
い
で
悩
ん
で
い
る
ひ
と
が
あ

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
」
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
悩
み

は
す
な
わ
ち
、「
日
ま
し
に
自
分
が
く
だ
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
よ
う
な

気
が
し
て
、
実
に
困
っ
て
い
る
」
と
い
う
悩
み
―
―
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
本

当
な
ら
ば
く�

だ�

ら�

な�

い�

も�

の�

で�

は�

な�

い�

自�

分�

が
い
る
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
を
表

現
し
よ
う
と
す
る
と
誰
か
の
模
倣
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
悩
み
、
な
の
で
あ

る
。
教
科
書
教
材
と
し
て
の
本
作
の
教
材
的
価
値
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
点

を
取
り
上
げ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
き
に
、
指
導
書
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
教
材
の
価
値
」
を
紹
介
し
た
が
、

そ
こ
で
は
「
正
解
に
絶
対
は
な
い
」
こ
と
を
示
す
本
作
が
、「
社
会
に
共
通
し

た
価
値
観
（
大
き
な
物
語
）
を
失
っ
た
平
成
の
現
代
を
生
き
る
我
々
や
、
そ
れ

ぞ
れ
の
物
語
に
熱
中
し
て
は
な
ぜ
か
や
る
気
を
失
っ
て
し
ま
う
高
校
生
た
ち
に

も
、
十
分
に
機
能
す
る
価
値
あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
あ
る
こ
と
が
「
価
値
」
と

し
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
指
導
書
の
読
解
は
、「
私
」
の
手
紙
の

内
容
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
「
相
対
化
」
す
る
「
小
説
の
作

者
」
の
語
り
―
―
こ
こ
で
は
「
こ
の
奇
異
な
る
手
紙
を
受
け
取
っ
た
某
作
家
は
、

む
ざ
ん
に
も
無
学
無
思
想
の
男
で
あ
っ
た
が
、
次
の
ご
と
き
返
答
を
与
え
た
。」

と
い
う
記
述
―
―
と
、
そ
の
後
の
「
某
作
家
」
の
手
紙
と
を
重
視
し
、
本
作
の

末
部
を
重
く
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
、
高
校

で
の
実
際
の
授
業
展
開
を
考
え
た
場
合
、
単
元
の
後
半
に
重
要
事
項
を
一
極
化

さ
せ
る
よ
う
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
さ
を
引
き
お
こ
す
。

同
指
導
書
の
「
学
習
指
導
の
展
開
例
」
は
、
本
単
元
の
配
当
時
間
を
六
時
間

と
し
、
第
一
時
限
に
は
作
品
背
景
の
学
習
を
設
定
し
、
第
二
時
限
に
は
終
戦
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
ま
で
、
第
三
時
限
に
は
郵
便
局
で
の
労
働
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
ま
で
、

第
四
時
限
に
は
デ
モ
の
話
ま
で
、
第
五
時
限
に
は
作
品
末
部
ま
で
を
読
み
、
第
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六
時
限
に
ま
と
め
を
置
い
て
い
る
。
作
品
の
教
材
的
価
値
を
「
相
対
化
」
に
お

き
、
語
り
の
構
造
か
ら
「
正
解
に
絶
対
は
な
い
」
こ
と
を
読
み
取
ら
せ
る
こ
と

を
主
眼
と
す
る
と
す
れ
ば
、
本
作
の
要
点
が
第
五
時
限
、
第
六
時
限
に
集
中
す

る
こ
と
に
な
る
。

む
ろ
ん
、
本
作
に
お
け
る
語
り
の
構
造
が
重
要
な
学
び
の
ひ
と
つ
と
し
て
設

定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
異
論
は
な
い
し
、
次
節
で
は
語
り
に
つ
い

て
も
分
析
を
試
み
る
。
こ
こ
で
主
張
し
た
い
の
は
、
第
二
、
三
、
四
時
限
に
も

う
ひ
と
つ
の
山
場
を
設
定
し
た
授
業
展
開
の
可
能
性
な
の
で
あ
る
。

「
私
」
の
手
紙
は
、
教
科
書
掲
載
時
の
本
文
校
訂
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
質
を

原
文
か
ら
変
化
さ
せ
て
い
た
。
こ
の
校
訂
を
肯
定
的
に
と
ら
え
る
と
す
れ
ば
、

終
戦
の
場
面
で
は
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
の
原
点
は
玉
音
放
送
と
い
う
瞬
間
か
ら

遠
ざ
け
ら
れ
、
各
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
比
較
の
う
ち
に
読
み
取
り
し
う
る
か
た
ち
に

変
化
し
て
い
た
し
、
選
挙
の
場
面
で
は
戦
後
政
治
不
信
は
見
え
に
く
く
な
り
、

戦
前
・
戦
中
／
戦
後
と
い
う
対
立
図
式
の
中
で
戦
後
に
「
自
由
」
な
政
治
が
立

ち
現
れ
た
、
と
い
う
構
造
へ
と
変
化
し
て
い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し

た
変
更
は
、
敗
戦
直
後
と
い
う
本
作
の
時
間
設
定
を
後
景
化
し
、
各
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
現
代
の
感
覚
に
普
遍
化
す
る
こ
と
に
役
立
っ
て
い
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
私
」
の
手
紙
に
お
け
る
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
の
苦
悩
を
敗
戦
後
の
青
年
特
有

の
苦
悩
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
青
年
期
特
有
の
苦
悩
と
し
て
敷

衍
し
て
捉
え
る
こ
と
の
な
か
に
、
現
在
の
教
室
で
の
教
材
的
価
値
が
生
ま
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
節
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
教
科
書
版
に
お
い
て
の
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
は
、

他
者
の
模
倣
に
根
ざ
し
て
発
生
す
る
音
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
訴
え
る

「
私
」
の
悩
み
と
は
、
く
だ
ら
な
い
も
の
な
ど
で
は
な
い
本
当
の
自
分
を
表
現

し
よ
う
と
す
る
と
、
い
つ
の
ま
に
か
模
倣
に
陥
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
悩
み
で

あ
っ
た
。
自
分
だ
け
の
、
か
け
が
え
の
な
い
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
私
」
の
欠
如

―
―
い
わ
ば
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
稀
薄
さ
へ
の
苦
悩
を
青
年
期
の
苦
悩
と

し
て
読
み
と
る
こ
と
が
、
作
品
と
現
在
の
高
校
生
と
を
結
ぶ
、
も
う
ひ
と
つ
の

教
材
的
価
値
と
な
る
の
で
あ
る
。

５
、
語
り
の
構
造

繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
指
導
書
で
は
本
作
の
末
部
の
語
り
手
の
地

の
文
―
―
「
小
説
の
作
者
」
の
記
述
―
―
と
、「
某
作
家
」
の
手
紙
と
を
重
視

し
、
そ
こ
か
ら
語
り
の
「
相
対
化
」
を
読
み
と
っ
て
い
る
。
本
節
で
は
「
相
対

化
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
そ
の
読
解
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
前
節
で
み
て
き

た
「
私
」
の
苦
悩
を
考
慮
に
い
れ
、
語
り
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

本
作
は
「
私
」
と
「
某
作
家
」
の
ふ
た
つ
の
手
紙
と
、
そ
れ
を
繋
ぐ
地
の
文

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
某
作
家
」
の
手
紙
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
、
そ
の
聖
書
引
用
の
意
味
を
問
う
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

「
身
と
霊
魂
と
を
ゲ
ヘ
ナ
に
て
滅
ぼ
し
得
る
者
」
と
い
う
の
を
神
と
し
て
捉
え

る
の
か
、
人
と
し
て
捉
え
る
の
か
、
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
神

と
し
て
捉
え
る
論
考
は
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
の
神
学
的
解
釈
や
太
宰
が
購

読
し
て
い
た
雑
誌
「
聖
書
知
識
」
の
解
釈
な
ど
を
論
拠
と
し
、
人
と
し
て
捉
え
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る
論
考
は
、『
斜
陽
』
に
書
か
れ
た
「
身
と
霊
魂
と
を
ゲ
ヘ
ナ
に
て
滅
ぼ
し
得

る
者
、
あ
あ
、
私
は
自
分
こ
そ
、
そ
れ
だ
と
言
い
張
り
た
い
の
だ
。」
と
い
う

記
述
を
参
照
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。

だ
が
、
教
室
で
の
読
解
を
考
え
る
本
稿
の
目
的
意
識
か
ら
鑑
み
た
場
合
、
こ

の
ふ
た
つ
の
読
解
は
、
ど
ち
ら
も
授
業
と
し
て
展
開
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
基
礎
知
識
を
時
間
を
取
っ
て
説
明
す
る

こ
と
は
現
状
の
国
語
科
教
育
で
は
難
し
い
し
、
長
篇
と
呼
ん
で
い
い
『
斜
陽
』

を
メ
タ
・
テ
ク
ス
ト
と
し
て
紹
介
す
る
に
は
一
単
元
あ
た
り
の
時
間
的
な
制
約

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

指
導
書
で
は
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
先
に
述
べ
た
ふ
た
つ
の
解
釈
を
と
も
に

紹
介
し
た
う
え
で
、
人
と
し
て
捉
え
る
解
釈
に
近
い
と
立
場
を
説
明
し
つ
つ
も

最
終
的
に
は
授
業
者
に
判
断
を
委
ね
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「「
某

作
家
」
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
こ
の
聖
句
を
引
用
し
た
か
」
を
問
題
化
し
、「
今

あ
る
自
分
の
現
実
を
疑
い
、
勇
気
を
も
っ
て
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
人
を
「
畏

敬
」
し
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
を
「
某
作
家
」
は
「
私
」
に
言
う
た
め
に
聖
書

の
こ
の
句
を
引
用
し
た
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

だ
が
、「
私
」
の
手
紙
に
対
し
て
「
某
作
家
」
が
教
え
を
説
い
て
い
る
と
す

る
こ
の
読
解
は
、
指
導
書
が
設
定
し
て
い
る
「
相
対
化
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

か
ら
外
れ
る
も
の
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。「
私
」
の
相
談
に
対
し
て
「
某
作

家
」
が
返
答
す
る
、
と
い
う
質
疑
応
答
式
に
読
み
解
い
た
場
合
、「
某
作
家
」

の
手
紙
は
「
私
」
の
手
紙
を
構
造
的
に
「
相
対
化
」
し
た
、
と
は
呼
び
が
た
い
。

も
し
「
相
対
化
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
学
び
を
展
開
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ

の
ふ
た
つ
の
手
紙
の
ど
の
よ
う
な
構
造
、
ど
の
よ
う
な
性
質
が
相
対
的
で
あ
る

の
か
、
と
い
う
問
題
設
定
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
私
」
の
手
紙
に
表
れ
て
い
た
苦
悩
は
、
自
己
表
現
が
模
倣
と
し
て
し
か
立

ち
あ
が
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
で
、「
某
作
家
」
の
手

紙
を
み
て
み
た
い
。

拝
復
。
気
取
っ
た
苦
悩
で
す
ね
。
僕
は
、
あ
ま
り
同
情
し
て
は
い
な
い

ん
で
す
よ
。
十
指
の
指
差
す
と
こ
ろ
、
十
目
の
見
る
と
こ
ろ
の
、
い
か
な

る
弁
明
も
成
立
し
な
い
醜
態
を
、
君
は
ま
だ
避
け
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。

真
の
思
想
は
、
英
知
よ
り
も
勇
気
を
必
要
と
す
る
も
の
で
す
。
マ
タ
イ
十

章
、
二
八
、「
身
を
殺
し
て
霊
魂
（
た
ま
し
い
）
を
こ
ろ
し
得
ぬ
者
ど
も

を
懼
（
お
そ
）
る
な
、
身
と
霊
魂
と
を
ゲ
ヘ
ナ
に
て
滅
ぼ
し
得
る
者
を
お

そ
れ
よ
」
こ
の
場
合
の
「
懼
る
」
は
、「
畏
敬
」
の
意
に
ち
か
い
よ
う
で

す
。
こ
の
イ
エ
ス
の
言
に
、
霹
靂
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
君
の
幻

聴
は
止
む
は
ず
で
す
。
不
尽
。

こ
の
短
い
返
信
に
、
教
科
書
で
は
五
つ
も
の
注
―
―
「
十
指
の
指
差
す
と
こ

ろ
、
十
目
の
見
る
と
こ
ろ
」、「
マ
タ
イ
」、「
ゲ
ヘ
ナ
」、「
霹
靂
」、「
不
尽
」

―
―
を
付
し
て
い
る
。
特
に
重
要
な
の
が
、
初
め
の
ふ
た
つ
の
注
で
あ
る
。「
十

指
の
指
差
す
と
こ
ろ
、
十
目
の
見
る
と
こ
ろ
」
は
「
多
く
の
人
の
意
見
が
一
致

す
る
こ
と
、
多
く
の
人
が
正
し
い
と
認
め
る
と
こ
ろ
。
中
国
の
五
経
の
一
つ「
礼

記
」
の
一
節
。」
と
あ
り
、「
マ
タ
イ
」
は
「『
新
約
聖
書
』
の
「
マ
タ
イ
伝
福
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音
書
」。
マ
タ
イ
は
イ
エ
ス
の
直
弟
子
で
、
十
二
使
徒
の
一
人
と
さ
れ
る
。」
と

あ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
こ
の
「
某
作
家
」
の
手
紙
の
多
く
の
部
分
が

引
用
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
某
作
家
」
は
、「
私
」
に
ト
カ
ト
ン
ト
ン
が
き
こ
え
て
く
る
ま
さ
に
そ
の
仕

掛
け
を
転
用
す
る
か
の
よ
う
に
、
他
者
の
思
想
の
模
倣
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら

の
手
紙
を
書
き
あ
げ
る
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、「
マ
タ
イ
伝
福
音
書
」
そ
の

も
の
が
、「
イ
エ
ス
の
言
」
の
引
用
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
で
あ

る
な
ら
ば
、「
某
作
家
」
の
手
紙
が
果
た
す
「
相
対
化
」
の
機
能
と
は
、「
私
」

の
抱
く
青
年
期
の
悩
み
を
、
人
間
一
般
の
悩
み
へ
と
敷
衍
す
る
も
の
だ
と
い
え

る
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
表
現
は
、
常
に
な
に
か
の
模
倣
と
し
て
し
か
表
れ
得

な
い
こ
と
。
こ
れ
を
身
を
も
っ
て
伝
え
る「
某
作
家
」の
手
紙
が「
不
尽
」―
―
注

に
従
え
ば
「
十
分
に
思
い
を
尽
く
せ
な
い
、
と
い
う
意
。」
―
―
と
結
ば
れ
る

と
き
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
は
「
某
作
家
」
に
も
き
こ
え
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
「
真
の
思
想
」
に
つ
い
て
語
る
「
某
作
家
」
を
、「
む

ざ
ん
に
も
無
学
無
思
想
の
男
」
と
断
ず
る
語
り
手
の
「
相
対
化
」
作
用
に
つ
い

て
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
指
導
書
で
は
こ
の
語
り
手
を
「
小
説
の
作
者
」
と

よ
び
、
ふ
た
つ
の
手
紙
を
主
観
的
に
評
価
す
る
主
体
を
み
る
こ
と
で
、
両
者
を

「
相
対
化
」
す
る
記
述
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

だ
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
小
説
の
作
者
」
の
語
り
が
逆
説
的
に
絶
対

化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、「
小
説
の
作
者
」
の
語
り
そ
の

も
の
の
「
相
対
化
」
を
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

こ
の
地
の
文
の
語
り
手
を
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
と
い
う
「
小
説
の
作
者
」
と

し
て
置
い
て
み
た
と
き
、
こ
の
「
小
説
の
作
者
」
が
行
っ
て
い
る
の
は
、
地
の

文
の
記
述
の
み
な
ら
ず
、
ふ
た
つ
の
手
紙
を
地
の
文
で
結
ぶ
形
に
編
成
し
、
ひ

と
つ
の
小
説
と
し
て
立
ち
あ
げ
る
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
こ
で
は
本
作
を
、
ふ
た
つ
の
手
紙
の
引
用
お
よ
び
編
集
に
よ
っ
て
創

作
さ
れ
た
小
説
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
す
る
と
、「
小
説
の
作
者
」
の
振
る

舞
い
も
ま
た
、「
私
」
の
手
紙
や
「
某
作
家
」
の
返
信
と
同
じ
よ
う
に
、
引
用

に
よ
る
表
現
活
動
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
８
）。

こ
れ
に
よ
っ
て
、「
私
」
の
手
紙
、「
某
作
家
」
の
返
信
、
そ
し
て
「
ト
カ
ト

ン
ト
ン
」と
い
う
作
品
そ
の
も
の
が
、
す
べ
て
模
倣
・
引
用
の
問
題
と
し
て「
相

対
化
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
私
」
の
苦
悩
を
、「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
と
い
う

作
品
の
構
造
そ
の
も
の
が
「
相
対
化
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
表
現
に
お

け
る
模
倣
の
不
可
避
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

６
、
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
教
科
書
作
品
と
し
て
の
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
の
学
び
を
検
討
し
、

ふ
た
つ
の
新
た
な
可
能
性
を
指
摘
し
て
き
た
。

ひ
と
つ
に
は
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
の
性
質
が
本
文
校
訂
に
よ
っ
て
原
文
か

ら
変
化
し
て
お
り
、
教
科
書
版
で
各
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
類
推
し
つ
つ
考
え
る
と
、

こ
の
音
が
他
者
の
模
倣
に
よ
っ
て
作
動
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
自
己
を
表
現
し
え
な
い
青
年
の
苦
悩
と
し
て
立
ち
現

れ
て
い
た
。
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も
う
ひ
と
つ
に
は
、
そ
の
模
倣
の
苦
悩
が
青
年
期
特
有
の
悩
み
な
の
で
は
な

く
、
あ
ら
ゆ
る
自
己
表
現
の
際
の
必
然
的
機
構
で
あ
る
こ
と
を
、「
某
作
家
」

の
手
紙
お
よ
び
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
の
作
品
構
造
が
示
し
て
い
た
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ふ
た
つ
の
教
材
的
価
値
を
お
い
て
授
業
展
開
を
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
展
開
の
前
半
と
後
半
に
要
所
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
う
し

て
も
第
一
段
落
か
ら
読
み
進
め
る
こ
と
に
な
り
が
ち
な
教
室
で
の
展
開
を
考
え

た
と
き
、「
私
」
の
手
紙
を
読
む
前
半
に
も
大
き
な
学
習
目
標
を
お
く
こ
と
が

で
き
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。
指
導
書
の
展
開
に
従
う
場
合
、
現
在

の
高
校
生
と
戦
後
文
学
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
と
が
連
絡
性
を
も
つ
の
は
「
小
説

の
作
者
」
の
記
述
が
あ
ら
わ
れ
る
末
部
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
方
で
ト
カ
ト
ン
ト
ン
の
音
か
ら
模
倣
の
苦
悩
を
読
み
と
る
読
解
で
は
、「
私
」

の
手
紙
を
読
み
進
め
る
授
業
展
開
の
前
半
で
「
私
」
と
の
親
近
性
を
感
じ
さ
せ

つ
つ
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
と
も
に
、
後
半
の
読
解
を
通
し

て
自
己
表
現
そ
の
も
の
、
表
現
行
為
そ
の
も
の
に
対
す
る
理
解
へ
と
導
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
『
太
宰
治
全
集
』
第
八
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
五
六
年
五
月
）。

（
２
）
夏
目
武
子
「
太
宰
治
と
プ
レ
ス
コ
ー
ド
」（「
文
学
と
教
育
」
一
九
九
五

年
一
一
月
）。

（
３
）
長
野
秀
樹
「
伏
流
す
る
悪
意

太
宰
治
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
論
」（「
敍

説
」
Ⅶ
、
一
九
九
三
年
一
月
）。

（
４
）
野
村
智
之
「
作
品
論
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
―
―
「
問
題
解
決
へ
の
手
掛

か
り
」
と
し
て
の
イ
エ
ス
へ
の
信
仰
」（「
無
頼
の
文
学
」
一
九
九
八
年
四

月
）。

（
５
）
斎
籐
理
生
「
太
宰
治
の
小
説
の
〈
笑
い
〉
―
―
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
を

中
心
に
」（「
キ
リ
ス
ト
教
文
学
研
究
」
二
〇
一
七
年
五
月
）。

（
６
）
西
村
将
洋
「
戦
後
思
想
と
太
宰
治
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」」（
斎
籐
理
生
、

松
本
和
也
編
『
新
世
紀

太
宰
治
』
双
文
社
、
二
〇
〇
九
年
六
月
）。

（
７
）
ス
ポ
ー
ツ
の
情
熱
は
、
何
の
生
産
性
も
持
た
な
い
、
と
い
う
意
味
で
作

品
中
で
は
「
虚
無
の
情
熱
」
と
い
う
表
現
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、

ス
ポ
ー
ツ
こ
そ
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
推
進
す
る
占
領
政
策
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

ス
ポ
ー
ツ
・
セ
ッ
ク
ス
・
そ
し
て
ス
ク
リ
ー
ン
の
代
わ
り
に
文
学
。
こ
れ

ら
〈
３
Ｓ
〉
か
ら
「
私
」
が
距
離
を
と
る
―
―
そ
れ
も
、「
純
白
の
ス
ク

リ
ン
」
を
み
る
か
の
よ
う
に
―
―
の
は
、
本
質
的
に
、
占
領
政
策
か
ら
の

距
離
で
も
あ
る
。

（
８
）
実
際
の
授
業
展
開
を
考
え
た
と
き
、
例
え
ば
第
一
時
限
に
お
い
て
、「
ト

カ
ト
ン
ト
ン
」
の
背
景
に
太
宰
と
保
知
勇
二
郎
と
の
実
際
の
書
簡
の
や
り

と
り
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
お
く
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

こ
こ
で
の
「
小
説
の
作
者
」
の
振
る
舞
い
も
ま
た
、
現
実
の
太
宰
の
振
る

ま
い
と
相
同
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

（
わ
た
な
べ
ゆ
う
た

本
学
日
本
学
研
究
所
研
究
員
）
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