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意
見
文
を
書
く

●●
●
●

0

●

「

一

五
」
の
関
わ
り

お

こ

の

ぎ

け

い

ご

小
此
木
啓
吾

ち
に
、
お
兄
ち
ゃ
ん
は
お
兄
ち
ゃ
ん
、
妹
は
妹
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ポ
ケ
ッ
ト

か
ら
取
り
出
し
て
ゲ
ー
ム
を
始
め
た
。
せ
っ
か
く
の
家
族
連
れ
な
の
に
、

二
人
と
も
ゲ
ー
ム
に
夢
中
だ
。

誰
も
が
こ
う
し
た
高
度
の
お
相
手
と
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
す
時
代
に
な
っ

た
。
そ
も
そ
も
今
の
子
ど
も
た
ち
は
、
兄
弟
の
数
が
少
な
く
、
近
隣
の
友

達
に
も
恵
ま
れ
な
い
。
大
人
た
ち
も
忙
し
く
、
遊
び
相
手
に
な
っ
て
く
れ

な
い
。
ゲ
ー
ム
は
、
遊
び
相
手
の
い
な
い
現
代
の
子
ど
も
た
ち
に
、
現
代

社
会
が
与
え
た
最
高
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
で
あ
る
。

意
見
文
と
は
、
あ
る
問
題
に
つ
い
て
、
自
分
の
意
見
や
主
張
を
論
理
的
に
述
べ
た
文
章
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

意
見
文
を
書
く
時
に
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
自
分
の
意
見
を
持
ち
、
そ
れ
を
読
み
手
に
分
か
り
や
す
く
展
開
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

意
見
文
に
は
、
あ
る
テ
ー
マ
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
分
は
ど
う
考
え
る
か
を
書
く
も
の
や
、
特
定
の
主

張
に
対
し
て
、
賛
成

・
反
対
な
ど
立
場
を
明
確
に
し
て
自
分
の
考
え
を
書
く
も
の
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
こ
の
単

元
で
は
、
文
章
を
読
ん
で
、
筆
者
の
主
張
に
対
す
る
意
見
を
薔
く
技
術
を
学
ぶ
。

次
に
掲
げ
た
教
材
文
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
正
確
に

受
け
止
め
、
そ
れ
に
対
し
て
の
意
見
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。

先
日
、
比
較
的
す
い
た
電
車
に
乗

っ
た
。
何
人
か
の
若
者
が
次
々
に
乗

車
し
て
腰
を
下
ろ
す
。
す
る
と
、
誰
も
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
と
た
ん
に
携
帯

電
話
を
取
り
出
し
て
、　
一
人
で
じ
っ
と
画
面
を
見
つ
め
て
い
る
。
ど
う
や

⊃

ら

一
人
は
ゲ
ー
ム
を
や

っ
て
い
る
ら
し
い
。
ま
た

一
人
は
Ｅ
メ
ー
ル
を

送

っ
て
い
る
ら
し
い
。
席
に
着
く
と
、
と
た
ん
に
そ
れ
が
始
ま
る
習
慣
に

な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

日
の
前
に
、
幼
稚
園
く
ら
い
の
お
兄
ち
ゃ
ん
と
、
妹
を
連
れ
た
母
親
が

座

っ
て
い
た
。
と
て
も
楽
し
そ
う
な
雰
囲
気
で
い
い
な
と
思
っ
て
い
る
う

94

◆

95

こ
の
ゲ
ー
ム
に
対
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
と
て
も
わ
が
ま
ま
で
自
分
勝

手
で
あ
る
。
ほ
か
の
現
実
の
用
事
が
で
き
て
、
ゲ
ー
ム
か
ら
現
実
の
世
界

に
立
ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
は
、
さ
っ
き
と
電
源
を
切
っ
て
、

遊
び
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
遊
ぶ
側
の
自
分
本
位
、　
一
方
的
な
都
合

を
優
先
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
も
し
人
間
の
遊
び
相
手
で
あ
れ
ば
、
５

せ
っ
か
く
相
手
を
頼
ん
だ
の
だ
か
ら
、
こ
ち
ら
が
遊
び
た
く
な
く
な
っ
た

か
ら
と
い
っ
て
そ
う
簡
単
に
や
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
せ
っ
か
く
呼

ん
だ
友
達
に
帰
っ
て
く
れ
と
は
言
え
な
い
。
ゲ
ー
ム
機
械
に
は
そ
の
よ
う

な
気
遣
い
も
遠
慮
も
い
ら
な
い
。

こ
ん
な
ふ
う
に
、
高
度
の
お
相
手
機
能
を
備
え
た
コ
ン
ピ
ユ
ー
タ
ー
と
　
０

の
関
わ
り
の
中
で
、
人
間
の
遊
び
相
手
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
す
ば

ら
し
い
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
関
わ
り
を
私
は

「
一
・
五
」
の
関
わ
り
と
よ
ん
で
い
る
。

そ
れ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
時

代
を
遡
る
と
、
テ
レ
ビ
、
ビ
デ
オ
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
関
わ
り
で
あ
り
、
“

更
に
遡
る
と
、
そ
も
そ
も
お
人
形
や
縫
い
ぐ
る
み
と
の
幻
想
的
な
関
わ
り

が
そ
の
心
の
起
源
に
な
っ
て
い
る
。

私
の
つ
く

っ
た
こ
の

「
一
・
五
」
と
い
う
言
葉
の
語
源
は
、
我
々
精
神

分
析
学
者
が
、
数
値
的
な
比
喩
で
表
す

一
者
関
係
、
二
者
関
係
、
三
者
関

係
と
い
う
言
葉
遣
い
に
発
し
て
い
る
。

五
」
の
関
わ
り

「
二

・
〇
」
で
表
す
二
者
関
係
は
、　
一
対

一
の
人
と
人
の
関
わ
り
、
つ

ま
り

（
一
十

一
＝
二
〉
の
関
わ
り
を
い
う
。
あ
な
た
と
私
、
君
と
僕
の
よ

う
な
人
と
人
と
の
関
係
で
あ
る
。
夫
と
妻
、
友
人
ど
う
し
の
間
に
は
、
お

互
い
に
愛
も
あ
れ
ば
憎
し
み
も
あ
る
。
愛
し
合
う
時
も
あ
れ
ば
、
憎
み
、

争
う
時
も
あ
る
。
愛
と
憎
し
み
の
相
克
を
克
服
し
な
が
ら
、
喧
嘩
し
た
り

仲
直
り
し
て
、
お
互
い
の
関
係
を
発
展
さ
せ
て
い
く
の
が
二
者
関
係
の
原

理
で
あ
る
。
こ
れ
を
相
互
性

（日
，
８
〓
く
）
と
よ
ぶ
。

こ
れ
に
対
し
て
、
父

・
母

・
子
と
い
っ
た
、　
一
対

一
の
関
係
と
は
異
な

る
次
元
の
人
間
関
係
を
二
者
関
係
と
よ
ぶ
。
数
値
的
に
表
現
す
る
と
コ
千

○
」
の
間
柄
で
あ
る
。
母
と
子
、
父
と
子
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
二
者
関
係

と
、
父

・
母

・
子
と
い
う
三
者
関
係
で
は
、
そ
こ
で
働
く
心
理
学
的
法
則

に
違
い
が
あ
る
。

人
々
の
中
に
は
、
二
者
関
係
で
は
と
て
も
誠
実
で
愛
情
こ
ま
や
か
で
、

親
密
な
間
柄
を
持

つ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
三
者
関
係
に
な
る
と
ど
う

も
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
人
が
い
る
。

例
え
ば
、
や
き
も
ち
や
き
の
人
。　
一
対

一
の
間
柄
で
愛
情
が
深
く
な
る

に
つ
れ
て
、
そ
の
相
手
が
別
な
相
手
と
二
者
関
係
を
持
つ
こ
と
に
嫉
妬
心

を
起
こ
す
。
あ
る
い
は
、
母
と
子
が
二
人
だ
け
だ
と
仲
良
く
し
て
い
る
が
、

そ
こ
に
父
が
参
加
す
る
と
、
子
ど
も
は
そ
の
父
の
参
加
を
嫌
が
っ
て
、
父

①
Ｅ
メ
ー
ル
　
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
を
使
っ
て
、
文
章
や
画
像
な
ど
を
送
付
す
る

シ
ス
テ
ム
．
電
子
メ
ー
ル
．



◆
意
見
文
を
■
く

を
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
は
父
と
子
の
争
い
が
起
こ
る
。
父
母
そ

れ
ぞ
れ
、
息
子
と
二
人
の
時
に
は
よ
い
父
親
、
よ
い
母
親
な
の
だ
が
、
父

母
に
は
、
父
と
母
、
二
人
だ
け
の
世
界
も
あ
る
。
息
子
が
父
母
の
世
界
か

ら
締
め
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
息
子
は
父
と
母
に
不
満

や
怒
り
を
覚
え
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

こ
ん
な
ふ
う
に
三
者
関
係
を
円
滑
に
発
展
さ
せ
る
に
は
、
二
者
関
係
と

は
型
の
違
う
適
応
能
力
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
い
つ
た
意
味
で
、
三
者
関

係
は
、
よ
り
社
会
性
の
高
い
集
団
心
理
の
原
型
を
我
々
に
提
供
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
比
喩
と
し
て
使
う

「
一
・
五
」
は
、
人
間
の
心
と
対
象
の

関
わ
り
を
こ
の
よ
う
に
数
値
的
に
表
現
す
る
文
脈
の
中
で
用
い
ら
れ
る
。
　

ｌｏ

そ
れ
は
、
「
一
。
○
」
の
人
間
と

（̈Ｙ

五
」
の
対
象
と
い
う
数
値
に
よ
っ

て
た
と
え
ら
れ
る
人
間
の
心
と
対
象
と
の
関
わ
り
で
あ
る
．
つ
ま
り
、
（
一

＋
○

・
五
――

一
・
五
〉
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う

「○

・
五
」
の
対
象
は
半

ば
人
間
扱

い
さ
れ
た
り
擬
人
的
な
機
能
を
備
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で

「○

・
五
」、　
つ
ま
り
半
分
だ
け
人
間
的
で
あ
る
。
し
か
も
本
物
の
人
間
で
　
ヽ

０

は
な
い
。
む
し
ろ
物
体
●

シ
ン
に
す
ぎ
な
い
。
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
は
、
と
て

も
人
間
的
な
、
友
達
に
代
わ
る
よ
う
な
お
相
手
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
単
な
る
ゲ
ー
ム
機
械
に
す
ぎ
な
い
。

周
り
か
ら
見
る
と
物
体
に
す
ぎ
な
い
相
手
に
、
あ
た
か
も
本
物
の
お
相

②

手
の
よ
う
な
思
い
を
託
し
て
、
そ
れ
に
関
わ
る
。
こ
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
　
∞

（錯
覚
）
に
よ
る
関
わ
り
が
、
「
一
・
五
」
の
関
わ
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
二

・
〇
」
や

「三

・
〇
」
の
関
わ
り
に
対
し
て
、
「
一
・

○
」
の
世
界
が
あ
る
。
こ
こ
で
い
う

「
一
・
○
」
は

一
者
関
係
、
つ
ま
り
、

自
分

一
人
で
自
分
だ
け
の
世
界
に
開
じ
こ
も
っ
て
い
る
主
観
的
な
状
態
を

ゆ

い
う
。
周
囲
か
ら
は
、
‐卵

き
こ
も
り
と
か
、
自
開
的
な
ど
と
よ
ば
れ
る
。

瞑
想
に
ふ
け
る
と
か
、　
一
人
で
自
室
に
閉
じ
こ
も
っ
て
主
観
的
な
思
索
や
　
６

空
想
に
ふ
け
る
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
、　
一
人
だ
け
で
き
ま
ざ
ま
な
幻
想

を
巡
ら
す
世
界
で
あ
る
。

私
た
ち
が
ゲ
ー
ム
の
中
に
普
通
の
人
以
上
の
思
い
を
託
し
、
そ
の
世
界

の
中
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
間
は
、
確
か
に
幻
想
的
で
は
あ
る
が
、
妄
想

で
は
な
く
て
む
し
ろ
錯
覚
の
状
態
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ゲ
ー
ム
が
終
わ
れ
　
Ю

ば
た
だ
の
マ
シ
ン
に
戻
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
心
性
の
起
源
は
、
お
人
形
や
縫
い
ぐ
る
み
を
か
わ
い
が
り
、

お
遊
び
相
手
に
し
て

「ご
っ
こ
」
す
る
子
ど
も
の
心
性
に
由
来
し
て
い
る
。

子
ど
も
た
ち
は
み
ん
な
、
小
さ
な
お
人
形
を
パ
パ
や
マ
マ
、
ま
た
自
分

に
見
立
て
て
ブ
レ
ー
に
熱
中
す
る
。
そ
れ
は
、
錯
覚
の
世
界
だ
。
な
ぜ
な
　
ヽ

ら
ば
、
「も
う
お
遊
び
は
終
わ
り
に
し
よ
う
ね
い
と
言
う
と
、
と
た
ん
に

現
実
に
戻
っ
て
、
現
実
の
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
の
世
界
に
帰
る
。

ス
ヌ
ー
ピ
ー
や
テ
デ
ィ
ベ
ア
を
か
わ
い
い
、
か
わ
い
い
と
か
わ
い
が
る

子
ど
も
た
ち
も
同
じ
だ
。
こ
れ
ら
の
対
象
こ
そ
、
本
来
物
体
で
あ
り
な
が

ら
人
間
的
な
対
象
と
見
な
さ
れ
る
。
半
分
物
体
で
半
分
心
理
的
な
人
間
で
　
カ

9697

あ
る
と
い
う
意
味
で
、
「○

・
五
」
の
対
象
で
あ
る
。

「○

・
五
」
の
対
象
は
、
い
つ
か
は
、
私
た
ち
が
託
し
た
思
い
や
美
化

や
理
想
化
が
覚
め
る
と
、
元
も
子
も
な
い
単
な
る
物
体
に
戻
っ
て
し
ま
う
。

生
き
た
世
界
か
ら
突
然
死
の
世
界
に
遠
る
可
能
性
を
い
つ
も
含
ん
で
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
子
ど
も
と
お
人
形
、
縫
い
ぐ
る
み
と
の
関
わ
り
は
、
「
一
・　
５

五
」
の
関
わ
り
の
本
質
的
な
心
理
条
件
を
表
し
て
い
る
。

第

一
に
、
「○

・
五
」
の
対
象
は

「
一
・
○
」
の
人
間
や
生
き
た
存
在

の
代
理
と
し
て
の
役
割
を
担
う
。
そ
れ
は
、
今
述
べ
た
よ
う
な
高
度
な
お

相
手
機
能
を
備
え
て
い
る
。
「
一
・
五
」
の
関
わ
り
は
、
本
物
の
生
き
た

人
間
と
の

「
一
Ｔ

Ｏ
」
の
関
わ
り
の
代
理
と
い
う
意
味
を
持

っ
て
い
る
。
　

０

第
二
に
、
「○

・
五
」
の
対
象
で
あ
る
縫
い
ぐ
る
み
に
対
し
て
、
単
な

る
物
体
に
す
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
生
き
た
遊
び
友
達
の

よ
う
に
思
い
込
む
の
と
同
じ
よ
う
に
、
我
々
の
主
観
的
な
思
い
込
み
を
託

す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
物
体
に
す
ぎ
な
い
が
、
半
ば
人
間
的
な
思
い

を
託
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で

「○

・
五
」
の
対
象
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
“

第
二
に
、
こ
の
思
い
込
み
は
あ
る
程
度
人
々
と
共
有
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
お
人
形
と
子
ど
も
の
関
わ
り
は
、
決
し
て
閉
ざ
さ
れ
た

「
一
・
〇
」

の
幻
想
だ
け
の
世
界
で
は
な
い
。
こ
の

「
一
・
五
」
の
関
わ
り
を
と
も
に

す
る
時
に
、
子
ど
も
ど
う
し
の
お
人
形
を
使
ち
た
お
互
い
の
間
に

「ご
っ

こ
」
遊
び
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
心
理
は
、
お
互
い
相
手
に
何
か
思
い
を
　
η

託
し
、
ま
た
、
託
さ
れ
た
人
は
、
そ
の
託
さ
れ
た
思
い
を
役
割
と
し
て
演

ず
る
、
プ
レ
ー
の
世
界
の
営
み
へ
と
発
展
す
る
。

第
四
に
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

「ご
っ
こ
」
遊
び
に
は
、　
一
方
で
は
、

縫
い
ぐ
る
み
を
本
当
に
生
き
た
赤
ん
坊
の
よ
う
に
思
い
、
み
ん
な
で
「ご
っ

こ
」
を
演
じ
な
が
ら
、
し
か
も
他
方
で
は
、
や
は
り
縫
い
ぐ
る
み
は
縫
い
　
ｏ

ぐ
る
み
と
い
う
覚
め
た
認
識
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
「
Ｔ

五
」
の
関
わ
り
は
、
絶
え
ず
半
ば
目
覚
め
た
関
わ
り
で
あ
り
、
し
ら
け
た

０

関
わ
り
で
あ
り
、
時
に
は
、
な
が
ら
族
的
な
関
わ
り
で
あ
る
。

第
五
に
、
こ
の
マ
ル
チ
な
関
わ
り
の
気
楽
さ
と
冷
た
さ
は
、
と
て
も
自

分
勝
手
で
自
分
本
位
な
関
わ
り
を
含
ん
で
い
る
。
実
は
、
人
形
や
縫
い
ぐ
　
ｏ

る
み
に
対
す
る
私
た
ち
の
態
度
に
も
、
か
わ
い
が
り
た
い
時
に
か
わ
い
が

り
、
忘
れ
た
い
時
に
は
忘
れ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
自
分
本
位
の
心

理
が
働
い
て
い
る
。

一
一
・
五
」
の
関
わ
り

実
は
こ
の
子
ど
も
と
お
人
形
の
関
わ
り
が
代
表
す
る

「
一
・
五
」
の
世

０^
）マ
シ
ン
　
ヨ
Ｏ
ｏ，

，
ｏ

Ｏ
イ
リ
ュ
ー
ジ

ョ
ン
　
〓
ご
４
８

③
引
き
こ
も
り
　
現
実
社
会

へ
の
適
応
が
う
ま
く

い
か
す
．
自
分
の
部
屋
に
開
じ
こ

も
っ
て
し
ま
う
こ
と
。

③
な
″
ら
族
　
ラ
ジ
オ
を
聴
き
な
が
ら
勉
強
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
複
数
の
こ
と
を

同
時
に
行
う
こ
と
を
好
ん
で
す
る
人
々
。　
一
九
六
０
年
代
か
ら
七
０
年
代
に
か
け

て
よ
く
使
わ
れ
た
言
葉
．
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界
は
、
人
間
本
来
の
普
通
的
な
心
性
で
あ
る
。
「
一
・
五
」
の
心
性
は
、

芸
術
、
ド
ラ
マ
、
遊
び
、
旅
の
心
理
の
基
本
で
あ
る
。
自
分
の
心
の
中
に

思
い
描
く
幻
想
を
で
き
る
だ
け
具
象
化
し
、
物
体
化
し
て
つ
く
り
出
し
た

い
と
い
う
人
間
の
本
性
の
所
産
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
機
械
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
そ
れ
は

「０
■

五
」
の

存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
機
械
は
、
我
々
の
精
神
生
活
の
中
で
か
な
り
の

程
度
ま
で
人
間
代
理
の
役
割
を
果
た
す
。
そ
の
た
め
に
我
々
は
、
い
つ
の

ま
に
か
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
な
る
お
相
手
と
い
っ
し
ょ
に
い
る
よ
う
な

気
分
に
な
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

そ
の
結
果
、
今
や
人
々
は
、
「
一
・
〇
」
の
本
当
の
孤
独
に
直
面
し
な

つ

い
で
す
む
よ
う
に
な
っ
た
。
ど
ん
な
身
寄
り
の
な
い
老
人
も
、
シ
ン
グ
ル

の
女
性
も
男
性
も
、
い
つ
も
テ
レ
ビ
や
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
と
い
っ
し
ょ
に
暮

ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
物
の
人
と
人
と
の
間
柄
が
な
い
と
い
う
意
味
で

は

一
人
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
擬
人
的
な
機
能
を
備
え
た
機
械
、
　

ｏ

そ
し
て
ま
た
、
そ
の
機
械
を
介
し
て
伝
達
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
像
と

の
共
生
状
態
で
暮
ら
す
。

こ
の
よ
う
な
心
性
を
私
は
か
つ
て
、
「孤
独
感
の
な
い
孤
独
」
と
表
現

し
た
。
周
り
か
ら
見
る
と
、　
一
人
き
り
で
自
分
に
引
き
こ
も
っ
て
い
て
と

て
も
孤
独
そ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、本
人
は
意
外
に
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
　
●

ネ
ッ
ト
で
満
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
対
人
関
係
を
持
ち
た
い
と

０

思
う
、
人
に
対
す
ツヽ
一二
―
ズ
を
あ
ま
り
抱
か
な
い
で
す
む
。
誰
か
と
仲
良

く
し
た
い
と
か
、
親
密
に
な
り
た
い
と
か
、
自
分
の
話
を
誰
か
に
開
い
て

も
ら
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
高
ま
っ
た
時
に
は
、
そ
う
い
う
人
が
身
近

に
い
な
い
と
、
寂
し
か
っ
た
り
、
孤
独
を
感
じ
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
　
”

気
持
ち
を
み
ん
な

「
一
・
五
」
の
関
係
が
受
け
止
め
、
抱
え
て
く
れ
て
し

と

ろ
が

の
心
性
を
科
学
技
術
の
巨
大
な
仕
組
み
に
よ
っ
て
拡
大
増
幅
し
、
飛
躍
的

に
進
歩
さ
せ
た
。
と
り
わ
け
心
の
中
の
幻
想
や
イ
メ
ー
ジ
を
、
外
在
化
さ

れ
た
映
像
の
形
で
経
験
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
動
向
と
と
も
に
、

今
や

「
一
・
五
」
の
関
わ
り
は
、
現
代
人
の
精
神
生
活
の
全
て
の
領
域
に

広
が
っ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｌｏ

特
に
こ
の
機
能
を
高
度
に
備
え
た
テ
レ
ビ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
、
テ
レ

０

ビ
ゲ
ー
ム
の
出
現
は
、
こ
れ
ら
の
‐メ
デ
ィ
ァ
が
伝
達
す
る

「Ｏ

・
五
」
の

対
象
と
の
間
の
新
し
い

「
一
・
五
」
の
関
わ
り
に
よ
る
、
現
代
人
固
有
の

心
的
世
界
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
自
然
と
身
体
の
直
接
の
関
わ

０

り
の
代
わ
り
に
、
押
し
ボ
タ
ン
一
つ
で
の
仮
想
現
実
と
の
関
わ
り
が
、
あ
　
“

た
か
も
現
実
と
の
関
わ
り
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
倒
錯
し
た
心

の
暮
ら
し
を
す
る
時
間
帯
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
る
。

テ
レ
ビ
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
、
人
間
的
な
情
報
を
、
高
度
の
擬
人
的

Э

な
応
答
性
に
よ
っ
て
我
々
に
くフ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
く
れ
る
。
ボ
タ
ン
や

ス
イ
ッ
チ
の
操
作

一
つ
で
生
き
生
き
と
し
た
人
間
像
が
登
場
し
、
擬
人
的
　
”

な
機
能
を
さ
ま
ざ
ま
に
使
っ
て
お
相
手
し
て
く
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は

Ｅ

情
報
化
社
会
と
よ
ば
れ
る
現
代
社
会
は
、
こ
の

「
一
・
五
」
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キ
や
つ
。

人
々
が
こ
う
し
た
新
し
い

「
一
・
五
」
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
、
心
の
安

定
、
楽
し
み
、
孤
立
感
や
孤
独
感
か
ら
の
解
放
、
心
の
慰
め
を
ど
れ
ほ
ど

大
量
に
、
し
か
も
ど
れ
ほ
ど
容
易
に
手
に
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
、

と
て
も
語
り
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

し
か
し
、
こ
の

「
一
・
五
」
が
日
常
化
す
る
に
つ
れ
て
、
伝
統
的
な
規

範
や
道
徳
に
よ
る

「三

・
○
」
の
世
界
の
秩
序
が
力
を
失
い
、
「
二

・
〇
」、

つ
ま
り
、　
一
対
二

の
人
と
人
と
の
間
が
ま
す
ま
す
希
薄
に
な
っ
て
い
る
。

Ｄ

家
庭
は
「
ホ
テ
ル
家
族
」
化
し
、
家
族
と
家
族
の
触
れ
合
い
も
乏
し
い
。

こ
の
よ
う
な
家
庭
の
中
で
希
薄
化
し
た
人
間
関
係
の
代
理
を
な
す
の
が
、
　

ｌｏ

テ
レ
ビ
や
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
と
の
新
し
い

「
一
・
五
」
の
関
わ
り
で
あ
る
。

「
一
　

五
」
の
関
わ
り

小
此
木
啓
吾

一
九
二
０
年

（昭
和
５
〕

―
―
二
〇
０
三
年

（平
成
１５
）

東
京
都
に
生
ま
れ
た
。
心
理
学
者
．
主
な
著
書
に
、
”
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
人
間
の
時
代
」
「現

代
人
の
心
理
構
造
」
な
ど
が
あ
る
。
本
文
は
■
ケ
ー
タ
イ
・
ネ
ッ
ト
人
間
」
の
精
神
分
析
』

（二
〇
〇
〇
年
刊
）
に
よ
る
。

①
情
報
化
社
会
　
も
の
や
資
本
の
代
わ
り
に
、
情
報
の
収
集
や
集
積
、
流
通
な
ど
が

中
心
に
置
か
れ
る
社
会
。

②
メ
デ
ィ
ァ
　
ョ
０

，
”
　
媒
介
。
媒
介
物
．
こ
こ
で
は
、
情
報
伝
達
の
発
信
媒
体
と
な
っ

て
い
る
も
の
の
総
称
。

③
仮
想
現
実
　
電
子
メ
デ
ィ
ァ
が
っ
く
り
出
す
架
空
の
現
実
の
こ
と
。
パ
ー
チ
ャ
ル

リ
ア
リ
テ
ィ
と
も
い
う
。

①
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
　
「８
〇
一
”
ｏ
岩
　
結
果
を
刺
激
と
し
て
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
も

と
の
状
態
な
ど
を
調
節
す
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
私
た
ち
が
ボ
タ
ン
や
ス
イ
ッ
チ

な
ど
で
テ
レ
ビ
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
指
示
を
与
え
、
そ
の
指
示
の
結
果
、
本
当

の
人
間
が
反
応
す
る
よ
う
に
そ
れ
ら
が
私
た
ち
の
前
に
現
れ
、
私
た
ち
と
関
わ
つ

て
く
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

⑤
シ
ン
グ
ル
　
∽ヨ
∞
一〇

③
ニ
ー
ズ
　
３
８

，
　
必
要
性
。

①

「ホ
テ
ル
家
族
」

家
を
宿
泊
所
と
し
て
し
か
見
な
い
と
い
う
意
味
で
、
家
族
が
そ

れ
ぞ
れ
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
状
況
を
述
べ
て
い
る
。
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筆
者
の
意
見
を
正

確
に
理
解
す
る

鶴
の
骨
格
と
な
る

部
分
と
具
体
的
な

事
例
が
述
ぺ
ら
れ

て
い
る
部
分

要
旨
と
要
約

▼
筆
者
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
把
握
す
る

文
章
で
書
か
れ
た
意
見
に
対
し
て
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
場
合
に
は
、
ま
ず
筆
者
の

意
見
を
正
確
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
、
そ
の
意
見
に
対
し
て
述
べ

る
自
分
の
意
見
も
曖
味
な
も
の
と
な
り
、
人
に
も
う
ま
く
伝
わ
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
筆
　
５

者
の
意
見
を
正
し
く
把
握
す
る
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

論
理
的
な
文
章
の
場
合
に
は
、
文
や
段
落
の
役
割
に
注
意
し
て
読
む
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
論
理
的
な
文
章
は
、
論
の
骨
格
と
な
る
部
分

（筆
者
の
考
え
な
ど
が
抽
象
的
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
文
や
段
落
）
と
具
体
的
な
事
例
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分

（筆
者

が
自
分
の
考
え
を
具
体
的
に
説
明
す
る
た
め
に
例
示
し
た
事
実
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
　
Ю

文
や
段
落
）
と
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
文
章
の
要
旨
と
は
、
こ
の
論
の
骨
格
と
な
る

部
分
を
短
い
文
章
に
ま
と
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
要
約
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
。

教
材
文
で
は
、
筆
者
は
、
現
代
の
社
会
に
広
く
見
ら
れ
る
人
間
関
係
を

一「
一
・
五
』

の
関
わ
り
」
と
名
付
け
、
そ
の
言
葉
の
定
義
や
、
そ
う
し
た

「『
一
・
五
』
の
心
性
」

を
拡
大
さ
せ
て
き
た
時
代
背
景
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
問
題
点
な
ど
を
、
豊
富
な
事
例
と
　
“

と
も
に
説
明
し
て
い
る
。
ま
た

「『
一
・
五
し
の
関
わ
り
」
と
い
う
こ
と
に
潜
む
問
題

点
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
は
、
よ
い
面
の
あ
る
こ
と
も
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
文
章
の
展
開
を
、
論
の
骨
格
と
具
体
的
な
事
例
と
に
分
け
な
が
ら
、
ま
た
そ

∩
園
剛
ｕ

教
材
文
の
筆
者
の
意
見
を
、
次
の
観
点
で
確

認
す
る
。

０

「『
一
・
五
」
の
関
わ
り
」
と
は
ど
の
よ

う
な
こ
と
か
。

②

「
『
一
・
五
」
の
関
わ
り
」
が

「現
代
人

の
精
神
生
活
の
全
て
の
領
域
」
（Ｐ
９８
）

に
広
が
っ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
に

よ

る

か

。

同

「
『
一
・
五
』
の
関
わ
り
」
に
は
、
ど
の

よ
う
な
よ
い
点
、
悪
い
点
が
あ
る
の
か
。 100101

共
感
の
根
拠
を
体

験
や
知
識
の
中
か

ら
見
つ
け
出
す

反
発
の
根
拠
を
体

験
や
知
識
の
中
か

ら
見
つ
け
出
す

反
発
の
根
拠
を
輸

の
飛
躍
や
取
り
上

げ
ら
れ
た
事
例
の

不
適
切
さ
に
求
め

る構
成
を
考
え
る

∩
回
回図
Ｕ

教
材
文
の
筆
者
の
意
見
に
対
し
て
、
自
分
自

身
は
ど
う
考
え
る
か
、
整
理
す
る
。

①
　
筆
者
の
意
見
に
共
感
す
る
か
、
運
和

感
や
反
発
を
感
じ
る
か
、
考
え
て
み
る
。

②
　
共
感
す
る
根
拠
や
違
和
感
な
ど
を
感

じ
る
根
拠
を
、
自
分
の
体
験
や
知
識
の

中
か
ら
見
つ
け
る
。

③
　
違
和
感
な
ど
を
感
じ
て
も
、
特
に
そ

の
根
拠
と
な
る
よ
う
な
体
験
や
知
識
が

な
い
場
合
に
は
、
論
の
骨
格
や
事
例
を

ど
に
無
理
は
な
い
か
、
検
討
し
て
み
る
。

れ
ら
の
関
係
が
適
切
か
ど
う
か
を
確
か
め
な
が
ら
読
ん
で
い
く
こ
と
で
、
文
章
を
正
し

く
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

▼
筆
者
の
意
見
に
対
し
て
自
分
の
考
え
を
持
つ

こ
の
よ
う
に
し
て
読
み
取
っ
た
筆
者
の
意
見
に
対
し
て
、
自
分
の
考
え
を
持

つ
に
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
筆
者
の
意
見
に
共
感
し
た
と
い
う
場
合
を
考
え
　
５

て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
な
ぜ
自
分
は
筆
者
の
意
見
に
共
感
し
た
の
か
を
自
間
し

よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
根
拠
を
自
分
の
体
験
や
知
識
の
中
か
ら
見
つ
け
出
そ
う
。
そ
の

根
拠
を
活
用
し
て
、
筆
者
と
違
う
角
度
か
ら
そ
の
意
見
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
を
説
明

す
る
と
よ
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
考
え
を
表
現
し
、
ま
と
め
る
こ
と

が
で
き
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ю

一
方
、
筆
者
の
意
見
に
違
和
感
を
覚
え
た
り
、
反
発
を
感
じ
た
り
す
る
場
合
に
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
場
合
に
も
、
ま
ず
、
自
分
は
な
ぜ
筆
者
の
意
見

に
違
和
感
や
反
発
を
感
じ
る
の
か
を
問
い
、
そ
の
根
拠
と
な
る
も
の
が
自
分
の
体
験
や

知
識
の
中
に
見
い
だ
せ
な
い
か
考
え
て
み
る
と
よ
い
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
体
験
や
知

識
が
な
い
の
に
違
和
感
や
反
発
を
感
じ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
論
の
進
め
方
に
飛
躍
は
　
６

な
い
か
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
で
納
得
で
き
な
い
も
の
は
な
い
か
、
論
の
骨
格

と
事
例
と
の
関
係
に
無
理
な
も
の
は
な
い
か
な
ど
と
考
え
て
み
る
と
よ
い
。
そ
の
よ
う

に
し
て
見
つ
け
た
違
和
感
や
反
発
の
根
拠
を
活
用
し
、
筆
者
の
意
見
を
検
討
し
て
い
け

ば
、
自
分
な
り
の
考
え
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



◆
意
見
文
を
■
く

自
分
の
意
見
を
明

確
に
述
べ
る

論
理
的
に
述
べ
る

筋
道

序
輪

・
本
論

・
結

餞起

・
承

・
転

・
結

∩
国
回剛
圏ｕ

評
論
、
饉
筆
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
続
ん
だ
文

章
を
振
り
返
り
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
型

で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
、
確
か
め
て
み
る
。

▼
・
附
録
　
文
章
構
成
の
型

（↓
Ｐ
ψ
）
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頭
括
式

尾
括
式

最
も
適
し
た
型
を

選
ぶ

構
成
を
考
え
る

る
。
「頭
括
式
」
と
よ
ば
れ
る
型
は
、
冒
頭
に

一
般
的

・
普
遍
的
な
結
論

（意
見
）
を

掲
げ
て
、
そ
の
後
で
、
そ
れ
に
該
当
す
る
事
例
等
を
挙
げ
て
い
く
型
で
、
意
見
を
述
べ

る
時
に
適
し
て
い
る
。　
一
方
、
個
別
的
な
事
例
を
い
く
つ
か
列
挙
し
た
後
、　
一
般
的

・

普
遍
的
な
結
論
を
述
べ
る
と
い
う
型
が
あ
り
、
こ
れ
を

「尾
括
式
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、

終
わ
り
ま
で
筆
者
の
結
論
が
分
か
ら
な
い
た
め
、
随
筆
な
ど
に
は
効
果
的
だ
が
、
意
見
　
５

文
に
は
あ
ま
り
適
さ
な
い
。
ま
た
、
結
論
が
冒
頭
と
終
わ
り
と
に
来
る

「双
括
式
」
と

よ
ば
れ
る
型
も
あ
る
。
こ
れ
は

「頭
括
式
」
と

「尾
括
式
」
と
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
型

で
、
結
論
を
二
度
述
べ
る
た
め
、
意
見
文
な
ど
に
も
向
く
が
、
ス
ピ
ー
チ
な
ど
話
し
言

葉
に
よ
る
表
現
で
は
、
特
に
効
果
的
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
文
章
構
成
の
型
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
が
、
目
的
や
場
、
Ю

相
手
、
文
章
表
現
か
口
頭
表
現
か
な
ど
に
よ
っ
て
、
最
も
適
し
た
型
を
選
ぶ
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。

▼
自
分
の
意
見
を
膨
ら
ま
せ
、
論
理
的
に
述
べ
る
―
接
続
語
の
活
用

さ
て
、
筆
者
の
意
見
に
対
し
て
、
共
感
で
き
る
点
あ
る
い
は
違
和
感
を
覚
え
る
点
な

ど
が
明
確
に
な
り
、
そ
の
根
拠
が
は
つ
き
り
し
て
く
れ
ば
、
自
分
の
意
見
も
あ
る
程
度
　
“

ま
と
ま
っ
て
く
る
は
ず
だ
。
意
見
が
ま
と
ま
っ
て
き
た
ら
、
あ
と
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う

な

「文
章
構
成
の
型
」
で
書
く
か
を
決
め
て
、
論
理
的
に
述
べ
て
い
け
ば
ょ
い
。
だ
が
、

書
き
た
い
こ
と
は
あ
る
の
だ
が
、
考
え
を
膨
ら
ま
せ
た
り
、
論
理
的
に
順
序
立
て
た
り

す
る
の
は
ど
う
も
苦
手
だ
、
と
い
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
人
の
た
め
に
、
こ

ε
臨
贈
唱
幌
」隆
厠
一理
的

■
述

べ
る
た

め

の
工
夫
を
確

か

め

▼
論
理
的
に
述
べ
る
た
め
の
筋
道
＝
文
章
構
成

意
見
文
を
書
く
場
合
に
最
も
大
切
な
こ
と
は
、
自
分
の
意
見
を
明
確
に
述
べ
る
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
何
に
つ
い
て
、
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
か
が
、
明
ら
か
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
意
見
が
相
手
に
正
し
く
伝
わ
る
た
め
に
は
、
論
理
的
に
　
５

述
べ
る
筋
道
が
大
切
で
あ
る
。
自
分
の
意
見
や
そ
の
根
拠
と
な
る
事
例
な
ど
を
ど
の
よ

う
に
配
列
し
、
論
証
し
て
い
く
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
同
じ
結
論
で
も
説
得
力
に
大
き
な

差
が
つ
く
こ
と
が
あ
る
。
意
見
文
に
対
す
る
評
価
は
、
結
論
よ
り
も
、
筋
道
、
す
な
わ

ち
文
章
構
成
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。

意
見
文
の
型
と
し
て
代
表
的
な
も
の
は
、
「序
論

・
本
論

・
結
論
」
と
い
う
三
段
型
　
ｏ

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「本
論
」
の
部
分
が
複
雑
に
な
れ
ば
、
四
段
構
成
や
五
段
構
成
に

な
る
。
ま
た

「起

・
承

・
転

・
結
」
と
い
う
型
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も

「承

・

，
転
」
の
部
分
を
本
論
の

一
部
と
考
え
れ
ば
、
「序
論

・
本
論

・
結
論
」
の

一
種
と
い
え
る
。

「起
」
で
書
き
起
こ
し
、
「承
」
で
そ
れ
を
受
け
、
「転
」
で
視
点
を
転
じ
、
「結
」
で
全

体
を
ま
と
め
る
こ
の
型
は
、
話
に
広
が
り
や
深
ま
り
を
持
た
せ
な
が
ら
、
首
尾

一
貫
し
　
“

た
テ
ー
マ
が
感
じ
ら
れ
る
、
分
か
り
や
す
い
形
式
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
論
理
的

な
文
章
よ
り
も
随
筆
な
ど
の
文
学
的
な
文
章
の
ほ
う
に
適
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
結
論
が
ど
こ
に
来
る
か
に
よ
っ
て
、
分
類
さ
れ
る
文
章
構
成
の
型
が
あ
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双
括
式


