
高
校
一
年
生
の
生
徒
達
が
、
様
々
な
き
っ
か
け
を
通
し
て
、
多
様
な
表
現

活
動
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
と
、
四
月
か
ら
次
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
な

っ
て
き
ま
し
た
。
東
山
高
校
は
京
都
市
に
あ
る
男
子
校
で
、
現
在
の
一
年
生

は
十
ク
ラ
ス
で
す
。
男
子
校
の
一
年
生
達
が
、
自
分
の
身
の
回
り
の
事
実
や

出
来
事
、
自
分
自
身
の
生
活
や
今
ま
で
の
自
分
の
歴
史
、
心
の
中
の
様
々
な

思
い
を
自
分
の
言
葉
で
綴
り
、
教
室
の
中
で
交
流
し
あ
う
。
授
業
の
中
で
読

み
合
っ
た
作
品
や
文
章
を
手
が
か
り
に
、
生
徒
達
が
再
度
自
分
の
生
活
や
、

感
情
、
自
分
の
姿
、
そ
し
て
言
葉
を
見
つ
め
る
機
会
を
持
て
た
ら
と
思
い
、

一
年
間
の
授
業
の
中
で
次
の
よ
う
な
表
現
活
動
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

（
ア
）
「
自
己
を
語
る
」
（
一
学
期
の
授
業
開
き
）

（
イ
）
「
あ
る
日
あ
る
時
の
出
来
事
を
記
す
」
（
一
学
期
）

（
ウ
）
「
夏
休
み
検
証
」
（
二
学
期
最
初
の
授
業
）

（
壬
「
自
分
の
身
近
な
も
の
、
関
心
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
論
理
的
な
文

表
現
活
動
を
中
心
に
し
た
高
校
一
年
生
（
現
代
国
語
）
の
授
業

｜
、
初
め
に

章
を
記
す
」
（
論
説
文
の
授
業
の
導
入
・
二
学
期
）

（
オ
）
「
短
歌
・
創
作
」
（
韻
文
学
習
の
ま
と
め
・
韻
文
創
作
の
初
期
段
階
・

二
学
期
）

（
力
）
「
ノ
ー
ト
を
使
っ
て
考
え
表
現
す
る
」
（
年
間
の
授
業
の
中
で
の
読

解
作
業
を
通
し
て
、
生
徒
達
が
ノ
ー
ト
に
自
分
の
読
み
を
記
し
て
行

く
。
作
品
に
つ
い
て
の
一
次
感
想
、
作
品
の
構
造
、
作
品
の
形
象

ｌ
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
時
や
場
や
、
人
物
や
、
人
物
相
互
の
関

係
や
葛
藤
ｌ
、
主
題
な
ど
に
つ
い
て
、
生
徒
達
が
読
み
取
っ
た
も

の
を
ノ
ー
ト
に
記
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
授
業
時
に
お
い
て
の
問

答
や
、
意
見
の
交
流
や
、
議
論
の
後
に
、
ノ
ー
ト
に
各
自
の
読
み
や

意
見
を
記
し
て
行
く
取
り
組
み
で
あ
る
。
）

（
キ
）
「
創
作
文
」
（
三
学
期
）
（
自
分
や
身
の
回
り
の
人
物
を
登
場
人
物
に

し
た
物
語
を
創
作
す
る
。
）

二
、
生
徒
作
品
か
ら

九
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（
１
）
「
あ
る
日
あ
る
時
の
出
来
事
」
（
一
学
期
・
五
月
）
よ
り

Ａ
君
ｌ

「
中
学
三
年
生
の
頃
だ
っ
た
。
僕
は
じ
ゆ
く
や
ク
ラ
ブ
や
友
達
の
関
係
で
イ

ラ
イ
ラ
し
て
い
た
。
ま
わ
り
の
人
達
は
い
つ
も
う
ざ
く
見
え
た
。
で
も
無
理

を
し
て
笑
っ
た
り
し
て
い
た
。
そ
ん
な
時
に
友
達
が
冗
談
で
僕
を
押
し
た
。

足
場
が
悪
か
っ
た
の
か
僕
は
ふ
っ
と
ん
だ
。
そ
れ
で
壁
に
頭
を
ぶ
つ
け
て
言

葉
で
は
表
現
で
き
な
い
よ
う
な
変
な
感
じ
に
な
っ
て
『
ぐ
わ
ん
、
ぐ
わ
ん
』

と
感
じ
に
な
っ
た
。
そ
し
て
僕
は
相
手
の
顔
面
を
お
も
い
っ
き
り
な
ぐ
っ
て

け
り
倒
し
た
。
相
手
は
口
か
ら
血
が
出
て
倒
れ
て
い
た
。
そ
の
時
の
僕
は
む

ね
が
は
り
さ
け
そ
う
な
ぐ
ら
い
『
ド
ク
ン
、
ド
ク
ン
』
と
し
て
い
た
。
そ
し

て
頭
が
『
ぐ
わ
ん
、
ぐ
わ
ん
』
と
痛
い
程
に
な
っ
た
。
相
手
も
そ
ん
な
感
じ

一
学
期
の
授
業
開
き
で
、
自
分
自
身
を
自
己
紹
介
す
る
つ
も
り
で
「
自
己

を
語
る
」
文
章
を
書
く
こ
と
か
ら
国
語
の
授
業
を
ス
タ
ー
ト
す
る
生
徒
達
。

真
新
し
い
白
紙
の
用
紙
に
自
分
自
身
の
こ
と
を
書
き
始
め
た
生
徒
達
で
す

が
、
真
っ
白
な
用
紙
に
は
高
校
生
活
へ
の
不
安
や
期
待
が
綴
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
後
、
随
筆
作
品
で
あ
る
「
ま
ぼ
ろ
し
の
タ
カ
オ
ト
ン
ボ
」
（
矢
口

高
雄
）
の
読
解
の
授
業
を
行
い
、
続
い
て
生
徒
達
は
自
分
の
心
の
中
に
残
っ

て
い
る
最
も
印
象
的
な
「
あ
る
日
あ
る
時
の
出
来
事
」
を
、
時
間
の
流
れ
に

し
た
が
っ
て
生
き
生
き
と
文
章
表
現
す
る
こ
と
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
高
校

一
年
生
の
新
学
期
の
五
月
。
よ
う
や
く
知
り
合
い
に
な
り
だ
し
た
自
分
の
ま

わ
り
の
生
徒
達
と
相
談
し
な
が
ら
、
一
人
一
人
の
生
徒
は
用
紙
に
シ
ャ
ー
ペ

ン
を
走
ら
せ
出
し
ま
す
。

表
現
活
動
を
中
心
に
し
た
高
校
一
年
生
（
現
代
国
語
）
の
授
業

Ｂ
君
ｌ

「
あ
の
夏
の
日
に
僕
は
と
ん
で
も
な
い
恐
怖
を
味
わ
っ
た
。
そ
う
、
あ
れ
は

小
学
四
年
生
の
時
だ
。
弟
と
友
達
二
人
（
小
学
３
年
生
と
中
学
生
）
の
四
人

で
近
く
に
あ
る
野
洲
川
へ
泳
ぎ
に
行
っ
た
。
野
洲
川
は
事
故
が
多
く
、
危
険

な
の
で
子
供
達
だ
け
で
は
行
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
し
て
そ
の
前
の
日

は
大
雨
が
降
り
、
川
の
水
位
は
増
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
は
気

に
も
止
め
ず
さ
っ
そ
く
川
に
飛
び
込
ん
だ
。
す
る
と
思
っ
て
い
た
よ
り
も
流

れ
が
速
く
、
立
っ
て
い
て
も
足
が
ガ
ク
ガ
ク
震
え
て
い
た
。
そ
れ
ほ
ど
流
れ

は
き
つ
か
っ
た
。
中
学
生
の
人
が
『
大
丈
夫
だ
。
』
と
言
っ
た
の
で
川
の
中

を
歩
き
出
し
た
ら
事
件
は
起
こ
っ
た
。
い
き
な
り
足
と
共
に
体
が
水
中
に
沈

ん
だ
。
バ
ラ
ン
ス
を
く
ず
し
た
僕
は
押
し
流
さ
れ
た
。
も
う
頭
の
中
は
真
っ

白
に
な
り
、
心
臓
が
止
ま
り
そ
う
に
な
っ
た
。
無
我
夢
中
で
水
を
か
き
回
し
、

流
れ
に
さ
か
ら
っ
て
泳
ご
う
と
し
た
が
無
駄
だ
っ
た
。
ふ
り
返
る
と
岩
が
あ

っ
た
の
で
と
っ
さ
に
つ
か
ん
だ
。
が
、
む
な
し
く
も
押
し
流
さ
れ
た
。
そ
れ

ほ
ど
流
れ
は
速
か
っ
た
。
も
う
駄
目
だ
と
思
っ
た
瞬
間
中
学
生
の
友
達
が
岸

で
僕
が
そ
こ
に
流
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
た
。
必
死
に
な
っ
て
体
を
た
て
よ

う
と
し
た
が
真
っ
青
に
な
っ
た
。
も
う
足
も
つ
か
な
い
ほ
ど
深
く
な
っ
て
い

た
の
だ
。
こ
の
ま
ま
流
さ
れ
て
琵
琶
湖
ま
で
ゆ
く
ん
だ
…
頭
の
中
は
絶
望
で

い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
す
る
と
頭
の
中
に
小
さ
な
声
が
入
っ
て
き
た
。
『
そ
こ

の
ね
ん
士
を
つ
か
め
』
と
、
ね
ん
ど
を
つ
か
も
う
と
し
た
が
無
理
な
の
で
や

む
を
え
ず
手
を
つ
っ
こ
ん
だ
。
な
ん
と
か
止
ま
り
、
友
達
が
岸
に
ひ
き
上
げ

だ
っ
た
と
思
う
。
僕
は
そ
の
場
か
ら
離
れ
た
。
・
・
・
…
」

五

三



「
文
章
表
現
す
る
こ
と
を
い
や
が
る
生
徒
が
多
い
」
、
「
自
分
の
心
の
中

を
他
の
誰
か
に
示
す
こ
と
を
恐
れ
る
」
》
「
他
者
の
視
線
や
言
動
に
も
の
す

ご
く
気
を
使
う
生
徒
が
増
え
て
き
た
」
、
「
教
師
の
思
い
を
先
読
み
し
た
文

章
や
、
気
に
入
ら
れ
よ
う
と
す
る
文
章
、
借
り
物
の
言
葉
で
書
か
れ
た
も
の

が
多
く
、
独
自
の
言
葉
や
内
容
を
持
っ
た
生
徒
作
品
が
減
っ
て
き
て
い
る
」
。

な
か
な
か
主
体
的
に
表
現
活
動
に
取
り
組
ま
な
い
現
代
の
高
校
生
の
状
況

が
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
国
語
の
授
業
の
中
で
は
、
必
ず
し
も
き
れ
い
な
言
葉
や
き

ま
っ
た
内
容
を
書
か
な
い
で
良
い
と
い
う
事
に
安
心
し
た
の
か
、
生
徒
た
ち

は
幼
い
言
葉
な
が
ら
、
自
分
の
心
に
残
っ
て
い
る
過
去
の
「
あ
る
日
あ
る
時

の
出
来
事
」
を
、
過
去
形
表
現
を
中
心
に
し
な
が
ら
描
き
出
し
て
行
き
ま
す
。

生
徒
達
の
文
章
に
は
、
体
験
に
も
と
づ
か
な
い
と
出
て
こ
な
い
音
や
、
情
景

を
表
す
言
葉
、
そ
の
生
徒
に
し
か
描
け
な
い
事
実
が
あ
ら
わ
れ
て
来
ま
し
た
。

練
ら
れ
て
い
な
い
言
葉
な
が
ら
、
体
験
し
た
そ
の
人
に
し
か
味
わ
え
な
い
事

実
や
、
他
の
人
間
に
は
な
い
視
点
や
感
覚
、
感
情
や
言
葉
が
登
場
し
て
来
る

こ
と
は
大
変
興
味
深
い
こ
と
で
し
た
。

て
く
れ
た
。
少
し
水
を
の
ん
だ
程
度
で
助
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
来
野
洲
川
に

泳
ぎ
に
行
か
な
く
な
っ
た
。
」

Ｃ
君
ｌ

「
～
そ
の
日
は
あ
つ
か
っ
た
。
夏
も
真
っ
さ
か
り
の
時
だ
っ
た
。
岩
が
む
き

出
し
た
急
な
坂
を
息
を
き
ら
し
な
が
ら
歩
い
て
い
た
。
山
の
緑
の
間
に
町
の

Ｅ
君
Ｉ

「
あ
れ
は
、
僕
が
小
学
二
年
か
三
年
の
と
き
だ
っ
た
。
僕
は
友
達
と
学
校
に

あ
る
ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム
で
お
に
ご
っ
こ
を
し
て
い
た
。
友
達
が
お
に
で
僕
は

お
に
か
ら
に
げ
て
い
た
。
～
僕
は
ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム
の
上
か
ら
下
へ
お
り
よ

う
と
し
た
。
お
さ
れ
た
。
僕
は
何
が
お
こ
っ
た
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
み
ん

な
が
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
上
に
あ
が
っ
た
。
僕
は
下
に
落
ち
た
。
し
ば
ら
く

Ｄ
君
ｌ

「
そ
の
後
な
ぐ
ら
れ
ま
く
り
ま
し
た
が
痛
み
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
な
ぐ
ら
れ
終
わ
り
ま
し
た
・
ぼ
く
は
、
痛
み
を
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
後
、
ト
イ
レ
に
行
っ
て
鏡
を
見
て
み
る
と
顔
が
２
倍
ぐ
ら
い
に
ふ
く
れ

あ
が
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
て
か
ら
痛
み
が
急
に
僕
に
お
そ
い
か
か
り

ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
人
を
見
る
目
が
変
わ
り
ま
し
た
。
」

け
し
き
が
所
ど
こ
ろ
に
見
え
る
。
す
る
と
む
こ
う
の
方
か
ら
カ
チ
カ
チ
と
音

が
す
る
。
な
ん
だ
ろ
う
と
そ
の
音
の
方
へ
い
っ
て
み
る
と
ス
ズ
メ
バ
チ
が
何

匹
か
そ
こ
に
い
た
。
そ
の
ハ
チ
の
目
は
、
こ
ち
ら
を
に
ら
ん
で
い
る
。
一
し

ゅ
ん
だ
っ
た
。
そ
の
ハ
チ
は
ぼ
く
の
頭
の
す
ぐ
そ
ば
を
と
お
り
ぬ
け
て
い
っ

た
。
さ
さ
れ
な
か
っ
た
、
そ
う
思
っ
て
い
た
が
、
岩
の
上
で
た
お
れ
て
し
ま

い
、
背
中
を
す
っ
た
。
あ
ま
り
に
い
た
く
山
を
そ
れ
以
上
の
ぼ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
か
え
っ
て
み
る
と
背
中
は
み
み
ず
ば
れ
と
切
り
き
ず
で
い
っ
ぱ
い
だ

っ
た
。
こ
れ
か
ら
す
こ
し
の
間
、
せ
も
た
れ
の
あ
る
イ
ス
に
す
わ
れ
な
か
っ

た
。
」

五
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Ｆ
君
ｌ

「
～
自
分
が
小
学
校
４
年
生
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
日
は
雲
一
つ
な

い
青
い
空
で
、
い
つ
も
通
り
家
の
と
な
り
の
分
団
集
合
場
所
に
集
合
し
た
。

家
の
前
は
車
や
人
通
り
が
少
な
く
、
た
だ
風
に
ゆ
ら
れ
る
木
の
音
が
ザ
ワ
ザ

ワ
と
な
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
家
に
は
一
匹
の
犬
が
い
た
。
そ
の
こ
ろ
は

よ
く
家
か
ら
勝
手
に
で
て
自
分
で
さ
ん
ぽ
す
る
少
し
変
わ
っ
た
犬
だ
っ
た
。

そ
の
日
も
家
の
外
の
玄
関
に
す
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
時
で
あ
る
。
家
の
前
に

あ
る
道
を
ネ
コ
が
横
切
っ
た
。
と
っ
さ
に
そ
れ
を
目
に
し
た
犬
は
、
ネ
コ
を

目
に
も
と
ま
ら
ぬ
早
さ
で
お
い
か
け
た
。
そ
し
て
そ
の
時
で
あ
る
。
い
つ
も

静
か
な
道
に
聞
き
お
ぼ
え
の
あ
る
太
い
音
が
し
た
。
そ
の
音
は
し
だ
い
に
こ

ち
ら
へ
向
か
っ
て
き
た
。
そ
う
、
車
で
あ
る
。
そ
の
車
は
い
き
お
い
よ
く
犬

に
向
か
っ
て
走
っ
て
き
た
。
犬
を
目
に
し
た
車
は
と
っ
さ
に
ブ
レ
ー
キ
を
ふ

む
。
犬
は
お
ど
ろ
い
て
と
び
あ
が
る
。
静
か
な
町
に
す
る
ど
く
大
き
な
音
が

な
り
ひ
び
い
た
・
犬
は
き
せ
き
的
に
も
キ
ズ
一
つ
な
く
お
え
た
。
あ
と
一
秒
、

叱
秒
ず
れ
て
い
れ
ば
一
つ
の
生
が
消
え
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の
犬
は
３
年
後

子
を
四
匹
出
産
し
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
は
す
ぐ
す
ぐ
育
っ
て
い
る
。
」

動
け
な
か
っ
た
～
」

生
徒
た
ち
は
、
読
解
の
授
業
の
時
よ
り
も
高
い
関
心
を
示
し
な
が
ら
用
紙

に
向
か
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
生
徒
作
品
を
載
せ
た
プ
リ
ン
ト
を
ク
ラ
ス

に
配
っ
た
時
の
関
心
も
大
変
高
い
。
学
校
や
家
で
の
こ
と
、
近
く
の
川
や
山

で
の
出
来
事
、
け
が
の
こ
と
や
、
ケ
ン
カ
の
こ
と
や
、
危
険
な
こ
と
や
、
友

表
現
活
動
を
中
心
に
し
た
高
校
一
年
生
（
現
代
国
語
）
の
授
業

達
の
こ
と
や
大
人
の
こ
と
。
受
験
の
こ
と
や
ク
ラ
ブ
で
の
試
合
の
出
来
事
な

ど
が
登
場
し
て
来
る
プ
リ
ン
ト
を
、
静
か
に
食
い
入
る
よ
う
に
読
み
、
し
ば

ら
く
し
て
か
ら
、
「
こ
れ
、
だ
れ
の
文
章
や
？
」
、
「
こ
の
文
章
は
ぼ
ん
ま
に

リ
ア
ル
や
」
、
「
お
れ
も
同
じ
経
験
し
た
こ
と
あ
る
…
」
な
ど
と
、
わ
い
わ

い
言
い
合
う
。
こ
れ
は
ど
の
ク
ラ
ス
の
生
徒
達
に
も
共
通
の
状
況
の
よ
う
で

す
。
生
徒
た
ち
は
こ
の
後
、
推
敲
の
取
り
組
み
に
移
っ
て
行
き
ま
し
た
。

（
２
）
「
夏
休
み
検
証
」
（
二
学
期
最
初
の
授
業
）

長
い
夏
休
み
を
終
え
た
二
学
期
最
初
の
国
語
の
授
業
。
二
学
期
の
授
業
の

予
定
を
話
し
た
後
、
生
徒
た
ち
は
先
輩
達
が
在
校
時
に
書
い
た
「
夏
休
み
検

証
」
の
文
章
を
目
に
し
ま
す
。
生
徒
に
と
っ
て
先
輩
の
文
章
は
大
変
魅
力
的

な
教
材
で
あ
る
よ
う
で
す
。
暑
く
け
だ
る
い
雰
囲
気
が
先
輩
の
文
章
の
登
場

で
大
き
く
変
わ
っ
て
行
き
ま
す
。
先
輩
の
文
章
を
読
ん
だ
後
、
生
徒
達
が
書

い
た
作
品
の
中
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

Ｇ
君
ｌ

「
幼
い
時
の
サ
ッ
カ
ー
友
達
が
死
ん
だ
。
僕
は
、
今
で
も
信
じ
ら
れ
な
い
ぐ

ら
い
や
。
あ
れ
は
、
夏
の
中
頃
、
台
風
ｕ
号
が
来
た
時
、
そ
の
台
風
は
、
ち

ょ
っ
と
変
わ
っ
た
台
風
で
ゆ
っ
く
り
し
た
台
風
だ
っ
た
。
そ
れ
の
せ
い
で
部

活
も
身
が
入
ら
ず
、
毎
日
が
過
ぎ
て
、
台
風
も
過
ぎ
た
。
次
の
日
、
僕
は
朝

起
き
て
、
目
を
う
た
が
う
よ
う
に
携
帯
の
メ
ー
ル
を
見
た
。
『
小
学
校
の
時
の

友
達
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
ぞ
。
』
と
書
い
て
あ
っ
た
。
お
ど
ろ
い
て
、
朝
刊

を
み
る
と
書
い
て
あ
っ
た
。
『
肥
歳
の
少
年
川
で
お
ぼ
れ
て
行
方
不
明
』
と

五
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Ｇ
君
は
い
つ
も
と
何
も
変
わ
ら
な
い
様
子
で
夏
休
み
中
の
サ
ッ
カ
ー
部
の

練
習
に
取
り
組
み
、
元
気
そ
う
に
試
合
に
も
出
場
し
て
い
ま
し
た
。
懸
命
に

プ
レ
イ
す
る
姿
を
私
は
直
に
見
て
い
ま
し
た
が
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
体
験
を

し
て
い
た
こ
と
に
は
全
く
気
づ
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
何
日

間
か
、
Ｇ
君
の
心
の
中
に
は
、
「
友
達
の
行
方
不
明
、
遺
体
で
の
発
見
、
お

つ
や
、
友
達
の
死
」
と
い
う
大
き
な
出
来
事
が
渦
巻
い
て
い
た
の
で
す
。
そ

の
こ
と
が
、
「
夏
休
み
検
証
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
わ
か
っ
た
の
で
す
。
表

現
活
動
は
、
高
校
生
が
日
常
生
活
の
中
で
自
分
を
振
り
返
り
、
自
分
の
心
の

中
を
読
み
取
り
、
自
分
の
言
葉
で
自
分
へ
の
認
識
を
表
現
す
る
と
い
う
意
味

だ
け
で
な
く
、
教
師
に
と
っ
て
も
生
徒
を
再
発
見
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
る

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
徒
の
こ
と
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
教
壇
に
立
っ
て

い
る
こ
と
が
、
我
々
に
は
大
変
多
い
と
い
う
こ
と
を
、
子
供
達
の
表
現
活
動

に
よ
っ
て
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
教
育
活
動
は
、
生
徒
の
抱
え
て
い
る

書
い
て
あ
っ
て
、
友
達
に
本
当
か
ど
う
か
聞
い
て
み
た
ら
、
本
当
ら
し
い
。

そ
れ
か
ら
２
，
３
日
た
っ
て
、
『
友
達
見
つ
か
っ
た
。
死
ん
だ
。
』
っ
て

メ
ー
ル
が
き
て
、
朝
刊
を
み
る
と
書
い
て
あ
っ
た
。
見
て
い
る
時
、
電
話
が

鳴
っ
て
、
取
っ
た
ら
、
友
達
か
ら
の
連
絡
も
う
だ
っ
た
。
『
今
日
、
お
つ
や

が
あ
る
か
ら
来
て
く
れ
。
』
つ
と
。
そ
の
日
は
練
習
試
合
だ
っ
た
け
ど
、
全

く
や
る
気
が
な
か
っ
た
。
そ
の
日
の
試
合
は
最
悪
だ
っ
た
。

お
つ
や
に
行
っ
た
ら
、
友
達
が
い
て
、
一
緒
に
お
し
よ
う
こ
う
を
し
た
。

こ
の
夏
休
み
は
、
み
じ
か
な
友
達
が
死
ん
だ
こ
と
だ
っ
た
。
今
で
も
し
ん
じ

ら
れ
な
い
。
」

事
実
を
ど
の
ぐ
ら
い
知
り
得
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
必
須
の
条
件
で
す
が
、

そ
の
意
味
で
も
国
語
の
表
現
活
動
の
意
味
は
大
変
大
き
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
作
文
教
育
の
目
的
は
、
自
分
の
生
活
に
根
ざ
し
た
体
験
や
感
動
、
自
己

主
張
を
言
語
で
綴
る
こ
と
、
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
に
根
ざ
し
た

も
の
の
見
方
、
考
え
方
、
感
じ
方
を
高
め
て
い
く
こ
と
、
つ
ま
り
『
生
活
と

し
て
の
こ
と
ば
の
力
』
を
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
い
の

で
は
な
い
か
。
～
自
分
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
生
活
者
と
し
て
の
自
分
を
よ

り
確
か
に
豊
か
に
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
～
」
（
浅
尾
紘
也
・
「
国
語

の
学
力
を
考
え
る
」
）

「
学
力
が
言
葉
の
発
達
と
密
接
に
結
び
浮
い
て
い
る
こ
と
、
わ
け
て
も
、

生
活
に
根
ざ
し
た
生
活
実
感
の
あ
る
言
葉
で
の
『
表
現
』
が
、
学
力
の
お
お

も
と
で
あ
る
こ
と
～
書
き
つ
づ
る
こ
と
が
学
力
の
形
成
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど

大
切
な
の
か
～
な
ぜ
書
く
こ
と
が
こ
ん
な
に
も
大
変
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
は
、
ま
ず
、
書
く
対
象
（
事
物
・
人
物
・
事
象
等
）
を
し
っ
か
り

と
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
見
つ
め
、
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
力
が
要
求
さ

れ
る
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
、
み
つ
め
た
対
象
を
分
析
し
た
り
総
合
し
た
り
す

る
力
が
必
要
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
力
を
ト
ー
タ
ル
に
蓄
え
た
上
で
の

一
定
の
認
識
が
な
い
と
、
書
く
こ
と
に
よ
る
『
表
現
』
は
で
き
ま
せ
ん
。
逆

に
い
え
ば
、
書
く
こ
と
を
通
し
て
、
そ
う
し
た
力
を
育
て
、
鍛
え
て
行
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
」
（
河
瀬
哲
也
・
「
学
力
・
生
活
・
集
団
」
）

表
現
す
る
こ
と
の
意
味
を
両
氏
は
右
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
た
と
え

幼
い
言
葉
や
、
練
ら
れ
て
い
な
い
文
章
表
現
で
あ
っ
て
も
、
生
徒
達
が
自
分

や
自
分
の
周
り
の
も
の
ｌ
自
分
や
自
分
を
と
り
ま
く
事
実
や
世
界
に
対
し

五
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①
（
）
文
（
詩
・
短
歌
・
俳
句
）

Ｔ
亜
（
）
の
中
に
何
が
入
る
だ
ろ
う
？
誰
か
分
か
る
人
は
？
（
こ
こ
で

分
か
る
生
徒
は
出
て
こ
な
い
）

「
自
己
を
語
る
」
、
「
あ
る
日
あ
る
時
の
出
来
事
」
、
「
夏
休
み
検
証
」
な

ど
の
表
現
活
動
と
と
も
に
、
随
筆
や
小
説
、
論
説
文
の
授
業
に
取
り
組
ん
で

き
た
生
徒
達
は
、
二
学
期
の
後
半
に
入
り
、
韻
文
の
授
業
に
取
り
組
み
出
し

ま
す
。
そ
し
て
そ
の
授
業
の
後
に
、
韻
文
の
授
業
の
ま
と
め
と
し
て
、
生
徒

達
は
「
短
歌
創
作
」
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

韻
文
の
授
業
の
様
子
と
そ
の
後
の
短
歌
創
作
に
つ
い
て
述
べ
て
行
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

て
、
そ
れ
ら
を
見
つ
め
、
認
識
し
、
そ
れ
ら
を
自
分
の
体
や
心
を
通
し
て
表

現
し
て
行
く
こ
と
が
学
力
の
お
お
も
と
で
あ
り
、
生
活
者
と
し
て
生
き
て
行

く
た
め
に
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
考
え
な
が
ら
生
活
し
て
行
く
力
を
生
徒

達
が
身
に
つ
け
る
た
め
に
、
そ
し
て
、
教
師
自
身
が
子
供
達
の
あ
り
の
ま
ま

の
姿
と
成
長
を
発
見
す
る
為
に
も
、
様
々
な
表
現
活
動
に
取
り
組
ま
せ
る
必

要
が
あ
る
と
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

（
１
）
一
時
間
目
の
授
業

（
Ｔ
は
教
師
、
Ｓ
は
生
徒
の
発
言
を
さ
す
）

Ｔ
ｍ
（
黒
板
に
次
の
よ
う
に
書
く
）

三
、
韻
文
の
授
業

表
現
活
動
を
中
心
に
し
た
高
校
一
年
生
（
現
代
国
語
）
の
授
業

③
「
（
）
を
し
て
も
ひ
と
り
」
（
尾
崎
放
哉
）

Ｔ
叩
「
放
哉
」
は
何
と
読
む
の
？

Ｓ
４
”
「
ほ
う
や
」
。

Ｓ
５
ｍ
「
ほ
う
そ
う
」
。

Ｔ
“
こ
れ
は
「
ほ
う
さ
い
」
と
読
む
、
「
お
ざ
き
ほ
う
さ
い
」
。
で
は
、
（
）

の
中
に
は
何
が
は
い
る
や
ろ
う
？
「
を
し
て
も
ひ
と
り
」
と
感
じ
る

…
。
そ
こ
に
は
、
ど
ん
な
言
葉
が
は
い
る
や
ろ
う
？

Ｓ
６
亜
「
恋
」
。

Ｓ
７
ｍ
「
旅
」
。

Ｓ
４
皿
「
病
気
」
。

Ｔ
”
な
る
ほ
ど
「
病
気
」
ね
。
こ
の
俳
句
は
病
気
に
関
わ
っ
て
い
る
か
も

②
世
界
最
小
の
詩
Ⅱ
（
）

Ｔ
亜
Ｓ
２
、
（
）
に
は
何
が
入
る
？
（
Ｓ
２
は
答
え
ら
れ
な
い
）

Ｔ
皿
Ｓ
３
、
ど
う
や
？

Ｓ
３
”
俳
句
…
か
？

Ｔ
ｍ
そ
う
、
そ
の
と
お
り
。
俳
句
と
全
員
ノ
ー
ト
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。

（
そ
の
後
で
、
次
の
よ
う
に
黒
板
に
記
す
）

Ｔ
亜
（
）
に
は
「
リ
ズ
ム
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
が
入
る
。
リ
ズ
ム
は

「
音
」
で
も
あ
る
の
で
、
漢
字
の
左
側
に
は
、
「
音
」
と
い
う
文
字

が
入
る
。
（
こ
こ
で
Ｓ
１
が
、
手
を
挙
げ
る
）

Ｓ
１
「
い
ん
ぷ
ん
」
。

Ｔ
“
そ
う
、
Ｓ
１
の
言
う
と
お
り
、
リ
ズ
ム
の
あ
る
文
を
韻
文
と
言
う
。

（
つ
づ
け
て
黒
板
に
次
の
よ
う
に
記
す
）

五
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し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
言
葉
は
「
冬
」
に
も
関
連
し
て
い
る
言

葉
や
。
冬
に
関
連
す
る
言
葉
で
、
漢
字
に
し
た
ら
一
文
字
、
か
な
で

読
ん
だ
ら
二
文
字
に
な
る
。
（
生
徒
た
ち
は
黒
板
を
見
て
い
る
。
し

か
し
、
し
ば
ら
く
沈
黙
が
続
く
。
前
か
ら
２
列
目
の
Ｓ
８
が
、
小
さ

な
声
で
）

Ｓ
８
亜
「
せ
き
」
。

Ｔ
”
そ
う
や
、
「
せ
き
」
や
。
「
せ
き
を
し
て
も
ひ
と
り
」
と
い
う
俳
句

や
。
「
せ
き
」
は
冬
を
表
す
言
葉
。
冬
の
季
語
や
。
と
こ
ろ
で
、
こ

の
「
せ
き
」
、
漢
字
で
書
け
る
人
は
お
る
か
？
（
Ｓ
９
が
手
を
挙
げ

る
。
黒
板
の
所
へ
来
て
Ｓ
９
が
「
咳
」
と
書
く
。
）
咳
を
し
て
も
ひ

と
り
。
「
ゴ
ホ
ン
、
ゴ
ホ
ン
」
と
や
っ
て
も
、
だ
れ
も
反
応
す
る
人

は
な
い
。
そ
の
一
人
き
り
の
状
況
を
、
尾
崎
放
哉
は
た
っ
た
九
文
字

の
俳
句
に
描
い
た
。

（
続
け
て
黒
板
に
記
す
）

Ｔ
亜
「
西
東
」
は
何
と
読
む
の
？
（
生
徒
は
口
々
に
「
さ
い
と
う
」
、
「
せ

い
と
う
」
と
言
っ
て
い
る
。
）

Ｔ
亜
こ
れ
は
「
さ
い
と
う
」
と
読
む
。
「
三
鬼
」
で
「
さ
ん
き
」
。
と
こ

ろ
で
、
Ｓ
ｍ
、
「
し
の
び
」
は
、
ど
う
い
う
意
味
や
？

Ｓ
ｍ
皿
（
し
ば
ら
く
考
え
な
が
ら
、
）
「
が
ま
ん
す
る
こ
と
」
。

Ｓ
８
皿
「
た
え
る
こ
と
」
や
。

Ｔ
”
そ
う
、
そ
の
と
お
り
や
。
「
し
の
び
」
は
「
が
ま
ん
し
た
り
、
た
え

た
り
す
る
こ
と
」
や
。
そ
う
し
た
ら
、
「
泣
け
り
」
は
ど
う
い
う
意

味
や
？

Ｓ
ｕ
亜
「
泣
い
た
」
。

Ｔ
亜
Ｓ
ｕ
、
「
泣
け
り
」
を
二
つ
の
言
葉
に
分
け
る
と
し
た
ら
、
ど
こ
で

切
れ
る
？

Ｓ
皿
》
「
泣
」
と
「
け
り
」
。

Ｔ
”
な
る
ほ
ど
、
「
泣
」
と
「
け
り
」
や
か
ら
、
「
泣
い
た
」
と
い
う
意

味
に
な
る
ん
や
な
。
な
る
ほ
ど
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
泣
け
」
と
「
り
」

と
に
分
か
れ
て
い
る
。
意
味
の
分
か
る
人
は
？
（
ほ
と
ん
ど
の
ク
ラ

ス
で
は
出
て
こ
な
い
）
こ
こ
で
は
、
「
泣
い
て
い
る
」
と
い
う
意
味

に
考
え
て
欲
し
い
。
「
泣
い
た
」
と
い
う
過
去
の
出
来
事
で
は
な
く
、

「
今
も
少
年
が
泣
き
つ
づ
け
て
い
る
」
と
考
え
ら
れ
る
と
し
た
ら
、

（
）
の
中
に
は
何
が
入
る
や
ろ
う
か
？
声
を
出
さ
な
い
よ
う
に
我

慢
し
な
が
ら
少
年
が
泣
き
つ
づ
け
て
い
る
。
少
年
は
何
を
し
て
い
る

の
や
ろ
う
？
（
生
徒
は
「
数
」
と
口
々
に
言
っ
て
い
る
。
）

Ｔ
”
「
算
数
」
は
現
代
の
小
学
校
で
の
科
目
。
も
っ
と
古
く
は
ど
う
言
っ

た
の
？

Ｓ
６
亜
「
術
」
。

Ｔ
恥
そ
う
や
、
「
算
術
」
。
戦
争
前
ま
で
は
、
「
算
術
」
と
い
う
呼
び
方
だ

っ
た
ら
し
い
。
こ
の
言
葉
一
つ
取
っ
て
も
、
昭
和
二
十
年
よ
り
前
に

作
ら
れ
た
俳
句
だ
と
言
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
ね
。
で
は
、
も
う
一

つ
の
（
）
に
は
何
が
入
る
？
季
節
を
入
れ
て
欲
し
い
。

Ｓ
蚫
叩
冬
。

Ｔ
叩
な
ん
で
、
冬
や
？

五
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⑤
「
東
て
し
士
指
も
て
掘
り
し
遺
品
か
な
」

Ｔ
恥
Ｓ
型
、
「
東
て
」
は
何
と
読
む
？

Ｓ
皿
亜
「
い
て
」
。

Ｔ
亜
「
東
て
」
っ
て
、
ど
ん
な
意
味
や
？

Ｓ
哩
亜
「
こ
お
る
」
と
い
う
こ
と
と
違
う
か
な
。

Ｔ
”
そ
の
通
り
や
ね
。
で
は
、
「
し
」
は
ど
う
い
う
意
味
や
？
古
典
の
授

Ｓ
廻
叩
受
験
の
時
や
と
思
う
。

Ｔ
亜
受
験
の
時
で
無
か
っ
た
と
し
た
ら
？
（
生
徒
は
「
春
」
、
「
夏
」
と

口
々
に
言
っ
て
い
る
が
、
）
「
し
の
び
泣
き
」
の
少
年
が
し
て
い
る
こ

と
な
何
や
ろ
う
？

Ｓ
６
亜
宿
題
と
ち
や
う
か
。

Ｔ
”
そ
う
や
、
宿
題
や
。
小
学
生
の
少
年
が
宿
題
を
し
て
い
る
と
し
た
ら
、

こ
こ
に
は
Ｓ
田
、
ど
の
季
節
が
入
る
？

Ｓ
過
亜
夏
や
と
思
う
。

Ｔ
恥
そ
の
通
り
。
夏
休
み
の
あ
る
日
、
算
数
の
宿
題
を
し
て
い
る
、
や
ら

さ
れ
て
い
る
小
学
生
の
少
年
。
も
う
夏
休
み
も
最
後
の
方
な
の
や
ろ

う
ね
。
日
が
残
り
少
な
い
。
算
数
の
宿
題
を
前
に
し
て
、
我
慢
し
な

が
ら
泣
き
つ
づ
け
て
い
る
、
そ
れ
を
父
親
が
じ
っ
と
見
て
い
る
と
い

う
の
が
こ
の
俳
句
の
情
景
。
俳
句
に
は
、
季
節
を
表
す
言
葉
が
入
る
。

そ
し
て
言
い
た
い
こ
と
を
直
接
表
現
せ
ず
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、

間
接
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
多
く
、
あ
る
場
面
を
映
画
の
フ
イ
ル
ム

の
一
コ
マ
を
切
り
と
っ
た
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
い

う
こ
と
を
知
っ
て
お
い
て
欲
し
い
。
（
次
の
よ
う
に
黒
板
に
記
す
）
。

表
現
活
動
を
中
心
に
し
た
高
校
一
年
生
（
現
代
国
語
）
の
授
業

業
で
教
わ
っ
た
と
思
う
け
れ
ど
、
ど
う
い
う
意
味
や
っ
た
？
（
ク
ラ

ス
に
よ
っ
て
は
、
「
し
」
の
意
味
が
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
。
）

Ｓ
ｕ
亜
「
な
に
な
に
し
た
」
や
っ
た
と
思
う
。
過
去
の
意
味
。

Ｔ
“
そ
や
ね
、
「
し
」
は
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
変
化
し
た
も
の
や
っ

た
ね
。
だ
か
ら
、
意
味
は
「
凍
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
Ｓ
焔
、

こ
の
俳
句
を
読
ん
で
み
て
く
れ
る
か
。

（
Ｓ
妬
、
続
い
て
Ｓ
肥
、
Ｓ
Ⅳ
を
指
名
す
る
）

Ｔ
亜
「
し
」
は
過
去
の
意
味
や
か
ら
、
「
凍
り
つ
い
た
土
」
。
そ
れ
を
「
指

を
使
っ
て
掘
っ
た
」
、
「
遺
品
か
な
」
。
「
遺
品
」
は
「
死
ん
だ
人
が
後

に
残
し
た
品
物
」
。
季
節
は
い
つ
や
ろ
う
？
Ｓ
Ⅳ
。

Ｓ
Ⅳ
恥
冬
。

Ｔ
ｍ
な
ん
で
や
？

Ｓ
Ⅳ
皿
士
が
凍
っ
て
い
る
か
ら
。

Ｔ
”
そ
の
通
り
や
ね
。
で
は
、
そ
の
凍
っ
た
土
を
、
わ
ざ
わ
ざ
指
を
使
っ

て
掘
り
だ
さ
な
、
あ
か
ん
か
つ
た
っ
て
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
時

の
俳
句
や
ろ
う
？
こ
の
俳
句
の
背
景
に
は
、
ど
ん
な
出
来
事
が
あ
る

の
や
ろ
う
？
（
生
徒
は
口
々
に
「
戦
争
」
、
「
爆
撃
の
後
」
、
「
火
事
の

後
」
と
言
っ
て
い
る
）
こ
れ
は
こ
こ
最
近
起
こ
っ
た
出
来
事
の
後
に

作
ら
れ
た
俳
句
。
こ
こ
十
年
内
の
出
来
事
と
し
た
ら
？

Ｓ
ｕ
亜
地
震
や
。
神
戸
の
地
震
や
。

Ｔ
叩
よ
く
分
か
っ
た
ね
。
阪
神
大
震
災
の
後
、
お
そ
ら
く
大
事
な
人
が
亡

く
な
っ
た
。
そ
の
人
の
遺
し
た
品
物
を
大
変
大
事
そ
う
に
掘
り
起
こ

し
て
い
る
も
う
一
人
の
人
の
存
在
。
そ
の
人
も
「
遺
品
を
掘
り
起
こ

五
九



⑥
「
冬
晴
れ
の
天
よ
つ
か
ま
る
も
の
が
な
い
」

Ｔ
”
（
Ｓ
田
、
釦
が
指
名
音
読
）
季
節
は
冬
。
「
冬
晴
れ
」
と
言
う
の
は
、

冬
な
の
に
雲
一
つ
な
い
天
気
の
こ
と
。
（
窓
を
開
け
て
）
今
日
の
よ

う
な
天
気
の
こ
と
か
も
分
か
ら
な
い
ね
。
「
天
」
と
あ
る
が
、
「
天
」

に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
？
Ｓ
１
ｏ

Ｓ
１
”
空
。

Ｔ
”
空
や
ね
。
ほ
か
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
や
ろ
う
？

Ｓ
２
函
天
国
。

Ｓ
３
“
神
。

Ｔ
”
な
る
ほ
ど
、
な
る
ほ
ど
。
そ
し
た
ら
、
「
天
と
地
」
と
言
っ
た
ら
？

Ｔ
”
な
る
ほ
ど
、
そ
う
し
た
ら
、
こ
の
人
（
こ
の
俳
句
の
作
者
、
あ
る
い

は
話
者
）
は
ど
ん
な
状
況
で
、
ど
ん
な
気
持
ち
で
こ
の
俳
句
を
詠
ん

で
い
る
の
や
ろ
う
？
わ
ざ
わ
ざ
「
空
」
と
言
わ
ず
に
、
「
天
」
と
言

っ
て
い
る
。

Ｓ
５
”
こ
の
人
は
、
病
気
で
死
に
か
け
て
い
る
人
や
と
思
う
。

Ｔ
叩
な
ん
で
、
そ
ん
な
こ
と
が
わ
か
る
の
？

Ｓ
５
叩
「
つ
か
ま
る
も
の
が
な
い
」
と
言
う
て
る
の
や
か
ら
、
こ
れ
か
ら
落

ち
て
行
く
、
つ
ま
り
、
死
ん
で
行
く
ん
や
と
思
っ
て
い
る
と
思
う
。

Ｔ
亜
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
の
は
、
「
つ
か
ま
る
も
の
が
な
い
」
と

Ｓ
４
“
上
と
言
う
意
味
。

す
た
め
の
道
具
」
を
持
っ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
の
指

を
使
っ
て
必
死
で
掘
り
起
こ
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ

で
は
今
日
の
最
後
、
こ
の
俳
句
。

⑩
「
布
団
た
た
み
雑
巾
し
ぼ
り
別
れ
と
す
」

⑨
「
待
つ
と
い
う
こ
と
恐
ろ
し
く
春
の
闇
」

⑧
「
梅
雨
晴
れ
の
光
を
背
負
い
ふ
り
む
か
ず
」

⑦
「
春
雷
や
冷
た
き
母
で
あ
れ
ば
良
し
」

（
２
）
生
徒
ノ
ー
ト
よ
り

五
つ
の
俳
句
に
対
し
て
、
旅
を
し
て
い
る
人
、
別
れ
を
待
つ
人
、
受
験
生
、

戦
争
に
行
く
人
と
い
う
読
み
の
他
に
、
多
く
の
生
徒
達
は
次
の
よ
う
な
読
解

を
ノ
ー
ト
に
記
し
て
き
た
。

言
う
言
葉
の
ほ
か
に
は
何
か
あ
る
か
な
？

Ｓ
５
“
「
天
」
は
「
死
」
ぬ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
や
と
思
う
。

Ｓ
６
唖
「
晴
れ
」
は
「
悔
い
が
な
い
」
事
を
表
し
て
い
る
と
思
う
。

Ｔ
”
Ｓ
６
は
、
こ
の
人
は
ど
ん
な
人
や
と
思
う
の
？

Ｓ
６
印
戦
争
に
行
っ
た
人
の
事
や
と
思
う
。
特
攻
隊
か
何
か
で
、
こ
れ
か
ら

死
に
に
行
く
場
面
や
と
思
う
。

Ｔ
皿
こ
の
俳
句
と
同
じ
境
遇
の
人
達
が
詠
ん
だ
四
つ
の
俳
句
を
紹
介
し
た

い
。
こ
の
合
計
五
人
に
共
通
す
る
も
の
は
何
か
？
五
人
に
共
通
し
た

体
験
や
境
遇
は
何
か
？
ノ
ー
ト
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。

。
「
五
人
と
も
恐
ろ
し
く
や
、
つ
か
ま
る
も
の
が
な
い
や
、
別
れ
や
、
ふ
り

む
か
ず
な
ど
、
な
に
か
悲
し
が
っ
て
い
る
と
思
う
。
『
死
』
に
つ
い
て
の

べ
て
い
る
と
思
う
。
」
（
Ｓ
９
）

。
「
死
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
人
達
が
残
し
た
俳
句
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
待

六
○



つ
こ
と
が
恐
し
い
な
ど
、
そ
こ
に
は
行
き
た
く
な
い
が
、
し
か
し
そ
こ
か

ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ
た
表
現
か
ら
思
っ
た
。
」
（
Ｓ
ｍ
）

．
「
と
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
人
の
作
品
だ
と
思
う
。

『
つ
か
ま
る
も
の
が
な
い
』
…
す
が
る
も
の
が
な
い
。
『
冷
た
き
母
で
あ

れ
ば
良
し
』
…
温
か
い
母
で
あ
る
か
ら
つ
ら
い
。
『
光
を
背
負
い
振
り
向

か
ず
』
…
光
の
反
対
は
闇
、
闇
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
る
。
未
来
に
光
は

な
い
。
」
（
Ｓ
ｕ
）

．
「
⑩
の
『
布
団
た
た
み
雑
巾
し
ぼ
り
別
れ
と
す
』
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
（
自

分
の
）
頭
の
中
に
『
ろ
う
や
』
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
う
か
ん
だ
。
そ
し

て
最
後
に
き
れ
い
に
そ
う
じ
し
て
別
れ
を
つ
げ
た
と
思
っ
た
。
死
刑
と
い

う
の
は
だ
い
た
い
早
朝
に
や
る
も
の
だ
か
ら
⑨
の
『
待
つ
と
い
う
こ
と
：
、

春
の
闇
と
』
、
死
ぬ
前
夜
に
書
い
た
。
」
（
Ｓ
皿
）

．
「
⑩
の
俳
句
で
『
布
団
た
た
み
』
と
『
別
れ
と
す
』
と
い
う
言
葉
か
ら
、

明
日
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
⑨
の
俳
句
で
、
次
の
日
に
死
ぬ
の

が
恐
い
の
で
夜
ね
つ
け
な
か
っ
た
と
い
う
感
じ
が
す
る
。
」
（
Ｓ
過
）

．
「
⑥
『
つ
か
ま
る
も
の
が
な
い
』
は
首
を
つ
ら
れ
て
つ
か
ま
る
も
の
が
な

く
、
こ
の
ま
ま
死
ん
で
い
く
と
覚
悟
し
て
い
る
。
⑩
は
自
分
の
家
に
は
も

う
二
度
と
戻
っ
て
こ
ら
れ
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
。
」
（
Ｓ
ｕ
）

．
「
『
布
団
た
た
み
雑
巾
し
ぼ
り
別
れ
と
す
』
か
ら
、
そ
う
じ
を
し
て
い
る

の
で
、
か
ん
ご
く
か
ら
出
て
行
く
こ
と
が
わ
か
る
。
⑨
で
待
つ
と
い
う
こ

と
恐
ろ
し
く
と
あ
る
の
で
、
出
所
す
る
の
で
は
な
く
、
死
刑
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
⑦
の
冷
た
き
母
で
あ
れ
ば
よ
し
に
は
や
さ
し
い
母
に
み
れ
ん
が

残
り
、
冷
た
い
母
な
ら
別
れ
を
惜
し
む
こ
と
も
な
か
っ
た
の
に
、
と
い
う

表
現
活
動
を
中
心
に
し
た
高
校
一
年
生
（
現
代
国
語
）
の
授
業

⑥
～
⑩
の
俳
句
は
い
ず
れ
も
、
死
刑
を
目
前
に
し
た
人
達
が
死
の
直
前
に

詠
ん
だ
作
品
で
す
。
生
徒
達
は
授
業
の
中
の
問
答
と
、
ノ
ー
ト
の
作
業
を
通

し
て
、
五
つ
の
作
品
に
描
か
れ
た
状
況
や
人
物
形
象
の
お
お
よ
そ
を
読
み
取

っ
て
行
き
ま
し
た
。
授
業
の
中
で
提
示
し
た
ど
の
作
品
も
、
高
校
生
達
の
大

変
高
い
関
心
を
集
め
ま
し
た
。
授
業
の
中
で
は
生
徒
全
員
の
顔
が
ま
つ
す
ぐ

に
立
ち
、
黒
板
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
に
な
り
ま
し
た
。
一
年
生

の
ど
の
ク
ラ
ス
の
生
徒
も
、
本
当
に
同
じ
様
な
表
情
を
す
る
。
「
五
人
は
ど

ん
な
状
況
の
中
で
、
一
体
何
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
？
ど
ん
な
思
い
で
い
た

の
だ
ろ
う
？
五
つ
の
俳
句
は
ど
ん
な
世
界
を
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
？
」
こ

れ
ら
の
ナ
ゾ
を
何
と
か
追
求
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
、
高
校
生
一
人
一
人

の
心
の
中
に
浮
か
び
上
が
っ
て
来
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
俳
句
の
中
の
一
語

ず
つ
を
手
が
か
り
に
、
俳
句
に
描
か
れ
た
世
界
を
何
と
し
て
で
も
読
み
取
ろ

う
と
す
る
姿
が
あ
ら
わ
れ
た
授
業
で
し
た
。

（
特
に
⑥
か
ら
⑩
の
俳
句
に
つ
い
て
は
、
平
安
女
学
院
高
校
の
今
村
先
生

が
実
践
さ
れ
た
も
の
を
、
月
一
回
開
か
れ
て
い
る
「
京
都
こ
ぐ
ご
教
科
懇
談

事
。
」
（
Ｓ
略
）

．
「
『
天
よ
つ
か
ま
る
も
の
が
な
い
』
は
今
ま
さ
に
死
の
瞬
間
で
、
目
の
前

に
は
首
を
つ
る
も
の
以
外
な
に
も
な
い
と
い
う
こ
と
。
『
つ
か
ま
る
も
の

が
な
い
』
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
た
す
か
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
る

と
思
う
。
『
布
団
た
た
み
雑
巾
し
ぼ
り
別
れ
と
す
』
は
、
自
分
が
長
い
間

い
た
ろ
う
や
を
き
れ
い
に
す
る
の
は
、
死
ぬ
前
の
人
が
よ
く
す
る
。
あ
と

何
時
間
後
（
か
）
に
こ
の
人
は
死
ぬ
。
」
（
Ｓ
岨
）

一
ハ
ー



会
」
の
六
月
例
会
の
中
で
聞
き
、
今
村
先
生
の
実
践
を
参
考
に
さ
せ
て
も
ら

い
な
が
ら
、
東
山
高
校
の
生
徒
達
の
俳
句
の
授
業
の
導
入
に
使
っ
て
み
た
も

の
で
す
。
）

（
３
）
短
歌
の
授
業

俳
句
の
授
業
に
続
き
、
西
行
、
有
間
皇
子
、
島
木
赤
彦
、
石
川
啄
木
の
短

歌
を
学
習
し
た
生
徒
達
は
、
そ
の
後
で
斎
藤
茂
吉
の
短
歌
の
学
習
に
入
っ
て

い
き
ま
し
た
。

短
歌
は
本
来
連
作
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
「
赤
光
」
か
ら

九
首
の
短
歌
を
選
び
、
そ
の
九
首
を
ば
ら
ば
ら
に
並
べ
直
し
た
プ
リ
ン
ト
を

生
徒
達
に
配
布
し
ま
す
。
生
徒
を
指
名
し
て
九
首
を
音
読
し
た
後
、
お
お
よ

そ
の
意
味
を
確
認
し
、
そ
の
後
こ
れ
ら
の
短
歌
は
ど
の
よ
う
な
順
番
で
短
歌

集
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
を
生
徒
達
に
問
い
か
け
ま
し
た
。

①
み
ち
の
く
の
母
の
い
の
ち
を
一
目
見
ん
一
目
見
ん
と
ぞ
た
だ
に
い
そ
げ
る

②
死
に
近
き
母
に
添
寝
の
し
ん
し
ん
と
遠
田
の
か
は
づ
天
に
聞
ゆ
る

③
吾
妻
山
に
雪
か
が
や
け
ば
み
ち
の
く
の
我
が
母
の
国
に
汽
車
入
り
に
け
り

④
灰
の
な
か
に
母
を
ひ
ろ
へ
り
朝
日
子
の
の
ぼ
る
が
な
か
に
母
を
ひ
ろ
へ
り

⑤
我
が
母
よ
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
我
が
母
よ
我
を
生
ま
し
乳
足
ら
ひ
し
母
よ

⑥
は
る
ば
る
と
薬
を
も
ち
て
来
し
わ
れ
を
目
守
り
た
ま
へ
り
わ
れ
は
子
な
れ
ば

⑦
わ
が
母
を
焼
か
ね
ば
な
ら
ぬ
火
を
持
て
り
天
つ
空
に
は
見
る
も
の
も
な
し

⑧
星
の
ゐ
る
夜
ぞ
ら
の
も
と
に
赤
赤
と
は
は
そ
は
の
母
は
燃
え
ゆ
き
に
け
り

⑨
の
ど
赤
き
玄
鳥
ふ
た
つ
屋
梁
に
ゐ
て
足
乳
根
の
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り

生
徒
達
は
短
歌
に
描
か
れ
て
い
る
場
所
や
出
来
事
の
違
い
か
ら
、
そ
の
短

歌
の
順
番
を
考
え
始
め
ま
す
。
Ｋ
男
は
「
①
・
③
は
汽
車
の
中
。
⑥
・
②
は

母
の
そ
ば
。
⑤
ｌ
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
ｌ
死
ぬ
少
し
前
。
⑨
ｌ
死
に
た
ま
ふ
な

り
ｌ
死
の
瞬
間
。
⑦
ｌ
焼
か
ね
ば
な
ら
ぬ
ｌ
火
葬
の
は
じ
ま
り
。
⑧
ｌ
燃
え

ゆ
き
に
け
り
Ｉ
火
葬
の
途
中
。
④
ｌ
灰
の
な
か
に
母
を
ひ
ろ
へ
り
ｌ
火
葬
の

最
後
・
」
と
九
種
の
短
歌
の
書
か
れ
た
順
番
を
読
み
取
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
Ｂ
雄
は
、
⑤
と
⑨
を
比
較
し
な
が
ら
、
⑤
の
「
我
が
母
よ
死
に
た
ま

ひ
ゆ
く
我
が
母
よ
我
を
生
ま
し
乳
足
ら
ひ
し
母
よ
」
の
中
の
「
よ
」
に
注
目

し
、
「
こ
の
『
よ
』
は
、
母
に
対
し
て
呼
び
か
け
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
か
ら
母
は
（
こ
の
短
歌
に
よ
ま
れ
て
い
る
場
面
で
は
）
生
き
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
⑨
の
『
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り
』
で
は
、

『
よ
』
で
は
な
く
『
は
』
と
言
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
、
母
に
対
し
て
も

う
呼
び
か
け
て
い
な
い
。
母
が
こ
の
世
に
い
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
Ｋ
介
も
「
⑨
の
『
死
に
た
ま
ふ
な
り
』
の
『
た

ま
ふ
』
は
、
愛
す
べ
き
母
へ
の
敬
意
を
示
し
、
『
な
り
』
は
現
在
を
示
す
言

葉
で
あ
り
、
母
の
死
の
瞬
間
を
示
し
て
い
る
。
母
の
死
の
瞬
間
を
敬
意
を
持

ち
な
が
ら
見
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

短
歌
の
学
習
の
中
で
は
、
短
歌
の
中
に
間
接
的
に
描
か
れ
て
い
る
時
や
場

所
や
出
来
事
や
心
情
を
、
三
十
一
文
字
の
言
葉
を
手
が
か
り
に
し
て
読
み
込

む
こ
と
を
学
習
の
中
心
に
し
て
き
ま
し
た
。
短
歌
の
中
に
ど
の
よ
う
な
世
界

が
描
か
れ
て
い
る
か
。
西
行
の
「
花
の
も
と
に
て
春
死
な
む
」
に
込
め
ら
れ

た
心
情
、
有
間
皇
子
の
「
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛
る
」
に
込
め
ら
れ
た

思
い
、
「
隣
室
に
文
読
む
子
ら
の
声
聞
け
ば
心
に
染
み
て
生
き
た
か
り
け
り
」
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を
詠
ん
だ
島
木
赤
彦
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
、
ど
の
よ
う
な
状
態
で
い
た
の

か
、
「
ふ
る
さ
と
の
訓
な
つ
か
し
停
車
場
の
入
ご
み
の
中
に
そ
を
聴
き
に
ゆ

く
」
の
中
の
「
停
車
場
」
は
ど
こ
か
、
な
ぜ
「
ふ
る
さ
と
の
説
」
が
懐
か
し

か
っ
た
の
か
、
…
。
短
歌
の
中
の
一
語
一
語
を
手
が
か
り
に
し
て
、
高
校
一

年
生
達
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
世
界
を
読
み
取
る
学
習
を
続
け
ま
し
た
。

そ
の
生
徒
達
が
韻
文
学
習
の
ま
と
め
と
し
て
、
今
度
は
短
歌
創
作
に
取
り
組

み
出
し
ま
す
。

（
４
）
短
歌
の
創
作
（
高
校
生
と
し
て
の
最
初
の
一
首
）

二
学
期
の
後
半
に
生
徒
達
が
描
き
始
め
た
短
歌
の
一
部
は
次
の
よ
う
な
も

の
で
し
た
。
自
分
の
現
在
の
状
況
や
心
情
を
三
十
一
文
字
に
込
め
る
取
り
組

み
は
、
高
校
生
に
は
新
鮮
な
作
業
の
よ
う
で
、
指
を
折
り
な
が
ら
用
紙
に
向

か
い
、
出
来
あ
が
っ
た
仲
間
の
短
歌
を
読
み
、
そ
の
後
で
評
価
し
て
行
く
姿

は
非
常
に
生
き
生
き
し
て
い
ま
し
た
。

．
「
京
都
」
と
い
う
ひ
び
き
に
さ
そ
わ
れ
き
て
み
れ
ば
男
ば
か
り
の

悲
し
き
現
実

・
秋
風
に
ふ
か
れ
て
遊
ぶ
小
鳥
達
余
も
あ
の
よ
う
に
自
由
に
生
き

た
し

・
別
れ
道
も
う
も
ど
れ
な
い
道
だ
か
ら
後
悔
し
て
も
先
を
貫
く

・
し
つ
れ
ん
日
立
ち
す
く
む
我
外
に
雨
さ
め
し
心
は
雨
に
流
れ
た
り

・
戦
争
が
開
始
さ
れ
て
も
日
本
で
は
普
通
に
生
き
て
実
感
無
し

・
リ
ス
ト
ラ
で
賑
わ
い
消
え
た
ふ
る
さ
と
よ
売
り
声
も
な
く
渋
滞

表
現
活
動
を
中
心
に
し
た
高
校
一
年
生
（
現
代
国
語
）
の
授
業

も
な
く

・
毎
日
が
あ
っ
と
い
う
ま
に
す
ぎ
て
い
く
速
く
速
く
て
つ
い
て
い

け
な
い

・
部
活
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
家
静
か
一
人
で
食
べ
る
晩
ご
飯

・
最
近
は
つ
か
れ
に
つ
か
れ
家
帰
り
親
と
け
ん
か
し
そ
の
く
り
か

え
し

・
毎
日
が
い
つ
も
お
ん
な
じ
く
り
か
え
し
毎
日
つ
か
れ
る
こ
ん
な

自
分

・
テ
ス
ト
前
ま
だ
だ
ま
だ
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
白
紙
の
上
で
シ
ャ

ー
ペ
ン
転
が
す

・
世
界
中
普
通
普
通
と
言
う
け
れ
ど
誰
が
決
め
た
の
普
通
っ
て
何
？

・
限
り
あ
る
う
つ
わ
に
入
り
外
を
見
る
魚
を
見
る
と
な
み
だ
が
で

る
と

・
か
さ
さ
し
て
く
つ
を
ぬ
ら
し
た
集
団
の
あ
い
ま
を
走
る
赤
い
沢
蟹

・
戻
り
た
い
自
分
の
道
に
も
う
一
度
今
歩
む
の
は
誰
か
の
理
想

・
ノ
ー
ト
あ
け
え
ん
ぴ
つ
は
な
い
ム
ダ
な
時
間
話
も
聞
か
ず
目
を

閉
じ
た
ま
ま

・
し
と
ね
敷
き
テ
レ
ビ
見
て
い
る
今
の
自
分
い
つ
ま
で
僕
は
こ
う

し
て
い
る
の
だ
ろ
う

・
夜
の
雨
静
か
な
夜
を
に
ぎ
や
か
に
僕
の
気
持
ち
を
ほ
っ
と
さ
せ
る

・
行
き
な
さ
い
夕
日
に
映
え
る
赤
ト
ン
ボ
田
畑
の
上
を
元
気
に
飛

ん
で

．
い
つ
の
ま
に
か
聞
こ
え
る
だ
ろ
う
な
つ
か
し
き
悲
し
さ
漂
う
母

一
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学
年
末
の
三
学
期
の
二
月
、
高
校
一
年
生
の
彼
ら
は
、
最
後
の
締
め
く
く

り
と
し
て
、
た
だ
今
「
小
説
づ
く
り
」
に
挑
ん
で
い
ま
す
。

（
く
の
り
・
の
ぷ
お
東
山
高
校
教
諭
）

・
秋
風
が
梢
を
揺
ら
す
日
曜
日
居
眠
る
母
に
そ
っ
と
毛
布
か
け
て

・
お
じ
い
ち
ゃ
ん
生
き
て
る
う
ち
は
わ
か
ら
な
い
な
く
し
て
わ
か
る

の
笛
の
音

．
今
は
あ
き
空
は
秋
晴
れ
ひ
つ
じ
ぐ
も
オ
レ
の
教
室
ス
ノ
ー
ド
ロ

・
テ
ス
ト
前
ノ
ー
ト
に
う
か
ぶ
ミ
ミ
ズ
文
字
自
分
の
ノ
ー
ト
解
読

・
高
校
に
入
っ

・
ぱ
あ
ち
や
ん

倍
は
好
き
や
で

し
な
あ
か
ん

・
横
の
ま
ど

真
っ
白

大
切
さ
か
な

ツ
プ

入
っ
た
時
か
ら
大
学
に
行
く
事
ば
か
り
考
え
る

ん
オ
レ
が
好
き
だ
と
言
う
ば
あ
ち
ゃ
ん
オ
レ
の
ほ
う
が

見
え
る
景
色
は
美
し
く
見
と
れ
て
い
た
ら
ノ
ー
ト
は

六
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