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は
あ
り
ま
す
が
、
十
分
に
は
ま
と
ま
っ
て

い
な
い
感
じ
が
し
ま
す
。

プ
ロ
の
作
家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
日

本
語
研
究
者
な
ど
、
立
場
に
よ
っ
て
も
の

の
見
方
が
違
う
の
で
、
使
い
方
に
も
ば
ら

つ
き
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
作
家
の

井
上
ひ
さ
し
さ
ん
が
明
確
に
述
べ
て
い
る

文
章
が
あ
り
ま
す
（
上
段
の
囲
み
参
照
）。

井
上
さ
ん
は
小
説
家
で
す
か
ら
後
者
の

立
場
、
私
は
日
本
語
研
究
者
で
す
か
ら
前

者
の
立
場
に
立
ち
ま
す
。
現
在
の
書
き
言

葉
の
状
況
を
考
え
る
と
、
文
章
を
わ
か
り

や
す
く
読
者
に
伝
え
る
た
め
の
客
観
的
な

読
点
の
ル
ー
ル
を
統
一
的
な
基
準
と
し
て

立
て
る
の
は
難
し
い
で
し
ょ
う
し
、
私
一

人
が
「
こ
う
し
ま
し
ょ
う
」
と
提
言
し
て

も
、
世
の
中
が
そ
う
な
る
と
思
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
せ
っ
か
く
の
機
会
な
の
で
、

気
づ
か
な
い
で
使
っ
て
い
る
読
点
の
用
法

に
つ
い
て
、
い
ま
一
度
整
理
を
し
て
み
よ

う
と
思
い
ま
す
。

き
ち
ん
と
教
え
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状

で
す
。

先
ほ
ど
挙
げ
た
「
く
ぎ
り
符
号
の
使
ひ

方
」
に
も
読
点
に
関
す
る
使
い
方
の
原
則

し
ょ
う
。
私
は
、
読
点
を
テ
ー
マ
に
卒
業

論
文
を
書
い
た
の
が
研
究
生
活
の
始
ま
り

で
し
た
が
、
そ
れ
以
降
も
読
点
の
研
究
は
、

あ
ま
り
進
ん
で
お
ら
ず
、
学
校
教
育
で
も

「
く
ぎ
り
符
号
の
使
ひ
方
」﹇
句
読
法
﹈

（
案
）
で
は
、
句
点
の
使
い
方
に
つ
い
て

カ
ギ
カ
ッ
コ
の
中
で
も
「
上
野
ま
で
。」

の
よ
う
に
文
の
終
止
に
打
つ
と
あ
り
、
公

用
文
な
ど
で
は
参
考
に
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

使
い
方
は
定
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
句
点
の

扱
い
を
う
る
さ
く
言
う
の
は
、
一
部
の
作

家
か
学
者
ぐ
ら
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね

（
笑
）。使

い
方
で
難
し
い
の
は
読
点
の
ほ
う
で

「
〜
で
し
た
」。

「
〜
で
し
た
。」

「
〜
で
し
た
。」。

こ
の
よ
う
に
、
句
点
を
入
れ
な
い
人
と
、

カ
ギ
カ
ッ
コ
を
閉
じ
る
前
に
入
れ
る
人
、

閉
じ
た
後
に
入
れ
る
人
、
閉
じ
る
前
と
後

の
両
方
に
入
れ
る
人
で
、
意
見
は
分
か
れ

ま
す
。

一
九
四
六
年
に
文
部
省
（
当
時
）
教
科

書
局
調
査
課
国
語
調
査
室
で
作
成
し
た

考
え
方
に
よ
っ
て
変
わ
る
句
読
点

句
読
点
と
い
う
と
、
テ
ン
と
マ
ル
を
指

し
ま
す
が
、
マ
ル
の
句
点
は
さ
ほ
ど
問
題

に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
迷
う
と
し

た
ら
、
カ
ギ
カ
ッ
コ
で
文
章
が
終
わ
る
と

き
に
ど
こ
へ
句
点
を
入
れ
る
か
、
ぐ
ら
い

で
し
ょ
う
か
。

「
〜
で
し
た
」
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句
読
点
の
テ
ン
は
、本
来
ど
こ
で
打
つ
べ
き
か
。

こ
れ
ま
で
感
覚
に
頼
っ
て
き
た
部
分
を
理
解
す
る
に
は
、

「
日
本
語
を
外
国
語
と
し
て
考
え
る
と
、ル
ー
ル
と
し
て
説
明
で
き
る
」と
語
る
、

日
本
語
研
究
者
の
石
黒
圭
さ
ん
に
聞
い
た
。

仁
義
な
き
派
閥
抗
争
？

読
点
は
こ
こ
に
打
て
！
　
文
章
は
読
ん
で
も
ら
っ
て
ナ
ン
ボ

　
句
読
点
に
つ
い
て
も
、
漢
字
に
た
い
す
る

考
え
方
と
同
じ
よ
う
に
、
国
論
（
と
は
す
こ

し
大
袈
裟
で
あ
る
が
）
は
、
真
ッ
ぷ
た
つ
に

分
れ
て
た
が
い
に
睨
み
合
い
を
続
け
て
い
る
。

　
一
方
は
「
句
読
点
は
字
と
同
じ
か
、
そ
れ

以
上
に
重
要
」（
本
多
勝
一
）
で
あ
る
、
と

す
る
人
た
ち
で
、
こ
の
派
に
は
国
語
学
者
や

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
多
い
よ
う
だ
。
学
者
や

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
仕
事
は
、
真
理
や
事
実

を
で
き
る
だ
け
客
観
的
に
、
つ
ま
り
わ
か
り

や
す
く
読
者
に
伝
え
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ

で
句マ

ル点
や
読テ

ン点
の
用
法
を
研
ぎ
、
磨
き
し
て

正
確
に
使
い
、
す
こ
し
で
も
文
章
を
明
晰
な

も
の
に
し
た
い
と
つ
と
め
る
。
こ
れ
は
ま
こ

と
に
正
し
い
態
度
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
他
方
に
「
句
讀
點
と
云
ふ
も
の
も
宛
て
字

や
假
名
使
ひ
と
同
じ
く
、
到
底
合
理
的
に
は

扱
ひ
切
れ
な
い
」（
谷
崎
潤
一
郎
）
と
考
え

る
人
た
ち
が
い
る
。
だ
か
ら
「
符
号
と
い
ふ

の
は
あ
く
ま
で
も
補
助
的
な
も
の
だ
か
ら
、

究
極
的
に
重
大
な
の
は
、
た
と
へ
句
読
点
を

す
べ
て
取
払
つ
て
も
な
ほ
か
つ
一
人
立
ち
し

て
ゐ
る
頑
丈
な
文
章
を
書
く
こ
と
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
難
事
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
不
可
能
事
で
は
な
い
」（
丸
谷
才

一
）
と
覚
悟
を
定
め
る
。
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
こ
の
立
場
の
人
た
ち
の
多
く
は
小
説
家

で
あ
る
。
禿
筆
を
舐
め
舐
め
世
渡
り
を
し
て

い
る
筆
者
に
は
、
こ
の
覚
悟
が
い
か
に
重
大

で
あ
る
か
理
解
で
き
る
。

井
上
ひ
さ
し
『
私
家
版
　
日
本
語
文
法
』（
新
潮
社
）
か
ら


