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例
文
１ 

  

外
出
か
ら
帰
る
と
、
私
は
ま
ず
、
部
屋
の
ド
ア
の
右
手
に
置
い
て
あ
る
大
型
ポ
リ
バ
ケ
ツ
を
触
る
。
こ
れ
が
私
専
用
の
〝
郵
便
ポ
ス
ト
〟
だ
。
ゆ
す
っ
て
み

る
。
ズ
シ
リ
と
手
ご
た
え
が
あ
れ
ば
、
私
の
胸
は
は
ず
む
。
点
字
図
書
館
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
点
字
書
が
入
っ
て
い
る
か
ら
だ
。 

 

急
い
で
部
屋
に
持
ち
込
む
。「
シ
ド
ニ
ィ
・
シ
ェ
ル
ダ
ン
か
な
？ 

そ
れ
と
も
、
船
戸

ふ
な
ど

与
一

よ
い
ち

か
な
？
」
同
時
に
い
く
つ
か
の
本
を
リ
ク
エ
ス
ト
し
て
い
る
の

で
、
何
が
送
ら
れ
て
き
た
か
は
郵
送
袋
を
開
け
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
二
人
の
本
だ
っ
た
ら
、
ま
ず
間
違
い
な
く
、
明
日
は
寝
不
足
だ
。
袋
を
開
け

る
。「
え
ー
っ
と
、
な
に
な
に
、『
野
生
の
思
考
』
…
…
」
文
化
人
類
学
者
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
有
名
な
本
だ
。
私
も
た
ま
に
は
学
術
書
を
読
む
。
お
か

げ
で
、
今
夜
は
早
く
眠
れ
そ
う
で
あ
る
。 

 

私
を
含
め
て
盲
ろ
う
者
に
は
本
好
き
が
多
い
。
と
り
わ
け
、
後
天
的
に
視
覚
と
聴
覚
を
失
っ
た
人
の
場
合
、
ま
ず
例
外
な
く
読
書
家
で
あ
る
。
そ
う
し
た
盲

ろ
う
者
の
中
に
は
、「
私
は
毎
日
朝
か
ら
晩
ま
で
本
ば
か
り
読
ん
で
い
ま
す
」
と
い
う
人
も
い
る
。
ま
さ
か
と
思
う
が
、
こ
れ
が
誇
張
で
は
な
い
の
だ
。
一
般

の
本
好
き
の
人
で
も
、
な
か
な
か
こ
う
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
盲
ろ
う
者
が
「
毎
日
本
ば
か
り
読
む
」
と
い
う
場
合
、
そ
の
背
後
に
は
、
過
酷
な
現

実
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

盲
ろ
う
者
は
テ
レ
ビ
が
見
え
ず
、
ラ
ジ
オ
も
聞
け
な
い
。
一
人
で
散
歩
も
で
き
な
い
し
、
電
話
で
気
軽
に
お
し
ゃ
べ
り
を
楽
し
む
こ
と
も
無
理
だ
。
学
校
に

行
く
と
か
、
仕
事
に
出
る
と
か
、
定
期
的
に
外
出
す
る
機
会
が
あ
る
な
ら
、
ま
だ
い
い
。
外
に
出
た
と
き
に
、
多
く
の
人
と
の
出
会
い
が
あ
る
か
ら
だ
。
し
か

し
、
ず
っ
と
家
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
な
盲
ろ
う
者
の
場
合
、
た
と
え
同
居
の
家
族
が
い
た
と
し
て
も
、
一
日
中
「
す
る
こ
と
が
な
い
」
の
で
あ
る
。 

ま
し
て
、
一
人
暮
ら
し
の
盲
ろ
う
者
で
、
外
出
す
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
…
…
。
そ
れ
は
、
主
観
的
に
は
ほ
と
ん
ど
〝
牢
獄

ろ
う
ご
く

の

生
活
〟
に
近
い
。
あ
る
い
は
、
地
下
の
洞
窟
に
入
っ
て
、
長
期
滞
在
の
実
験
を
受
け
続
け
て
い
る
、
と
で
も
表
現
す
べ
き
か
…
…
。 

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
多
く
の
盲
ろ
う
者
は
本
を
読
む
。
読
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
一
般
に
、
読
書
の
大
き
な
目
的
は
、
日
常
の
現
実
世
界
か



「点訳問題集３」2024.9 

ら
離
れ
、
筆
者
や
作
中
人
物
の
体
験
を
追
体
験
す
る
こ
と
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
、
盲
ろ
う
者
の
場
合
、
こ
の
通
常
の
目
的
に
加
え
、
外
界
の
情
報
か
ら

隔
絶
さ
れ
た
〝
自
ら
の
希
薄
な
現
実
〟
自
体
を
、
読
書
に
よ
っ
て
埋
め
て
い
く
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
盲
ろ
う
者
の
〝
現
実
世
界
〟
を

豊
か
に
し
つ
つ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
読
書
を
さ
ら
に
楽
し
め
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。 

（
福
島
智
著
『
渡
辺
荘
の
宇
宙
人−−−

指
点
字
で
交
信
す
る
日
々
』
よ
り 

） 
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例
文
２ 

  

チ
ル
マ
ー
ク
の
言
葉 

 

ア
メ
リ
カ
の
東
海
岸
の
北
の
方
に
、
マ
ー
サ
ズ
・
ヴ
ィ
ニ
ヤ
ー
ド
島
と
い
う
島
が
あ
る
。
ス
ピ
ル
バ
ー
グ
の
映
画
『
ジ
ョ
ー
ズ
』
の
舞
台
と
な
っ
た
と
こ
ろ

で
、
ど
こ
か
裏
さ
び
れ
た
、
夏
で
も
暖
か
く
な
さ
そ
う
な
海
岸
で
あ
り
、
あ
ま
り
お
金
の
な
い
東
海
岸
の
住
人
が
夏
の
間
に
遊
び
に
行
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ

の
島
の
チ
ル
マ
ー
ク
と
い
う
村
に
は
昔
、
聾
者
が
多
か
っ
た
。
ふ
つ
う
、
先
天
的
な
聾
は
、
５
７
０
０
人
に
１
人
く
ら
い
の
出
現
率
な
の
だ
が
、
こ
の
村
で
は

全
体
の
五
分
の
一
が
聾
者
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
村
は
漁
村
だ
っ
た
の
だ
が
、
聾
で
あ
る
こ
と
は
漁
を
す
る
の
に
あ
ま
り
不
便
で
は
な
い
。
彼
ら
は
な
ん
ら

か
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
、
独
自
の
手
話
を
作
り
出
し
て
い
た
。
聴
者
も
、
彼
ら
と
の
意
思
伝
達
が
出
来
な
い
の
は
困
る

の
で
、
自
然
に
手
話
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
結
局
、
こ
の
村
の
ほ
と
ん
ど
の
人
間
が
、
手
話
を
使
う
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

漁
を
す
る
と
き
、
離
れ
た
船
ど
う
し
で
伝
え
合
う
た
め
に
は
、
音
声
言
語
よ
り
も
、
視
覚
言
語
で
あ
る
手
話
の
方
が
、
ず
っ
と
便
利
で
あ
る
。
小
さ
な
手
旗

信
号
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
聴
者
ど
う
し
で
も
、
手
話
を
使
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
声
が
漏
れ
る
心
配
が
な
く
、
手
の
形
を
見
せ
る
だ
け
で
い
い
の
だ
か
ら
、

女
性
の
前
で
猥
談
を
し
た
い
と
き
、
秘
密
の
話
を
し
た
い
と
き
な
ど
、
手
話
は
音
声
言
語
よ
り
も
ず
っ
と
使
い
や
す
か
っ
た
。 

 

１
８
１
７
年
、
ア
メ
リ
カ
で
最
初
の
聾
学
校
が
開
か
れ
た
と
き
、
こ
の
村
の
住
民
が
、
大
挙
入
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
Ａ
Ｓ
Ｌ
、
ア

メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
ン
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
と
い
う
の
は
、
こ
の
村
で
使
わ
れ
て
い
た
手
話
が
原
型
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
で
、
チ
ル
マ
ー
ク
の
人
々
は
は
じ

め
て
文
字
教
育
を
受
け
た
。
こ
こ
の
学
校
を
出
て
村
に
帰
っ
た
人
々
は
、
文
盲
の
人
が
多
か
っ
た
聴
者
た
ち
に
、
新
聞
や
手
紙
を
読
ん
で
あ
げ
た
り
し
た
と
い

う
。
つ
ま
り
普
通
の
英
語
を
、
聾
者
が
Ａ
Ｓ
Ｌ
に
訳
し
、
そ
れ
を
聴
者
が
や
っ
と
理
解
す
る
、
と
い
う
作
業
を
し
た
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
村
で
、
手
話
は
、
音
声
言
語
の
代
わ
り
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
使
え
る
人
口
と
し
て
は
、
む
し
ろ
手
話
の
方
が
多
か
っ
た
。
手
話
が
第
一
言
語

で
あ
り
、
音
声
言
語
は
第
二
言
語
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。 

 

手
話
は
、
音
声
言
語
が
出
来
な
い
人
の
た
め
の
言
葉
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
人
は
多
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
く
、
手
話
は
、
一
つ
の
立
派
な
言
語
で
あ
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り
、
音
声
言
語
と
対
等
の
価
値
を
持
つ
。
手
話
は
、
感
情
表
現
な
ど
で
は
、
音
声
言
語
よ
り
も
ず
っ
と
豊
か
で
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
。 

（
金
田
一
秀
穂
著
『
こ
と
ば
の
こ
と
ば
っ
か
し−−−

「
先
生
」
と
「
教
師
」
は
ど
う
違
う
の
か
？
』
よ
り
） 
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例
文
３ 

  

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
」
と
は 

社
会
が
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
で
温
か
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
る
た
め
の
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
だ
ろ
う
が
、
私
は
素
朴
な
方
法
が
か
な
り
有
効
だ
と
思
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
声
を
か
け
る
こ
と
。
一
見
簡
単
に
思
え
る
が
、
内
気
な
日
本
人
に
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
よ
う
だ
。
時
々
「
勇
気
を
出
し
て
声
を
か
け
ま
し
た
」

と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
私
は
人
様
を
取
っ
て
食
う
わ
け
で
も
な
し
、
ひ
と
こ
と
声
を
か
け
る
の
に
そ
ん
な
に
恐
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
と
思
う
と
な
ん
だ

か
情
け
な
い
。
こ
わ
も
て
の
お
じ
さ
ん
が
白
杖
か
ら
盲
導
犬
使
用
に
替
え
た
ら
、
と
た
ん
に
犬
に
つ
ら
れ
て
若
い
女
性
か
ら
ど
ん
ど
ん
声
が
か
か
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
変
な
話
も
あ
っ
た
り
し
て
、
声
か
け
の
ほ
う
の
「
開
国
」
は
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

昨
今
は
「
移
動
支
援
」
と
い
う
言
葉
の
ほ
か
に
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
」
と
い
う
言
葉
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
障
害
物
が
見
え
な

い
の
で
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う
人
を
、
単
に
Ａ
地
点
か
ら
Ｂ
地
点
ま
で
つ
れ
て
い
く
と
い
う
物
理
的
な
移
動
の
サ
ポ
ー
ト
だ
け
で
な
く
、
そ
の
過
程
で
、
街
の
情

報
や
、
買
い
物
な
ど
暮
ら
し
に
役
立
つ
情
報
を
提
供
し
た
り
、
会
話
の
相
手
と
な
っ
て
当
事
者
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
と
い
う
ト
ー
タ
ル
な
支
援
の
あ
り
方
を

意
味
す
る
言
葉
だ
そ
う
だ
。
た
し
か
に
、
手
引
き
を
し
て
い
た
だ
く
と
き
、
黙
っ
て
ひ
た
す
ら
歩
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
従
来
の
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
の

場
で
も
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
話
が
弾
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
そ
ん
な
会
話
を
支
援
の
一
環
と
位
置
付
け
、
意
識
的
に
高
度
な
サ
ポ
ー
ト
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
い
う

の
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
の
目
的
ら
し
い
。
す
ば
ら
し
い
発
想
だ
と
思
う
。
視
覚
障
が
い
は
、
ま
さ
し
く
情
報
障
が
い
だ
か
ら
だ
。
必
要
な
支
援
は

移
動
だ
け
で
は
な
い
。
移
動
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
だ
け
た
な
ら
、
私
た
ち
の
歩
行
は
、
ト
ー
タ
ル
な
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
ス
キ
ル
と
な

り
、
真
の
意
味
で
社
会
参
加
の
第
一
歩
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。 

早
苗
さ
ん
は
、
歩
行
訓
練
を
し
て
い
て
強
く
思
う
こ
と
の
ひ
と
つ
に
、
と
に
か
く
周
り
の
人
が
声
を
出
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
た
。
ま
っ
た
く
同

感
だ
。
た
と
え
支
援
を
し
な
く
て
も
、
お
互
い
の
安
全
確
保
の
た
め
の
情
報
提
供
に
は
意
味
が
あ
る
。
こ
こ
に
ベ
ビ
ー
カ
ー
が
あ
り
ま
す
、
足
元
に
荷
物
を
置
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い
て
い
ま
す
、
い
ま
避
け
ま
す
か
ら
止
ま
っ
て
く
だ
さ
い
、
車
椅
子
を
入
口
付
近
に
止
め
て
い
ま
す
の
で
ひ
と
つ
向
こ
う
の
ド
ア
か
ら
乗
っ
て
く
だ
さ
い
…
。

そ
ん
な
ひ
と
こ
と
が
あ
れ
ば
歩
行
環
境
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
歩
行
に
お
け
る
最
大
の
関
心
事
は
、
ス
ロ
ー
プ
や
点
字
ブ

ロ
ッ
ク
な
ど
の
設
備
だ
け
で
は
な
く
、
周
囲
の
人
と
も
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。 

う
れ
し
い
声
か
け
で
印
象
的
だ
っ
た
こ
と
の
一
つ
に
、
こ
ん
な
出
来
事
が
あ
る
。
電
車
の
な
か
で
外
国
人
の
方
が
席
を
譲
り
な
が
ら
、
も
の
す
ご
く
た
ど
た

ど
し
い
日
本
語
で
「
イ
マ
・
ス
ワ
テ
モ
・
イ
イ
」
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
。
言
葉
な
ん
て
話
せ
な
く
て
も
、
声
を
出
し
さ
え
す
れ
ば
意
思
疎
通
は
で
き
る

の
だ
。「
お
ね
え
さ
ん
、
い
っ
し
ょ
に
来
な
い
？
」
な
ど
と
い
う
怪
し
い
声
か
け
は
困
る
け
れ
ど
。 

 

メ
ッ
セ
ー
ジ
。
私
た
ち
も
、
前
を
向
い
て
進
ん
で
い
ま
す
。
人
生
で
も
、
歩
行
で
も
。 

（
三
宮
麻
由
子
著
『
感
じ
て
歩
く 

ル
ポ
エ
ッ
セ
イ
』
よ
り
） 
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例
文
４ 

  

学
生
生
活
始
ま
る 

 

き
ょ
う
か
ら
学
校
が
始
ま
り
ま
し
た
。
一
週
間
く
ら
い
は
お
ば
さ
ん
に
つ
き
そ
っ
て
行
っ
て
も
ら
お
う
か
と
考
え
ま
し
た
が
、
十
五
日
の
日
に
、
入
学
手
続

き
に
一
緒
に
行
っ
て
も
ら
っ
て
、
お
お
よ
そ
の
道
順
は
わ
か
っ
た
の
で
、
コ
ー
ラ
ル
を
連
れ
て
一
人
で
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

 

地
下
鉄
の
駅
ま
で
の
道
は
簡
単
。
ビ
ス
カ
ヤ
通
り
か
ら
パ
セ
オ
・
デ
・
ラ
・
デ
リ
シ
ア
ス
に
出
て
、
そ
れ
を
右
に
行
き
、
通
り
を
二
つ
渡
っ
て
少
し
行
く
と
、

も
う
そ
こ
に
地
下
鉄
の
入
り
口
が
あ
る
の
で
す
。
時
間
に
し
て
ほ
ん
の
五
分
ぐ
ら
い
で
す
。
大
学
へ
は
そ
こ
か
ら
八
つ
目
、
終
点
の
モ
ン
ク
ロ
ワ
ま
で
ま
ず
行

き
ま
す
。 

「
大
丈
夫
、
大
丈
夫
」
と
い
っ
て
お
ば
さ
ん
と
別
れ
た
け
れ
ど
、
モ
ン
ク
ロ
ワ
に
降
り
た
ら
早
速
、
出
口
を
間
違
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
改
札
を
出
る
前
に
駅

の
人
に
確
か
め
た
と
こ
ろ
、
そ
の
お
じ
さ
ん
が
大
学
側
の
出
口
ま
で
案
内
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
今
度
は
バ
ス
に
乗
り
、
七
つ
目
で
降
り
る
と
、
私
が

通
う
外
国
人
コ
ー
ス
の
あ
る
校
舎
の
前
に
着
き
ま
す
。 

 

ス
ペ
イ
ン
で
は
バ
ス
も
地
下
鉄
も
、
全
然
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
な
い
の
で
と
て
も
困
り
ま
す
。
車
内
放
送
だ
け
で
な
く
、
入
っ
て
く
る
電
車
の
行
き
先
を
告
げ
る

よ
う
な
構
内
放
送
も
ま
っ
た
く
な
い
の
で
す
よ
。
だ
か
ら
乗
り
物
に
乗
っ
た
と
き
は
、
い
ち
い
ち
駅
の
数
を
数
え
な
が
ら
降
り
る
駅
を
確
か
め
る
の
で
す
。 

 

き
ょ
う
、
地
下
鉄
の
中
で
声
を
か
け
ら
れ
ま
し
た
。 

「
き
み
は
ど
こ
か
ら
き
た
の
？
」 

「
日
本
か
ら
で
す
」 

「
そ
う
。
そ
れ
で
ス
ペ
イ
ン
に
は
何
し
に
き
た
の
」 

「
ス
ペ
イ
ン
語
の
勉
強
の
た
め
で
す
」 

「
へ
え
ー
。
え
ら
い
ん
だ
ね
。
こ
の
犬
も
日
本
か
ら
連
れ
て
き
た
の
」 

「
そ
う
で
す
。
盲
導
犬
で
名
前
は
コ
ー
ラ
ル
」 
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そ
ん
な
会
話
を
し
て
い
た
ら
、
駅
の
数
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
の
人
た
ち
に
、
モ
ン
ク
ロ
ワ
駅
に
つ
い
た
ら
、
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
み
ま

し
た
。
そ
の
う
ち
、
慣
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の
地
下
鉄
も
バ
ス
も
乗
り
心
地
の
悪
い
こ
と
。
椅
子
は
大
学
の
教
室
に
あ
る
よ
う
な
木
、
ま
た
は
合

成
樹
脂
の
固
い
も
の
で
、
音
は
う
る
さ
く
震
動
も
激
し
い
で
す
。 

 

学
校
に
着
く
と
す
ぐ
に
友
だ
ち
が
で
き
ま
し
た
。
教
室
の
場
所
を
尋
ね
た
カ
ロ
リ
ー
ナ
と
い
う
、
と
て
も
感
じ
の
い
い
ア
メ
リ
カ
人
の
娘
が
、
ず
っ
と
行
動

を
共
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。
私
の
時
間
割
は
、
月
、
水
、
金
が
九
時
四
十
五
分
か
ら
一
時
四
十
五
分
ま
で
四
科
目
。
火
、
木
が
十
一
時
四
十
五
分
か
ら
十
二
時

四
十
五
分
ま
で
一
科
目
で
す
。 

 

帰
り
に
は
モ
ン
ク
ロ
ワ
で
親
切
な
男
の
子
と
出
会
い
ま
し
た
。
き
っ
と
同
じ
大
学
の
学
生
で
し
ょ
う
。
彼
は
私
の
降
り
る
駅
で
あ
る
パ
ロ
ス
・
デ
・
モ
ゲ
ー

ル
の
改
札
ま
で
送
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
大
学
生
の
よ
う
に
、
地
下
鉄
の
ホ
ー
ム
や
電
車
の
中
で
会
っ
た
人
た
ち
は
み
な
私
を
〝
盲
人
〟
と
い
う
特
殊
な
目

で
見
る
こ
と
も
な
く
、
ご
く
普
通
の
人
の
よ
う
に
接
し
て
く
れ
ま
す
。
盲
人
が
社
会
の
中
で
隔
離
さ
れ
て
お
ら
ず
、
溶
け
込
ん
で
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
う
し
て
き
ょ
う
の
主
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
め
で
た
く
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

や
っ
ぱ
り
一
人
で
歩
け
る
っ
て
す
ば
ら
し
い
。
コ
ー
ラ
ル
と
一
緒
に
来
て
本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
も
し
一
人
だ
け
な
ら
、
こ
ん
な
に
早
く
、
人
の

手
を
離
れ
て
歩
き
始
め
る
勇
気
は
わ
か
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
コ
ー
ラ
ル
と
二
人
だ
け
で
歩
け
ば
、
他
の
人
の
都
合
に
合
わ
せ
る
こ
と
も
な
く
自
由
だ
し
、

い
ろ
ん
な
人
の
心
に
ふ
れ
て
、
い
ろ
ん
な
感
動
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
〝
生
き
て
い
る
〟
っ
て
感
じ
が
す
る
わ
。 

（
赤
澤
典
子
著
『
ピ
レ
ネ
ー
を
越
え
て−−−

典
子
と
コ
ー
ラ
ル
の
ス
ペ
イ
ン
留
学
』
よ
り
） 
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例
文
５ 

  

北
条
色
の
濃
い
『
吾
妻
鏡
』
は
事
件
の
前
半
を
伏
せ
て
、
後
半
だ
け
を
大
げ
さ
に
書
き
た
て
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
し
な
く
も
乳
母

め
の
と

の
持
つ
政
治

力
が
浮
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
の
は
お
も
し
ろ
い
。
と
に
か
く
千
万
の
乳
母
・
阿
波
局
は
、
み
ご
と
に
鎌
倉
随
一
の
権
力
者
景
時
を
そ
の
座
か
ら
引
降
し
て

し
ま
っ
た
の
だ
。
政
治
的
に
は
何
の
活
躍
も
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
当
時
の
女
性
が
、
じ
つ
は
歴
史
の
舞
台
で
か
な
り
の
力
を
発
揮
し
て
い

た
こ
と
、
と
り
わ
け
乳
母
の
力
に
は
恐
る
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
点
で
、
こ
の
事
件
は
興
味
が
深
い
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
の
見
方
が
で
き
る
。
こ
れ
は
千
万
の
乳
母
対
侍
所
の
所
司
の
戦
い
で
は
な
く
て
、
複
雑
な
乳
母
ど
う
し

の
戦
い
だ
っ
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
景
時
は
頼
家
の
乳
母
夫

め

の

と

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

で
は
な
ぜ
、
頼
家
の
ほ
か
の
乳
母
た
ち−

−
−−

例
え
ば
比
企
一
族
は
景
時
の
危
機
を
救
わ
な
か
っ
た
か
。
彼
ら
は
景
時
弾
劾
の
訴
状
に
も
署
名
し
て
い
る

し
、
一
宮
で
の
謀
叛
の
噂
が
伝
え
ら
れ
た
と
き
、
追
討
の
責
任
者
の
一
人
と
し
て
、
勇
躍
鎌
倉
を
出
発
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
は
む
し
ろ
比
企
側
が
、
景
時
を
ラ
イ
バ
ル
と
見
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
も
ち
ょ
っ
と
書
い
て
お
い
た
が
、
妻
を
乳
母
と
し
て
送
り
こ
ん

だ
有
力
御
家
人
た
ち
は
、
表
面
連
合
す
る
か
に
見
え
て
、
そ
の
実
、
裏
で
は
激
し
く
し
の
ぎ
を
削
っ
て
い
る
。
比
企
側
は
景
時
の
失
点
を
見
て
、 

 
−−−−

今
だ
、
失
脚
さ
せ
る
の
は
…
…
。 

 

と
思
っ
た
の
だ
。
頼
家
が
鎌
倉
御
所
と
な
っ
て
以
来
、
比
企
一
族
は
す
で
に
我
が
世
の
春
が
来
た
よ
う
な
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
権
力
を
完
璧

な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
機
会
を
捉
え
て
邪
魔
も
の
は
殺
せ
ば
い
い
の
で
あ
る
。 

 

が
、
結
果
に
お
い
て
、
景
時
の
滅
亡
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
た
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、『
愚
管
抄
』
の
中
に
き
わ
め
て
冷
静
な
批
評
が
あ
る
の
は
お
も

し
ろ
い
。 

「（
前
略
）
正
治
元
年
ノ
コ
ロ
、
一
ノ
郎
等
ト
思
ヒ
タ
リ
シ
梶
原
景
時
ガ
、
ヤ
ガ
テ
メ
ノ
ト
ニ
テ
有
ケ
ル
ヲ
、
イ
タ
ク
我
バ
カ
リ
ト
思
ヒ
テ
次
々
ノ
郎
等
ヲ
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ア
ナ
ヅ
リ
ケ
レ
バ
ニ
ヤ
ソ
レ
ヲ
ウ
タ
ヘ
（
訴
ヘ
）
ラ
レ
テ
景
時
ヲ
ウ
タ
ン
ト
シ
ケ
レ
バ
（
中
略
）
鎌
倉
ノ
本
躰
ノ
武
士
カ
ヂ
ハ
ラ
皆
ウ
セ
ニ
ケ
リ
。
コ
レ
ヲ

バ
頼
家
ガ
フ
カ
ク
ニ
人
思
ヒ
タ
リ
ケ
ル
ニ
（
下
略
）」 

 

さ
き
に
あ
げ
た
「
本
躰
ノ
武
士
」
と
い
う
文
句
は
、
じ
つ
は
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
有
力
な
乳
母
夫
を
討
た
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
慈
円

は
、
頼
家
の
思
慮
が
足
り
な
か
っ
た
た
め
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。 

（
永
井
路
子
著
『
つ
わ
も
の
の
賦
』
よ
り
） 
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例
文
６ 

 
「
自
分
と
は
何
か
？
」
を
意
識
す
る
人
、
し
な
い
人 

 

「
自
分
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
を
僕
自
身
に
む
か
っ
て
す
る
と
、
こ
れ
は
な
か
な
か
答
え
に
く
い
。
ま
あ
、
パ
ッ
と
出
て
く
る
の
は
「
心
理
療
法
家
」
と

い
う
自
分
の
職
業
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
は
自
分
と
分
か
ち
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
大
学
教
授
と
い
う
職
業
は
出
て
き
ま
せ
ん
ね
（
笑
）。 

「
こ
れ
が
私
だ
」
と
い
う
感
覚
を
か
な
り
強
烈
に
持
つ
タ
イ
プ
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
持
た
な
い
タ
イ
プ
と
あ
る
と
思
い
ま
す
。
僕
は
ず
っ
と
問
い
続
け
て
い

る
け
ど
、
持
た
な
い
ほ
う
の
タ
イ
プ
で
し
ょ
う
ね
。
だ
か
ら
こ
の
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。 

 

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
来
ら
れ
る
方
は
、
当
然
何
ら
か
の
悩
み
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
ろ
ん
な
形
で
「
自
分
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
を
発
し
て
く
る
わ
け

で
す
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
に
そ
っ
て
、
自
分
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
一
緒
に
考
え
て
い
く
仕
事
と
も
い
え
ま
す
。
わ
か
っ
た
と
思
っ

て
い
て
も
、
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
か
ら
問
う
人
が
く
る
と
、
そ
の
人
に
合
わ
せ
て
さ
ら
に
深
い
部
分
を
さ
ぐ
る
。
だ
か
ら
僕
は
、
自
分
と
は
何
か
、
死
ぬ
ま
で

わ
か
ら
ん
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
（
笑
）。 

  

「
私
は
…
…
で
す
」
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
も
の    

  

心
理
学
の
テ
ス
ト
に
、
20
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
ズ
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。「
私
は
…
…
で
す
」
と
い
う
の
が
二
十
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。
そ
の
「
…
…
」
の
部

分
に
、
何
で
も
い
い
か
ら
出
来
る
だ
け
早
く
書
い
て
下
さ
い
と
い
う
や
り
方
で
す
。「
私
は
○
野
○
子
で
す
」
と
、
名
前
を
書
い
て
も
い
い
し
、「
私
は
女
で
す
」

で
も
い
い
。「
私
は
私
が
き
ら
い
な
人
間
で
す
」「
私
は
私
で
す
」
で
も
何
で
も
い
い
。
と
に
か
く
パ
ッ
パ
ッ
と
二
十
書
く
わ
け
。 
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で
、
そ
の
あ
と
で
、
消
し
て
も
い
い
と
思
う
も
の
か
ら
消
し
て
い
き
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
消
し
て
、
残
っ
た
部
分
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
大
事
な
意
味
を
含

ん
で
い
る
場
合
が
多
い
。 

深
く
は
わ
か
ら
な
く
て
も
、
書
い
た
本
人
が
、
あ
と
か
ら
調
べ
て
面
白
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。−−−−

何
で
こ
ん
な
こ
と
を
先
に
書
い
た
ん
や
ろ
、
と
か
、
こ

の
項
目
を
残
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
、
と
か
。 

日
本
人
の
場
合
は
、
わ
り
に
職
業
が
出
て
き
ま
す
ね
。
そ
れ
と
名
前
、
か
な
。
日
本
人
は
、
ど
こ
か
に
所
属
す
る
と
、
そ
れ
で
自
分
の
説
明
が
つ
く
気
が
す

る
ん
で
す
ね
。
た
と
え
ば
「
毎
日
新
聞
の
○
○
で
す
」
と
言
う
と
、
ま
わ
り
も
「
ハ
ア
、
そ
う
で
す
か
」
と
、
そ
の
人
が
わ
か
っ
た
気
が
す
る
。
だ
か
ら
自
分

も
（
こ
れ
で
決
ま
り
だ
）
と
な
る
（
笑
）。 

（
河
合
隼
雄
著
『〔
新
版
〕
こ
こ
ろ
の
天
気
図
』
よ
り
） 
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例
文
７ 

  

武
蔵
野
に
散
歩
す
る
人
は
、
道
に
迷
う
こ
と
を
苦
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
ど
の
路
で
も
足
の
向
く
ほ
う
へ
ゆ
け
ば
か
な
ら
ず
そ
こ
に
見
る
べ
く
、
聞
く
べ
く
、

感
ず
べ
き
獲
物
が
あ
る
。
武
蔵
野
の
美
は
た
だ
そ
の
縦
横
に
通
ず
る
数
千
条
の
路
を
当あ

て

も
な
く
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
獲え

ら
れ
る
。
春
、
夏
、
秋
、
冬
、

朝
、
昼
、
夕
、
夜
、
月
に
も
、
雪
に
も
、
風
に
も
、
霧
に
も
、
霜
に
も
、
雨
に
も
、
時
雨
に
も
、
た
だ
こ
の
路
を
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
い
て
思
い
つ
き
し
だ
い
に
右
し

左
す
れ
ば
随
所

ず
い
し
ょ

に
吾
ら
を
満
足
さ
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が
じ
つ
に
ま
た
、
武
蔵
野
第
一
の
特
色
だ
ろ
う
と
自
分
は
し
み
じ
み
感
じ
て
い
る
。
武
蔵
野
を

除
い
て
日
本
に
こ
の
よ
う
な
処
が
ど
こ
に
あ
る
か
。
北
海
道
の
原
野
に
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
奈
須
野
に
も
な
い
、
そ
の
ほ
か
ど
こ
に
あ
る
か
。
林
と
野
と
が
か

く
も
よ
く
入
り
乱
れ
て
、
生
活
と
自
然
と
が
こ
の
よ
う
に
密
接
し
て
い
る
処
が
ど
こ
に
あ
る
か
。
じ
つ
に
武
蔵
野
に
か
か
る
特
殊
の
路
の
あ
る
の
は
こ
の
ゆ
え

で
あ
る
。 

 

さ
れ
ば
君
も
し
、
一
の
小
径
を
往
き
、
た
ち
ま
ち
三
条
に
分
か
る
る
処
に
出
た
な
ら
困
る
に
及
ば
な
い
、
君
の
杖つ

え

を
立
て
て
そ
の
倒
れ
た
ほ
う
に
往
き
た

ま
え
。
あ
る
い
は
そ
の
路
が
君
を
小
さ
な
林
に
導
く
。
林
の
中
ご
ろ
に
到
っ
て
ま
た
二
つ
に
分
か
れ
た
ら
、
そ
の
小
な
る
路
を
撰え

ら

ん
で
み
た
ま
え
。
あ
る
い
は

そ
の
路
が
君
を
妙
な
処
に
導
く
。
こ
れ
は
林
の
奥
の
古
い
墓
地
で
苔こ

け

む
す
墓
が
四
つ
五
つ
並
ん
で
そ
の
前
に
す
こ
し
ば
か
り
の
空
地
が
あ
っ
て
、
そ
の
横
の

ほ
う
に
女
郎
花

お
み
な
え
し

な
ど
咲
い
て
い
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
頭
の
上
の

梢
こ
ず
え

で
小
鳥
が
鳴
い
て
い
た
ら
君
の
幸
福
で
あ
る
。
す
ぐ
引
き
か
え
し
て
左
の
路
を
進
ん
で
み

た
ま
え
。
た
ち
ま
ち
林
が
尽
き
て
君
の
前
に
見
わ
た
し
の
広
い
野
が
開
け
る
。
足
元
か
ら
す
こ
し
だ
ら
だ
ら
下
が
り
に
な
り
萱か

や

が
一
面
に
生
え
、
尾
花
の
末

が
日
に
光
っ
て
い
る
、
萱
原
の
先
き
が
畑
で
、
畑
の
先
に
背
の
低
い
林
が
一
叢む

ら

繁
り
、
そ
の
林
の
上
に
遠
い
杉
の
小
杜

こ
も
り

が
見
え
、
地
平
線
の
上
に
淡
々

あ
わ
あ
わ

し
い

雲
が
集
ま
っ
て
い
て
雲
の
色
に
ま
が
い
そ
う
な
連
山
が
そ
の
間
に
す
こ
し
ず
つ
見
え
る
。
十
月
小
春
の
日
の
光
の
ど
か
に
照
り
、
小
気
味
よ
い
風
が
そ
よ
そ
よ

と
吹
く
。
も
し
萱
原
の
ほ
う
へ
下お

り
て
ゆ
く
と
、
今
ま
で
見
え
た
広
い
景
色
が
こ
と
ご
と
く
隠
れ
て
し
ま
っ
て
、
小
さ
な
谷
の
底
に
出
る
だ
ろ
う
。
思
い
が
け

な
く
細
長
い
池
が
萱
原
と
林
と
の
間
に
隠
れ
て
い
た
の
を
発
見
す
る
。
水
は
清
く
澄
ん
で
、
大
空
を
横
ぎ
る
白
雲
の
断
片
を
鮮
か
に
映
し
て
い
る
。
水
の
ほ
と
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り
に
は
枯
蘆

か
れ
あ
し

が
す
こ
し
ば
か
り
生
え
て
い
る
。
こ
の
池
の
ほ
と
り
の
径み

ち

を
し
ば
ら
く
ゆ
く
と
ま
た
二
つ
に
分
か
れ
る
。
右
に
ゆ
け
ば
林
、
左
に
ゆ
け
ば
坂
。

君
は
か
な
ら
ず
坂
を
の
ぼ
る
だ
ろ
う
。
と
か
く
武
蔵
野
を
散
歩
す
る
の
は
高
い
処
高
い
処
と
撰
び
た
く
な
る
の
は
な
ん
と
か
し
て
広
い
眺
望
を
求
む
る
か
ら

で
、
そ
れ
で
そ
の
望
み
は
容
易
に
達
せ
ら
れ
な
い
。
見
下
ろ
す
よ
う
な
眺
望
は
け
っ
し
て
で
き
な
い
。
そ
れ
は
初
め
か
ら
あ
き
ら
め
た
が
い
い
。 

 

も
し
君
、
何
か
の
必
要
で
道
を
尋
ね
た
く
思
わ
ば
、
畑
の
真
中
に
い
る
農
夫
に
き
き
た
ま
え
。
農
夫
が
四
十
以
上
の
人
で
あ
っ
た
ら
、
大
声
を
あ
げ
て
尋
ね

て
み
た
ま
え
、
驚
い
て
こ
ち
ら
を
向
き
、
大
声
で
教
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
も
し
少
女

お
と
め

で
あ
っ
た
ら
近
づ
い
て
小
声
で
き
き
た
ま
え
。
も
し
若
者
で
あ
っ
た
ら
、

帽
を
取
っ
て
慇
懃

い
ん
ぎ
ん

に
問
い
た
ま
え
。
鷹
揚

お
う
よ
う

に
教
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
怒
っ
て
は
な
ら
な
い
、
こ
れ
が
東
京
近
在
の
若
者
の
癖く

せ

で
あ
る
か
ら
。 

 

教
え
ら
れ
た
道
を
ゆ
く
と
、
道
が
ま
た
二
つ
に
分
か
れ
る
。
教
え
て
く
れ
た
ほ
う
の
道
は
あ
ま
り
に
小
さ
く
て
す
こ
し
変
だ
と
思
っ
て
も
そ
の
と
お
り
に
ゆ

き
た
ま
え
、
突
然
農
家
の
庭
先
に
出
る
だ
ろ
う
。
は
た
し
て
変
だ
と
驚
い
て
は
い
け
ぬ
。
そ
の
時
農
家
で
尋
ね
て
み
た
ま
え
、
門
を
出
る
と
す
ぐ
往
来
で
す
よ

と
、
す
げ
な
く
答
え
る
だ
ろ
う
。
農
家
の
門
を
外
に
出
て
み
る
と
は
た
し
て
見
覚
え
あ
る
往
来
、
な
る
ほ
ど
こ
れ
が
近
路

ち
か
み
ち

だ
な
と
君
は
思
わ
ず
微
笑
を
も
ら

す
、
そ
の
時
初
め
て
教
え
て
く
れ
た
道
の
あ
り
が
た
さ
が
解わ

か

る
だ
ろ
う
。 

（
国
木
田
独
歩
著
『
武
蔵
野
』
よ
り
） 
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例
文
８ 

 
突
然
婦
人
た
ち
の
間
か
ら
悲
鳴
が
一
声
、
二
声
あ
が
っ
た
か
と
思
う
と
、
大
騒
動
に
な
っ
た
。
大
人
た
ち
が
気
づ
か
な
い
う
ち
に
、
九
歳
の
姉
の
メ
イ
が
面

白
半
分
に
ア
ガ
サ
を
金
庫
室
に
閉
じ
こ
め
、
そ
し
て
ミ
ス
タ
ー
・
ア
ダ
ム
ズ
が
し
た
の
を
ま
ね
て
閂
を
お
ろ
し
、
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
錠
の
ダ
イ
ヤ
ル
を
回
し

て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。 

 

老
銀
行
家
は
ハ
ン
ド
ル
に
飛
び
つ
い
て
、
そ
れ
を
一
瞬
ひ
っ
ぱ
っ
た
。「
こ
の
ド
ア
は
も
う
開
け
よ
う
が
な
い
」
と
彼
は
う
め
い
た
。「
時
計
の
ネ
ジ
は
巻
い

て
な
い
し
、
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
錠
も
セ
ッ
ト
し
て
な
い
ん
だ
」 

 

ア
ガ
サ
の
母
親
が
ま
た
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
悲
鳴
を
あ
げ
た
。 

「
静
か
に
！
」
と
ミ
ス
タ
ー
・
ア
ダ
ム
ズ
は
震
え
る
手
を
あ
げ
て
制
し
た
。「
み
ん
な
し
ば
ら
く
静
か
に
し
て
く
れ
！ 

ア
ガ
サ
！
」
と
彼
は
で
き
る
か
ぎ
り

の
声
で
叫
ん
だ
。「
私
の
言
う
こ
と
を
聞
く
ん
だ
よ
」 

み
ん
な
が
静
か
に
な
る
と
、
真
っ
暗
な
金
庫
室
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
恐
怖
に
お
び
え
て
泣
き
わ
め
く
子

供
の
声
が
か
す
か
に
聞
こ
え
て
き
た
。 

「
私
の
大
事
な
ア
ガ
サ
！
」
と
母
親
は
泣
き
叫
ん
だ
。「
あ
の
子
は
、
お
び
え
て
死
ん
で
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
ド
ア
を
開
け
て
！ 

早
く
ド
ア
を
こ
わ
し
て

開
け
て
！ 

あ
な
た
た
ち
、
男
の
く
せ
に
、
な
に
も
で
き
な
い
の
？
」 

「
リ
ト
ル
・
ロ
ッ
ク
ま
で
行
か
な
い
と
、
こ
の
ド
ア
を
開
け
ら
れ
る
男
は
い
な
い
ん
だ
」
と
ミ
ス
タ
ー
・
ア
ダ
ム
ズ
は
声
を
震
わ
せ
て
言
っ
た
。「
あ
あ
、

困
っ
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
君
、
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
。
あ
の
子
は−−−−
あ
の
子
は−−−−

こ
の
な
か
で
は
そ
う
長
く
も
た
な
い
だ
ろ
う
。
空
気
も
あ
ま
り
な
い

し
、
そ
の
う
え
、
お
び
え
て
ひ
き
つ
け
を
起
こ
す
だ
ろ
う
」 

 

ア
ガ
サ
の
母
親
は
い
ま
や
半
狂
乱
に
な
っ
て
両
手
で
金
庫
室
の
ド
ア
を
叩
い
た
。
だ
れ
か
が
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
を
使
っ
た
ら
と
言
っ
た
。
ア
ナ
ベ
ル
は
、
苦
悩

に
み
ち
た
、
だ
が
ま
だ
絶
望
し
き
っ
て
は
い
な
い
、
大
き
な
目
を
ジ
ミ
ー
に
向
け
た
。
女
性
に
と
っ
て
、
自
分
が
崇
拝
す
る
男
に
で
き
な
い
こ
と
は
な
に
ひ
と

つ
な
い
ら
し
い
の
だ
。 

「
ラ
ル
フ
、
あ
な
た
は
な
ん
と
か
で
き
な
い
の−−

−−

ね
え
、
や
っ
て
み
て
！
」 

 

ラ
ル
フ
は
唇
と
鋭
い
目
に
奇
妙
な
や
さ
し
い
微
笑
を
浮
か
べ
て
、
彼
女
を
見
つ
め
た
。 
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「
ア
ナ
ベ
ル
」
と
彼
は
言
っ
た
。「
君
が
つ
け
て
い
る
そ
の
ば
ら
、
、
を
ぼ
く
に
く
れ
な
い
か
」 

 
聞
き
ま
ち
が
え
た
の
で
は
な
い
か
と
半
ば
耳
を
疑
い
な
が
ら
も
、
ド
レ
ス
の
胸
に
ピ
ン
で
と
め
た
ば
ら
、
、
の

蕾
つ
ぼ
み

を
は
ず
し
て
、
ス
ペ
ン
サ
ー
に
手
渡
し
た
。

ジ
ミ
ー
は
そ
れ
を
チ
ョ
ッ
キ
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
押
し
こ
む
と
、
上
着
を
脱
ぎ
す
て
、
シ
ャ
ツ
の
袖
を
ま
く
り
あ
げ
た
。
そ
の
瞬
間
、
ラ
ル
フ
・
Ｄ
・
ス
ペ
ン
サ
ー

は
死
ん
で
、
代
っ
て
ジ
ミ
ー
・
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
が
よ
み
が
え
っ
て
い
た
。 

「
み
な
さ
ん
、
ド
ア
か
ら
ど
い
て
！
」
と
彼
は
言
葉
少
な
に
命
令
し
た
。 

 

そ
し
て
例
の
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
を
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
置
い
て
、
二
つ
に
開
け
た
。
そ
の
と
き
か
ら
他
の
人
間
の
存
在
な
ど
ま
っ
た
く
意
識
に
な
い
よ
う
だ
っ

た
。
彼
は
ぴ
か
ぴ
か
光
っ
た
奇
妙
な
道
具
を
手
ば
や
く
、
順
序
よ
く
な
ら
べ
る
と
、
仕
事
に
と
り
か
か
る
と
き
の
癖
で
低
く
口
笛
を
吹
い
た
。
他
の
者
た
ち
は

黙
り
こ
く
っ
て
、
身み

動じ
ろ

ぎ
も
し
な
い
で
、
魔
法
に
で
も
か
か
っ
た
よ
う
に
ジ
ミ
ー
が
す
る
こ
と
を
み
ま
も
っ
て
い
た
。 

 

一
分
後
に
は
ジ
ミ
ー
の
愛
用
の
ド
リ
ル
が
鋼
鉄
の
ド
ア
に
な
め
ら
か
に
食
い
こ
み
始
め
た
。
十
分
後
に
は−

−
−
−

こ
れ
ま
で
の
記
録
を
破
っ
て−

−
−
−

閂
を
は

ね
あ
げ
て
、
ド
ア
を
開
け
て
い
た
。 

 

ア
ガ
サ
は
い
ま
に
も
死
に
そ
う
だ
っ
た
が
、
無
事
母
親
の
腕
に
も
ど
っ
た
。 

 

ジ
ミ
ー
・
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
は
上
着
を
着
て
、
手
す
り
の
外
に
出
て
、
玄
関
の
方
へ
歩
い
て
行
っ
た
。
歩
き
な
が
ら
、
な
じ
み
の
あ
る
声
が
遠
く
か
ら
「
ラ

ル
フ
」
と
呼
ぶ
の
が
聞
こ
え
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
だ
が
彼
は
た
め
ら
わ
な
か
っ
た
。 

 

ド
ア
の
と
こ
ろ
に
大
柄
な
男
が
い
く
ぶ
ん
行
手
を
ふ
さ
ぐ
よ
う
に
し
て
立
っ
て
い
た
。 

「
や
あ
、
ベ
ン
の
旦
那
！
」
と
ジ
ミ
ー
は
い
ま
も
奇
妙
な
微
笑
を
浮
か
べ
た
ま
ま
言
っ
た
。「
や
っ
と
押
え
ま
し
た
ね
。
さ
あ
、
行
き
ま
し
ょ
う
。
も
う
ど

う
な
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
す
よ
」 

 

す
る
と
ベ
ン
・
プ
ラ
イ
ス
は
い
さ
さ
か
奇
妙
な
行
動
に
出
た
。 

 

「
人
ち
が
い
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
ミ
ス
タ
ー
・
ス
ペ
ン
サ
ー
」
と
彼
は
言
っ
た
。「
私
は
あ
な
た
を
存
じ
あ
げ
て
は
い
ま
せ
ん
よ
。

あ
な
た
の
馬
車
が
待
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」 

 

そ
し
て
ベ
ン
・
プ
ラ
イ
ス
は

踵
き
び
す

を
か
え
し
て
、
ゆ
っ
く
り
と
通
り
を
歩
き
去
っ
た
。 

  

（
オ
ー
・
ヘ
ン
リ
ー
著
、
大
津
栄
一
郎
訳
『
改
心
』
よ
り
）
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例
文
９ 

  

教
室
の
う
し
ろ
に
子
ど
も
た
ち
の
日
記
帳
が
た
く
さ
ん
お
い
て
あ
っ
た
。
ど
れ
も
こ
れ
も
手
あ
か
で
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
子
ど
も
と
小

谷
先
生
が
、
そ
の
一
さ
つ
の
ノ
ー
ト
の
中
で
ど
れ
ほ
ど
苦
闘
し
た
か
、
よ
く
も
の
が
た
っ
て
い
た
。 

 

太
田
先
生
は
こ
の
授
業
の
は
じ
ま
る
前
に
教
室
に
き
て
、
そ
の
日
記
を
ひ
ろ
い
読
み
し
た
。
さ
と
る
と
い
う
子
ど
も
の
か
い
た
文
を
読
ん
で
ひ
ど
く
感
動
し

た
。
そ
し
て
、
こ
の
学
級
の
子
ど
も
た
ち
が
す
ら
す
ら
文
を
か
く
ひ
み
つ
は
こ
れ
だ
と
思
っ
た
。 

「
二
が
っ
き
の
ま
ん
な
か
へ
ん
に
な
っ
て
、
ま
い
に
ち
に
っ
き
を
か
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
あ
さ
、
は
や
く
お
き
て
せ
ん
せ
い
に
み
て
も
ら
い
ま
す
。
あ
さ
、

は
や
く
お
き
る
の
は
つ
ら
い
。
に
っ
き
が
は
じ
ま
る
と
ぼ
く
は
あ
そ
ぶ
ひ
ま
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
す
こ
し
か
く
と
も
う
か
く
こ
と
が
な
く
な
っ
て
、
せ
ん

せ
い
か
ら
、
も
っ
と
が
ん
ば
り
な
さ
い
、
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
つ
ぎ
の
ひ
、
き
の
う
よ
り
二
ぎ
ょ
う
お
お
く
か
い
て
、
も
う
お
わ
り
、
ぼ
く
は
に
っ
き
は
だ
い

き
ら
い
と
か
い
た
ら
、
せ
ん
せ
い
が
こ
ん
な
こ
と
を
か
い
て
く
れ
ま
し
た
。 (

さ
と
る
く
ん
、
に
っ
き
が
き
ら
い
と
し
ょ
う
じ
き
に
か
い
た
の
は
い
い
こ
と
で

す
。
で
も
、
い
ま
く
ろ
う
し
て
た
ら
、
あ
と
か
ら
き
っ
と
、
よ
か
っ
た
な
と
お
も
う
よ
う
に
な
り
ま
す
よ
。
く
ろ
う
と
い
う
も
の
は
い
い
も
ん
で
す
よ
。
も
っ

と
も
っ
と
く
ろ
う
し
て
、
あ
な
た
の
あ
た
ま
を
じ
ょ
う
と
う
に
し
な
さ
い
。
ぶ
ん
を
か
く
こ
と
は
し
ん
ど
い
こ
と
で
す
。
せ
ん
せ
い
で
も
ひ
と
ば
ん
ぶ
ん
を
か

い
た
ら
、
は
が
が
た
が
た
に
な
り
ま
す
。
ご
は
ん
を
た
べ
る
と
い
た
い
で
す
。
さ
と
る
く
ん
は
ぶ
ん
を
か
き
お
わ
っ
た
ら
、
は
が
い
た
く
な
り
ま
す
か
。
な
ら

な
い
で
し
ょ
う
、
ま
だ
ま
だ
が
ん
ば
れ
る
と
お
も
い
ま
す
。) 

 

ぼ
く
は
か
く
こ
と
が
な
く
な
っ
た
ら
、
あ
ち
こ
ち
に
い
き
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
へ
い
く
と
い
っ
ぱ
い
か
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ぼ
く
は
な
ま
け

ご
こ
ろ
が
で
て
く
る
と
、
せ
ん
せ
い
の
か
い
て
く
れ
た
こ
と
を
お
も
い
だ
し
て
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
」 

 

小
谷
先
生
は
さ
き
ほ
ど
か
ら
胸
が
ど
き
ど
き
し
て
い
た
。
鉄
三
が
エ
ン
ピ
ツ
を
も
っ
て
な
に
か
か
い
て
い
る
の
だ
。
な
に
げ
な
い
顔
を
し
て
、
そ
っ
と
の
ぞ

く
と
、
鉄
三
は
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
文
を
か
い
て
い
た
の
だ
。 

小
谷
先
生
は
ど
う
き
が
は
げ
し
く
な
っ
た
。 

 

鉄
三
が
エ
ン
ピ
ツ
を
お
く
の
を
見
と
ど
け
て
か
ら
小
谷
先
生
は
い
っ
た
。 
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「
で
き
ま
し
た
か
」 

「
は
ー
い
」 

 

お
お
か
た
の
子
ど
も
は
返
事
を
し
た
。 

「
だ
れ
の
を
読
も
う
か
ナ
」 

 

小
谷
先
生
は
ま
よ
っ
て
い
た
。
は
じ
め
て
鉄
三
が
文
を
か
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
読
ん
で
や
り
た
い
。
で
も
、
も
し
そ
れ
が
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
文
だ
っ

た
ら
、
鉄
三
に
恥は

じ

を
か
か
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。 

 

ど
う
し
よ
う
。
小
谷
先
生
は
頭
が
く
ら
く
ら
し
た
。
子
ど
も
を
信
じ
る
こ
と
だ
、
ど
こ
か
で
そ
ん
な
声
が
し
た
。
そ
う
だ
鉄
三
ち
ゃ
ん
を
信
じ
よ
う
。 

「
鉄
三
く
ん
の
を
読
み
ま
し
ょ
う
」 

 

小
谷
先
生
は
鉄
三
の
原
稿
用
紙
を
手
に
と
る
と
い
そ
い
で
眼
を
通
し
た
。
祈
る
よ
う
な
気
持
だ
っ
た
。 

 
 

「
ぼ
く
わ
り
と
り
と
み
た
そ
れ
か
だ
は
こ
な
か
へ
り
と
り
と
み
た
ま
た
り
と
り
と
み
た
あ
か
い
や
つ
で
た
ぼ
く
わ
は
な
が
ず
ん
と
し
た
さ
い
ら
の
ん
ら

み
た
い
ぼ
く
わ
こ
こ
ろ
が
ず
ん
と
し
た
ぼ
く
は
あ
か
い
や
つ
す
き
こ
た
に
せ
ん
せ
も
す
き
」 

 

小
谷
先
生
は
大
き
な
声
で
読
み
は
じ
め
た
。 

 
 

「
ぼ
く
は
じ
っ
と
じ
っ
と
見
た
。
そ
れ
か
ら
、
は
こ
の
中
ま
で
じ
っ
と
じ
っ
と
見
た
。
赤
い
や
つ
が
出
た
。
ぼ
く
は
鼻
が
ず
ん
と
し
た
。
サ
イ
ダ
ー
を
飲

ん
だ
み
た
い
、
ぼ
く
は
心
が
ず
ん
と
し
た
。
ぼ
く
は
赤
い
や
つ
が
す
き
、
小
谷
先
生
も
好
き
」 

 

こ
た
に
先
生
も
好
き
と
い
う
と
こ
ろ
へ
く
る
と
、
小
谷
先
生
の
声
は
ふ
る
え
た
。
た
ち
ま
ち
涙
が
た
ま
っ
た
。
た
え
か
ね
て
小
谷
先
生
は
う
し
ろ
を
向
い

た
。
子
ど
も
の
だ
れ
か
が
手
を
た
た
い
た
。
す
る
と
、
あ
っ
ち
か
ら
も
こ
っ
ち
か
ら
も
拍
手
が
お
こ
っ
た
。
拍
手
が
大
き
く
な
っ
た
。
足
立
先
生
も
手
を
た
た

い
た
。
折
橋
先
生
も
手
を
た
た
い
て
い
る
。
み
ん
な
手
を
た
た
い
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 

 

 

教
室
は
拍
手
で
波
の
よ
う
に
ゆ
れ
た
。 

（
灰
谷
健
次
郎
作
『
兎
の
眼
』
よ
り
）
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例
文
１０ 

  

手
と
心
で
読
む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

大
島

お
お
し
ま 

健け
ん

甫す
け 

  

み
な
さ
ん
の
中
で
、
駅
の
自
動
券
売
機
の
表
面
に
、
小
さ
な
点
の
う
き
出
た
テ
ー
プ
が
は
っ
て
あ
る
の
に
気
づ
い
た
人
は
い
ま
せ
ん
か
。
よ
く
注
意
し
て
み

る
と
、
郵
便
局
や
、
市
役
所
の
中
な
ど
で
も
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
点
字
と
い
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
目
の
不
自
由
な
者
が
、
指
で
さ
ぐ
っ
て

読
む
文
字
な
の
で
す
。 

  

点
字
に
つ
い
て
、
わ
た
し
に
は
、
こ
ん
な
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。 

 

十
九
歳
の
と
き
、
わ
た
し
は
、
急
に
目
を
悪
く
し
て
入
院
し
ま
し
た
。
も
う
回
復
は
望
め
な
い
と
分
か
っ
て
か
ら
も
、
し
ば
ら
く
の
間
、
わ
た
し
は
点
字
を

覚
え
る
気
に
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
だ
、
新
聞
の
大
き
な
見
出
し
ぐ
ら
い
は
読
ん
で
い
ま
し
た
し
、
太
い
鉛
筆
で
文
字
を
書
く
練
習
も
し
て
い
ま
し
た
。
そ

れ
ま
で
親
し
ん
で
い
た
文
字
と
は
な
れ
る
こ
と
は
、
ま
る
で
心
の
ふ
る
さ
と
を
失
う
よ
う
に
思
え
た
の
で
す
。 

 

そ
ん
な
わ
た
し
に
、
点
字
を
覚
え
る
よ
う
に
働
き
か
け
た
の
は
、
母
で
し
た
。
母
は
、
い
つ
の
間
に
か
点
字
を
習
い
に
通
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
一
九
四
四

年
の
冬
の
あ
る
日
、
病
室
に
や
っ
て
来
た
母
は
、
少
し
あ
つ
め
の
紙
を
わ
た
し
に
手
わ
た
し
て
、
言
い
ま
し
た
。 

「
い
っ
し
ょ
に
勉
強
し
て
み
よ
う
よ
。」 

 

母
が
自
分
の
手
で
打
っ
て
き
た
北
原
白
秋
の
詩
を
、
わ
た
し
は
わ
す
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

 
 

か
ら
ま
つ
の
林
を
過
ぎ
て
、 

 
 

か
ら
ま
つ
を
し
み
じ
み
と
見
き
。 

 

点
字
を
指
先
で
読
み
取
る
の
は
、
初
め
の
う
ち
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
こ
と
で
す
。
か
じ
か
む
指
を
あ
た
た
め
あ
た
た
め
、
わ
た
し
は
、
何
日
も
か
か
っ

て
、
よ
う
や
く
一
ぺ
ん
の
詩
を
読
ん
だ
の
で
し
た
。 
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勉
強
し
始
め
て
み
る
と
、
自
分
で
自
由
に
使
え
る
文
字
を
も
つ
こ
と
が
、
ど
ん
な
に
楽
し
く
、
ど
ん
な
に
大
切
で
あ
る
か
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
読
む
速

さ
も
、
練
習
と
と
も
に
ど
ん
ど
ん
ま
し
て
、
点
字
の
図
書
館
か
ら
次
々
に
本
を
借
り
て
読
み
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に
は
、
読
み
た
い
本
が
ま
だ
点
字
に
な
っ
て

い
な
い
の
が
、
も
ど
か
し
く
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
の
で
し
た
。 

  

今
、
世
界
で
使
わ
れ
て
い
る
点
字
は
、
一
八
二
五
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
イ
＝
ブ
ラ
イ
ユ
と
い
う
人
が
考
え
出
し
た
も
の
で
す
。
日
本
で
は
、
そ
れ
を
五
十
音

に
組
み
か
え
て
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
字
は
、
た
て
三
点
、
横
二
列
の
六
点
で
一
文
字
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
点
を
、
あ
る
も
の
は
打
ち
出
し
、

あ
る
も
の
は
空
白
に
し
て
お
く
組
み
合
わ
せ
で
、
五
十
音
と
、
そ
の
ほ
か
十
数
種
類
の
記
号
が
で
き
る
の
で
す
。
さ
ら
に
、
記
号
と
文
字
と
を
組
み
合
わ
せ
て
、

数
字
や
ロ
ー
マ
字
、
音
符
な
ど
を
表
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。
盲
学
校
の
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
れ
ら
を
使
っ
て
作
ら
れ
た
教
科
書
で
学
習
し
て
い
ま
す
。 

 

点
字
に
は
、
不
便
な
こ
と
も
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
か
さ
ば
る
こ
と
で
す
。
み
な
さ
ん
が
使
っ
て
い
る
こ
の
教
科
書
を
点
字
本
に
す
る
と
、
大
学

ノ
ー
ト
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
で
、
あ
つ
さ
が
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
も
な
り
ま
す
。
ま
た
、
一
度
打
っ
た
点
字
は
、
直
す
こ
と
が
む
ず
か
し
く
、
書
き
こ
み

や
線
を
入
れ
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
く
ら
い
の
不
便
は
、
文
字
を
も
つ
喜
び
に
か
え
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

わ
た
し
が
点
字
を
学
び
始
め
た
こ
ろ
、
点
字
は
、
世
の
中
で
、
公
式
な
文
字
と
し
て
は
あ
ま
り
み
と
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
今
で
は
、
選
挙

の
と
き
に
点
字
で
投
票
が
で
き
た
り
、
一
部
の
大
学
や
公
務
員
の
試
験
を
点
字
で
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
し
て
、
だ
ん
だ
ん
に
理
解
さ
れ
て
き
て
い
ま

す
。 

 

最
近
で
は
、
点
字
ワ
ー
プ
ロ
と
い
っ
て
、
点
字
と
同
じ
よ
う
に
六
つ
の
キ
ー
を
使
っ
て
、
ふ
つ
う
の
漢
字
か
な
交
じ
り
文
を
書
く
機
械
が
工
夫
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
反
対
に
、
ふ
つ
う
の
文
字
の
キ
ー
を
打
て
ば
、
点
字
に
し
て
く
れ
る
機
械
も
で
き
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
本
を
声
に
出
し
て
読
ん
で
く
れ
る
機
械
も

作
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

目
の
不
自
由
な
人
の
中
に
文
字
を
持
ち
こ
ん
だ
の
は
、
ル
イ
＝
ブ
ラ
イ
ユ
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
人
間
の
ち
え
は
、
人
々
の
心
を
結
ぶ
便
利
な
道
具
や
方

法
を
考
え
出
し
て
い
く
で
し
ょ
う
。 

（
光
村
図
書
出
版
『
国
語
四
年 

上 

か
が
や
き
』
（
２
０
０
０
年
）
よ
り
） 
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例
文
１１ 

   

私
は
、
テ
レ
ビ
の
脚
本
を
書
い
て
身
す
ぎ
世
す
ぎ
を
し
て
い
る
売
れ
の
こ
り
の
女
の
子
（
？
）
で
あ
り
ま
す
が
、
脚
本
家
と
い
う
タ
イ
ト
ル
よ
り
も
、
味
醂

干
し
評
論
家
、
ま
た
は
水
羊
羹
評
論
家
と
い
う
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
水
羊
羹
に
つ
い
て
ウ
ン
チ
ク
の
一
端
を
述

べ
る
こ
と
に
致
し
ま
し
ょ
う
。 

ま
ず
水
羊
羹
の
命
は
切
口
と
角
で
あ
り
ま
す
。 

 

宮
本
武
蔵
か
眠
狂
四
郎
が
、
ス
パ
ッ
と
水
を
切
っ
た
ら
こ
う
も
な
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
鋭
い
切
口
と
、
そ
れ
こ
そ
手
の
切
れ
そ
う
な
と
が
っ
た
角
が
な
く

て
は
、
水
羊
羹
と
い
え
な
い
の
で
す
。 

 

水
羊
羹
は
、
桜
の
葉
っ
ぱ
の
座
ぶ
と
ん
を
敷
い
て
い
ま
す
が
、
う
す
緑
と
う
す
墨
色
の
取
合
わ
せ
や
、
ほ
の
か
に
う
つ
る
桜
の
匂
い
な
ど
の
効
用
の
ほ
か

に
、
水
羊
羹
を
器
に
移
す
と
き
の
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
下
の
桜
の
お
ザ
ブ
を
引
っ
ぱ
っ
て
移
動
さ
せ
れ
ば
、
水
羊
羹
が
崩
れ
な
く
て

も
す
む
と
い
う
、
昔
な
が
ら
の
「
お
も
ん
ぱ
か
り
」
が
あ
る
の
で
す
。 

 

水
羊
羹
は
江
戸
っ
子
の
お
金
と
同
じ
で
す
。
宵
越
し
を
さ
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
傷
み
は
し
ま
せ
ん
が
、「
し
わ
」
が
寄
る
の
で
す
。
表
面
に
水
気
が
滲
み

出
て
し
ま
っ
て
、
水
っ
ぽ
く
な
り
ま
す
。
水
っ
ぽ
い
水
羊
羹
は
ク
リ
ー
プ
を
入
れ
な
い
コ
ー
ヒ
ー
よ
り
も
始
末
に
悪
い
の
で
す
。 

 

固
い
水
羊
羹
。 

 

こ
れ
も
下
品
で
い
け
ま
せ
ん
。
色
も
黒
す
ぎ
て
は
困
り
ま
す
。 

 

小
学
生
の
頃
、
お
習
字
の
時
間
に
、「
お
花
墨
」
と
い
う
墨
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
ど
う
い
う
わ
け
か
墨
を
濃
く
す
る
の
が
子
供
の
間
に
流
行
っ
て
、
杉
の

葉
っ
ぱ
を
一
緒
に
す
る
と
、
ド
ロ
ド
ロ
に
な
っ
て
墨
が
濃
く
な
る
と
い
う
の
で
、
先
生
の
目
を
盗
ん
で
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
考
え
て
み
ま
す
と
、
何
も
判

っ
て
い
な
か
っ
た
ん
だ
な
と
思
い
ま
す
。
墨
色
の
美
し
さ
は
、
水
羊
羹
の
う
す
墨
の
色
に
あ
る
の
で
す
。
は
か
な
く
て
、
も
の
の
あ
わ
れ
が
あ
り
ま
す
。 

 

水
羊
羹
は
、
ふ
た
つ
食
べ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ロ
あ
た
り
が
い
い
も
の
で
す
か
ら
、
つ
い
手
が
の
び
か
け
ま
す
が
、
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
、
一
度
に

ひ
と
つ
で
我
慢
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
水
羊
羹
を
四
つ
食
っ
た
、
な
ん
て
威
張
る
の
は
馬
鹿
で
す
。
そ
の
代
り
、
そ
の
「
ひ
と
つ
」
を
大
事
に
し
ま
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し
ょ
う
よ
。 

 
心
を
静
め
て
、
香
り
の
高
い
新
茶
を
丁
寧
に
入
れ
ま
す
。
私
は
水
羊
羹
の
季
節
に
な
る
と
白
磁
の
そ
ば
ち
ょ
く
に
、
京
根ね

来ご
ろ

の
茶
卓
を
出
し
ま
す
。
水
羊
羹

は
、
素
朴
な
薩
摩
硝
子
の
皿
か
小
山
岑
一
さ
ん
作
の
少
し
ピ
ン
ク
を
帯
び
た
肌
色
に
縁
だ
け
甘
い
水
色
の
和
蘭
陀
手
の
取
皿
を
使
っ
て
い
ま
す
。 

 

水
羊
羹
と
羊
羹
の
区
別
の
つ
か
な
い
男
の
子
に
は
、
水
羊
羹
を
食
べ
さ
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
野
郎
に
は
、
パ
チ
ン
コ
屋
の
景
品
棚
に
な
ら
ん
で

い
る
、
外
箱
だ
け
は
大
き
い
け
ど
、
ボ
ー
ル
紙
で
着
ぶ
く
れ
て
、
中
身
は
細
く
て
小
さ
い
い
や
に
テ
カ
テ
カ
光
っ
た
、
安
も
の
の
羊
羹
を
あ
て
が
っ
て
置
け
ば

い
い
の
で
す
。 

 

こ
こ
ま
で
神
経
を
使
っ
た
の
で
す
か
ら
、
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
に
も
気
を
配
ろ
う
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
螢
光
燈
の
下
で
食
べ
た
の
で
は
水
羊
羹
が
可
哀
そ
う
で

す
。 

 

す
だ
れ
越
し
の
自
然
光
か
、
せ
め
て
昔
風
の
、
少
し
黄
色
っ
ぽ
い
電
燈
の
下
で
味
わ
い
た
い
も
の
で
す
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
ク
ー
ラ
ー
よ
り
も
、
窓
を
あ

け
て
、
自
然
の
空
気
、
自
然
の
風
の
中
で
。 

 

ム
ー
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
は
何
に
し
ま
し
ょ
う
か
。 

 

私
は
、
ミ
リ
ー
・
ヴ
ァ
ー
ノ
ン
の
「
ス
プ
リ
ン
グ
・
イ
ズ
・
ヒ
ア
」
が
一
番
合
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
人
は
一
九
五
〇
年
代
に
、
た
っ
た
一
枚
の
レ
コ

ー
ド
を
残
し
て
、
そ
れ
以
来
、
生
き
て
い
る
の
か
死
ん
だ
の
か
全
く
消
息
の
判
ら
な
い
美
人
の
歌
手
で
す
が
、
冷
た
い
よ
う
な
甘
い
よ
う
な
、
け
だ
る
い
よ
う

な
、
な
ま
ぬ
く
い
よ
う
な
歌
は
、
水
羊
羹
に
ピ
ッ
タ
リ
に
思
え
ま
す
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
に
い
き
た
い
時
は
、
ベ
ロ
フ
の
弾
く
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
エ
ス
タ
ン
プ
「
版

画
」
も
悪
く
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。 

 
(

中
略
） 

 

水
羊
羹
が
一
年
中
あ
れ
ば
い
い
と
い
う
人
も
い
ま
す
が
、
私
は
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。
水
羊
羹
は
冷
し
中
華
や
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
と
は
違
い
ま
す
。
新
茶
の

出
る
頃
か
ら
店
に
な
ら
び
、
う
ち
わ
を
仕
舞
う
頃
に
は
ひ
っ
そ
り
と
姿
を
消
す
、
そ
の
短
い
命
が
い
い
の
で
す
。 

（
向
田
邦
子
著
『
水
羊
羹
』
よ
り
）  
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例
文
１２ 

  

『
広
辞
苑
』
改
訂
に
向
け
、
語
釈
や
用
例
を
ひ
そ
か
に
検
討
し
た
チ
ー
ム
が
存
在
す
る
。
某
月
某
日
、
私
は
そ
ん
な
極
秘
情
報
を
入
手
し
た
。 

 

「「
語
釈
」「
用
例
」
っ
て
、
な
に
？
」
と
疑
問
に
思
う
か
た
も
お
ら
れ
る
は
ず
な
の
で
、
最
初
に
ち
ょ
っ
と
辞
書
用
語
を
説
明
し
よ
う
。
で
き
た
て
ほ
や
ほ

や
の
『
広
辞
苑
第
七
版
』
で
、「
検
討
」
と
い
う
語
を
引
く
と
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

  

け
ん-

と
う 

･･

タ
ウ

【
検
討
】
調
べ
た
ず
ね
る
こ
と
。
詳
し
く
調
べ
当
否
を
考
え
る
こ
と
。「−−

を
加
え
る
」 

  

「
け
ん-

と
う 

･･

タ
ウ

【
検
討
】」
が
、
こ
の
項
目
の
「
見
出
し
語
」
で
あ
る
。 

「
語
釈
」
は
、「
見
出
し
語
」
の
意
味
を
説
明
し
た
部
分
の
こ
と
だ
。
つ
ま
り
右
記
の
例
だ
と
、「
調
べ
た
ず
ね
る
こ
と
。
詳
し
く
調
べ
当
否
を
考
え
る
こ
と
。」

が
、【
検
討
】
と
い
う
言
葉
の
語
釈
で
あ
る
。 

 

「
用
例
」
は
、
見
出
し
語
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
使
わ
れ
る
の
か
を
、
具
体
的
に
示
し
た
部
分
の
こ
と
だ
。
つ
ま
り
右
記
の
例
だ
と
、「−

−

を
加
え
る
」
が
、

【
検
討
】
と
い
う
言
葉
の
用
例
で
あ
る
。 

 

用
例
に
は
二
種
類
あ
っ
て
、「
実
際
に
こ
う
使
わ
れ
て
い
る
例
が
あ
り
ま
す
」
と
文
献
か
ら
引
用
し
て
示
す
も
の
と
、「
こ
う
い
う
ふ
う
に
使
わ
れ
る
よ
ね
」

と
辞
書
が
わ
が
例
文
を
作
っ
て
示
す
も
の
と
が
あ
る
。 

 

文
献
か
ら
引
用
し
た
用
例
の
場
合
は
、「
源
」
な
ど
の
略
称
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。「
こ
の
用
例
は
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
引
用
し
ま
し
た
」
と
い
う
意
味
だ
。

【
検
討
】
の
用
例
を
見
る
と
、
引
用
元
に
つ
い
て
は
な
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、「
こ
れ
は
辞
書
が
わ
が
用
例
と
し
て
作
っ
た
例
文
な
ん
だ
な
」
と
わ
か

る
。 

 

『
広
辞
苑
第
六
版
』
を
改
訂
し
、『
第
七
版
』
を
刊
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
語
釈
や
用
例
を
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
検
討
し
た
人
々
が
存
在
す
る
と

い
う
の
だ
！ 
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そ
り
ゃ
あ
、
辞
書
を
改
訂
す
る
と
な
れ
ば
、「
こ
こ
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
に
く
か
っ
た
か
な
」
と
い
う
部
分
を
改
善
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け

れ
ば
、「
改
訂
し
た
」
と
は
言
え
ま
い
。
だ
が
、『
広
辞
苑
』
に
は
約
二
十
四
万
語
も
の
見
出
し
語
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
見
出
し
語
の
意
味
を
わ
か
り
や
す
く

適
切
に
説
明
す
る
語
釈
や
用
例
に
な
っ
て
い
る
か
、
二
十
四
万
語
ぶ
ん
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
検
討
す
る
の
…
…
？ 

そ
れ
っ
て
大
変
す
ぎ
な
い
か
？ 

 

い
や
、
す
べ
て
の
語
釈
や
用
例
を
一
気
に
検
討
す
る
の
は
、
時
間
的
に
も
物
理
的
に
も
、
さ
す
が
に
無
理
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
二
十
四
万
語
の
な
か

か
ら
検
討
対
象
を
絞
っ
た
と
し
て
も
、
相
当
の
数
に
上
る
は
ず
だ
し
、
ど
う
い
う
基
準
で
「
こ
の
語
釈
や
用
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
」
と
選
ぶ
の
？ 

 

い
っ
た
い
ど
ん
な
ひ
と
が
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
、
膨
大
な
数
の
検
討
を
な
し
と
げ
た
の
だ
ろ
う
。
知
り
た
く
て
た
ま
ら
な
く
な
っ
た
私
は
、
さ
っ
そ
く
動
い

た
。『
広
辞
苑
』
の
改
訂
作
業
に
携
わ
っ
て
い
る
、
岩
波
書
店
辞
典
編
集
部
の
編
集
者
Ｈ
さ
ん
と
Ｓ
さ
ん
に
賄
賂
を
渡
し(

嘘
で
す)

、
検
討
チ
ー
ム
の
も
と
へ

案
内
し
て
い
た
だ
い
た
の
だ
。 

 

我
々
は
尾
行
に
注
意
し
な
が
ら(

嘘
で
す)
、
東
京
都
立
川
市
に
あ
る
「
国
立
国
語
研
究
所
」
へ
向
か
っ
た
。 

 

国
立
国
語
研
究
所
は
ガ
ラ
ス
張
り
の
現
代
的
な
建
物
で
、「
お
し
ゃ
れ
な
美
術
館
」
と
い
っ
た
外
観
だ
。
建
物
内
に
は
、「
全
国
で
唯
一
の
日
本
語
に
関
す
る

専
門
図
書
室
」
も
あ
る
。
貸
し
出
し
は
し
て
い
な
い
が
、
閲
覧
室
に
並
ん
で
い
る
資
料
は
、
だ
れ
で
も
自
由
に
眺
め
て
い
い
し
、
必
要
に
応
じ
て
複
写
も
可
能

だ
そ
う
だ
。
外
国
語
も
含
め
て
、
言
語
に
関
す
る
研
究
書
や
雑
誌
・
学
会
誌
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
辞
書
も
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
て
、
壮
観
だ
っ
た
。 

 

国
立
国
語
研
究
所
で
は
、
言
語
の
専
門
家
が
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
日
本
語
の
話
し
言
葉
や
方
言
、
歴
史
的
な
変
化
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る

か
た
も
い
れ
ば
、
日
本
語
教
育
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
他
言
語
と
の
比
較
研
究
を
し
て
い
る
か
た
も
い
る
。
つ
ま
り
、
蔵
書
も
す
ご
い
が
、
日
本
語
お
よ
び
言

語
に
関
す
る
猛
者
も
集
結
し
た
、
研
究
機
関
な
の
で
あ
る
。 

（
三
浦
し
を
ん
著
『
広
辞
苑
を
つ
く
る
ひ
と
』
よ
り
）  
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例
文
１３ 

  

彼
は
も
う
十
九
に
な
っ
て
い
た
。
立
派
に
一
人
ま
え
の
仕
事
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
自
分
と
し
て
は
文
選
工
に
昇
格
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
望
ん
で
い
た
。

し
か
し
、
印
刷
所
で
は
、
彼
の
腕
を
認
め
て
い
な
が
ら
、
ほ
か
の
者
と
の
つ
り
合
い
が
あ
る
と
か
、
工
場
は
ず
う
っ
と
欠
損
つ
づ
き
だ
と
か
言
っ
て
、
な
か
な

か
一
人
ま
え
に
は
し
て
く
れ
な
か
っ
た
。
給
料
が
も
ら
え
さ
え
す
れ
ば
、
学
資
ぐ
ら
い
、
ど
う
に
か
な
る
の
だ
が
、
当
て
が
い
ぶ
ち
の
小
づ
か
い
だ
け
で
は
、

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。 

そ
こ
で
彼
は
、
せ
め
て
教
科
書
の
代
だ
け
で
も
か
せ
ぎ
た
い
と
思
っ
て
、
懸
賞
の
出
て
い
る
雑
誌
に
、
さ
か
ん
に
投
書
を
し
た
。
し
か
し
、
容
易
に
当
選
し

な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
彼
は
根
気
よ
く
投
書
を
続
け
た
。
金
が
ほ
し
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
文
章
の
練
習
に
も
な
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、「
少
年
文
壇
」
に
出
し
た
論
文
が
、
三
等
に
当
選
し
た
。
三
等
で
は
あ
る
が
、
彼
は
非
常
に
う
れ
し
か
っ
た
。
や
が
て
、
小
為
替
（
こ
が
わ
せ
）

で
、
懸
賞
金
二
円
が
郵
送
さ
れ
て
き
た
。
彼
は
、
書
留
を
受
け
取
っ
た
の
も
、
小
為
替
を
手
に
し
た
の
も
、
こ
れ
が
は
じ
め
て
だ
っ
た
。 

そ
の
論
文
は
、「
処
世
の
道
」
と
い
う
の
で
、
雑
誌
社
で
出
し
た
課
題
に
応
募
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

世
上
、
処
世
の
道
と
し
て
、
三
つ
の
『
ん
』
を
尊
重
す
る
も
の
多
し
。
三
つ
の
『
ん
』
と
は
、
即
ち
、
運
、
鈍
、
根
の
三
者
也な

り

。
聞
く
、
古
河
市
兵
衛

翁
は
之こ

れ

を
神
の
如
く
信
奉
す
る
事
に
よ
り
て
、
今
日
の
成
功
を
致
せ
し
も
の
也
と
。
運
に
就つ

い
て
は
、
人
力
の
如
何

い
か
ん

と
も
為な

す
能あ

た

わ
ざ
る
も
の
な
れ
ば
、

暫
し
ば
ら

く
言
わ
ず
。
さ
れ
ど
鈍
と
根
と
に
関
し
て
は
、

聊
い
さ
さ

か
疑
い
な
き
を
得
ず
。
乞こ

う
、
吾
人
を
し
て
語
ら
し
め
よ
。
頭
に
丁

髷

ち
よ
ん
ま
げ

を
載の

せ
し
時
世
な
ら

ば
い
ざ
知
ら
ず
、
最
近
ま
で
丁
髷
を

戴
い
た
だ

き
居
り
し
古
河
翁
の
処
世
法
は
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
。
方
今

ほ
う
こ
ん

文
明
の
世
に
於お

い

て
、
単
に
鈍
と
根
の
み
を
以も

つ

て
、

よ
く
人
に
先
ん
じ
得う

べ
き
や
。 

 

ま
ず
、
こ
う
い
っ
た
調
子
の
文
章
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
内
容
で
あ
る
が
、
彼
の
意
見
に
従
え
ば
、
三
つ
の
「
ん
」
は
、
過
去
の
処
世
観
で
あ
る
。
こ
れ
で
は

不
十
分
で
あ
る
か
ら
、
よ
ろ
し
く
、
五
つ
の
「
ん
」
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
五
つ
の
「
ん
」
と
い
う
の
は
、「
は
っ
ぷ
ん○

」
、
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「
が
く
も
ん○

」、「
き
ん
べ
ん○

」、「
け
つ
だ
ん○

」、
そ
れ
か
ら
「
て
ん
う
ん○

」
の
五
つ
を
さ
し
た
も
の
で
あ
る
。「
発
憤
」
を
第
一
に
あ
げ
た
の
は
、
心
に
燃
ゆ
る

も
の
が
な
か
っ
た
な
ら
、
走
り
だ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
汽
車
が
長
い
道
を
ま
っ
し
ぐ
ら
に
走
る
の
は
、
蒸
気
の
カ
マ
が
煮
え
立
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
世
を
渡

る
に
は
、
何
よ
り
も
、
ま
ず
、
う
ち
に
燃
え
立
つ
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
二
の
「
学
問
」
は
、
三
つ
の
「
ん
」
の
中
に
は
、
は

い
っ
て
い
な
い
も
の
だ
が
、
彼
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
、
な
く
て
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
の
世
の
中
で
は
、
学
問
が
な
く
っ
て
は
だ
め
で
あ
る
。

こ
れ
は
石
炭
の
よ
う
な
も
の
だ
。
こ
れ
が
な
か
っ
た
ら
、
途
中
で
汽
車
は
と
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
学
問
は
、
実
用
の
役
に
立
つ

も
の
で
な
く
っ
て
は
い
け
な
い
と
し
た
と
こ
ろ
は
、
そ
っ
く
り
、「
学
問
ノ
ス
ヽ
メ
」
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
第
三
の
「
勤
勉
」
は
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な

い
こ
と
だ
が
、
彼
は
こ
の
中
に
、
前
の
「
鈍
」
と
「
根
」
と
を
織
り
ま
ぜ
て
い
た
。
そ
し
て
、
仕
事
の
途
中
で
、
ぐ
ち
、
、
を
言
っ
た
り
、
言
い
わ
け
を
し
た
り
し

て
は
い
け
な
い
。
一
心
不
乱
に
自
分
の
業
務
を
は
げ
む
べ
き
で
あ
る
。
機
関
士
の
よ
う
に
、
ま
っ
黒
に
な
っ
て
働
く
べ
き
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
る
。
い
つ
か

の
ラ
ン
プ
の
事
件
が
、
彼
に
は
い
い
経
験
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
け
れ
ど
も
、
発
憤
し
、
学
問
を
修
め
、
勤
勉
努
力
を
し
た
と
こ
ろ
で
、
事
に
当
た
っ
て
、
決
断

の
勇
を
欠
く
時
に
は
、
け
っ
し
て
成
功
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
た
て
ま
え
か
ら
、
第
四
に
「
決
断
」
を
置
い
た
。
こ
の
四
つ
の
も
の
は
、
人
間
の
力
で
で
き

る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
十
分
に
活
用
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
し
て
、
し
ず
か
に
第
五
の
「
天
運
」
を
待
つ
べ
し
、
と
い
う
の
が
、

そ
の
だ
い
た
い
の
主
張
で
あ
る
。 

（
山
本
有
三
著
『
新
版 

路
傍
の
石
』
よ
り
） 
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例
文
１４ 

  

指
揮
者 

 

「
指
揮
者
」
は
英
語
でC

o
n

d
u

cto
r

、
ド
イ
ツ
語
で
はD

irig
en

t

、
案
内
人
と
か
管
理
人
、
伝
導
体
と
い
う
意
味
も
あ
る
。D

irecto
r

は
文
字
ど
お
り
指
導
者
、

演
出
家
、
監
督
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
はC

h
ef ď

o
rch

estre

と
い
う
か
ら
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
料
理
人
と
も
い
え
る
。
そ
う
い
う
い
ろ
ん
な
意
味
を
含
ん
だ
楽
団
の

音
楽
づ
く
り
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
。 

指
揮
者
は
ま
ず
、
演
奏
す
る
管
弦
楽
曲
の
総
譜

ス
コ
ア

の
あ
ら
ゆ
る
パ
ー
ト
に
精
通
し
、
ス
コ
ア
を
見
な
が
ら
そ
の
曲
全
体
の
主
要
パ
ー
ト
を
ま
と
め
て
ピ
ア
ノ
で

す
ら
す
ら
弾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
各
パ
ー
ト
の
奏
者
に
い
ろ
い
ろ
注
文
を
つ
け
て
納
得
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
楽
器
の
音
域
や

運
指
の
特
性
な
ど
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
楽
員
も
デ
リ
ケ
ー
ト
な
芸
術
家
だ
し
、
音
楽
院
や
芸
大
の
教
授
だ
っ
た
り
も
す
る
か
ら
、
そ
う
い
う
難

し
い
人
び
と
を
五
十
人
も
百
人
も
ま
と
め
あ
げ
て
、
自
分
の
世
界
を
創
っ
て
い
く
の
だ
か
ら
た
い
へ
ん
な
仕
事
で
あ
る
。 

し
か
し
彼
ら
は
い
つ
も
私
た
ち
に
背
中
だ
け
を
見
せ
て
仕
事
を
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
彼
ら
は
自
分
に
は
見
え
な
い
背
中
を
お
お
ぜ
い
の
人
か
ら
じ
ろ

じ
ろ
見
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
カ
ラ
ヤ
ン
な
ど
は
後
ろ
姿
が
ほ
と
ん
ど
不
動
だ
か
ら
、
指
揮
台
の
上
で
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
は
な
は
だ
分
か
り
に
く

い
。
テ
レ
ビ
で
斜
め
前
方
か
ら
ア
ッ
プ
を
見
た
か
ぎ
り
、
た
だ
瞑
目
し
て
手
首
を
ぐ
る
ぐ
る
回
転
し
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
で
も
、
楽
員
の
奏

で
る
音
楽
は
一
糸
乱
れ
ず
、
流
麗
自
在
に
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
リ
ハ
ー
サ
ル
が
徹
底
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

そ
こ
へ
い
く
と
小
澤
征
爾
の
腰
が
ツ
イ
ス
ト
す
る
大
き
な
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
は
音
楽
の
流
れ
と
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
っ
て
分
か
り
や
す
い
。
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン

な
ど
は
何
か
重
い
も
の
を
身
体

か
ら
だ

の
内
側
か
ら
絞
り
だ
す
よ
う
な
指
揮
ぶ
り
で
、
マ
ー
ラ
ー
に
ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
。 

と
い
う
よ
う
に
指
揮
者
に
は
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
が
あ
る
が
、
背
中
か
ら
見
え
る
も
の
は
お
お
む
ね
そ
の
指
揮
者
の
音
楽
表
現
と
関
わ
っ
て
い
る
と
み
て
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よ
い
。
Ｃ
Ｄ
で
は
指
揮
者
が
見
え
な
い
？ 

い
や
、
音
楽
は
指
揮
者
の
人
間
的
個
性
と
や
は
り
分
か
ち
が
た
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

と
は
い
え
リ
ー
ダ
ー
は
い
つ
も
背
中
を
見
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
心
し
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
安
芸
光
男
著
『
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
名
曲
１
０
１
』
よ
り
） 
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例文１５ 

 

 

ピーター・パンとウェンディ 

 

ピーター・パンがはじめて人々の前で空を飛んだのは，1904年 12月 27 日のことであった。

その夜，ロンドンの劇場で精巧な機械仕掛けによってピーターが空を飛んでみせたのである。

そしてピーター・パンは神話的な存在になった。 

幕が開くまで，劇場の関係者たちはいつまでもおとなにならないこの不思議な男の子や妖精

が，果たして人々に受け容れられるかどうか不安でいっぱいであった。ところが，妖精のティ

ンカー・ベルが死にそうになった場面で，ピーターが観客に向かって語りかけたとき，驚くべ

きことが起こったのである。 

“…she says she thinks she could get well again if children believed in fairies! Do you believe 

in fairies? Say quick that you believe! If you believe, clap your hands!”（ティンカー・ベルは皆さ

んが妖精の存在を信じてくれたら生き返られるだろうって言ってます。あなたは妖精を信じま

すか？ 信じるんだったらそう言ってください！ 手を叩いてください！） 

すると，ほとんどの人が拍手をして声をかけた。その光景をみてウェンディ役の女優は泣き

だしてしまったという。 

それ以来，「ピーター・パン」は，戦時中の一回を除いて 80年代まで毎年クリスマス・シー

ズンに上演され，その後はミュージカル化されて今日もなお人々を楽しませている。 

作者バリーは，1911年に劇を物語に書き替えた『ピーターとウェンディ』を出版した。（中

略） 

本を読んだことのない人も，ピーター・パンと聞くと，「空を飛ぶことのできる，いつまで

もおとなにならない男の子」を思い浮べるだろう。なぜ，ピーターはこのように親しまれるの

であろうか。 

その秘密を解く鍵のひとつは，「ピーター・パン」の成立にあるだろう。バリーは大きなセ

ント・バーナード犬を飼っていたが，毎日のように犬の散歩に出かける近くのケンジントン公

園でルーエリン・デイヴィズ家の幼い兄弟と知り合った。バリーには，こどもと対等に付合っ

て仲良くなる特別な才能があった。彼は仲良くなったデイヴィズ家のこどもたちと公園で妖精

の話をしたり，夏休みには別荘に招いて海賊ごっこをしたりして遊んだ。「ピーター・パン」



「点訳問題集３」2024.9 

は，バリーの空想から作られた物語ではなく，こどもたちとの実際の遊びから生まれたもので

あった。空を飛ぶこと，海賊や人魚や妖精やインディアンの住む冒険にみちた島はこどものひ

そかな願望を実現したものであるといってもいいであろう。 

知り合った当時，３人だったデイヴィズ家の男の子は，その後２人の弟が加わって５人とな

り，すくすくと成長していった。彼らはいずれも豊かな才能と美しさとこどもらしい輝きを備

えていた。バリーは，彼らの一瞬のきらめきのようなこどもとしての魅力を作品のなかに永遠

に留めておこうとしたのかもしれない。 

（石川晴子・武田雅子編『英語で読むこどもの本』より） 
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例
文
１６ 

  

み
な
さ
ん
が
ご
存
じ
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
言
い
ま
ち
が
い
を
誘
発
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
暗
示
を
か
け
て
言
い
ま
ち
が
い
を
ひ
き
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
逸
話

い
つ
わ

が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
新
米

し
ん
ま
い

の
役
者
が
重
要
な
役
を
ふ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。『
オ
ル
レ
ア
ン
の
乙
女

お
と
め

』（
シ
ラ
ー
の

ロ
マ
ン
的
悲
劇
。
一
八
〇
一
年
作
）
の
な
か
で
、「C

on
nét

ab
le

コ

ネ

タ

ブ

ル

（
元
帥
）
が
剣
を
送
り
返
し
て
よ
こ
し
ま
し
た
」
と
王
さ
ま
に
報
告
す
る
役
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
主
役
の
俳
優
は
稽
古

け
い
こ

の
と
き
に
、
こ
の
お
び
え
て
い
る
新
米
先
生
を
か
ら
か
っ
て
、
台
本
と
ち
が
っ
て
、「K

om
for

ta
bel

コ
ン
フ
オ
ア
タ
ベ
ル

（
一
頭
立
て
馬
車
）
が
馬
を
送

り
返
し
て
よ
こ
し
ま
し
た
」
と
く
り
か
え
し
た
の
で
す
。
そ
の
目
算
は
当
た
り
ま
し
た
。
不
運
な
新
米
先
生
は
、
初
舞
台
で
こ
の
ま
ち
が
っ
た
台
詞

せ
り
ふ

を
口
に
し

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
は
十
分
に
注
意
は
し
て
い
た
の
で
す
。
い
や
、
注
意
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
う
言
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

 

し
く
じ
り
行
為
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
ほ
ん
の
小
さ
な
特
徴
は
、
不
注
意
と
い
う
理
論
だ
け
で
は
説
明
し
つ
く
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
理
論
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
す
。
お
そ
ら
く
こ
の
理
論
に
は
、
な
に
か
が
欠
け
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
理
論

を
完
全
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
な
に
か
を
補
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
し
く
じ
り
行
為
自
体
に
も
、
ま
た
、
別
な
側
面
か
ら
み
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
も
多
々
あ
り
ま
す
。 

 

し
く
じ
り
行
為
の
な
か
で
、
私
ど
も
の
意
図
に
合
う
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
は
〈
言
い
ま
ち
が
い
〉
を
と
り
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
書
き
ま
ち
が
い
や
読
み

ま
ち
が
い
の
場
合
を
選
ん
で
み
て
も
同
じ
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
ま
ず
、
私
ど
も
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
は
言
い
ま
ち
が
い
が
、
い
つ
、
ど
ん
な
条
件
の

も
と
で
起
こ
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
き
た
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
の
回
答
を
得
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
、
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な

り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
私
ど
も
の
関
心
を
別
な
ほ
う
に
向
け
て
、
な
ぜ
私
ど
も
は
こ
の
よ
う
な
言
い
ま
ち
が
い
を
し
て
、
別
な
言
い
ま
ち
が
い
の
こ
と
ば
を
口

か
ら
出
さ
な
い
の
か
を
問
題
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
す
。
言
い
ま
ち
が
い
の
結
果
が
ど
う
な
る
の
か
を
み
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の

問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
言
い
ま
ち
が
い
の
効
果
が
解
明
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
た
と
え
生
理
学
的
解
釈
は
で
き
て
も
、
こ
の
現
象
は
心
理
学
的
に
は
偶
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発
的
な
こ
と
と
さ
れ
た
ま
ま
に
な
り
ま
す
。
私
が
言
い
ま
ち
が
い
を
す
る
と
し
ま
す
。
そ
の
と
き
に
は
、
言
い
ま
ち
が
い
の
仕
方
は
無
限
に
あ
る
は
ず
で
す
。

一
つ
の
正
し
い
こ
と
ば
の
代
わ
り
に
何
千
と
あ
る
他
の
こ
と
ば
の
う
ち
の
一
つ
を
選
ん
で
口
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
正
し
い
こ
と
ば
の
代
わ
り
に

無
数
の
言
い
ま
ち
が
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
の
な
か
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
言
い
ま
ち
が
い
を
選
ば
せ
る
な
に
も
の
か
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
偶
然
で
あ
り
、
自
分
勝
手
な
考
え
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

（
フ
ロ
イ
ト
著
、
懸
田
克
躬
訳
『
精
神
分
析
学
入
門 

Ｉ
』
よ
り
） 
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例
文
１７ 

  

美
登
利
は
か
の
日
を
始
め
に
し
て
生
れ
か
は
り
し
様
の
身
の
振
舞
、
用
あ
る
折
は
廓
の
姉
の
も
と
に
こ
そ
通
へ
、
か
け
て
も
町
に
遊
ぶ
事
を
せ
ず
、
友
達
さ

び
し
が
り
て
誘
ひ
に
と
行
け
ば
今
に
今
に
と
空
約
束
は
て
し
無
く
、
さ
し
も
に
中
よ
し
成
け
れ
ど
正
太
と
さ
へ
に
親
し
ま
ず
、
い
つ
も
恥
か
し
気
に
顔
の
み
赤

め
て
筆
や
の
店
に
手
踊
の
活
潑
さ
は
再
び
見
る
に
難
く
成
け
る
、
人
は
怪
し
が
り
て
病
ひ
の
故せ

い

か
と
危
ぶ
む
も
有
れ
ど
も
母
親
一
人
ほ
ゝ
笑
み
て
は
、
今
に

お

侠
き
や
ん

の
本
性
は
現
れ
ま
す
る
、
こ
れ
は
中
休
み
と
子
細

わ

け

あ
り
げ
に
言
は
れ
て
、
知
ら
ぬ
者
に
は
何
の
事
と
も
思
は
れ
ず
、
女
ら
し
う
温
順
し
う
成
つ
た
と
褒

め
る
も
あ
れ
ば
折
角

せ
つ
か
く

の
面
白
い
子
を
種
な
し
に
し
た
と
誹
る
も
あ
り
、
表
町
は
俄
に
火
の
消
え
し
や
う
淋
し
く
成
り
て
正
太
が
美
音
も
聞
く
事
ま
れ
に
、
唯

夜
な
〳
〵
の
弓
張
提
燈
、
あ
れ
は
日
が
け
の
集
め
と
し
る
く
土
手
を
行
く
影
そ
ゞ
ろ
寒
げ
に
、
折
ふ
し
供
す
る
三
五
郎
の
声
の
み
何
時
に
変
ら
ず
滑
稽

お
ど
け

て
は
聞

え
ぬ
。 

龍
華
寺
の
信
如
が
我
が
宗
の
修
業
の
庭
に
立
出
る
風
説

う
わ
さ

を
も
美
登
利
は
絶
え
て
聞
か
ざ
り
き
、
有
し
意
地
を
ば
其
ま
ゝ
に
封
じ
込
め
て
、
此
処
し
ば
ら
く
の

怪
し
の
現
象

さ

ま

に
我
れ
を
我
れ
と
も
思
は
れ
ず
、
唯
何
事
も
恥
か
し
う
の
み
有
け
る
に
、
或
る
霜
の
朝
水
仙
の
作
り
花
を
格
子
門
の
外
よ
り
さ
し
入
れ
置
き
し
者

の
有
け
り
、
誰た

れ
の
仕
業

し
わ
ざ

と
知
る
よ
し
無
け
れ
ど
、
美
登
利
は
何
ゆ
ゑ
と
な
く
懐
か
し
き
思
ひ
に
て
違
ひ
棚
の
一
輪
ざ
し
に
入
れ
て
淋
し
く
清
き
姿
を
め
で
け

る
が
、
聞
く
と
も
な
し
に
伝
へ
聞
く
其
明
け
の
日
は
信
如
が
何
が
し
の
学
林
に
袖
の
色
か
へ
ぬ
べ
き
当
日
な
り
し
と
ぞ
。 

（
樋
口
一
葉
著
『
た
け
く
ら
べ
』
よ
り
） 
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例
文
１８ 

  

忘
月
忘
日 
例
の
自
転
車
を
抱
い
て
坂
の
上
に
控
へ
た
る
余
は

徐
お
も
む

ろ
に
眼
を
放
つ
て
遥
か
あ
な
た
の
下
を
見
廻
す
、
監
督
官
の
相
図
を
待
つ
て
一
気
に
此

坂
を
駆
け
下
り
ん
と
の
野
心
あ
れ
ば
な
り
、
坂
の
長
さ
二
丁
余
、
傾
斜
の
角
度
二
十
度

許
ば
か
り

、
路
幅
十
間
を
超
え
て
人
通
多
か
ら
ず
、
左
右
は
ゆ
か
し
く
住
み

な
せ
る
屋
敷
許
な
り
、
東
洋
の
名
士
が
自
転
車
か
ら
落
る
稽
古
を
す
る
と
聞
て
英
政
府
が
特
に
土
木
局
に
命
じ
て
此
道
路
を
作
ら
し
め
た
か
ど
う
だ
か
其
辺

は
未
だ
に
判
然
し
な
い
が
、
兎
に
角
自
転
車
用
道
路
と
し
て
申
分
の
な
い
場
所
で
あ
る
、
余
が
監
督
官
は
巡
査
の
小
言
に
胆
を
冷
や
し
た
も
の
か
乃
至

な
い
し

は
又
余

の
車
を
前
へ
突
き
出
す
労
力
を
省
く
為
か
、
昨
日
か
ら
人
と
車
を
天
然
自
然
と
こ
ろ
が
す
べ
く
特
に
此
地
を
相そ

う

し
得
て
余
を
連
れ
だ
し
た
の
で
あ
る
、 

 

人
の
通
ら
な
い
馬
車
の
か
よ
は
な
い
時
機
を
見
計
つ
た
る
監
督
官
は
さ
あ
今
だ
早
く
乗
り
給
へ
と
い
ふ
、
但
し
此
乗
る
と
い
ふ
字
に
註
釈
が
入い

る
、
此
字
は

吾
等
両
人
の
間
に
は
未
だ
普
通
の
意
味
に
用
ら
れ
て
居
な
い
、
わ
が
所
謂

い
わ
ゆ
る

乗
る
は
彼
等
の
所
謂
乗
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
、
鞍
に
尻
を
卸お

ろ

さ
ゞ
る
な
り
、
ペ
ダ

ル
に
足
を
掛
け
ざ
る
な
り
、
た
ゞ
力
学
の
原
理
に
依
頼
し
て
毫
も
人
工
を
弄
せ
ざ
る
の
意
な
り
、
人
を
も
よ
け
ず
馬
を
も
避
け
ず
水
火
を
も
辞
せ
ず
驀
地

ば
く
ち

に
前

進
す
る
の
議
な
り
、
去
る
程
に
其
格
好
た
る
や
恰
も
疝
気
持
が
初
出

は
つ
で

に
梯
子
乗

は
し
ご
の
り

を
演
ず
る
が
如
く
、
吾
な
が
ら
乗
る
と
い
ふ
字
を
濫
用
し
て
は
居
ら
ぬ
か
と
危

ぶ
む
位
な
も
の
で
あ
る
、
去
れ
ど
も
乗
る
は
遂
に
乗
る
な
り
、
乗
ら
ざ
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
、
兎
も
角
も
人
間
が
自
転
車
に
附
着
し
て
居
る
也
、
而し

か

も
一
気
呵

成
に
附
着
し
て
居
る
な
り
、
此
意
味
に
於
て
乗
る
べ
く
命
ぜ
ら
れ
た
る
余
は
、
疾
風
の
如
く
に
坂
の
上
か
ら
転
が
り
出
す
、
す
る
と
不
思
議
や
な
左
の
方
の
屋

敷
の
内
か
ら
拍
手
し
て
吾
が
自
転
行
を
壮
に
し
た
い
た
づ
ら
も
の
が
あ
る
、
妙
だ
な
と
思
ふ
間
も
な
く
車
は
既
に
坂
の
中
腹
へ
か
ゝ
る
、
今
度
は
大
変
な
物
に

出
逢
つ
た
、
女
学
生
が
五
十
人
許
り
行
列
を
整
へ
て
向
か
ら
や
つ
て
く
る
、
斯こ

う
な
つ
て
は
い
く
ら
女
の
手
前
だ
か
ら
と
言
つ
て
気
取
る
訳
に
も
ど
う
す
る
訳

に
も
行
か
ん
、
両
手
は
塞
つ
て
居
る
、
腰
は
曲
つ
て
居
る
、
右
の
足
は
空
を
蹴
て
居
る
、
下お

り
様
と
し
て
も
車
の
方
で
聞
か
な
い
、
絶
対
絶
命
仕
様
が
な
い
か

ら
自
家
独
得
の
曲
乗
の
ま
ゝ
で
女
軍
の
傍
を
か
ら
く
も
通
り
抜
け
る
、
ほ
つ
と
一
息
つ
く
間
も
な
く
車
は
既
に
坂
を
下
り
て
平
地
に
あ
り
、
け
れ
ど
も
毫
も
留

ま
る
景
色
が
な
い
、
し
か
の
み
な
ら
ず
向
ふ
の
四
ッ
角
に
立
て
居
る
巡
査
の
方
へ
向
け
て
ど
ん
〳
〵
馳
け
て
行
く
、
気
が
気
で
な
い
、
今
日
も
巡
査
に
叱
ら
れ



「点訳問題集３」2024.9 

る
事
か
と
思
ひ
な
が
ら
も
矢
張
曲
乗
の
姿
勢
を
く
づ
す
訳
に
行
か
な
い
、
自
転
車
は
我
に
無
理
情
死
を
逼
る
勢
で
無
暗
に
人
道
の
方
へ
猛
進
す
る
、
と
う
〳
〵

車
道
か
ら
人
道
へ
乗
り
上
げ
夫
で
も
止
ま
ら
な
い
で
板
塀
へ
ぶ
つ
か
つ
て
逆
戻
を
す
る
事
一
間
半
、
危
く
も
巡
査
を
去
る
三
尺
の
距
離
で
と
ま
つ
た
、 

（
夏
目
漱
石
著
『
自
転
車
日
記
』
よ
り
） 
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例
文
１９ 

  

黒
柳 

私
が
ね
、
最
初
に
見
た
映
画
は
『
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
少
女
』。 

淀
川 

あ
あ
、『
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
少
女
』
ご
覧
に
な
っ
た
。
ず
い
ぶ
ん
昔
、
小
さ
い
と
き
で
し
ょ
う
？ 

黒
柳 

あ
れ
は
特
別
に
。
父
が
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
だ
っ
た
の
で
。
ま
ぁ
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
、
音
楽
の
話
だ
と
い
う
こ
と
で
ね
。 

淀
川 

許
可
が
出
た
の
、
お
父
さ
ん
の
？ 

黒
柳 

え
え
。
あ
の
デ
ィ
ア
ナ
・
ダ
ー
ビ
ン
の
。 

淀
川 

デ
ィ
ア
ナ
・
ダ
ー
ビ
ン
の
『
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
少
女
』、
ま
ぁ
忘
れ
も
し
ま
せ
ん
。
あ
れ
は
昭
和
十
三
年
頃
で
す
ね
。
封
切
っ
た
の
は
私
が
二
十
九
歳

の
頃
で
し
た
。
あ
の
映
画
を
ね
、
お
父
さ
ん
が
あ
な
た
さ
ん
に
ご
覧
に
な
り
な
さ
い
と
薦
め
た
訳
が
、
私
に
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
あ
れ
は
き
れ
い
な
ス
ト
ー

リ
ー
で
き
れ
い
な
音
楽
で
、
き
れ
い
な
デ
ィ
ア
ナ
・
ダ
ー
ビ
ン
が
見
事
に
上
手
に
歌
い
ま
し
た
ね
。
そ
れ
で
ね
、
お
父
さ
ん
が
失
職
し
て
る
ん
で
す
、
音
楽
家

の
。
も
う
お
父
さ
ん
の
失
職
が
つ
ら
く
て
つ
ら
く
て
、
そ
れ
で
こ
の
ち
っ
ち
ゃ
な
十
四
、
十
五
歳
の
娘
さ
ん
が
、
失
職
し
て
る
い
ろ
ん
な
音
楽
家
、
ピ
ア
ノ
、

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、
全
部
集
め
て
お
父
さ
ん
と
一
緒
に
し
て
、
ど
う
に
か
し
て
こ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
団
を
い
い
と
こ
ろ
で
演
奏
さ
せ
た
い
と
、
ひ
と
り
で
思
う
話

で
す
ね
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
少
女
が
走
り
回
る
と
い
う
。 

黒
柳 

そ
う
な
ん
で
す
ね
。
で
も
、
そ
こ
ま
で
覚
え
て
い
な
い
。 

淀
川 

覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
？ 

黒
柳 

え
え
。
覚
え
て
い
る
の
は
、
彼
女
が
椅
子
の
下
に
隠
れ
て
ね
、
劇
場
の
中
を
這
っ
て
行
く
と
、
帽
子
に
つ
け
た
羽
だ
け
が
椅
子
の
向
こ
う
に
、
ツ
ツ
ッ

と
見
え
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
ち
ゃ
う
と
か
、
ス
ト
コ
フ
ス
キ
ー
と
い
う
指
揮
者
が
い
て
と
か
。 

淀
川 

い
い
と
こ
ろ
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
感
覚
的
に
入
る
ん
で
す
ね
。
カ
ー
ネ
ギ
ー
ホ
ー
ル
に
行
き
ま
し
て
、
ス
ト
コ
フ

ス
キ
ー
が
演
奏
し
て
い
る
、
あ
の
お
じ
さ
ん
に
頼
も
う
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。
け
れ
ど
も
隠
れ
て
行
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
で
す
よ
、
こ
う
、
席
の
あ
い
だ

を
。
だ
か
ら
ス
ー
ッ
と
帽
子
の
羽
だ
け
が
通
る
の
ね
。
あ
ん
た
い
い
も
の
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
い
い
と
こ
ろ
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
れ
で
ス
ト
コ
フ
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ス
キ
ー
に
言
お
う
と
思
っ
て
も
、
言
え
な
い
ん
で
す
ね
、
頼
む
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
ス
ト
コ
フ
ス
キ
ー
が
指
揮
し
て
い
る
、「
椿
姫
」
な
り
、「
ア

イ
ー
ダ
」
な
り
「
リ
ゴ
レ
ッ
タ
」
な
り
を
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
思
わ
ず
歌
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
、
デ
ィ
ア
ナ
・
ダ
ー
ビ
ン
が
。
注
目
し
て
、
気
づ
い
て
ほ
し
い
が

た
め
に
大
き
な
声
で
、
だ
ん
だ
ん
、
だ
ん
だ
ん
声
張
り
上
げ
て
。
そ
し
て
ス
ト
コ
フ
ス
キ
ー
が
、
誰
が
歌
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
、
い
い
歌
だ
な
、
と
見
る
と
、

お
父
さ
ん
の
失
職
を
助
け
て
く
だ
さ
い
っ
て
。
そ
れ
で
と
う
と
う
彼
が
み
ん
な
を
助
け
て
あ
げ
て
、
立
派
な
立
派
な
劇
場
で
演
奏
さ
せ
る
と
い
う
お
話
で
し
ょ

う
。
親
孝
行
で
き
れ
い
な
お
話
ね
。 

黒
柳 

ま
あ
、
す
ご
い
。
私
が
『
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
少
女
』
の
お
話
を
し
た
の
は
今
、
突
然
だ
っ
た
の
に
、
そ
ん
な
に
鮮
明
に
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。 

淀
川 

そ
の
ぐ
ら
い
は
覚
え
て
る
、
こ
れ
は
ヘ
ン
リ
ー
・
コ
ス
タ
ー
の
い
い
作
品
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
よ
り
あ
な
た
が
、
あ
の
羽
が
ね
、
あ
の
帽
子
の
羽
が
席

と
席
の
あ
い
だ
を
ス
ー
ッ
と
動
い
て
行
く
の
を
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
が
、
私
は
、
ま
ぁ
や
っ
ぱ
り
ね
ぇ
、
と
思
っ
た
ぐ
ら
い
で
す
よ
。 

黒
柳 

で
も
、
よ
く
皆
さ
ん
が
淀
川
先
生
の
こ
と
を
映
画
の
生
き
字
引
な
ん
て
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
け
ど
。 

淀
川 

ま
ぁ
、
と
ん
で
も
な
い
。 

黒
柳 

ほ
ん
と
に
よ
く
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
。 

淀
川 

そ
れ
は
、
頭
の
中
で
映
写
で
き
ま
す
ね
ぇ
、『
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
少
女
』
は
ね
。 

黒
柳 

ま
ぁ
、
そ
う
で
す
か
。 

淀
川 

い
い
映
画
で
し
た
ね
、
き
れ
い
な
ス
ト
ー
リ
ー
、
き
れ
い
な
音
楽
、
あ
の
頃
の
ほ
ん
と
に
い
い
映
画
で
し
た
よ
。
あ
な
た
は
い
い
映
画
を
ご
覧
に
な
り

ま
し
た
ね
。 

黒
柳 

あ
れ
が
洋
画
の
最
初
で
し
た
の
ね
。
で
、
先
生
は
『
ウ
ー
マ
ン
』
と
い
う
の
は
後
年
も
ご
覧
に
な
っ
た
ん
で
す
か
？ 

（
黒
柳
徹
子
・
淀
川
長
治
著
『
徹
子
と
淀
川
お
じ
さ
ん 

人
生
お
も
し
ろ
談
義
』
よ
り
） 
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例
文
２０ 

  
ぷ
く
っ
と
ふ
く
ら
む
愛
ら
し
い
マ
ド
レ
ー
ヌ 

 

マ
ド
レ
ー
ヌ
は
、
ス
ポ
ン
ジ
ケ
ー
キ
と
違
い
粉
に
ベ
ー
キ
ン
グ
パ
ウ
ダ
ー
を
加
え
て
ふ
く
ら
ま
せ
ま
す
。
生
地
は
、
す
ぐ
に
焼
か
ず
に
休
ま
せ
ま
す
。 

貝
殻
形
の
筋
目
が
き
れ
い
な
表
も
い
い
の
で
す
が
、
裏
側
は
ぷ
く
っ
と
ふ
く
ら
ん
だ
愛
ら
し
い
焼
き
上
が
り
に
な
り
ま
す
。
ど
う
し
て
こ
う
な
る
の
で
し
ょ

う
。
小
さ
な
焼
き
型
に
入
れ
た
生
地
は
オ
ー
ブ
ン
に
入
れ
る
と
、
間
も
な
く
全
体
が
少
し
ふ
く
ら
ん
で
表
面
が
乾
き
、
や
が
て
焼
き
色
が
つ
き
は
じ
め
ま
す
。

中
で
は
加
熱
が
進
ん
で
水
分
が
水
蒸
気
に
変
わ
り
、
ベ
ー
キ
ン
グ
パ
ウ
ダ
ー
か
ら
は
炭
酸
ガ
ス
が
出
て
中
央
部
に
圧
力
が
か
か
っ
て
押
し
上
げ
て
い
き
、
そ
し

て
割
れ
目
が
で
き
、
さ
ら
に
ふ
く
ら
む
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。 

 

材
料
（
マ
ド
レ
ー
ヌ
型
１
４
個
分
） 

卵 

１
０
０
ｇ 

（
約
２
個
） 

塩 

ひ
と
つ
ま
み 

グ
ラ
ニ
ュ
ー
糖 

１
０
０
ｇ 

レ
モ
ン
の
皮
の
す
り
お
ろ
し 

１
／
２
～
１
個
分 

レ
モ
ン
汁 

小
さ
じ
２ 

薄
力
粉 

１
０
０
ｇ 

ベ
ー
キ
ン
グ
パ
ウ
ダ
ー 

小
さ
じ
２
／
３ 

バ
タ
ー
（
食
塩
不
使
用
）
１
０
０
ｇ 

＊
カ
ッ
プ
ケ
ー
キ
の
型
で
焼
い
て
も
よ
い
。 

 

準
備 ・

卵
は
室
温
に
戻
し
て
お
く
。 



「点訳問題集３」2024.9 

・
型
に
バ
タ
ー
（
分
量
外
）
を
ぬ
っ
て
冷
蔵
庫
で
冷
や
し
、
強
力
粉
（
分
量
外
）
を
ふ
っ
て
余
分
を
落
と
す
。 

・
バ
タ
ー
は
湯
せ
ん
で
溶
か
し
、
冷
め
な
い
よ
う
に
湯
せ
ん
鍋
で
保
温
し
て
お
く
。 

・
粉
と
ベ
ー
キ
ン
グ
パ
ウ
ダ
ー
は
合
わ
せ
て
お
く
。 

・
直
径
１
㎝
の
丸
口
金
を
絞
り
出
し
袋
に
つ
け
る
。 

＊
オ
ー
ブ
ン
を
１
８
０
～
１
９
０
℃
に
予
熱 

 

生
地
を
作
り
、
休
ま
せ
る 

１ 

ボ
ウ
ル
に
卵
と
塩
を
入
れ
て
ハ
ン
ド
ミ
キ
サ
ー
で
ほ
ぐ
し
、
グ
ラ
ニ
ュ
ー
糖
を
一
度
に
加
え
、
さ
ら
に
軽
く
泡
立
つ
程
度
に
混
ぜ
る
。 

２ 

レ
モ
ン
の
皮
、
レ
モ
ン
汁
を
加
え
混
ぜ
る
。 

３ 

ベ
ー
キ
ン
グ
パ
ウ
ダ
ー
と
合
わ
せ
た
粉
を
ふ
る
い
な
が
ら
一
度
に
加
え
、
泡
立
て
器
で
均
一
に
な
る
ま
で
混
ぜ
合
わ
せ
る
。 

４ 

保
温
し
て
お
い
た
バ
タ
ー
を
一
度
に
加
え
、
均
一
に
な
る
ま
で
混
ぜ
る
。 

５ 

ボ
ウ
ル
に
ラ
ッ
プ
フ
ィ
ル
ム
を
か
ぶ
せ
、
涼
し
い
と
こ
ろ
で
２
時
間
ほ
ど
休
ま
せ
る
。 

 

型
に
絞
り
入
れ
、
焼
く 

６ 

休
ま
せ
た
ら
、
へ
ら
で
静
か
に
均
一
に
な
る
よ
う
に
混
ぜ
る
。 

７ 

口
金
を
つ
け
た
絞
り
出
し
袋
に
生
地
を
入
れ
る
。
用
意
し
た
型
の
８
分
目
く
ら
い
に
絞
り
入
れ
、
全
体
に
霧
を
吹
い
て
、
１
８
０
～
１
９
０
℃
（
い
つ 

 
 

も
の
ス
ポ
ン
ジ
ケ
ー
キ
よ
り
も
高
め
）
の
オ
ー
ブ
ン
で
約
２
０
分
焼
く
。 

８ 

指
先
で
ふ
れ
て
み
て
弾
力
が
あ
っ
て
、
ふ
く
ら
ん
だ
と
こ
ろ
が
乾
い
て
い
れ
ば
焼
き
上
が
り
。
型
ご
と
ぬ
れ
布
巾
の
上
に
ト
ン
と
落
と
す
。
型
か
ら
は 

 
 

ず
し
て
冷
ま
す
。 

＊
小
さ
な
型
に
は
ス
プ
ー
ン
な
ど
で
入
れ
る
ほ
う
が
簡
単
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
絞
り
出
し
袋
の
ほ
う
が
分
量
も
そ
ろ
い
、
型
も
汚
さ
ず
に
入
れ
ら
れ
る
。 

（
相
原
一
吉
著
『
バ
タ
ー
の
使
い
方
が
わ
か
る
お
菓
子
の
本−−−

４
つ
の
加
え
方
と
バ
タ
ー
ク
リ
ー
ム
』
よ
り
） 
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例文２１ 

 

 

箏曲や三味線音楽など日本の伝統音楽は中世の頃より視覚障害者の職業として位置づけら

れてきた。ヘレン・ケラーの来日に際しては、国内の視覚障害を持った音楽家もまた彼女のた

めに演奏した。 

宮城道雄（1894‐1956）、兵庫県生まれの全盲の筝曲家・作曲家である。東京音楽学校教授、

日本芸術院会員。正月に演奏される「春の海」の作曲者として有名である。ヘレン・ケラーの

来日にあたっては毎回、歓迎音楽会で演奏を行っている。宮城道雄の記述である。 

 

その会のはじめに、私はケラーさんの徳をたたえる意味で六段を演奏した。所がケラ

ーさんは、途中から私の箏に手を触れ、その曲の緩急を一方の手でタクトのようなこと

をされたらしい。聴衆が感動していたらしい様子であった。殊に最後のところで、手を

ふるわせる裏連という箏の手法のときには、そのトレモロに合わせてケラーさんが、手

を細やかにふられた。私もその様子が分かったので、拍子より長くした。そしてその呼

吸が合ったような気がした（１）。 

 

この記述から宮城道雄とヘレン・ケラーの間では音楽を通じたコミュニケーションが行わ

れ、これはアンサンブルと言っても過言ではないだろう。緩急の表現が西洋音楽とは大きく異

なり、聴きなれなかったであろう日本の音楽に、手で触れて一緒に演奏できたのは素晴らしい

ことである。宮城道雄が演奏する筝の龍尾（弾く方とは反対側の端）に、ヘレン・ケラーが左

手で触れて、もう片方の手を肩まで上げてリズムを取っている写真が現存する。 

もうひとつ、宮城道雄の記録を紹介する。粟津キヨの記述である。 

 

プログラムが進んでいよいよ献曲が始まろうとした時、ヘレン・ケラー一行が入場し

た。出演者は、全員せい一杯の拍手をもって迎えた。「ヘレン・ケラー女史に捧ぐる歌」

（２）は斎藤百合の詩に、宮城道雄が作曲したもので、この夜は、宮城道雄が琴をかなで

ながら、琴歌らしく自分で歌った。ヘレン・ケラーは片手を琴に触れ、片手を傍らのミ

ス・トムソンの唇に当てて、その言葉を読みながら聞いていた。歌が終わると彼女は「静

かで素朴な曲」と感想を述べた（３）。 

 

ヘレン・ケラーが通訳のポーリー・トムソンと共にステージ上の箏の龍尾側の脇に腰掛けて、
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右手で宮城道雄が演奏する箏に触れて、そしてもう片方の手は通訳のポーリー・トムソンの唇

に触れて歌詞を聴いている写真が現存する。全盲の宮城道雄と全盲ろうのヘレン・ケラーが、

お互いの限られた感覚器官をフルに活用して感動を共有し合おうとする必死の思いが緊張感

と共に伝わってくる写真である。 

❋  ❋  ❋  ❋  ❋ 

（１）宮城道雄、「悟りが觸れた音の波」、毎日新聞、1948年９月 26日、1948 

（２）楽譜「歓迎歌（語り草）ヘレン・ケラー女史に捧ぐる歌」、財団法人 宮城道雄記念館所

蔵 

（３）粟津キヨ著、『光に向かって咲け―斎藤百合の生涯』、岩波書店、2008 

（佐々木幸弥著『ヘレン・ケラーの音楽受容に関する研究 

～武蔵野美術大学研究紀要 No.42（2011）』より） 
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例文２２ 

 

 

１ 古代オリエント世界 

 

メソポタミアとエジプト 

 メソポタミアとエジプトはユーラシア大陸の西南部とアフリカ大陸東北部とにあって，地理

的にも歴史的にもたがいに密接な関係を有し，ともに古代オリエント世界の中心をなした。こ

のうちティグリス川・ユーフラテス川流域のメソポタミア(｢川のあいだの地域｣の意)地方で

は，前３千年紀前半，それ以前すでにこの地方の南部に成立していた民族系統不明のシュメー

ル人による都市国家のあいだに統一の気運が生じた。これらの諸都市は，相互のあいだで主導

権の移動をかさねながら隆盛にむかい，メソポタミアで最初の高い文化を形成した。シュメー

ル諸都市はやがて北部のセム語系遊牧民族アッカド人によって征服・統一され，さらに前２千

年紀にはいると，同じくセム語系のバビロン第１王朝が成立して，メソポタミアは以後，強力

な専制王朝のもとにおかれた。ハンムラビ王〈前 18 世紀頃〉の時代がその最盛期で，王の発

布したハンムラビ法典は，オリエント諸国のその後の法典編纂の模範となった。 

 エジプトは周囲を海と砂漠でかこまれ地理的に孤立しているため，一時期をのぞくと，古代

をつうじてメソポタミアにおけるような支配民族の交代はなかった。ナイル川流域ではすでに

前４千年紀にエジプト語系の言語を用いる人びとにより多数のノモス(小部族国家)が形成さ

れていたが，前 3000 年頃，これらを統一する王国が成立し，以後前６世紀にいたるまで，王

朝の交代をくりかえしながらも，ファラオ(王)の支配が続いた。ピラミッドはその初期の古王

国時代にきずかれた王墓といわれ，オリエント専制支配の象徴とされてきた。 

 

民族移動の波 

 前２千年紀の初め頃，メソポタミア周辺の草原に住むインド・ヨーロッパ系の遊牧民族が移

動をはじめ，これをきっかけとして西アジアではさらに大きな変動が生じることになる。なか

でも小アジアにはいり前 17 世紀に王国をたてたヒッタイトは，馬と鉄を武器に力をのばし，

またカッシート・ミタンニの両民族もメソポタミアに侵入・定着してそれぞれ王国をきずいた。

同じ頃エジプトには遊牧民ヒクソスがシリアから侵入して中王国をほろぼした。 

 前 15～前 14 世紀にかけて，古代オリエント世界は，ヒッタイト・ミタンニ・カッシート，
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それにヒクソスを追放して新王国時代にはいっていたエジプトの４国がたがいにきそいなが

ら共存する繁栄期をむかえた。しかし前 1200 年頃になると，東地中海地方にあらたに民族移

動がおこり，そのためにヒッタイトはほろび，エジプトもおとろえた。そして大国の衰退に乗

じてセム語系の諸民族がシリアを中心に活躍をはじめた。アラム人・フェニキア人・ヘブライ

人などがそれである。フェニキア人は北シリア沿岸にシドン・ティルスなどの都市をつくって

地中海貿易に活躍し，アラム人はダマスクスを中心に陸上貿易に力をふるった。フェニキア人

もアラム人も商業活動の必要から表音文字を考案し，その後の諸民族のあいだにおける文字の

創造と伝播の源となった。とくにフェニキア文字はヨーロッパ系言語のアルファベットの起源

となった。 

（「世界の歴史」編集委員会編『新もういちど読む山川世界史』より） 
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例文２３ 

 

 

２章 著作権法関連条文の解説 

 

２.１ 著作権法第 37条(点字に関する部分)の内容と解説 

 

（１）はじめに 

 著作権法第 37 条は，視覚障害等の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下,視覚

障害者等)が墨字(点字に対して印刷された文字のこと)から情報を得るようにするための情報

変換を，著作権を持つ人(著作権者)の許諾なしに行うことを認めるための規定です。この節で

はこのうち，点字や点字データを製作する際に適用できる規定である，同条第１項および第２

項について解説します。 

 

（視覚障害者等のための複製等） 

第 37条 公表された著作物は，点字により複製することができる。 

2 公表された著作物については，電子計算機を用いて点字を処理する方式により，記録 

媒体に記録し，又は公衆送信（放送又は有線放送を除き，自動公衆送信の場合にあつて 

は送信可能化を含む。次項において同じ。）を行うことができる。 

 

（２）点字に関する規定の特徴 

 点字に関する規定は，後述する法第 37 条第３項と比べてみると，大きな特徴があります。

それは，誰が行っても適用されることと，どんな目的でも，たとえば営利目的であったとして

も適用されるということです。また，視覚障害者等でない人に使ってもらうためであってもか

まいません。このことは，法第 37 条第３項においては，適用されるのは図書館や視覚障害者

等向けの福祉施設等に限定され，目的も視覚障害者等に使ってもらうことに限定されることな

どと比べると，かなり特徴的なことといえます。 

 これは，点字については，音声などと比べ利用する人がかなり限定されていることから，あ

る程度広い範囲で適用されたとしても，著作権者の経済的利益に影響を及ぼすことはないと考

えられたためです。このため点字の場合には，利用するにあたってはほぼ制約はない，と考え

ることができます。 

 

（３）点字資料の製作（第１項） 

 第１項は，点字資料の製作について定めています。（２）で説明したように，販売を目的に
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製作する場合であっても，視覚障害者等でない人向けに製作する場合であっても，目的を問わ

ず点字図書を作ることができます。また，営利企業が作っても，ボランティアが作っても，誰

が作ってもかまいません。さらに、翻訳したものを点字で製作することもできます。 

 唯一の要件は「公表された著作物」を使う，ということです。「公表」とは，一定程度の部

数が作られる，インターネット上で配信されている等の形で，ある程度の数の人がその著作物

に触れることのできる状態になっていることをいいます。点字図書を製作する対象となる資料

はたいていこの要件をクリアしていると思いますので，あまり気にすることはないでしょう。 

 なお，製作した点字図書については，自由に貸し出したり配ったりすることができます。た

だ，営利目的または有料での貸出の場合には，貸与権という権利が働くため，著作権者の許諾

を得る必要があります。 

 

（４）点字データの製作・送信（第２項） 

 第２項は，点字を打ち出したり表示させたりする元となる点字データの状態で，そのデータ

を記録媒体にコピーしたり，電子メールで送信したり，インターネット上で配信したりするこ

とについて定めています。この場合も, (２)で説明したように，作る人や利用目的について限

定されていませんし，翻訳した上で行うこともできます。「公表された著作物」を使うという

要件も，第１項の場合と同じです。 

 また，点字データを記録媒体に保存したり，点字データが記録された記録媒体（ＣＤ,ＤＶ

Ｄ，ＵＳＢメモリなど種類は問いません）を誰かに提供したりすることもできます。送信につ

いては前述のとおり，オンラインデータベースなどを用いてインターネット上に掲載してお

き，自由にダウンロードできるようにしておくことや，電子メールによって点字データを誰か

に送ること等ができます。 

 ただ「放送又は有線放送」が除かれていますので，データ放送の形態で点字データを流すこ

とは認められていません。これは，この規定が設けられた 2000 年当時，そのような形態での

利用の実態がなかったためです。 

 なお，点字データが記録された記録媒体についても，第１項の場合と同じく自由に貸し出し

たり配ることができる一方で，営利目的または有料での貸出の場合には，貸与権という権利が

働くため著作権者の許諾を得る必要があります。 

（日本図書館協会障害者サービス委員会、著作権委員会編 

『障害者サービスと著作権法 第２版』より） 
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例文２４ 

 

 

１ 視覚障害者の状況 

 

●視覚障害とは 

視覚には、視力（ものの形がわかる）、視野（目を動かさないで見える範囲）、光覚（光を感

じる）、色覚（色を感じる）、屈折（網膜に見たものを映す）など、さまざまな機能があります

が、そのうち、視力・視野のどちらか、または両方の機能が十分でないため、眼鏡やコンタク

トレンズなどを使用しても見え方がよくならない状態を視覚障害といいます。 

視覚障害のある人を視覚
しかく

障 害 者
しょうがいしゃ

、視覚に障害のない人を晴眼者
せいがんしゃ

といいます。 

 

●視覚障害者の現状 

視覚障害者は全国で約 31 万 2000人で、身体障害者全体の 7.3％であると推計されます。ま

た、65 歳以上の人が全体の 69％、70 歳以上の人が 56％（全国の人口比では、65 歳以上が

27.3％、70歳以上が 19.2％）と高齢化も進んでいます。 

現在の身体障害者福祉法でいう視覚障害者は、視力・視野の二つの機能を基準にして、その

障害の程度によって１級から６級までの等級が設けられています。これらの等級のうち、３級

から６級までは大きな文字や強度の眼鏡を使用することによって文字を読むことが可能です

が、１級と２級に該当する人の大部分は、点字または音声によらなければ文字情報を得ること

ができないという重度の視覚障害者であり、視覚障害者全体の 72.8％、約 22 万 7000 人とな

っています。［以上、数値は、平成 28 年 12 月厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査

（全国在宅障害児・者等実態調査）」による］ 

（全国視覚障害者情報提供施設協会編『初めての点訳 第３版』より） 
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【参考】厚生労働省「平成 28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/seikatsu_chousa_c_h28.pdf 

20～29歳 8,000人 (2.5%)

10～17歳 4,000人 (1.3%)

0～9歳 1,000人 (0.3%)

50～59歳

29,000人

(9.3%)

60～64歳

25,000人

(8.0%)

65～69歳

40,000人

(12.8%)

70歳以上

175,000人

(56.1%)

不詳 5,000人

(1.5%)

総数 312,000人

30～39歳 8,000人 (2.5%)

40～49歳 18,000人 (5.7%)

図１ 年齢別にみた視覚障害者の状況 

図２ 視覚障害者の等級分布 
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例文２５ 

 

 

11 血液型 

 

１．ＡＢＯ式血液型 

ある人の血液を他の人の血液と混ぜると赤血球が凝集する場合としない場合とある．凝集反

応がおこるのは，生まれつき赤血球（凝集原）に対する抗体（凝集素）が血清中に存在してい

て，それが抗原抗体反応をおこしたためである．ヒトの赤血球膜はいろいろな多糖類の抗原物

質を含んでいる．そのうち最も重要なのはＡ，Ｂと呼ばれる抗原である．ヒトの血液型は表９

－５に示すようなＡ，Ｂ，ＡＢ，Ｏの４種類に分類される．Ａ型の人は赤血球にＡ抗原を，血

清に抗Ｂ凝集素（β凝集素）を持ち，Ｂ型の人は赤血球にＢ抗原を，血清に抗Ａ凝集素（α凝

集素）を持っている． 

 

表９－５ ＡＢＯ式血液型  （＋は凝集のおこる場合） 

血 液 型 
血  球 

（抗 原） 

血清中の凝集素 

（抗 体） 

凝集試験 

Ａ型の人の血清と Ｂ型の人の血清と 

Ａ   型 Ａ β － ＋ 

Ｂ   型 Ｂ α ＋ － 

Ａ Ｂ 型 Ａ，Ｂ なし ＋ ＋ 

Ｏ   型 なし α，β － － 

 

ＡＢＯ式血液型はＡ，Ｂ，Ｏという三つの因子のうち，二つずつの組がメンデルの法則に従

って遺伝する．因子型でＡＯは表現型ではＡ型に，ＢＯはＢ型になる．この法則には例外がな

いので親子鑑定などに適用される． 

 

２．Ｒｈ式血液型 

アカゲザル（Macacus rhesus）の赤血球にはＲｈ抗原がある．これをモルモットに注射する

と，モルモットの血清中に抗Ｒｈ抗体ができる．ヒトの赤血球と抗Ｒｈ抗体を生じたモルモッ

トの血清とを混ぜてみると，凝集のおこる人とおこらない人とある．凝集がおこる人の赤血球

にはＲｈ抗原が存在するからで，この人をＲｈ陽性という．凝集がおこらない人をＲｈ陰性と
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いう．Ｒｈ陽性が優性でメンデルの法則に従って遺伝する． 

Ｒｈ陰性の人は日本人には 0.7％しかいないが，白人には 15％いる．もし父がＲｈ陽性で母

がＲｈ陰性であると，胎児はＲｈ陽性となる．胎盤は胎児のＲｈ抗原を通過しないので，初回

の妊娠中に胎児のＲｈ抗原が母体に移行することはないが，分娩に際して胎盤が剥離するとき

母体内に移行し，母体の血清中に胎児のＲｈ抗原に対する抗Ｒｈ抗体が生じる．２回目以降の

妊娠に際しては，母体の抗Ｒｈ抗体が胎盤を通って胎児に移行して胎児のＲｈ抗原と抗原抗体

反応をおこし，凝集や溶血が生じる．新生児溶血性黄疸や胎児赤芽球症など重篤な症状になる

ことがある． 

 

３．輪 血 

ＡＢＯ式血液型の発見によって輸血の危険は非常に少なくなった．しかしＲｈ因子のように

ＡＢＯ因子とは全く無関係な因子による凝集は，ＡＢＯ式の型判定だけでは防げない．さらに，

Ａ型赤血球には反応の強いＡ１型と反応の弱いＡ２型とがあり，またＡＢＯ式血液型の他に，Ｍ

Ｎ式，ＳＳ式，Ｐ式などが知られている．したがって輸血に際しては，給血者と受血者の血球

と血清とを交叉して混ぜ合わせ，凝集のおこらないことを確かめる交叉適合試験が必要であ

る． 

（真島英信著、松村幹郎改訂『生理学 第６版』より） 

 


