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し
て
い
た
。

　

友
人
と
一
緒
に
テ
レ
ビ
を
見
て

い
た
の
で
、「
ど
こ
ま
で
も
優
等

生
だ
ね
」
な
ど
と
言
い
な
が
ら
も
、

そ
こ
ま
で
言
い
切
れ
る
歯
切
れ
の

良
さ
に
少
し
感
動
を
覚
え
た
。

　

営
業
職
で
は
な
い
が
、
人
と
の

出
会
い
が
多
い
仕
事
を
し
て
い
る
。

　

社
会
に
出
て　

年
も
経
つ
と
、

３０

特
に
同
じ
学
年
の
仲
間
に
助
け
ら

れ
た
思
い
が
強
い
。

　

企
業
に
勤
め
る
仲
間
は
む
ろ
ん

の
こ
と
、
弁
護
士
や
税
理
士
、
こ

の
前
は
、
少
し
言
い
に
く
い
が
、

当
局
の
調
査
も
ソ
フ
ト
に
し
て
も

ら
っ
た
よ
う
に
思
う
。
在
学
中
は

話
を
し
た
こ
と
が
な
く
て
も
、
必

ず
共
通
の
友
人
が
い
て
、
す
ぐ
に

打
ち
解
け
る
の
で
あ
る
。

　

東
京
や
大
阪
に
行
っ
た
仲
間
の

動
向
を
新
聞
の
人
事
異
動
欄
な
ど

で
見
か
け
る
と
、
そ
の
頑
張
り
が

大
い
に
励
み
に
な
る
し
、
無
理
を

す
る
な
よ
と
思
う
時
も
あ
る
。

　

先
だ
っ
て
も
母
校
を
同
じ
く
す

る
娘
さ
ん
が
結
婚
式
場
を
探
し
て

い
る
と
い
う
、
仲
間
で
あ
る
父
親

か
ら
相
談
を
受
け
た
。

　

大
学
を
出
て
間
も
な
い
二
人
に

お
会
い
し
た
ら
、
二
人
が
同
級
生

で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
結
局
、

わ
が
ホ
テ
ル
で
の
挙
式
に
は
な
ら

な
か
っ
た
け
れ
ど
、
実
は
彼
女
の

両
親
も
同
級
生
同
士
な
の
だ
。
こ

の
春
に
は
二
世
代
続
け
て
の
同
級

生
夫
婦
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
高　
　

中
山
）

２６

宴座
　

昨
秋
の
早
慶
戦
で

勝
利
し
た
斉
藤
投
手

が
「
自
分
は
良
い
仲

間
と
ラ
イ
バ
ル
を

持
っ
て
い
る
」
と
話

部
を
出
て
米
国
に
留
学
。
帰
国
後
、

九
大
講
師
や
北
九
州
市
立
小
倉
病

院
小
児
科
部
長
を
経
て
、　

年
早

４５

良
区
西
新
で
小
児
科
医
院
を
開
設

す
る
。
開
院
の
頃
は
一
日
約
１
５

０
人
が
詰
め
か
け
た
。
以
来　

年
４０

に
及
ぶ
が
、
松
本
さ
ん
は
単
な
る

一
介
の
町
医
で
は
終
わ
ら
な
い
。

　

日
々
の
診
療
で
子
ど
も
の
虐
待

が
話
題
と
な
り
、
そ
の
原
因
を
つ

き
つ
め
る
と
、
６
割
が
母
親
の
育

児
不
安
に
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
小
児
科
医
や
看

護
師
、
保
健
師
な
ど
で
母
子
を
支

援
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
つ
く
り
、
そ
の

代
表
者
に
な
り
、
ス
テ
ー
タ
ス
を

高
め
た
。「
体
の
不
調
を
言
葉
に

で
き
な
い
子
ど
も
の
代
弁
者
」
と

言
い
き
る
。

　

松
本
さ
ん
は
九
州
小
児
医
会
の

会
長
を
し
て
い
て
、
論
文
の
発
表

な
ど
老
い
を
知
ら
な
い 
櫛
風
沐
雨 

し
っ
ぷ
う
も
く
う

の
活
躍
だ
。　　
（
中　
　

Ｍ
・
Ｏ
）

１８

小
児
科
医
か
ら
N
P
O
代
表

松
本
さ
ん
に　

医
療
功
労
章

　
「
受
賞
な
ん
て
考
え
て
も
い
な

か
っ
た
の
に
。
小
児
科
の
臨
床
医

と
し
て
長
年
小
児
医
療
に
か
か
わ

り
、
こ
れ
が
機
縁
で
子
ど
も
の
虐

待
防
止
な
ど
、
幼
児
の
心
の
問
題

に
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
が
認
め

ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
」。
昨
年
１

月
末
、
松
本
壽
通
さ
ん
（　

）
は

８０

厚
生
労
働
省
な
ど
の
医
療
功
労
章

を
受
章
。
喜
び
を
隠
し
き
れ
な

か
っ
た
。

　

昭
和　

年
筑
中
最
後
の　

回
生
。

２３

１８

旧
制
福
高
に
進
学
、
九
州
大
医
学

筑
中
に
銀
翼
を
振
り
、
去
っ
た
先
輩

安川　孝さん

受
章
し
た
松
本
壽
通
さ
ん

戦
闘
機
が
爆
音
を
轟
か
し
て
飛
来
、

銀
翼
の
日
の
丸
も
鮮
や
か
に
旋
回

し
て
は
急
降
下
、
急
上
昇
を
。
さ

ら
に
超
低
空
で
の
旋
回
を
繰
り
返

し
た
。

　

そ
の
際
、
体
を
乗
り
出
し
て
手

　

陽
春
の
好
季
。
凱
風
快
晴
の
日

に
、
そ
れ
は
あ
っ
た
。

　

昭
和　

年
、
筑
中
２
年
生
に

１９

な
っ
た
ば
か
り
。
２
時
限
の
授
業

直
前
、
組
担
任
の
園
田
平
助
教
官

が
慌
し
く
入
っ
て
来
ら
れ
た
。

　
「
航
空
兵
に
な
っ
た
先
輩
が
南

方
に
転
戦
す
る
。
別
れ
に
学
校
に

立
ち
寄
る
の
で
、
帽
子
を
持
ち
運

動
場
に
集
合
せ
よ
」
と
指
示
さ
れ

た
。

　

全
校
生
徒
が
運
動
場
で
人
文
字

の
校
章
「　

」
を
つ
く
り
、
待
つ

こ
と
し
ば
し
。
そ
の
う
ち
一
機
の

を
振
る
航
空
服
に
白
い
マ
フ
ラ
ー

の
先
輩
。
飛
行
眼
鏡
が
き
ら
き
ら

と
反
射
し
て
印
象
的
だ
っ
た
。
わ

れ
わ
れ
は
夢
中
で
帽
子
を
振
り
、

応
え
た
が
そ
の
う
ち
に
翼
を
大
き

く
振
っ
て
、
南
の
空
へ
消
え
去
っ

た
。
そ
れ
は
崇
高
で
感
動
的
で
さ

え
あ
っ
た
。

　

終
戦
か
ら　

年
。
多
発
す
る
犯

６５

罪
、
平
和
ボ
ケ
の
中
で
失
わ
れ
た

愛
国
心
、
喪
失
し
た
戦
前
の
麗
し

い
日
本
の
価
値
観
。
国
を
思
い
若

い
血
潮
を
散
ら
せ
て
い
っ
た
諸
先

輩
の
霊
に
対
し
て
、
申
し
訳
な
い

と
思
っ
て
い
る
。

　
（
高
１　

安
川　

孝
）

　

こ
の
航
空
兵
は
中　

回
準
卒
の

１４

山
本
實
さ
ん
。
山
本
さ
ん
は
生
還

を
期
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
幸
い

に
も
無
事
帰
国
で
き
た
。
戦
後
は

教
職
に
就
き
住
吉
中
学
校
の
校
長

な
ど
を
、
ま
た
筑
中
同
期
会
・
充

志
の
幹
事
な
ど
も
し
た
。（
大
谷
）

昼
な
お
暗
い
山
中
に
あ
る
国
境
石
と
、
あ
り
し
日
の

川
崎
さ
ん
。

国
境
石
、領
地
争
い
の
歴
史
刻
む

昭
和　

年
春
、
忘
れ
得
ぬ
光
景

１９

　

筑
中
２
回
常
任
幹
事
高
原
慶
治

さ
ん
（　

）
か
ら
過
日
、
事
務
局

９４

に
自
作
の
漢
詩
を
添
え
た
手
紙
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
手
紙
の
一
部

と
漢
詩
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

　

筑
紫
丘
同
窓
会
の
発
展
に

い
ろ
い
ろ
と
御
尽
力
こ
と
と

存
じ
ま
す
。

　

小
生
、
幹
事
を
い
た
し
て

い
ま
す
が
、
高
齢
で
、
難
聴

の
た
め
、
諸
会
合
に
欠
席
し

て
い
ま
す
。
あ
し
か
ら
ず
御

許
容
く
だ
さ
い
。

　

幹
事
会
や
総
会
の
通
知
の

た
び
に
往
昔
の
筑
中
の
校
舎

風
景
と
学
友
を
し
の
ん
で
い

ま
す
。

　

そ
の
懐
旧
に
同
封
の
漢
詩

を
拙
作
い
た
し
ま
し
た
。
会

報
の
余
白
で
も
掲
載
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。

　

平
成
二
十
二
年
十
月
七
日

　

筑
中
二
回
生　

高
原
慶
治

筑
紫
丘
同
窓
会
事
務
局
殿

髙
原
さ
ん
自
筆
の
漢
詩

髙
原
さ
ん
自
筆
の
漢
詩

同
窓
会
事
務
局
に
贈
る

　
「
二
つ
の
石
が
睨
み
あ
う
よ
う

に
立
ち
並
び
、
凄
味
を
持
っ
て

迫
っ
て
来
る
さ
ま
に
思
わ
ず
息
を

の
ん
だ
」。
国
境
石（
く
に
ざ
か
い

い
し
）
を
見
つ
け
た
時
、
寸
土
を

争
う
峻
厳
苛
烈
な
非
情
さ
を
中
８

回
の
川
崎
幹
二
さ
ん
（
那
珂
川
町

片
縄
北
）
は
生
前
、
思
い
出
の
糸

車
を
回
し
て
話
し
て
い
た
。
３
年

前
不
帰
の
客
に
。　

歳
。

８７

　

川
崎
さ
ん
は
旧
制
久
留
米
高
工

の
出
身
。
中
学
や
高
校
で
理
数
系

を
教
え
る
理
科
マ
ン
。
退
職
後
、

町
の
社
会
教
育
指
導
員
を
務
め
て

日
本
史
に
興
味
を
持
っ
た
。

清
廉
、
慈
眼
豊
頬
な
人
だ
っ
た
。

　

す
べ
て
が
師

　

生
涯
学
習
の
講
習
で
、
講
師
の

話
に
触
発
さ
れ
、「
自
分
以
外
は

す
べ
て
師
」
と
貪
欲
に
知
識
を
吸

収
し
て
い
っ
た
。

　

肥
前
に
軍
配
挙
が
る

　

川
崎
さ
ん
が
町
郷
土
史
研
究
会

（　

人
）
の
会
長
を
し
て
い
た
時
、

３５
江
戸
時
代
初
期
の
天
和
３
年
（
１

６
８
３
）
か
ら
約　

年
間
、
筑
前・

１０

肥
前
両
国
の
農
民
の
間
で
脊
振
弁

財
天
岳
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
厳
し

い
国
境
争
い
が
起
き
て
い
た
こ
と

を
知
り
、
興
味
を
持
つ
。

　

こ
の
紛
争
で
は
幕
府
の
国
境
検

分
使
が
乗
り
込
み
、
元
禄
６
年

（
１
６
９
３
）
裁
定
の
末
、
黒
田

藩
の
全
面
敗
訴
に
終
わ
る
。
藩
の

中
８
回
・
川
崎
さ
ん
、　

年
か
け
発
見

１２

絵
図
に
脊
振
弁
財
天
岳
を
載
せ
て

い
な
か
っ
た
。
一
方
の
肥
前
藩
は

載
せ
て
い
た
。
さ
ら
に
弁
財
天
の

再
建
や
修
理
の
記
録
な
ど
も
出
て

き
た
。

　

決
着
に
図
面
を
取
り
交
わ
す

　

幕
府
は
こ
の
紛
争
に
懲
り
て
、

全
国
の
諸
藩
に
詳
し
い
国
絵
図
の

提
出
を
求
め
た
。
こ
れ
が
元
禄
絵

図
と
い
わ
れ
る
も
の
だ
。

　

肥
前
藩
に
と
っ
て
は
愁
眉
を
開

く
思
い
だ
っ
た
。

　

さ
ら
に
博
捜
す
る
と
、
そ
の
３

年
後
の
元
禄
９
年
、
今
度
は
福
岡

市
か
ら
那
珂
川
町
を
経
て
佐
賀
県

神
埼
市
に
至
る
坂
本
峠
、
札
木
山

な
ど
当
時
の
那
珂
郡
五
ケ
山
村
の

離
れ
村
と
、
神
埼
郡
小
川
内
村
と

で
、
農
民
の
間
に
激
し
い
国
境
紛

争
が
起
き
て
い
た
。
こ
の
時
も
幕

府
の
手
を
借
り
、
肥
前
方
三
分
の

二
、
筑
前
方
三
分
の
一
を
改
め
る

と
し
図
面
ま
で
取
り
交
わ
し
て
収

斂
し
た
。

　

平
成
に
な
っ

て
町
郷
土
史
研

究
会
で
は
、
江

戸
期
末
に
編
ま

れ
た
「
筑
前
国

郡
絵
図
」
を
頼

り
に
何
度
も
現

地
に
足
を
踏
み

入
れ
た
が
、
そ

の
痕
跡
は
分
か

ら
ず
徒
労
に
終
わ
っ
た
。

　

つ
い
に
国
境
石
を
発
見

　

こ
の
た
め
佐
賀
県
東
脊
振
村
で

国
境
石
の
存
在
を
知
る
古
老
に
道

案
内
を
頼
ん
だ
。
平
成
６
年
の
暑

熱
が
漂
う
蝉
時
雨
の
中
、
川
崎
さ

ん
ら　

人
の
会
員
が
軍
手
で
被
い
、

１０

鎌
や
鉈
を
手
に
背
丈
ほ
ど
の
草
木

を
薙
倒
し
て
進
む
。
木
漏
れ
日
が

林
立
す
る
高
木
を
ま
だ
ら
に
差
し

込
ん
で
く
る
。
そ
の
う
ち
に
「
ガ

シ
ャ
」
と
繁
み
の
中
で
鎌
が
引
っ

掛
か
る
音
。
慌
て
て
周
り
の
草
木

を
掻
き
分
け
る
と
、
高
さ
が　

セ
６３

ン
チ
の
石
が
出
て
き
た
。「
国
境

石
ら
し
い
も
の
が
出
た
ぞ
」
の
声

に
そ
れ
ま
で
の
汗
み
づ
く
を
忘
れ

さ
せ
た
。
さ
ら
に
驚
か
さ
れ
た
の

は
、
見
つ
か
っ
た
９
基
が
４
〜
５

メ
ー
ト
ル
の
間
隔
に
修
羅
妄
執
の

様
相
で
両
藩
が
２
基
ず
つ
対
峙
し

て
立
て
て
い
た
。
会
員
た
ち
は
、

国
境
石
を
見
つ
け
た
喜
び
に
、
海

鳴
り
の
よ
う
な
歓
声
を
上
げ
た
。

　

両
村
の
争
い
の
熾
烈
な
対
立
は

神
埼
の
古
老
の
話
で
は
、
明
治
末

ま
で
続
い
て
い
た
と
い
う
。
と
こ

ろ
で
五
ケ
山
ダ
ム
が
完
成
す
る
と

湖
底
に
沈
む
運
命
に
あ
る
。

　

尾
根
伝
い
に
並
ぶ

　

こ
れ
が
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド

（
飛
躍
台
）
と
な
っ
て
川
崎
さ
ん

ら
の
国
境
石
探
し
は
、
平
成
４
年

か
ら
９
年
間
に
及
ん
だ
。
そ
の
内

訳
は
、
九
千
部
山
系
の
坂
本
峠
か

ら
七
曲
峠
ま
で
１
・
３
キ
ロ
と
、

こ
れ
か
ら
先
、
三
領
境
峠
—
九
千

部
山
—
権
現
山
ま
で
は
鳥
栖
市
の

郷
土
研
究
会
と
の
合
同
調
査
に

な
っ
た
。

　

こ
の
結
果
、
坂
本
峠
—
七
曲
峠

の
３
キ
ロ
区
間
で
は
、
藪
の
中
に

一
定
の
間
隔
で
筑
前
、
肥
前
側
に

交
互
に
立
て
て
い
た
。
倒
れ
た
ま

ま
の
石
も
あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
黒
田
藩
が
元
禄
期
の
激

し
か
っ
た
国
境
争
い
の
体
験
か
ら

庄
屋
に
命
じ
て
設
置
さ
せ
た
ら
し

い
。
ま
た
三
領
境
峠
—
権
現
山
間

は
、
筑
前
側
に
だ
け
立
て
ら
れ
て

い
た
。

　

国
境
石
は
こ
れ
で　

基
。
石
は

４１

花
崗
岩
が
多
く
高
さ　

〜　

セ
ン

６０

７０

チ
、
幅　

セ
ン
チ
前
後
だ
が
、
中

５０

に
は
１
・
５
メ
ー
ト
ル
高
さ
の
巨

石
も
。

　

こ
れ
で
国
境
争
い
は
終
息
し
た
。

　

国
境
争
い
を
し
た
坂
本
峠
か
ら

九
千
部
山
に
至
る
尾
根
伝
い
の
道

も
、
ブ
ナ
や
シ
イ
、
ア
カ
ガ
シ
や

杉
の
大
木
が
続
き
緑
陰
を
求
め
る

人
た
ち
で
に
ぎ
わ
い
、
国
境
紛
争

の
俤
は
な
い
。
川
崎
さ
ん
は
幽
明

境
を
異
に
し
て
も
、
な
お
胸
懐
に

宿
し
た
メ
モ
リ
ー
に
変
わ
り
は
な

い
。  

 
（
中　
　

大
谷
）

１８

塩
原
時
代
の
筑
中
校
舎


