
︿
実
践
報
告
﹀
安
部
公
房
﹁
棒
﹂

︱
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
を
目
指
し
て

︱

山

田

哲

久

は
じ
め
に

教
室
で
文
学
教
材
を
扱
う
際
︑
生
徒
か
ら
は
い
つ
も
次
の
よ
う
な
声
が
あ
が

る
︒﹁

作
者
は
結
局
何
を
言
い
た
い
の
か
﹂

﹁
小
説
は
そ
れ
ぞ
れ
好
き
に
読
め
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
﹂

こ
の
生
徒
た
ち
の
声
は
︑
教
室
で
文
学
教
材
を
扱
う
際
に
伴
う
困
難
の
両
極

を
示
し
て
い
る
︒
前
者
に
応
え
よ
う
と
す
れ
ば
い
わ
ゆ
る
︿
作
家
論
﹀
的
な
授

業
に
陥
り
︑
解
釈
の
多
様
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
︒
後
者
に
応
え
よ
う
と
す
れ

ば
︑
生
徒
た
ち
の
︿
自
由
な
﹀
解
釈
の
前
に
︑
授
業
や
成
績
評
価
が
困
難
に
な

る
︒
国
語
科
の
教
員
は
こ
の
よ
う
な
困
難
な
状
況
下
で
授
業
を
実
践
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒

小
説
の
解
釈
を
一
元
化
す
る
授
業
が
批
判
さ
れ
て
久
し
い
︒
一
つ
の
︿
正

解
﹀
と
し
て
の
解
釈
を
目
指
し
て
授
業
を
行
い
︑
そ
の
根
拠
と
し
て
︿
作
者
﹀

を
持
ち
出
す
行
為
が
︿
作
家
論
﹀
的
で
あ
れ
︑
ま
た
は
便
宜
的
に
︿
作
者
﹀
と

い
う
名
前
を
使
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
に
せ
よ
︑
一
つ
の
授
業
の
方
針
と
し
て

は
あ
る
程
度
の
有
効
性
を
持
つ
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
︒
一
方
で
︑
生
徒
た
ち
に

︿
自
由
な
﹀
解
釈
を
さ
せ
る
場
合
︑
生
徒
た
ち
の
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
の
差
が
教

室
に
混
乱
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
︒
と
は
言
え
︑
教
師
が
準
備
し
た
解
釈
を
一
方

的
に
押
し
つ
け
る
よ
う
な
授
業
は
権
威
主
義
と
批
判
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
︒

明
ら
か
な
の
は
︑
文
学
教
材
の
︿
自
由
な
﹀
解
釈
に
は
︑
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー

が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁
自
由
に
読
ん
で
み
な
さ
い
﹂
と

言
う
と
︑
論
理
的
な
根
拠
を
持
た
な
い
好
き
勝
手
な
解
釈
を
す
る
生
徒
も
︑
道

徳
的
な
解
釈
に
収
斂
さ
せ
た
が
る
生
徒
も
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
文

学
作
品
に
絶
対
的
な
一
つ
の
解
釈
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
多
様
な
解
釈
は
文

学
の
楽
し
み
で
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
多
様
な
解
釈
を
支
え
て
い
る
の
は
︑
読
解
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リ
テ
ラ
シ
ー
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒

本
論
は
︑
生
徒
に
︿
自
由
な
﹀
解
釈
を
さ
せ
る
と
い
う
方
向
性
で
は
な
く
︑

一
つ
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
に
導
き
出
さ
れ
る
の
か
︑
そ
の
論
理
展
開
を
組
み
立

て
る
訓
練
と
し
て
︑
文
学
教
材
を
使
用
す
る
授
業
例
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
生

徒
た
ち
の
︿
自
由
な
﹀
解
釈
は
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
も
ち
ろ
ん

一
方
的
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
︑
本
文
の
分
析
を
根
拠
に
︑
否
定
さ
れ
る
理

由
を
必
ず
説
明
す
る
︒
そ
し
て
︑
文
学
を
感
覚
的
に
で
は
な
く
︑
本
文
を
根
拠

に
︑
論
理
的
に
解
釈
す
る
方
法
を
学
ぶ
機
会
に
す
る
︒
そ
の
よ
う
な
授
業
こ
そ

が
︑
文
学
の
︿
自
由
な
﹀
解
釈
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

本
論
は
︑
私
が
勤
務
す
る
同
志
社
女
子
中
学
校
・
高
等
学
校
の
高
校
一
年
生

二
百
八
十
名
を
対
象
に
し
た
﹃
国
語
総
合
﹄
の
授
業
で
︑
安
部
公
房
﹁
棒
﹂
を

教
材
と
し
て
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
棒
﹂
は
旺
文
社
の
﹃
高
等
学
校
現
代
国

語
�
﹄︵
昭
和
50
年
︶
に
始
ま
り
︑
筑
摩
書
房
の
﹃
精
選
国
語
総
合

現
代
文

改
訂
版
﹄︵
平
成
20
年
︶
ま
で
︑
こ
れ
ま
で
多
く
の
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
教

材
で
あ
る①
︒
授
業
実
践
に
関
し
て
も
︑
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
報
告
が
あ
る②
︒
い

ず
れ
も
示
唆
に
富
む
報
告
で
あ
る
が
︑
目
的
と
結
果
の
報
告
で
あ
る
よ
う
な
印

象
を
受
け
る
︒
よ
っ
て
︑
本
論
で
は
生
徒
た
ち
の
反
応
と
︑
そ
れ
に
ど
う
対
応

し
た
か
を
中
心
に
述
べ
た
い
︒

﹁
棒
﹂
に
関
し
て
は
︑
山
口
昌
男
が
﹁
実
存
的
裁
き
﹂
を
そ
の
テ
ー
マ
と
し

て
主
張
し
て
い
る
が③
︑
高
校
一
年
生
を
対
象
と
し
て
考
え
た
場
合
︑
こ
の
テ
ー

マ
は
難
解
す
ぎ
る
︒
よ
っ
て
︑
教
科
書
の
指
導
書④
が
﹁
教
材
の
ね
ら
い
﹂
と
し

て
提
示
し
て
い
る
﹁
棒
が
人
に
使
わ
れ
る
道
具
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
こ
と
︑

﹃
私
﹄
と
い
う
男
が
主
体
性
を
持
た
な
い
道
具
の
よ
う
で
あ
っ
た
こ
と
﹂
を
生

徒
た
ち
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
に
す
る
︒
私
が
授
業
で
生
徒
に
提
示
す
る

の
は
︑
多
様
な
解
釈
の
中
の
一
つ
で
し
か
な
い
︒
そ
れ
を
強
制
す
る
の
で
は
な

く
︑
な
ぜ
そ
う
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
過
程
を
︑
順
を
追
っ
て

説
明
す
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
過
程
を
理
解
で
き
て
い
る
か
を
問
う
︒﹁
棒
﹂
と

い
う
作
品
を
理
解
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
も
︑
私
の
解
釈
を
論
理
的
に
理
解
で
き

て
い
る
か
を
問
う
︒
そ
の
よ
う
な
過
程
を
通
さ
な
い
限
り
︑
︿
自
由
な
﹀
解
釈

は
不
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

一
︑
授
業
の
方
向
性
を
決
定
す
る

生
徒
た
ち
に
は
初
読
後
︑
感
想
と
疑
問
点
を
提
出
し
て
も
ら
っ
た
︒
こ
の
感

想
と
疑
問
点
を
元
に
授
業
の
方
向
性
を
決
定
し
た
︒
生
徒
の
感
想
と
疑
問
点
を

ま
と
め
た
も
の
を
左
に
掲
載
し
た
︒﹁
感
想
﹂
は
﹁
自
由
に
書
い
て
良
い
﹂
と

指
示
し
た
が
︑
﹁
感
想
﹂
が
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
の
後
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

な
ら
ば
︑
こ
れ
ら
の
﹁
感
想
﹂
が
生
徒
達
の
初
読
時
の
読
解
力
を
測
る
指
標
に

も
な
る
だ
ろ
う
︒

▼
生
徒
感
想

�
普
通
に
考
え
た
ら
あ
り
得
な
い
こ
と
が
起
こ
る
︒
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�
こ
ん
な
小
説
は
今
ま
で
に
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
︒

�
こ
の
小
説
は
﹁
易
し
す
ぎ
て
難
し
い
﹂︒

�
た
か
が
﹁
棒
﹂
で
話
が
は
ず
み
す
ぎ
だ
︒

�
｢棒
﹂
と
し
て
の
自
分
を
否
定
さ
れ
た
男
の
悲
し
そ
う
な
顔
が
思
い
浮
か
ぶ
︒

�
｢わ
た
し
﹂
と
﹁
二
人
の
子
供
﹂
の
別
離
が
か
わ
い
そ
う
︒

�
作
者
が
置
か
れ
て
い
た
環
境
は
あ
ま
り
光
の
当
た
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
？

�
｢わ
た
し
﹂
は
実
際
に
﹁
棒
﹂
に
変
身
し
た
の
で
は
な
く
︑
｢棒
﹂
の
よ
う
な

死
体
に
な
っ
た
の
で
は
？

�
｢先
生
﹂
と
﹁
学
生
﹂
の
会
話
は

｢棒
﹂
に
つ
い
て
で
は
な
く
︑
人
に
つ
い

て
の
も
の
で
は
な
い
か
？

�
｢地
上
の
法
廷
﹂
が
生
者
を
裁
く
と
す
る
な
ら
︑
裁
か
れ
た
人
間
は
何
に
な

る
の
だ
ろ
う
︒

�
｢先
生
﹂
の
つ
け
ひ
げ
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
必
要
な
い
と
思
う
︒

�
先
生
は
実
は
魔
法
使
い
だ
と
思
う
︒

�
置
き
去
り
に
さ
れ
た
子
供
た
ち
の
そ
の
後
が
気
に
な
る
︒

▼
生
徒
疑
問
点

�
｢棒
﹂
は
死
ん
で
い
る
は
ず
な
の
に
話
を
理
解
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
？

�
結
末
の
﹁
父
ち
ゃ
ん
︑
父
ち
ゃ
ん
︑
父
ち
ゃ
ん
⁝
﹂
の
意
味
は
何
な
の
か
？

�
｢わ
た
し
﹂
は
は
た
し
て
死
ん
だ
の
か
？

�
｢棒
﹂
以
外
の
も
の
に
変
身
し
て
し
ま
っ
た
人
間
も
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

�
｢先
生
﹂
が
﹁
棒
﹂
で
地
面
に
描
い
た
絵
は
何
を
意
味
す
る
の
か
？

�
そ
も
そ
も
﹁
わ
た
し
﹂
は
な
ぜ
﹁
棒
﹂
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
？

�
犬
や
猫
で
は
な
く
﹁
棒
﹂
に
変
身
し
て
し
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
か
？

�
｢先
生
﹂
や
﹁
学
生
﹂
は
何
者
な
の
か
？

�
｢わ
た
し
﹂
は
な
ぜ
自
分
が
﹁
棒
﹂
に
な
っ
た
と
分
か
っ
た
の
か
？

�
な
ぜ
﹁
先
生
﹂
た
ち
は
﹁
棒
﹂
が
﹁
男
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
か
？

�
｢こ
の
男
は
棒
だ
っ
た
﹂
で
は
な
く
︑﹁
こ
の
棒
は
男
だ
っ
た
﹂
が
正
し
い
の

で
は
な
い
か
？

�
｢わ
た
し
﹂
は
な
ぜ
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？

�
デ
パ
ー
ト
の
屋
上
か
ら
落
ち
て
い
く
父
親
の
姿
は
ど
う
見
え
て
い
た
の
か
？

︵
棒
？

人
間
？
︶

�
変
身
し
た
ば
か
り
の
﹁
棒
﹂
が
な
ぜ
﹁
傷
だ
ら
け
﹂
だ
っ
た
の
か
？

�
な
ぜ
﹁
大
人
た
ち
﹂
は
﹁
デ
パ
ー
ト
の
屋
上
﹂
か
ら
﹁
街
を
見
下
ろ
す
﹂
こ

と
に
夢
中
に
な
る
の
か
？

�
｢先
生
﹂
の
﹁
す
な
わ
ち
︑
こ
の
棒
は
棒
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
台
詞
の
意
味

が
分
か
ら
な
い
︒

�
｢裁
か
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
連
中
﹂
と
は
︑
ど
ん
な
﹁
連
中
﹂
な

の
か
？

�
｢わ
た
し
﹂
が
犯
し
た
﹁
罪
﹂
と
は
何
だ
ろ
う
か
？
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初
読
の
時
点
で
︑
こ
の
小
説
の
核
が
﹁
棒
﹂
の
寓
意
性
に
あ
る
も
の
だ
と
読

み
取
れ
る
生
徒
と
︑﹁
先
生
は
魔
法
使
い
だ
﹂
と
︿
自
由
に
﹀
読
ん
で
し
ま
う

生
徒
が
ク
ラ
ス
に
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
ま
た
︑
道
徳
的
な
解

釈
や
﹁
作
者
﹂
に
言
及
し
た
も
の
も
散
見
さ
れ
る
︒
生
徒
た
ち
は
﹁
自
由
に
読

め
﹂
と
言
え
ば
︑
自
分
の
読
書
体
験
や
趣
味
に
合
わ
せ
て
︑
本
文
を
解
釈
し
て

し
ま
う
傾
向
が
あ
る
︒﹁
感
想
﹂
の
根
拠
を
本
文
で
は
な
く
︑
自
分
の
経
験
に

求
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
あ
り
得
な
い
﹂﹁
こ
ん
な
話
は
読
ん
だ
こ

と
が
な
い
﹂
と
︑
小
説
の
世
界
観
自
体
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
生
徒
も
い
る
︒

読
解
力
の
レ
ベ
ル
は
生
徒
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
が
︑
例
え
ば
︑
次
の
場
面

に
生
徒
た
ち
の
読
解
力
が
表
れ
る
︒

︻
本
文
引
用
①
︼

ち
ょ
う
ど
人
が
立
ち
去
っ
た
ば
か
り
の
︑
通
風
筒
と
階
段
の
あ
い
だ
の
一

人
用
の
す
き
ま
を
み
つ
け
︑
す
ば
や
く
割
り
込
ん
で
子
供
た
ち
を
順
に
抱

き
あ
げ
て
や
っ
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
︑
子
供
た
ち
は
す
ぐ
飽
き
て
し
ま

っ
て
︑
こ
ん
ど
は
自
分
が
夢
中
に
な
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
特
別
な
こ
と

で
は
な
か
っ
た
と
思
う
︒
じ
っ
さ
い
︑
手
す
り
に
へ
ば
り
つ
い
て
い
る
の

は
︑
子
供
よ
り
大
人
が
多
い
︒
子
供
た
ち
は
た
い
て
い
す
ぐ
飽
き
て
し
ま

っ
て
︑
帰
ろ
う
と
せ
が
み
だ
す
の
に
︑
仕
事
を
邪
魔
さ
れ
で
も
し
た
よ
う

に
し
か
り
つ
け
て
︑
う
っ
と
り
と
ま
た
手
す
り
の
腕
に
あ
ご
を
の
っ
け
る

の
は
大
人
た
ち
な
の
で
あ
る
︒

傍
線
部
﹁
こ
ん
ど
は
自
分
が
夢
中
に
な
っ
て
い
た
﹂
に
関
し
て
︑﹁﹃
私
﹄
が

夢
中
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
﹂
と
発
問
す
る
と
︑
多
く
の
生
徒
が
﹁
高
い
高

い
﹂
と
答
え
た
︒
傍
線
部
の
直
前
の
﹁
子
供
た
ち
を
順
に
抱
き
あ
げ
て
や
っ
た

り
し
て
る
う
ち
に
﹂
を
根
拠
に
﹁
高
い
高
い
﹂
と
答
え
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
解

答
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
生
徒
た
ち
の
多
く
は
文
脈
を
正
し
く
読
む
と
い

う
作
業
に
慣
れ
て
い
な
い
︒

前
掲
の
指
導
書
に
は
﹁
教
材
の
ね
ら
い
﹂
と
し
て
︑
﹁
寓
意
性
﹂﹁
人
物
像
﹂

の
理
解
と
︑﹁
先
生
と
生
徒
の
議
論
の
整
理
﹂
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑

感
想
の
中
に
﹁
棒
の
よ
う
な
死
体
に
な
っ
た
の
で
は
﹂
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
︑

こ
れ
は
人
間
が
﹁
棒
﹂
に
変
身
す
る
と
い
う
こ
と
が
受
け
入
れ
ら
れ
ず
︑
自
分

の
常
識
的
な
世
界
観
で
こ
の
小
説
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
生

徒
の
反
応
を
考
慮
す
る
と
︑
ま
ず
解
釈
の
前
提
と
し
て
﹁
棒
﹂
の
世
界
観
を
理

解
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
︒
さ
ら
に
︑
﹁
好
き
勝
手
な
読
み
﹂
を

規
制
す
る
た
め
に
も
﹁
本
文
か
ら
解
釈
の
根
拠
を
見
い
だ
す
﹂
と
い
う
こ
と
︒

そ
し
て
︑
﹁
小
説
を
論
理
的
に
読
む
力
を
身
に
つ
け
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
︑
授

業
の
目
標
と
し
た
い
︒

も
ち
ろ
ん
︑
授
業
で
提
示
す
る
一
つ
の
解
釈
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
︑
生

徒
達
に
押
し
つ
け
る
つ
も
り
は
な
い
︒
一
つ
の
解
釈
を
理
解
す
る
こ
と
を
前
提

に
︑
そ
の
解
釈
に
対
す
る
反
論
︑
つ
ま
り
批
評
的
な
読
み
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
こ
と
が
︑
こ
の
授
業
の
最
終
的
な
目
標
で
あ
る
︒
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二
︑
授
業
実
践

︱
生
徒
の
疑
問
に
答
え
る

生
徒
た
ち
に
は
︑
あ
ら
か
じ
め
感
想
と
疑
問
点
を
ま
と
め
た
プ
リ
ン
ト
を
配

布
し
︑
疑
問
点
を
一
つ
ず
つ
解
消
し
て
い
く
形
で
授
業
を
進
め
た
︒
以
下
︑
授

業
実
践
を
具
体
的
に
示
す
︒

︻
生
徒
の
疑
問
①
︼

�
な
ぜ
﹁
私
﹂
は
﹁
棒
﹂
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
？

こ
の
疑
問
は
二
つ
の
意
味
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
一
つ
は
﹁
棒
﹂
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
き
っ
か
け
を
問
う
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
︑
も
う
一
つ

は
な
ぜ
変
身
し
た
も
の
が
﹁
棒
﹂
だ
っ
た
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
ま
ず

﹁
私
﹂
が
﹁
棒
﹂
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
考
え
て
い
く
︒
次
の
引
用
は
﹁
私
﹂

が
﹁
棒
﹂
に
変
身
す
る
場
面
で
あ
る
︒

︻
本
文
引
用
②
︼

上
の
子
供
が
︑
怒
っ
た
よ
う
な
声
で
︑﹁
父
ち
ゃ
ん
︒﹂
と
叫
ん
だ
︒
私

は
思
わ
ず
︑
そ
の
声
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
︑
ぐ
っ
と
上
半
身
を
の
り
だ
し

て
い
た
︒
と
い
っ
て
も
︑
ほ
ん
の
気
分
上
の
こ
と
で
︑
危
険
な
ほ
ど
だ
っ

た
と
は
思
え
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
ふ
わ
り
と
体
が
宙
に
浮
き
︑﹁
父
ち
ゃ

ん
︒﹂
と
い
う
叫
び
声
を
聞
き
な
が
ら
︑
私
は
墜
落
し
は
じ
め
た
︒

落
ち
る
と
き
そ
う
な
っ
た
の
か
︑
そ
う
な
っ
て
落
ち
た
の
か
は
︑
は
っ

き
り
し
な
い
が
︑
気
が
つ
く
と
私
は
一
本
の
棒
に
な
っ
て
い
た
︒

こ
の
場
面
を
音
読
し
︑
﹁
私
の
墜
落
の
き
っ
か
け
は
？
﹂
と
発
問
す
る
と
︑

多
く
の
生
徒
が
﹁
ぐ
っ
と
上
半
身
を
乗
り
出
し
た
こ
と
﹂
と
答
え
る
︒
よ
っ
て
︑

﹁
危
険
な
ほ
ど
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
﹂
と
い
う
記
述
に
注
目
さ
せ
︑
﹁
上
半
身

を
の
り
だ
し
た
﹂
こ
と
だ
け
が
原
因
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
︒
す
る
と
︑

﹁﹃
父
ち
ゃ
ん
﹄
と
い
う
叫
び
声
﹂
が
原
因
だ
と
答
え
る
生
徒
が
い
る
︒
し
か
し
︑

そ
れ
で
は
﹁
私
﹂
は
﹁
父
ち
ゃ
ん
﹂
と
い
う
﹁
声
﹂
に
よ
っ
て
︑﹁
墜
落
﹂
し

た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
れ
で
は
世
の
中
の
﹁
父
ち
ゃ
ん
﹂
と
呼
ば
れ
る

父
親
は
み
ん
な
﹁
墜
落
﹂
し
て
し
ま
う
︒
と
い
う
や
り
と
り
を
通
し
て
︑﹁
逃

れ
る
よ
う
に
﹂
と
い
う
記
述
に
注
目
さ
せ
︑
﹁
私
﹂
が
墜
落
し
た
き
っ
か
け
が

﹁
上
の
子
供
の
﹃
父
ち
ゃ
ん
﹄
と
い
う
叫
び
声
か
ら
﹃
逃
れ
﹄
よ
う
と
し
た
こ

と
﹂
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
到
達
さ
せ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
で
は
﹁
﹃
父
ち
ゃ

ん
﹄
と
い
う
叫
び
声
か
ら
﹃
逃
れ
﹄
よ
う
と
﹂
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味

が
あ
る
の
か
を
考
え
る
機
会
と
す
る
︒
こ
こ
で
考
え
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
︑
な
ぜ
﹁
私
﹂
が
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
﹁
棒
﹂
に
変
身
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
︒

︻
生
徒
の
疑
問
②
︼

�
｢

先
生
﹂
や
﹁
学
生
﹂
た
ち
は
何
者
で
す
か
？

�
｢

私
﹂
は
死
ん
で
い
る
ん
で
す
か
？

こ
の
小
説
の
世
界
観
に
関
わ
る
疑
問
で
あ
る
︒
生
徒
た
ち
に
は
次
の
本
文
箇

所
に
注
目
さ
せ
た
︒
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︻
本
文
引
用
③
︼

﹁
さ
あ
︑
こ
の
棒
か
ら
︑
ど
ん
な
こ
と
が
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
ね
︒
ま

ず
分
析
し
︑
判
断
し
︑
そ
れ
か
ら
処
罰
の
方
法
を
決
め
て
ご
ら
ん
︒﹂

︻
本
文
引
用
④
︼

﹁
地
上
の
法
廷
は
︑
人
類
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
か
を
裁
け
ば
い
い
︒
し
か

し
︑
わ
れ
わ
れ
は
︑
不
死
の
人
間
が
現
れ
で
も
し
な
い
か
ぎ
り
こ
の
す
べ

て
を
裁
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
人
間
の
数
に
く
ら

べ
て
︑
わ
れ
わ
れ
の
数
は
き
わ
め
て
少
な
い
︒
も
し
︑
全
部
の
死
人
を
︑

同
じ
よ
う
に
裁
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
り
し
た
ら
︑
わ
れ
わ
れ
は

過
労
の
た
め
に
消
滅
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
し
ょ
う
︒
さ
い
わ
い
︑
こ
う
し

た
︑
裁
か
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
裁
い
た
こ
と
に
な
る
︑
好
都
合
な
連
中
が
い

て
く
れ
て
⁝
⁝
︒﹂

︻
本
文
引
用
③
︼
を
音
読
し
︑
生
徒
た
ち
に
﹁
こ
の
人
た
ち
の
仕
事
は
？
﹂
と

発
問
す
る
と
︑︻
本
文
引
用
③
︼
だ
け
に
注
目
し
て
い
る
生
徒
は
答
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
が
︑
本
文
全
体
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
生
徒
は
︑︻
本
文
引
用

④
︼
の
傍
線
部
を
根
拠
に
︑﹁
死
者
の
処
罰
の
方
法
を
決
め
る
こ
と
﹂
と
答
え

る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
こ
ま
で
導
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑﹁
で
は
︑
先
生
た
ち

は
今
︑
誰
の
処
罰
の
方
法
を
考
え
て
い
る
の
か
？
﹂
と
発
問
を
重
ね
れ
ば
︑
ほ

と
ん
ど
の
生
徒
が
﹁
棒
︵
＝
私
︶﹂
だ
と
答
え
た
︒
こ
の
理
解
を
踏
ま
え
れ
ば
︑

﹁﹃
私
﹄
は
死
ん
で
い
る
の
か
？
﹂
と
い
う
疑
問
も
解
消
さ
れ
る
︒
正
解
へ
誘
導

し
て
い
る
と
の
批
判
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
こ
の
授
業
の
目
的
の
一
つ

は
︑
本
文
を
根
拠
に
小
説
を
論
理
的
に
読
む
こ
と
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
の
よ

う
な
生
徒
た
ち
が
論
理
を
組
み
立
て
る
た
め
の
補
助
的
な
発
問
と
授
業
展
開
は

有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

︻
生
徒
の
疑
問
③
︼

�

な
ぜ
﹁
私
﹂
は
︵
犬
や
猫
で
は
な
く
︶
﹁
棒
﹂
に
変
身
し
て
し
ま
っ
た
の

か
？

�
変
身
し
た
ば
か
り
の
﹁
棒
﹂
が
な
ぜ
﹁
傷
だ
ら
け
﹂
だ
っ
た
の
か
？

�
｢

こ
の
男
は
棒
だ
っ
た
﹂
で
は
な
く
︑
﹁
こ
の
棒
は
男
だ
っ
た
﹂
が
正
し
い
の

で
は
？

�
｢

す
な
わ
ち
︑
こ
の
棒
は
棒
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
台
詞
の
意
味
が
分
か
ら
な

い
︒

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
﹁
﹃
こ
の
男
は
棒
だ
っ
た
﹄
で
は
な
く
︑
﹃
こ
の
棒

は
男
だ
っ
た
﹄
が
正
し
い
の
で
は
？
﹂
と
い
う
疑
問
で
あ
る
︒
現
在
﹁
私
﹂
は

﹁
棒
﹂
に
な
っ
て
お
り
︑
﹁
棒
﹂
に
な
る
前
は
﹁
男
﹂
だ
っ
た
の
だ
か
ら
︑﹁
こ

の
男
は
棒
だ
っ
た
﹂
は
間
違
え
て
い
て
︑﹁
こ
の
棒
は
男
だ
っ
た
﹂
が
正
し
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
こ
の
主
張
に
は
正
し
い
面
が

あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
よ
う
な
考
え
方
で
は
︑
後
の
﹁
す
な
わ
ち
︑
こ
の
棒
は

棒
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
﹁
先
生
﹂
の
科
白
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
よ

っ
て
︑
こ
こ
で
生
徒
た
ち
に
﹁
本
文
を
根
拠
に
解
釈
す
る
﹂
と
い
う
前
提
を
再
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度
伝
え
︑
次
の
本
文
箇
所
に
注
目
さ
せ
た
︒

︻
本
文
引
用
⑤
︼

﹁
最
初
に
気
づ
く
こ
と
は
こ
の
棒
に
上
下
の
区
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
︒﹂
筒
に
し
た
手
の
中
に
私
を
す
べ
ら
せ
な
が
ら
︑﹁
上
の
方
は
か
な

り
手
あ
か
が
し
み
こ
ん
で
い
ま
す
︒
下
の
部
分
は
相
当
に
す
り
へ
っ
て
い

ま
す
︒
こ
れ
は
︑
こ
の
棒
が
︑
た
だ
道
端
に
す
て
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は

な
く
︑
な
に
か
一
定
の
目
的
の
た
め
に
︑
人
に
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
と
思
い
ま
す
︒
し
か
し
︑
こ
の
棒
は
︑
か
な
り
ら
ん
ぼ
う

な
あ
つ
か
い
を
受
け
て
い
た
よ
う
だ
︒
一
面
に
傷
だ
ら
け
で
す
︒
し
か
も

捨
て
ら
れ
ず
に
使
い
つ
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
の
は
︑
お
そ
ら
く
こ
の
棒
が
︑

生
前
︑
誠
実
で
単
純
な
心
を
も
っ
て
い
た
た
め
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒﹂

﹁
君
の
言
う
こ
と
は
正
し
い
︒
し
か
し
︑
い
く
ぶ
ん
︑
感
傷
的
に
な
り

す
ぎ
て
い
る
よ
う
だ
ね
︒﹂
と
先
生
が
微
笑
を
ふ
く
ん
だ
声
で
言
っ
た
︒

す
る
と
︑
そ
の
言
葉
に
こ
た
え
よ
う
と
し
た
た
め
か
︑
ほ
と
ん
ど
き
び

し
い
と
い
っ
て
も
よ
い
調
子
で
︑
左
側
の
学
生
が
言
っ
た
︒

﹁
ぼ
く
は
︑
こ
の
棒
は
︑
ぜ
ん
ぜ
ん
無
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
︒
だ
っ
て
︑
あ
ま
り
単
純
す
ぎ
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
︒
た
だ
の
棒
な

ん
て
︑
人
間
の
道
具
に
し
ち
ゃ
︑
下
等
す
ぎ
ま
す
よ
︒
棒
な
ら
︑
猿
に
だ

っ
て
使
え
る
ん
で
す
︒﹂

﹁
で
も
︑
逆
に
い
え
ば
︑﹂
と
右
側
の
学
生
が
言
い
返
し
た
︒﹁
棒
は
あ

ら
ゆ
る
道
具
の
根
本
だ
と
も
い
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
に
︑

特
殊
化
し
て
い
な
い
だ
け
に
︑
用
途
も
広
い
の
で
す
︒
盲
人
を
導
く
こ
と

も
で
き
れ
ば
︑
犬
を
な
ら
す
こ
と
も
で
き
︑
テ
コ
に
し
て
重
い
も
の
を
動

か
す
こ
と
も
で
き
れ
ば
︑
敵
を
打
つ
こ
と
も
で
き
る
︒﹂

﹁
棒
が
盲
人
を
導
く
ん
だ
っ
て
？

ぼ
く
は
そ
ん
な
意
見
に
賛
成
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
盲
人
は
棒
に
導
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
棒

を
利
用
し
て
︑
自
分
で
自
分
を
導
く
の
だ
と
思
い
ま
す
︒﹂

︵
中
略
︶

つ
い
に
先
生
が
笑
い
だ
し
て
し
ま
っ
た
︒﹁
瓜
二
つ
の
君
た
ち
が
言
い

合
っ
て
い
る
の
を
見
る
の
は
︑
実
に
ゆ
か
い
だ
︒
し
か
し
︑
君
た
ち
は
︑

同
じ
こ
と
を
違
っ
た
表
現
で
言
っ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
の
さ
︒
き
み
た

ち
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
︑
つ
ま
り
こ
の
男
は
棒
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
が
︑
こ
の
男
に
関
し
て
の
必
要
に
し

て
充
分
な
解
答
な
の
だ
︒
⁝
⁝
す
な
わ
ち
︑
こ
の
棒
は
︑
棒
で
あ
っ
た
︒﹂

こ
こ
で
は
︑﹁
つ
ま
り
こ
の
男
は
棒
だ
っ
た
﹂
の
直
前
の
﹁
き
み
た
ち
の
言

っ
て
い
る
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
﹂
と
い
う
表
現
に
注
目
さ
せ
る
︒
つ
ま
り
︑

﹁
先
生
﹂
の
﹁
こ
の
男
は
棒
だ
っ
た
﹂
と
い
う
科
白
が
﹁
学
生
﹂
た
ち
の
発
言

の
﹁
先
生
﹂
な
り
の
﹁
要
約
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
生
徒
た
ち
に
理
解
さ
せ

る
の
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
︑
生
徒
た
ち
に
﹁
学
生
﹂
た
ち
の
会
話
を
再
読
さ
せ

る
︒
こ
こ
で
﹁
﹃
私
﹄
は
﹃
棒
﹄
に
な
っ
た
ば
か
り
な
の
に
︑
な
ぜ
﹃
傷
だ
ら
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け
﹄
な
の
か
？
﹂
と
い
う
疑
問
に
も
言
及
す
る
︒
こ
こ
ま
で
の
説
明
で
︑﹁
棒
﹂

が
﹁
傷
だ
ら
け
﹂
で
あ
る
理
由
を
説
明
で
き
る
生
徒
も
い
る
︒
し
か
し
︑
教
室

全
体
の
理
解
度
を
考
え
︑
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
︒
ま
ず
︑﹁
学
生
﹂
た
ち
の

会
話
の
時
制
と
主
語
に
注
目
さ
せ
︑
全
て
が
過
去
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
た
後
︑﹁
生
前
﹂
と
い
う
言
葉
に
注
目
さ
せ
る
︒
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
︑﹁
学

生
﹂
た
ち
の
会
話
が
﹁
私
﹂
の
﹁
生
前
﹂
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
︑
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
理
解
を
示
す
︒
ま
た
︑﹁
棒
﹂
が
他
の
﹁
棒
﹂
と

も
﹁
交
換
可
能
﹂
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
お
く
︒
参
考
ま
で
に
︑

こ
の
場
面
の
板
書
計
画
を
次
に
紹
介
す
る
︒

︻
板
書
①
︼

右
側
の
学
生

﹁
人
に
使
わ
れ
て
い
た
﹂

﹁
か
な
り
ら
ん
ぼ
う
な
あ
つ
か
い
を
受
け
て
い
た
﹂

﹁
捨
て
ら
れ
ず
に
使
い
つ
づ
け
ら
れ
た
﹂

﹁
生
前
︑
誠
実
で
単
純
な
心
を
も
っ
て
い
た
﹂

左
側
の
学
生

﹁
ぜ
ん
ぜ
ん
無
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
﹂

←
｢わ
た
し
﹂
の
﹁
生
前
﹂
の
生
き
方

＝
道
具
と
し
て
使
わ
れ
る

｢棒
｣

の
よ
う
な
生
き
方

←

他
の
﹁
棒
﹂
と
も
交
換
可
能

そ
し
て
︑﹁
学
生
﹂
た
ち
の
会
話
に
お
け
る
﹁
棒
﹂
を
﹁
こ
の
男
﹂
に
言
い

換
え
︑
も
う
一
度
黙
読
さ
せ
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
こ
ま
で
の
理
解
を
元
に
︑﹁
先

生
﹂
の
﹁
こ
の
棒
は
棒
で
あ
っ
た
﹂
を
生
徒
た
ち
に
説
明
さ
せ
る
︒
そ
し
て
最

後
に
︻
板
書
②
︼
に
示
し
た
よ
う
に
︑
生
徒
た
ち
に
は
﹁
こ
の
棒
は
棒
で
あ
っ

た
﹂
と
い
う
﹁
先
生
﹂
の
科
白
に
言
葉
を
補
わ
せ
て
説
明
さ
せ
る
︒︵
太
字
部

分
が
生
徒
が
補
う
箇
所
︶

︻
板
書
②
︼

先
生
の
﹁
要
約
﹂

﹁
こ
の
棒
︵
に
な
っ
た
男
︶
は
︑
︵
生
前
の
生
き
方
も
︶
棒
︵
の
よ
う
に

道
具
と
し
て
人
に
使
わ
れ
る
も
の
︶
で
あ
っ
た
︒﹂

生
徒
た
ち
の
中
に
は
直
感
的
に
こ
の
場
面
を
理
解
し
て
い
る
生
徒
も
い
る
だ

ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
の
感
覚
を
言
語
化
す
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
ろ
う
︒
生

徒
た
ち
は
︑
自
分
の
考
え
を
他
人
に
分
か
る
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
苦
手
で

あ
る
︒
日
常
の
学
校
生
活
で
は
︑
友
人
同
士
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
感
覚

的
な
言
葉
で
自
分
の
考
え
を
示
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
よ
う

な
環
境
が
い
つ
ま
で
も
続
く
わ
け
で
は
な
く
︑
説
明
能
力
が
求
め
ら
れ
る
機
会
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は
必
ず
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
こ
で
は
数
人
の
生
徒
を
指
名
し
︑﹁
他
の
生
徒
に

も
分
か
る
よ
う
に
説
明
し
な
さ
い
﹂
と
指
導
す
る
場
合
も
あ
る
︒

︻
生
徒
の
疑
問
点
④
︼

�
｢

裁
か
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
﹂
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
？

︻
本
文
引
用
⑥
︼

﹁
き
み
た
ち
も
︑
も
う
︑
充
分
考
え
た
だ
ろ
う
︒
こ
の
答
え
は
︑
易
し
す

ぎ
て
む
つ
か
し
い
︒
講
義
の
と
き
に
習
っ
た
お
ぼ
え
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思

う
が
︑
⁝
⁝
裁
か
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
︑
裁
か
れ
る
連
中
⁝
⁝
︒﹂

﹁
お
ぼ
え
て
い
ま
す
︒﹂
と
学
生
た
ち
が
口
を
そ
ろ
え
て
い
っ
た
︒﹁
地
上

の
法
廷
は
︑
人
類
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
か
を
裁
け
ば
い
い
︒
し
か
し
︑
わ
れ

わ
れ
は
︑
不
死
の
人
間
が
現
れ
で
も
し
な
い
か
ぎ
り
こ
の
す
べ
て
を
裁
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
人
間
の
数
に
く
ら
べ
て
︑
わ

れ
わ
れ
の
数
は
き
わ
め
て
少
な
い
︒
も
し
︑
全
部
の
死
人
を
︑
同
じ
よ
う

に
裁
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
り
し
た
ら
︑
わ
れ
わ
れ
は
過
労
の
た

め
に
消
滅
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
し
ょ
う
︒
さ
い
わ
い
︑
こ
う
し
た
︑
裁
か

ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
裁
い
た
こ
と
に
な
る
︑
好
都
合
な
連
中
が
い
て
く
れ
て

⁝
⁝
︒﹂

﹁
こ
の
棒
な
ど
が
︑
そ
の
代
表
的
な
例
な
の
だ
︒﹂
先
生
は
微
笑
し
て
︑
私

か
ら
手
を
は
な
し
た
︒
私
は
倒
れ
て
︑
こ
ろ
げ
だ
し
た
︒
先
生
が
靴
先
で

う
け
と
め
て
︑﹁
だ
か
ら
こ
う
し
て
︑
置
き
ざ
り
に
す
る
の
が
︑
一
番
の

罰
な
の
さ
︒
だ
れ
か
が
ひ
ろ
っ
て
︑
生
前
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
︑
棒

と
し
て
い
ろ
い
ろ
に
使
っ
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
︒﹂

こ
の
場
面
を
疑
問
点
と
し
て
挙
げ
た
生
徒
は
多
か
っ
た
が
︑
授
業
で
確
認
す

る
と
︑
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
﹁
裁
か
な
い
こ
と
﹂
が
﹁
置
き
去
り
﹂
を
意
味
す

る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
︒
生
徒
た
ち
が
疑
問
に
思
っ
た
の
は
︑﹁
置

き
去
り
﹂
が
﹁
裁
い
た
こ
と
に
な
る
﹂
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
点
︑
つ
ま
り
傍
線

部
﹁
置
き
去
り
に
す
る
の
が
︑
一
番
の
罰
な
の
さ
﹂
と
い
う
﹁
先
生
﹂
の
科
白

だ
っ
た
︒
よ
っ
て
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
授
業
を
展
開
し
た
︒

生
徒
た
ち
か
ら
は
﹁
置
き
去
り
が
﹃
そ
の
ま
ま
に
さ
れ
る
﹄
と
い
う
意
味
な

ら
ば
︑
そ
れ
が
﹃
一
番
の
罰
﹄
と
い
う
感
じ
は
し
な
い
﹂
と
い
う
声
が
出
た
︒

生
徒
た
ち
は
﹁
一
番
﹂
を
︑
﹁
最
悪
﹂
と
い
っ
た
意
味
で
捉
え
て
い
た
よ
う
で

あ
る
︒
そ
こ
で
私
は
生
徒
た
ち
に
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
た
︒

山

田

﹁
嘘
ば
か
り
つ
い
て
い
る
人
に
と
っ
て
の
一
番
の
罰
と
は
？
﹂

生
徒
Ａ

﹁
舌
を
抜
か
れ
る
こ
と
﹂

山

田

﹁
な
ぜ
？
﹂

生
徒
Ｂ

﹁
嘘
を
二
度
と
付
け
な
い
よ
う
に
﹂

山

田

﹁
で
は
こ
こ
で
﹁
一
番
﹂
の
後
に
省
略
さ
れ
て
い
る
言
葉
は
？
﹂

生
徒
Ｃ

﹁
ふ
さ
わ
し
い
﹂

山

田

﹁
で
は
︑
こ
の
舌
を
抜
か
れ
た
人
の
罪
と
は
？
﹂

生
徒
Ｄ

﹁
嘘
を
つ
い
た
こ
と
﹂
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山

田

﹁
つ
ま
り
︑
嘘
を
つ
く
と
い
う
罪
に
対
し
て
は
︑
舌
を
抜
く
と

い
う
罰
が
一
番
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
な
る
︒
罪
と
罰
が
対
応
し

て
い
る
﹂

こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
の
後
で
︑﹁
な
ぜ
﹃
置
き
去
り
﹄
が
私
に
と
っ
て
一

番
ふ
さ
わ
し
い
罰
に
な
る
の
か
？
﹂
と
発
問
し
た
︒
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め

に
は
︑
詳
し
く
は
︻
授
業
展
開
︼
に
示
し
た
よ
う
に
︑﹁
置
き
去
り
﹂
も
﹁
棒

の
よ
う
な
生
き
方
﹂
も
共
に
﹁
消
極
的
﹂
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
必
要

に
な
る
︒

︻
授
業
展
開
︼

︹
発
問
︺
﹁
裁
か
な
い
﹂
と
あ
る
が
︑
具
体
的
に
は
ど
う
す
る
の
か
？

↓
〔

答
え
︺
﹁
置
き
ざ
り
﹂
︵
＝
積
極
的
に
何
も
し
な
い
︶

︹
発
問
︺
な
ぜ
﹁
置
き
ざ
り
﹂
に
す
る
こ
と
が
﹁
一
番
の
罰
﹂
な
の
か
？

↓
｢

一
番
﹂
の
後
に
言
葉
を
補
う
↓
﹁
一
番
︵
ふ
さ
わ
し
い
・
最
適
な
︶

の
罰
﹂

↓
｢

一
番
ふ
さ
わ
し
い
罰
﹂
と
は
︑
﹁
罪
﹂
と
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
︒

︹
発
問
︺
﹁
私
﹂
の
﹁
罪
﹂
と
は
？

↓
〔

答
え
︺
﹁
生
前
﹂
に
﹁
棒
﹂
の
よ
う
な
生
き
方
し
か
で
き
な
か
っ
た

こ
と
︒

︹
発
問
︺
﹁
棒
﹂
の
よ
う
な
生
き
方
し
か
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
﹁
罪
﹂
に
対

し
て
︑
な
ぜ
﹁
置
き
ざ
り
﹂
に
す
る
こ
と
が
﹁
一
番
の
罰
﹂
に
な
る
の
か
？

←
｢

棒
﹂
の
よ
う
な
生
き
方
も
︑
﹁
置
き
ざ
り
﹂
も
共
に
︑
消
極
的
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
︒

︻
生
徒
の
疑
問
点
⑥
︼

�
｢

私
﹂
は
ず
っ
と
﹁
棒
﹂
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
き
た
は
ず
な
の
に
︑
な

ぜ
突
然
﹁
棒
﹂
に
変
身
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
か
？

な
ぜ
︑﹁
棒
﹂
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
き
た
﹁
私
﹂
が
こ
れ
ま
で
﹁
棒
﹂

に
な
ら
な
か
っ
た
の
か
︒
﹁
棒
﹂
と
い
う
小
説
の
ル
ー
ル
を
確
認
し
な
が
ら
︑

﹁
私
﹂
が
こ
れ
ま
で
﹁
棒
﹂
に
変
身
し
な
か
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
こ

れ
ま
で
﹁
私
﹂
が
完
全
に
﹁
棒
﹂
に
な
り
き
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
か
と
︑
生
徒
た
ち
に
問
い
か
け
た
︒

︻
板
書
①
︼
に
既
に
示
し
た
様
に
︑
生
徒
た
ち
は
﹁
棒
﹂
の
よ
う
な
生
き
方

が
︑﹁
交
換
可
能
な
生
き
方
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
了
解
し
て
い
る
︒﹁
私
﹂

が
こ
れ
ま
で
﹁
棒
﹂
に
変
身
し
な
か
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
﹁
私
﹂
が

こ
れ
ま
で
他
者
と
﹁
交
換
不
可
能
﹂
な
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
問
い

か
け
た
︒
そ
し
て
﹁
で
は
︑
私
の
ど
の
よ
う
な
点
が
交
換
不
可
能
だ
っ
た
の

か
？
﹂
と
発
問
す
る
と
︑
多
く
の
生
徒
が
﹁
父
ち
ゃ
ん
と
し
て
の
立
場
﹂
と
答

え
た
︒
こ
こ
ま
で
の
理
解
が
あ
れ
ば
︑
生
徒
た
ち
は
︻
生
徒
の
疑
問
点
①
︼
と

の
関
わ
り
で
︑
本
文
冒
頭
の
﹁
逃
れ
る
よ
う
に
﹂
に
着
目
し
︑﹁
父
ち
ゃ
ん
﹂

安
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と
い
う
﹁
交
換
不
可
能
﹂
な
立
場
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
︑﹁
私
﹂
が

﹁
棒
﹂
に
な
っ
た
理
由
だ
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

お
わ
り
に

紙
幅
の
都
合
で
生
徒
た
ち
の
全
て
の
疑
問
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
が
︑
授
業
の
最
後
に
は
︑
前
掲
し
た
感
想
と
疑
問
点
を
ま
と
め
た
プ
リ
ン
ト

を
チ
ェ
ッ
ク
さ
せ
て
︑
私
が
答
え
て
い
な
い
疑
問
に
答
え
る
形
を
と
っ
た
︒
た

だ
し
︑
私
が
積
極
的
に
説
明
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
︒
生
徒
た
ち
は
自
分
た
ち

だ
け
で
議
論
を
行
い
︑
生
徒
同
士
で
疑
問
を
解
決
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
な
授
業
を
通
し
て
生
徒
た
ち
は
﹁
論
理
的
に
小
説
を
読
む
﹂
と

い
う
こ
と
を
学
習
し
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
国
文
学
科
を
卒
業
し

た
も
の
と
し
て
︑
私
が
生
徒
た
ち
に
教
え
た
い
の
は
小
説
は
多
様
な
解
釈
が
可

能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
前
提
と
し
て
読
解
リ
テ
ラ
シ

ー
は
必
要
な
の
だ
︒
高
校
一
年
生
と
い
う
学
年
を
考
え
た
時
︑
こ
の
基
礎
的
な

能
力
の
育
成
を
第
一
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
た
︒
極
端
な
こ

と
を
言
え
ば
︑
ま
ず
は
評
論
と
同
じ
よ
う
に
論
理
的
に
文
学
教
材
を
読
む
能
力

を
身
に
つ
け
る
べ
き
な
の
だ
︒
石
原
千
秋
は
文
学
教
育
に
つ
い
て
︑﹁
批
評
的

な
読
み
﹂
を
提
言
し
て
い
る⑤
︒
そ
の
﹁
批
評
的
な
読
み
﹂
を
実
現
さ
せ
る
に
は
︑

ま
ず
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
能
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
一
通
り
授
業
が
終
わ
っ
た
後
︑
生
徒
か
ら
﹁
こ
の
人
は
︑
先
生
た
ち

の
思
い
通
り
に
さ
れ
て
︑
何
も
で
き
ず
に
か
わ
い
そ
う
だ
﹂
と
い
う
意
見
が
出

た
︒
す
る
と
︑
あ
る
生
徒
が
﹁
で
も
﹂
と
言
っ
て
︑
次
の
本
文
箇
所
に
言
及
し

た
︒

︻
本
文
引
用
⑦
︼

先
生
は
︑
私
を
と
っ
て
︑
地
面
に
な
に
か
い
た
ず
ら
書
き
を
し
は
じ
め
る
︒

抽
象
的
な
意
味
の
な
い
図
形
だ
っ
た
が
︑
そ
の
う
ち
︑
手
足
が
生
え
て
︑

怪
物
の
姿
に
な
っ
た
︒
つ
ぎ
に
︑
そ
の
絵
を
消
し
は
じ
め
た
︒

そ
し
て
︑﹁
学
生
﹂
の
﹁
棒
が
盲
人
を
導
く
﹂
と
い
う
科
白
を
引
用
し
な
が

ら
︑
も
し
﹁
棒
﹂
が
﹁
盲
人
を
導
く
﹂
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
場
面
で
﹁
私
﹂
は

﹁
先
生
﹂
を
導
い
て
︑﹁
怪
物
の
姿
﹂
を
描
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
の
﹁
怪

物
﹂
は
﹁
私
﹂
で
あ
り
︑
そ
う
で
あ
れ
ば
﹁
何
も
で
き
﹂
な
い
と
考
え
る
の
は

お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
前
掲
の
﹃
指
導
書
﹄

に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
解
釈
で
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
生
徒
が
自
ら
本
文
を

根
拠
に
こ
の
解
釈
に
た
ど
り
着
い
た
と
い
う
こ
と
に
価
値
を
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

注①

阿
武
泉
監
修
﹃
読
ん
で
お
き
た
い
名
著
案
内

教
科
書
掲
載
作
品
�
�
�
�
�
﹄

︵
平
成
20
年
�
月
︑
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
︶

②

﹁
棒
﹂
の
授
業
実
践
報
告
と
し
て
は
︑
吉
仲
和
夫
﹁
安
部
公
房
﹁
赤
い
繭
﹂・﹁
詩

人
の
生
涯
﹂
・
﹁
棒
﹂
・
﹁
空
飛
ぶ
男
﹂﹂
︵
増
淵
恒
吉
・
小
海
永
二
責
任
編
集
﹃
高
等
学

安
部
公
房
﹁
棒
﹂

一
一
四



校
国
語
科
教
育
研
究
講
座

第
四
巻

現
代
国
語
︵
�
︶

小
説
Ⅱ
﹄
昭
和
50
年
�

月
︑
有
精
堂
︶︑
上
田
美
恵
子
﹁
高
校
生
は
﹃
棒
的
人
間
﹄
を
ど
う
受
け
止
め
た
か
﹂

︵﹁
京
都
教
育
大
学
国
文
学
会
誌
﹂
第
14
号
︑
昭
和
54
年
	
月
︶︑
中
井
孝
子
﹁
安
部

公
房
﹁
棒
﹂
の
教
材
研
究
と
授
業
研
究
ノ
ー
ト
﹂︵﹁
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
﹂
第

50
号
︑
昭
和
57
年


月
︶︑
舟
橋
健
一
﹁
現
代
文
学
を
︑
ど
う
教
材
と
し
て
扱
う
か
︒

︱
安
部
公
房
﹁
棒
﹂
を
中
心
に
し
て

︱
﹂︵﹁
愛
知
大
学
国
文
学
﹂
第
22
・
第
23

合
併
号
︑
昭
和
58
年
�
月
︶︑
小
林
美
鈴
﹁
教
室
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
受
容
の
あ
り

方

︱
安
部
公
房
﹁
棒
﹂
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂︵﹁
日
文
協
国
語
教
育
﹂
第
37
号
︑
平

成
19
年
�
月
︶︑
深
澤
優
子
﹁
私
の
授
業
︑
大
公
開

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
﹁
棒
﹂

を
読
み
︑
リ
レ
ー
小
説
を
書
く
試
み
﹂︵﹁
月
刊
国
語
教
育
﹂
第
28
巻
第
11
号
︑
平
成

21
年
�
月
︑
東
京
法
令
出
版
︶
が
あ
る
︒

③

山
口
昌
男
﹁
安
部
公
房
﹃
棒
﹄
の
文
芸
構
造

︱
実
存
的
裁
き
を
中
心
と
し
て

︱
﹂︵﹁
活
水
日
文
﹂
第
�
号
︑
昭
和
58
年
10
月
︶

④

鳥
羽
耕
史
﹁
教
材
の
ね
ら
い
﹂︵﹃
精
選
国
語
総
合

改
訂
版

学
習
指
導
の
研

究
﹄︵
平
成
20
年
�
月
︑
筑
摩
書
房
︶

⑤

石
原
千
秋
﹃
国
語
教
科
書
の
思
想
﹄︵
平
成
17
年
10
月
︑
筑
摩
書
房
︶

︻
付
記
︼

﹁
棒
﹂
の
本
文
引
用
は
全
て
﹃
精
選
国
語
総
合

現
代
文
編

改
訂
版
﹄︵
平
成
20
年

�
月
20
日
︑
筑
摩
書
房
︶
に
よ
っ
た
︒
ま
た
︑
本
稿
は
二
〇
一
三
年
度
同
志
社
大
学
国

文
学
会
研
究
発
表
会
︵
二
〇
一
三
年
六
月
一
六
日
︶
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
席
上
︑
多
く
の
方
か
ら
様
々
な
ご
意
見
を
頂
い
た
こ
と
に
感
謝

し
た
い
︒

安
部
公
房
﹁
棒
﹂

一
一
五


