
一
は
じ
め
に

「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
」
は
、
平
成
二
八
年
度
中
学
校
用
『
伝
え

合
つ
国
語
中
学
国
語
3
』
（
教
育
出
版
）
の
三
年
生
に
掲
載
さ
れ
教

科
曹
教
材
に
も
な
っ
て
い
る
、
村
上
春
樹
の
短
編
作
品
の
―
つ
で
あ
り
、

教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
日
が
浅
い
こ
と
も
あ
っ
て
本
作
品
の
教
材
と
し

て
の
研
究
は
不
十
分
で
あ
る
。

深
津
謙
一
郎
氏
は
「
あ
な
た
は
き
っ
と
も
う
願
っ
て
し
ま
っ
た
の
よ
」

と
い
う
彼
女
の
台
詞
か
ら
「
『
僕
』
も
か
つ
て
『
あ
と
に
な
っ
て
思
い

直
し
て
ひ
っ
こ
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
』
類
の
願
い
ご
と
を
『
ひ
と
つ

だ
け
』
選
ん
だ
結
果
、
今
こ
う
あ
る
の
だ
、
と
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
僕
』
が
そ
の
こ
と
を
思
い
出
せ
な
い
の
は
、
『
僕
』
が
そ
の
起
源
（
の

選
択
）
を
想
起
し
な
く
て
よ
い
程
、
今
に
不
満
を
感
じ
て
い
な
い
か
ら

(
1
)
 

で
あ
る
」
と
「
僕
」
に
つ
い
て
解
読
し
て
、
老
人
に
つ
い
て
は
「
彼
女

の
話
を
聞
い
た
あ
と
の
事
後
的
な
視
点
か
ら
、
『
何
か
の
め
ぐ
り
あ
わ

せ
』
と
い
う
マ
ジ
ッ
ク
・
ワ
ー
ド
で
必
然
化
し
て
み
せ
た
」
こ
と
を
指

摘
す
る
。
大
木
志
門
氏
は
「
僕
」
が
人
生
の
「
一
回
性
を
無
自
覚
に
生

き
て
き
た
」
存
在
で
あ
る
こ
と
と
「
人
生
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
」
存
在

村
上
春
樹

「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
」

(
4
)
 

で
あ
る
彼
女
の
対
比
、
そ
し
て
そ
の
「
人
生
の
一
回
性
」
を
「
そ
れ
自

(
5
)
 

体
が
呪
い
」
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

し
か
し
、
深
津
氏
も
大
木
氏
も
そ
れ
ぞ
れ
「
僕
」
に
つ
い
て
の
指
摘

が
行
き
過
ぎ
て
い
る
。
「
あ
な
た
は
き
っ
と
も
う
願
っ
て
し
ま
っ
た
の

よ
」
と
い
う
彼
女
の
台
詞
の
通
り
に
解
読
し
て
も
、
「
僕
」
が
今
に
不

満
を
感
じ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
に
は
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
彼
女
と

の
対
比
と
い
う
点
の
み
で
「
僕
」
が
人
生
の
「
一
回
性
を
無
自
覚
に
生

き
て
き
た
」
存
在
で
あ
る
と
導
き
出
す
の
に
は
無
理
が
あ
る
。
本
作
品

は
空
白
が
多
数
存
在
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
可
能
性
を
示
す
こ
と
は
で

き
て
も
、
断
定
す
る
た
め
に
は
あ
ま
り
に
も
情
報
が
足
り
な
い
た
め
、
彼

女
の
願
い
ご
と
一
っ
と
っ
て
も
特
定
す
る
こ
と
に
意
味
は
な
い
だ
ろ
う
。

(
6
)
 

本
稿
で
は
、
西
田
谷
洋
氏
が
指
摘
す
る
ユ
ー
モ
ア
を
用
い
た
解
読
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
い
た
作
品
内
に
存
在
す
る

類
似
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
指
摘
を
し
つ
つ
、
老
人
の
発
言
を
受

け
取
っ
た
こ
と
で
変
化
が
生
じ
た
彼
女
が
、
二
十
歳
の
誕
生
日
か
ら
数

十
年
後
に
「
僕
」
と
や
り
取
り
を
す
る
中
に
も
変
化
が
生
じ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 東

海

義

に
お
け
る
繰
り
返
し
の
レ
ト
リ
ッ
ク

仁
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ま
た
、
本
作
品
の
最
後
に
老
人
の
台
詞
が
再
挿
入
さ
れ
る
こ
と
が
強

調
す
る
こ
と
も
明
ら
か
に
す
る
。

二
繰
り
返
し
が
示
唆
さ
れ
る
場
面
①
と
場
面
②

本
作
品
に
は
三
つ
の
場
面
が
存
在
す
る
。
―
つ
目
は
彼
女
が
老
人
に

願
い
ご
と
を
す
る
場
面
で
（
場
面
①
）
、
二
つ
目
は
彼
女
と
「
僕
」
が
話

し
合
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
（
場
面
②
）
。
こ
の
二
つ
の
場
面
は
彼
女
の

過
去
の
出
来
事
を
再
構
成
し
て
語
ら
れ
た
場
面
で
あ
る
。
―
―
―
つ
目
は
老

人
の
台
詞
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
場
面
で
（
場
面
③
）
、
こ
こ
で
も
老
人
そ

の
も
の
は
語
り
手
に
な
っ
て
い
な
い
。

場
面
①
で
は
彼
女
と
老
人
の
や
り
取
り
が
中
心
に
描
か
れ
、
場
面
②

で
は
彼
女
と
「
僕
」
の
や
り
取
り
が
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
一

見
別
々
の
出
来
事
の
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。

深
津
氏
は
「
そ
も
そ
も
、
彼
女
が
二
十
歳
の
誕
生
日
の
夜
に
ア
ル
バ

イ
ト
を
し
た
の
も
、
老
人
の
部
屋
に
夕
食
を
届
け
た
の
も
、
と
も
に
偶

然
だ
っ
た
点
に
留
意
し
た
い
。
そ
の
日
彼
女
が
店
に
出
た
の
は
、
彼
女

の
代
わ
り
に
店
に
出
て
く
れ
る
は
ず
だ
っ
た
『
も
う
ひ
と
り
の
ア
ル
バ

イ
ト
の
女
の
子
』
が
『
風
邪
を
こ
じ
ら
せ
て
寝
込
ん
で
し
ま
っ
た
』
た

め
だ
っ
た
し
、
老
人
の
部
屋
に
夕
食
を
運
ん
だ
の
は
、
普
段
そ
の
仕
事

を
任
さ
れ
て
い
る
フ
ロ
ア
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
、
急
な
激
し
い
腹
痛
に

襲
わ
れ
て
病
院
に
運
ば
れ
た
た
め
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
偶
然
の
積
み
重

な
り
を
、
老
人
は
彼
女
に
出
会
い
、
彼
女
の
話
を
聞
い
た
あ
と
の
事
後

的
な
視
点
か
ら
、
『
何
か
の
め
ぐ
り
あ
わ
せ
』
と
い
う
マ
ジ
ッ
ク
・
ワ

(
7
)
 

ー
ド
で
必
然
化
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
」
と
し
、
老
人
が
あ
く
ま
で
偶

然
だ
っ
た
彼
女
と
の
出
会
い
を
必
然
化
し
た
こ
と
に
注
目
す
る
。

確
か
に
老
人
の
語
り
は
偶
然
を
必
然
の
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
厳
密

に
言
え
ば
老
人
が
「
マ
ジ
ッ
ク
・
ワ
ー
ド
で
必
然
化
し
て
み
せ
た
」
の

で
は
な
く
、
彼
女
の
心
持
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

彼
女
は
「
僕
」
に
「
二
十
歳
の
誕
生
日
な
ん
だ
も
の
、
少
し
く
ら
い

普
通
じ
ゃ
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
。
」
と
述
べ
て
お

り
、
こ
の
台
詞
か
ら
彼
女
が
二
十
歳
の
誕
生
日
を
特
別
な
も
の
に
し
た

か
っ
た
と
い
う
思
い
が
読
み
取
れ
る
。
そ
う
し
た
彼
女
の
心
持
は
、
老

人
の
偶
然
を
必
然
と
し
よ
う
と
す
る
語
り
と
マ
ッ
チ
し
、
結
果
的
に
「
そ

れ
は
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
だ
し
、
た
ぶ
ん
大
事
な
意
味
を
持
つ
こ
と
」

で
あ
る
と
「
僕
」
に
語
る
ま
で
に
至
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、
場
面
①
で
見
ら
れ
る
偶
然
を
必
然
の
よ
う
に
語

る
老
人
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
、
場
面
②
に
お
い
て
は
些
細
な
事
を
大
事
な

意
味
を
持
つ
こ
と
と
語
る
彼
女
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

西
田
谷
氏
は
、
「
『
そ
れ
は
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
だ
し
、
た
ぶ
ん

大
事
な
意
味
を
持
つ
』
と
発
言
す
る
よ
う
に
、
彼
女
は
願
い
に
現
在
も

囚
わ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
願
い
を
想
起
す
る
た
び
に
、
願
い
以
外
の
人

生
の
選
択
肢
を
消
去
し
た
も
の
と
し
て
自
分
の
人
生
を
顧
み
て
し
ま

う
。
自
分
以
外
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
発
言
か
ら
は
、
願
い
の
反
復
と

し
て
人
生
を
送
る
こ
と
へ
の
あ
き
ら
め
と
充
実
、
反
復
か
ら
逸
脱
し
自

(
8
)
 

分
以
外
に
な
る
こ
と
へ
の
憧
れ
と
忌
避
の
両
面
が
解
釈
で
き
る
。
」
と

し
て
彼
女
が
現
在
も
二
十
歳
の
誕
生
日
に
し
た
願
い
ご
と
に
囚
わ
れ
て

い
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
基
準
に
し
て
自
分
の
人
生
を
捉
え
て
し
ま
う
彼
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女
の
在
り
よ
う
を
主
張
す
る
。

西
田
谷
氏
の
い
う
よ
う
に
、
場
面
①
か
ら
場
面
②
に
か
け
て
彼
女
は

変
化
し
て
い
る
。
彼
女
は
常
に
二
十
歳
の
誕
生
日
の
出
来
事
を
起
点
に

現
在
の
人
生
を
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
自
分
が
二
十
歳
の
誕
生

日
に
し
た
願
い
ご
と
の
結
果
と
し
て
今
の
生
活
が
あ
る
の
だ
と
考
え

る。
し
か
し
、
西
田
谷
氏
が
「
彼
女
は
老
人
の
言
葉
を
『
真
に
受
け
た
わ

け
』
で
は
な
い
。
彼
女
は
老
人
の
発
話
を
半
ば
否
定
し
て
い
る
。
し
か

し
、
記
念
日
に
彼
女
は
、
あ
え
て
老
人
の
発
話
を
『
ユ
ー
モ
ア
』
と
し

(
9
)
 

て
受
容
す
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
女
は
あ
く
ま
で
も
老
人

の
台
詞
を
ユ
ー
モ
ア
と
し
て
受
け
取
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

彼
女
が
ユ
ー
モ
ア
と
し
て
受
け
取
っ
た
理
由
は
「
二
十
歳
の
誕
生
日

な
ん
だ
も
の
、
少
し
く
ら
い
普
通
じ
ゃ
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
っ
て
い
い

じ
ゃ
な
い
。
」
と
い
う
彼
女
の
台
詞
に
表
れ
て
い
る
。

数
日
前
に
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
と
深
刻
な
喧
嘩
を
し
て
「
た
い
し
た
こ

と
で
は
な
い
こ
と
」
が
「
深
刻
な
喧
嘩
」
に
な
り
「
そ
れ
ま
で
一
―
人
を

繋
い
で
い
た
絆
が
致
命
的
に
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
感
覚
」
さ

え
し
て
し
ま
っ
た
彼
女
は
、
老
人
の
偶
然
を
必
然
の
よ
う
に
語
る
こ
と

に
心
当
た
り
が
あ
り
、
「
そ
う
思
わ
な
い
か
ね
？
」
と
い
う
質
問
に
頷

い
て
し
ま
う
。
ま
た
、
老
人
が
彼
女
に
と
っ
て
立
場
が
上
の
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
も
、
質
問
に
同
意
の
頷
き
を
し
て
し
ま
っ
た
要
因
に
は
な
る

だ
ろ
う
。

場
面
①
で
は
、
老
人
の
偶
然
を
必
然
の
よ
う
に
語
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に

同
意
を
し
て
し
ま
う
彼
女
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
場
面
②
に
お
い
て
同

じ
よ
う
に
些
細
な
事
を
大
事
な
意
味
を
も
つ
こ
と
と
語
る
彼
女
の
レ
ト

リ
ッ
ク
に
「
僕
」
は
同
意
を
し
な
い
。
彼
女
が
「
僕
」
に
同
意
を
求
め

る
部
分
で
は
「
僕
ら
は
ひ
と
し
き
り
黙
り
こ
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
飲
み

物
を
飲
み
、
そ
れ
ぞ
れ
に
た
ぶ
ん
べ
つ
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
」
と

語
ら
れ
て
お
り
、
頷
い
て
し
ま
っ
た
彼
女
と
は
反
応
が
違
う
。

こ
の
よ
う
に
場
面
①
で
は
老
人
が
彼
女
に
、
場
面
②
で
は
彼
女
が

「
僕
」
に
同
じ
よ
う
に
同
意
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、

そ
の
同
意
へ
の
反
応
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

ま
た
、
ユ
ー
モ
ア
に
注
目
す
る
と
、
場
面
②
に
お
い
て
も
彼
女
は
「
僕
」

に
「
『
そ
う
い
う
ス
テ
ッ
カ
ー
も
悪
く
な
い
な
』
」
と
い
う
ユ
ー
モ
ア

を
言
わ
れ
て
い
る
。
場
面
①
か
ら
②
に
か
け
て
、
ユ
ー
モ
ア
を
受
け
取

っ
た
こ
と
よ
っ
て
変
化
し
て
し
ま
っ
た
彼
女
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
場
面
②
で
同
じ
よ
う
に
「
僕
」
の
ユ
ー
モ
ア
を
受
け
取
っ
た
後
に

彼
女
が
変
化
す
る
可
能
性
が
「
彼
女
は
声
を
上
げ
て
楽
し
そ
う
に
笑
う
。

そ
れ
で
、
さ
っ
き
ま
で
あ
っ
た
ひ
か
ら
び
た
微
笑
み
の
影
は
ど
こ
か
に

ふ
っ
と
消
え
て
し
ま
う
。
」
と
い
う
一
文
で
示
唆
さ
れ
る
。

彼
女
の
変
化
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
あ
く
ま
で
可
能

性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
に
な
る
が
、
場
面
①
と
場
面
②
で

繰
り
返
し
が
み
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
以
上
、
意
図
的
に
彼
女
が
変
化
す

る
兆
候
と
も
解
釈
で
き
る
一
文
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
か
。

三
自
由
間
接
話
法
か
ら
み
る
場
面
③

次
に
自
由
間
接
話
法
を
用
い
て
場
面
③
を
分
析
し
て
み
る
。
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橋
本
陽
介
氏
は
自
由
間
接
話
法
を
「
語
り
手
の
語
り
で
あ
り
な
が
ら

(10) 

人
物
の
声
が
同
時
に
含
ま
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
文
で
あ
る
」
と
し

て
い
る
。
場
面
③
に
お
い
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
は
意
図
的
に
挿
入
さ

れ
た
「
老
人
」
の
台
詞
で
あ
る
た
め
、
こ
の
自
由
間
接
話
法
の
形
態
で

あ
る
と
分
類
で
き
る
。
老
人
が
語
り
手
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

老
人
の
台
詞
を
用
い
て
語
り
手
が
代
弁
し
て
い
る
。

西
田
谷
氏
は
、
エ
コ
ー
発
話
と
い
う
概
念
を
導
入
し
な
が
ら
「
老
人

の
問
い
か
け
の
場
面
の
③
で
の
エ
コ
ー
は
、
彼
女
の
こ
れ
ま
で
の
人
生

を
縛
っ
て
き
た
制
約
の
力
を
示
す
と
共
に
、
そ
う
し
た
制
約
に
対
す
る

(
l
l
)
 

彼
女
の
否
定
を
も
喚
起
し
よ
う
」
と
、
場
面
③
に
両
義
的
な
可
能
性
を

見
出
す
。

で
は
、
場
面
③
に
お
い
て
老
人
の
台
詞
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
は
ど

ん
な
効
果
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
面
は
単
純
に
老
人
の
台
詞
が

挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
意
図
的
に
そ
れ
が
編
集
さ
れ
て
い
る

と
い
う
特
徴
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
分
析
を
行
う
必
要
が
あ

る。
場
面
③
の
「
『
し
か
し
た
っ
た
ひ
と
つ
だ
か
ら
、
よ
く
よ
く
考
え
た

方
が
い
い
よ
。
可
愛
い
妖
精
の
お
嬢
さ
ん
』
。
ど
こ
か
の
暗
闇
の
中
で
、

枯
れ
葉
色
の
ネ
ク
タ
イ
を
し
め
た
小
柄
な
老
人
が
空
中
に
指
を
一
本
あ

げ
る
。
『
ひ
と
つ
だ
け
。
あ
と
に
な
っ
て
思
い
直
し
て
ひ
っ
こ
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
か
ら
ね
』
」
と
い
う
記
述
と
似
た
よ
う
な
記
述
が
場
面

②
に
あ
り
、
場
面
②
で
は
「
『
こ
う
な
れ
ば
い
い
と
い
う
願
い
だ
よ
。

お
嬢
さ
ん
、
君
の
望
む
こ
と
だ
。
も
し
願
い
ご
と
が
あ
れ
ば
、
ひ
と
つ

だ
け
か
な
え
て
あ
げ
よ
う
。
そ
れ
が
私
の
あ
げ
ら
れ
る
お
誕
生
日
の
プ

レ
ゼ
ン
ト
だ
。
し
か
し
た
っ
た
ひ
と
つ
だ
か
ら
、
よ
く
よ
く
考
え
た
方

が
い
い
よ
』
、
老
人
は
空
中
に
指
を
一
本
あ
げ
た
。
『
ひ
と
つ
だ
け
。

あ
と
に
な
っ
て
思
い
直
し
て
ひ
っ
こ
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
ね
』
」

と
い
う
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

場
面
③
に
お
い
て
は
「
可
愛
い
妖
精
の
お
嬢
さ
ん
」
「
ど
こ
か
の
暗

闇
の
中
で
」
と
い
う
言
葉
が
基
に
な
る
部
分
に
付
け
加
わ
っ
て
お
り
、

「
枯
れ
葉
色
の
ネ
ク
タ
イ
を
し
め
た
小
柄
な
老
人
」
と
い
う
風
に
老
人

に
つ
い
て
の
説
明
が
再
度
な
さ
れ
て
い
る
。

場
面
③
に
お
い
て
読
者
自
身
に
も
願
い
ご
と
を
考
え
さ
せ
た
い
な
ら

ば
「
可
愛
い
妖
精
の
お
嬢
さ
ん
」
と
い
う
言
葉
を
付
け
加
え
る
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
。
老
人
の
言
葉
の
宛
先
が
よ
り
顕
著
に
表
れ
る
こ
と
に
な

り
、
あ
く
ま
で
彼
女
に
対
し
て
言
っ
た
老
人
の
台
詞
で
あ
る
こ
と
が
強

調
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
「
ど
こ
か
の
暗
闇
の
中
で
」
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
で

彼
女
が
二
十
歳
の
誕
生
日
に
遭
遇
し
た
場
面
が
そ
の
ま
ま
思
い
起
こ
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
彼
女
が
二
十
歳
の
誕

生
日
に
願
い
ご
と
を
し
た
場
所
は
お
店
の
あ
る
ビ
ル
の
六

0
四
号
室
で

あ
り
、
決
し
て
暗
闇
で
は
な
い
。
こ
こ
で
「
ど
こ
か
の
暗
闇
の
中
で
」

と
い
う
風
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
台
詞
の
挿
入
は
彼
女
の
過
去

の
出
来
事
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
不
特
定
な
語
り
手
に
よ
っ
て
再
構
成

さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
過
去
の
出
来
事
そ
の
も
の

で
な
い
も
の
を
再
構
成
し
て
挿
入
す
る
こ
と
で
、
不
特
定
な
語
り
手
は
、

こ
の
老
人
の
台
詞
に
事
実
を
超
え
て
独
り
歩
き
し
て
し
ま
う
く
ら
い
の

力
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
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ま
た
、
他
に
も
い
く
ら
か
彼
女
と
老
人
は
や
り
取
り
を
し
て
い
る
の

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
場
面
③
に
お
い
て
挿
入
さ
れ
る
部
分
は
極
め
て
短

い
。
「
ひ
と
つ
だ
け
。
あ
と
に
な
っ
て
思
い
直
し
て
ひ
っ
こ
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
ら
ね
」
と
い
う
台
詞
と
、
そ
れ
を
念
押
す
た
め
の
「
し

か
し
た
っ
た
ひ
と
つ
だ
か
ら
、
よ
く
よ
く
考
え
た
方
が
い
い
よ
。
」
と

い
う
台
詞
の
み
で
あ
る
。

五
十
嵐
淳
氏
は
「
『
老
人
』
は
そ
れ
ら
す
べ
て
を
理
解
し
て
い
る
存

在
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
『
一
番
外
側
』
の
語
り
手
は
『
老
人
』
の
セ
リ

フ
を
語
っ
て
こ
の
小
説
を
締
め
く
く
る
。
『
小
説
全
体
を
統
括
し
て
い

る
『
機
能
と
し
て
の
語
り
手
』
』
は
、
『
老
人
』
と
し
て
『
二
十
歳
の

誕
生
日
』
に
登
場
し
つ
つ
、
人
生
の
一
回
性
を
強
調
し
て
語
り
を
終
え

る
の
で
あ
る
。

'
l

」
‘
と
主
張
し
て
お
り
、
続
け
て
佐
野
正
俊
氏
は
「
人
生

は
そ
の
一
回
性
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
人
生
の
取
り
替
え
不
可

(13) 

能
性
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
」
と
展
開
す
る
。

し
か
し
、
人
生
の
一
回
性
を
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
ひ

と
つ
だ
け
」
で
「
ひ
っ
こ
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、

願
い
ご
と
が
本
当
に
叶
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
複
数
だ
と
叶
わ
な

い
と
い
う
こ
と
が
、
あ
た
か
も
「
ひ
と
つ
だ
け
」
な
ら
叶
う
と
い
う
よ

う
な
錯
覚
を
も
た
ら
し
、
「
ひ
っ
こ
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う

こ
と
は
願
い
ご
と
が
叶
う
こ
と
を
前
提
に
話
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
台
詞
が
意
図
的
に
選
択
さ
れ
て
場
面
③

に
挿
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
老
人
の
願
い
ご
と
を
叶
え
る
と
い
う
話
の
信

憑
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

場
面
③
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
彼
女
を
束
縛
し
て
し
ま
っ
た
老
人
の

台
詞
を
よ
り
強
調
し
、
そ
こ
で
も
彼
女
の
願
い
ご
と
に
つ
い
て
考
え
さ

せ
る
。
読
者
が
彼
女
の
願
い
ご
と
に
つ
い
て
考
え
て
し
ま
う
の
は
こ
れ

ら
の
影
響
で
あ
る
。

四

ま

と

め

本
作
品
で
は
場
面
①
と
場
面
②
に
お
い
て
類
似
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
が

存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
場
面
を
超
え
て
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、
彼

女
が
変
化
す
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

場
面
③
で
は
老
人
の
発
言
が
語
り
手
に
よ
っ
て
再
挿
入
さ
れ
る
こ
と

で
発
言
の
信
憑
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
彼
女
が
老
人
の
台
詞
に
束
縛

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
こ
れ
は
場
面
③
の
語
り
手
を

老
人
に
す
る
の
で
は
な
く
、
自
由
間
接
話
法
に
よ
っ
て
語
り
手
が
代
弁

す
る
こ
と
で
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

(
1
)

深
津
謙
一
郎
「
『
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
』
『
個
』
を

損
な
う
物
語
の
在
り
か
」
（
『
村
上
春
樹
と
二
十
一
世
紀
』
お

う
ふ
う
―
1
0
一
六
•
九
）
一
七
0
頁
。

(
2
)

前
掲
「
『
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
』
ー
『
個
』
を
損
な
う

物
語
の
在
り
か
」
一
七
三
頁
。

(
3
)

大
木
志
門
「
教
材
研
究
と
し
て
の
村
上
春
樹
『
バ
ー
ス
デ
イ

・
ガ
ー
ル
』
再
論
『
プ
ー
ル
サ
イ
ド
』
と
『
三
十
五
歳

問
題
』
を
手
が
か
り
に
」
（
『
山
梨
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
ニ

0
一
七
・
三
）
一
四
頁
。

前
掲
「
教
材
研
究
と
し
て
の
村
上
春
樹
『
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ

(
4
)
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(
1
3
)
 

(
1
2
)
 

(11 

(
1
0
)
 

(
9
)
 

(
8
 

(
7
)
 

(
6
)
 

(
5
)
 

ー
ル
』
再
論
ー
|
『
プ
ー
ル
サ
イ
ド
』
と
『
三
十
五
歳
間
題
』

を
手
が
か
り
に
」
―
四
頁
。

前
掲
「
教
材
研
究
と
し
て
の
村
上
春
樹
『
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ

ー
ル
』
再
論
ー
~
『
プ
ー
ル
サ
イ
ド
』
と
『
三
十
五
歳
問
題
』

を
手
が
か
り
に
」
一
五
頁
。

西
田
谷
洋
「
エ
コ
ー
と
ユ
ー
モ
ア
村
上
春
樹
『
バ
ー
ス

デ
イ
・
ガ
ー
ル
』
|
ー
l

」
(
『
日
本
文
学
』
二
0

一
七
•
一
）

五
一
頁
。

前
掲
「
『
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
』
『
個
』
を
損
な
う

物
語
の
在
り
か
」
一
七
三
頁
。

前
掲
「
エ
コ
ー
と
ユ
ー
モ
ア
ー
~
村
上
春
樹
『
バ
ー
ス
デ
イ

・
ガ
ー
ル
』

I

」
四
九
頁
。

前
掲
「
エ
コ
ー
と
ユ
ー
モ
ア
村
上
春
樹
『
バ
ー
ス
デ
イ

・
ガ
ー
ル
』

I

」
五
一
頁
。

橋
本
陽
介
『
物
語
に
お
け
る
時
間
と
話
法
の
比
較
詩
学
日

本
語
と
中
国
語
か
ら
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
』
（
水
声
社
二

0
-

四
•
九
）
―
-
＿
四
―
頁
。

前
掲
「
エ
コ
ー
と
ユ
ー
モ
ア
村
上
春
樹
『
バ
ー
ス
デ
イ

・
ガ
ー
ル
』
—
ー
」
五
四
頁
。

五
十
嵐
淳
「
村
上
春
樹
の
教
科
書
作
品
を
ど
う
読
む
か

小
説
「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
」
の
教
材
分
析
」
（
『
研

究
紀
要
』
二

0
0
八
．
）
六
三
頁
。

佐
野
正
俊
「
村
上
春
樹
『
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
』
の
教
材

研
究
の
た
め
に
〈
語
り
〉
が
生
成
す
る
「
僕
」
の
物
語

付
記

（
と
う
か
い
・
よ
し
ひ
と

を
読
む
」
（
『
日
本
文
学
』
二

0
1
0
•
八
）
六
二
頁
。

本
稿
は
、
二

0
一
六
年
度
富
山
大
学
卒
業
論
文
「
教
材
「
バ
ー

ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
」
（
村
上
春
樹
）
の
研
究
文
学
研
究
と

国
語
科
教
育
学
研
究
の
連
携
試
論
」
の
一
部
を
改
稿
し
た

も
の
で
あ
る
。

富
山
大
学
院
生
）
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