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A

や
あ
/

B
さ
ん

い
ら

っ
し
ゃ
い
/
-
-
ど
う
ぞ
ど
う
ぞ
-
-
ち
ょ

う
ど
退
屈
し
て
い
た
と
こ
ろ
だ

っ
た
ん
だ
｡

B

や
あ
A
さ
ん
､
こ
ん
に
ち
は
/

と
こ
ろ
で
君
は

｢
下
人
｣
に
つ
い
て

幾
つ
も
論
文
を
書
い
た
と
い
う
け
れ
ど
､
ど
ん
な
も
の
を
書
い
た
の
だ
い
｡

A

最
初
に

｢太
郎
冠
者
論
-

狂
言
に
お
け
る
下
人
｣
､
次

に

｢薮
入
り

の
源
流
-

も
う

一
つ
の

『魂
の
行
方
』｣
､
ま
た

｢下
人
と
犯
罪
｣
の
三
つ
を

弘
前
大
学
教
養
学
部

『文
化
紀
要
』
〔第
二
二
号

(
一
九
八
五
年
十
月
)､
第
二
三
号

(
一
九
八
六
年
三
月
)､
第
二
四
号

(同
年
八
月
)〕
に
発
表
し
､
｢
説
経
節
山
坂
太
夫

の
成
立
-

丞
女
の
死
と
天
皇
の
登
場
｣
を

『列
島
の
文
化
史
』
第
四
号

(
1

九
八
七
年
二
月
)
に
'
さ
ら
に

｢
下
人
の
初
見
参
｣
を

『
日
本
歴
史
』
〔第
四
六
七

号
1
九
八
七
年
四
月
予
定
〕
に
投
稿
し
た
と
な
る
の
か
な
.

B

君
に
し
て
は
､
そ
れ
だ
け
の
数
よ
-
書
け
た
ネ
｡

と
こ
ろ
で
､
研
究
史

の
中
で
は
君
の
議
論
は
ど
う
な
る
の
｡
｢
下
人
｣
は

｢領
主
制
｣
と
の
関
係
で

論
ず
る
の
が
戦
後
史
学
の
基
本
的
な
枠
組
み
だ

っ
た
よ
ネ
｡

A

そ
う
-
-
今
､
保
立
道
久
氏
か
ら

『中
世
に
お
け
る
愛
と
従
属
』
(平
凡

安

野

県

幸

社
､
一
九
八
六
年
)
｢〝
彦
火
々
出
兄
等
絵
巻
″

と
御
厨
的
世
界
｣
(田
名
網
宏
編

『古

代
国
家
の
支
配
と
構
造
』
東
京
堂
出
版
､
一
九
八
六
年
)
等
々
を
頂
戴
し
､
大
急
ぎ
で

目
を
通
し
て
い
る
所
な
の
だ
け
れ
ど
'

一
番
印
象
的
な
こ
と
は
'
従
属
を
示
す

肉
体
の
身
振
り
や
儀
礼
を
研
究
し
､
下
人
の
姿
を
あ
れ
程
実
証
的
に
明
ら
か
に

さ
れ
た
氏
が
､
今
改
め
て
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
が
､
そ
の
領
主
制
と
の
関
係

な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
よ
｡
-

僕
に
言
わ
せ
れ
ば
'
従
来
の
領
主
制
の
枠

に
囚
わ
れ
て
い
る
限
り
､
下
人
を
実
証
的
に
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い

L
t
下
人
論
の
深
化
の
た
め
に
は
､
戦
後
史
学
か
ら
の
越
境
が
必
要
だ
と
思
う

わ
け
で
す
｡

B

そ
う
断
絶
を
強
調
さ
れ
て
は
-
-
と
り
つ
く
島
も
な

い
-
-
そ
れ
で

は
'
石
井
進
氏
が

｢
主
従
の
関
係
｣
(『講
座
日
本
思
想
3

秩
序
』
東
大
出
版
会
'

一
九
八
三
年
)
に
お
い
て
'
今
か
ら
二
'
三
十
年
も
昔
の

｢和
辻

･
家
永
論
争
｣

を
始
め
､
研
究
史
の
整
理
を
行
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
､
あ
れ
と
の
関
係
で
少

し
述
べ
て
下
さ
い
よ
｡
そ
う
そ
う
､
そ
う
言
え
ば
君
の
指
導
教
授
で
あ

っ
た
佐

藤
進

一
先
生
も
'
そ
の
論
争
に
多
少
係
わ
り
を
持

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
｡



A

こ
の
あ
い
だ

『仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
を
見
た
の
で
す
が
ネ
'
七
段
目
で

｢
お
か
る
｣
の
兄

･
平
岡
平
石
衛
門
が

｢奉
公
こ
そ
足
軽
な
れ
ど
､
御
恩
は
変

ら
ぬ
御
主
の
仇
｣
と
言
っ
て
義
士
の
仲
間
入
り
を
頼
む
所
で
､
大
星
由
良
之
助

は

八
三
人
扶
持
の
足
軽
と
千
五
百
石
取
の
自
分
と
を
同
列
に
は
考
え
ら
れ
な

い
｡
千
五
百
石
も
取

っ
て
い
る
か
ら
仇
討
を
す
る
の
だ
'
三
人
扶
持
に
は
そ
の

必
要
は
な
い
)
と
､
主
従
制
=

相
務
契
約
説
を
い
う
家
永
説
ピ
ッ
タ
リ
の
こ
と

を
言
っ
て
断
わ
る
の
だ
け
れ
ど
'
劇
の
泣
か
せ
所
は
､
こ
の
平
右
衛
門
が
妹

｢
お
か
る
｣
を
殺
し
､
そ
の
手
柄
で
義
士
に
加
え
て
も
ら
お
う
と
す
る
所

に
あ

り
､
む
し
ろ
劇
中
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
､
平
右
衛
門
の

｢
わ
ず
か
三
人
扶

持
を
と
る
拙
者
め
で
も
'
千
五
百
石
の
あ
な
た
様
で
も
､
こ
れ
ま
で
繋
ぎ
ま
し

た
る
命
､
御
恩
に
高
下
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
｣
な
の
で
す
よ
｡

つ
ま
り
ネ
'
『忠
臣
蔵
』
が
多
少
な
り
と
も
元
禄
期
の
社
会
を
反
映
し
て
い

る
と
す
れ
ば
'
日
本
に
お
け
る
主
従
制
の
あ
り
方
と
し
て
'
家
人
型
と
家
礼
型

の
二
つ
を
あ
げ
ら
れ
た
佐
藤
先
生
の
お
考
え
は
､
や
は
り
正
し
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
｡
た
だ
､
こ
の
平
右
衛
門
の

｢御
家
意
識
｣
が
､
今
世
界
中
に
喧

伝
さ
れ
て
い
る
日
本
企
業
の
強
さ
､
日
本
型
労
使
関
係
に
ス
ト
レ
ー
,l
に
繋
が

る
わ
け
で
､
こ
れ
を

｢封
建
的
｣
と
し
て
否
定
し
て
き
た
家
永
説
が
現
在
､
死

語
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
方
が
､
逆
に
気
に
な
る
わ
け
で
す
よ
｡

B

昔
､
歴
史
学
専
攻
で
な
い
私
共
の
先
輩
達
が

『史
学
雑
誌
』
(六
二
-
三
､

一
九
五
三
年
)
の
家
永
論
文

(家
永
三
郎

｢主
従
道
徳
の
一
考
察
｣)
に
感
激
し
た
こ

と
な
ど
､
今
読
ん
で
み
て
信
t
ら
れ
な
い
で
す
ネ
｡

し
か
し
あ
の
論
文
を

｢
マ

イ

･
ホ
ー
ム
主
義
｣
的
な
生
き
方
の
支
え
と
し
て
読
み
取
っ
た
先
輩

の
こ
と

が
､
私
に
は
妙
に
心
に
懸
か
っ
て
い
て
-
-
確
か
に
石
井
氏

の
言
わ
れ
る
通

り
､
｢献
身
の
道
徳
｣
論

(和
辻
哲
郎

｢献
身
の
道
徳
と
そ
の
伝
統
｣
『岩
波
講
座
倫
理

学
』
岩
波
書
店
､
一
九
四
〇
年
)
を

｢徹
底
的
に
粉
砕
し
て
最
後

の
と
ど
め
｣
を

刺
す
と
言
う
戦
闘
的
ポ
ー
ズ
程
に
は
内
容
が
な
い
で
す
ネ
｡

A

佐
藤
先
生
は
､
学
問
の
世
界
で
は
家
人
型
と
家
礼
型
の
二
つ
の
タ
イ
プ

を
認
め
な
が
ら

(佐
藤
進
丁

大
隅
和
雄

(共
同
執
筆
)
｢時
代
と
人
物
･
中
世
｣'
佐

藤
進
一
編

『日
本
人
物
史
大
系
第
二
巻
』
朝
倉
書
店
､
一
九
五
九
年
)'
価
値
の
世
界
で

は

｢出
処
進
退
の
自
由
｣
を
持
つ
家
礼
型
し
か
認
め
ず
､
先
生
ご
自
身
の
生
き

ら
れ
た
世
界
も
ま
た
､
そ
こ
に
あ

っ
た
と
い
う
点
で
､
両
先
生
に
は
通
底
す
る

所
が
あ

っ
た
と
思
う
の
で
す
｡
ま
た
詳
し
-
は
言
え
ま
せ
ん
が
'
戦
後
史
学
の

領
主
制
論
も
､
こ
れ
と

一
脈
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
つ
ま
り
ネ
､

主
従
制
の
問
題
は
結
局
の
と
こ
ろ
日
本
に
お
け
る
組
織
論

･
人
間
関
係
の
こ
と

で
､
主
体
性

･
自
由
の
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
が
､
｢下
人
は
奴
隷
か
農
奴
か
｣

と
い
う
基
本
的
枠
組
み
自
体
､
研
究
者
が
主
人
と
同
じ
立
場
に
立

っ
て
'
｢下

人
｣
を
客
体
と
し
て
見
て
い
る
わ
け
で
-
-
客
体
だ
か
ら
当
然
､
主
体
性
や
自

由
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
か
-
-

B

な
る
ほ
ど
､
そ
れ
で

(戦
後
史
学
か
ら
の
越
境
)
と
な
る
の
で
す
ネ
｡

と
こ
ろ
で
石
井
氏
は

(舞
台
が
ひ
と
め
ぐ
り
す
る
と
､
西
欧
的
と
非
西
欧
的
の

二
つ
の
潮
流
が
交
代

･
循
環
す
る
の
が
明
治
以
来
の
日
本
中
世
史

の
あ
り
方

だ
)
と
し
て
研
究
史
の
整
理
を
行
な
っ
て
い
ま
し
た
よ
ネ
｡

今
､
例
え
ば
雑
誌

『
国
文
学
』

一
九
八
六
年
十
二
月
号
の
タ
イ
ト
ル
が

｢忠
臣
蔵
-

日
本
人
の

証
明
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
'
家
永
先
生
達
の
活
薩
さ
れ
た

10



戦
後
と
い
う
舞
台
は
回

っ
て
し
ま
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
'
い
か
が
で
す
か
｡

A

い
や
ー

だ
か
ら
僕
も
'
最
も
自
由
を
奪
わ
れ
た
奴
隷
的
存
在
と
言
わ

れ
る

｢下
人
｣
に
お
い
て
も
'
自
由
は
あ

っ
た
｡
祭
り
と
い
う
特
別
な
時
間

に
､
山
や
市
や
寺
社
等
特
定
の
場
所
に
お
い
て
自
由
を
誼
歌
し
え
た
と
主
張
し

て
い
る
わ
け
で
す
｡
ま
た
下
人
自
身
の
生
き
て
い
た
世
界
を
明
ら
か
に
す
る
た

r]スモ
Bジ
-

め
に
'
彼
等
の
信
仰
と
か
'
中
世
人
の
宇

宙

観

の
中
に
占
め
る
彼
等
の
位
置
と

か
'
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
信
仰
や
宇
宙
観
の
変
化
等
を
問
題
に
し
て
き

た
つ
も
り
で
す
｡
そ
の
点
で
は
佐
藤
先
生
と
異
な
る
世
界
が
'
多
少
は
描
け
た

と
思
い
ま
す
｡

Fq

そ
れ
は
'
先
程
の
ど
こ
で
述
べ
て
ま
す
か
.

A

下
人
も
自
由
を
誼
歌
し
え
た
と
い
う
こ
と
は
'
最
初
の
三
つ
に
共
通
し

て
い
る
の
で
す
が
'
特
に

｢太
郎
冠
者
論
｣
で
'
下
人
の
信
仰

に
つ
い
て
は

｢薮
入
り
の
源
流
｣
で
､
宇
宙
観
の
変
化
は

｢説
経
節
山
坂
太
夫
の
成
立
｣
で
'

そ
れ
ぞ
れ
述
べ
た
つ
も
り
で
す
｡

と
こ
ろ
で
'
先
程
の

(舞
台
は
回

っ
た
)
と
い
う
お
話
で
す
が
'
僕
に
し
て

み
れ
ば
'
｢古
武
士
の
如
き
｣
と
言
わ
れ
る
佐
藤
先
生
の
生
き
方
は
や
は
り
重

い
わ
け
で
-
-
少
な
く
と
も
僕
等
の
頃
の
東
大
国
史
学
科
で
は
'
卒
業
を
前
に

｢予
儀
会
｣
と
い
う
の
が
あ

っ
て
'
僕
が
三
年
の
と
き

(
一
九
六
三
年
)'
先
生
は

卒
業
生
に
贈
る
言
葉
と
し
て

｢出
処
進
退
を
明
ら
か
に
せ
よ
｣
と
お
話
し
に
な

り
'
｢内
面
的
自
由
を
支
え
る
も
の
と
し
て
'
こ
の
言
葉
は
大
切
だ
と
思
う
｣
と

再
度
繰
り
返
さ
れ
た
の
で
'
よ
く
覚
え
て
い
る
の
だ
｡

Fq

ず
い
分
昔
の
こ
と
な
の
に
'
よ
く
覚
え
て
ま
す
ネ
'
そ
う

い
う
点

で

は
'
思
想
史
ご
専
門
で
な
い
佐
藤
先
生
の
方
が
自
由
の
問
題
を
徹
底
的
に
お
考

え
に
な
っ
て
い
た
と
な
る
の
か
な
｡

A

し
か
し
君
の

｢舞
台
が
ク
ル
リ
と
回

っ
た
ら
｣
と
い
う
交
代
史
観
は
か

な
り
き
つ
い
ネ
｡

B

夏
目
淑
石
は

｢現
代
日
本
の
開
化
｣
の
中
で
'
開
化
自
体
'
本
来
内
発

的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
'
日
本
は
そ
う
な
っ
て
い
な

い
｡
(外

発
的
だ
)
(上
滑
り
だ
)
と
言

っ
て
ま
す
よ
ネ
｡

岸
田
秀
氏
の
〟

精
神
分
裂
病

と
し
て
の
日
本
近
代
〃

の
議
論
を
借
り
て
言
え
ば
'
西
欧
に
対
抗
す
る
た
め
に

西
欧
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
始
め
た
明
治
の
文
明
開
化
以
来
'
日
本
は
'
西
欧
化
を

め
ざ
す

(外
的
自
己
)
と
伝
統
的
な

(
内
的
自
己
)
へ
の
分
裂
が
余
儀
無
く
な

っ
た
｡
だ
か
ら
家
永
さ
ん
の
よ
う
な
戦
後
の

｢進
歩
的
文
化
人
｣
が
外
的
自
己

を
表
わ
し
て
い
る
と
す
れ
ば
'
次
は
内
的
自
己
の
出
番
と
な
る
の
で
は
な
い
で

す
か
｡
少
な
く
と
も
'
石
井
氏
の
議
論
か
ら
は
そ
う
言
え
る
と
思
い
ま
す
｡
そ

れ
に
'
網
野
善
彦
先
生
の
あ
の
旺
盛
な
御
活
躍
を
支
え
て
い
る
危
機
意
識
も
ま

た
'
こ
こ
に
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
-
-

A

僕
は
ネ
'
和
辻
さ
ん
も
家
永
さ
ん
も
共
に
見
て
い
な
か
っ
た
問
題
に
'

内
弟
子
制
度
と
云
う
か
'
服
属
の
儀
礼
が
弟
子
入
り
の
儀
礼
と
同
じ
だ
と
い
う

こ
と
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
よ
｡
例
え
ば
落
語
家
に
な
る
場
合
'
親
方
は
弟
子

に
､
和
辻
氏
の
言
う

｢献
身
の
道
徳
｣
を
要
求
し
'
奴
隷
的
絶
対
服
従
を
当
然

視
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
｡
相
撲
な
ん
か
も
同
じ
で
は
な

い
か
な
｡
だ
か

ら
'
日
本
の
伝
統
的
な
技
術
や
芸
能
の
伝
授
等
の
世
界
で
は
'
絶
対
服
従
の
関

係
に
は
プ
ラ
ス
の
価
値
が
与
え
ら
れ
て
お
り
'
弟
子
入
り
に
は
主
体
性
の
契
枚

ll

,. ナ■rJ､ -1.>■.I-



が
あ
る
｡
-
-
し
か
し
､
伝
統
的
な
弟
子
入
り
の
場
合

｢習
う
｣
は

｢倣
う
｣

で
､
個
性
の
否
定
'
徹
底
的
な
模
倣
の
反
復
で
'
｢身
を
捨
て
て
こ
そ
浮
か
ぶ

瀬
も
あ
れ
｣
の
諺
の
よ
う
に
'
徹
底
的
な
主
体
性
の
放
棄
が
そ
の
ま
ま
主
体
性

の
獲
得
と
な
る
と
い
う
よ
う
な
-
-
こ
こ
が
主
体
性
を
原
理
と
す
る
西
欧
文
明

と
噛
み
合
わ
な
い
と
思
う
の
だ
け
れ
ど
-
-
さ
っ
き
君

の
言

っ
た

(外
的
自

己
)
と
し
て
の
日
本
は
､
西
欧
に
弟
子
入
り
し

｢献
身
の
道
徳
｣
を
以
て
西
欧

に
な
り
き
ろ
う
と
し
た
｡

一
方
'
誠
心
誠
意
の
西
欧
化
が
成
功
す
れ
ば
す
る

程
'
弟
子
入
り
を
支
え
て
い
た
内
面
的
道
徳
律
､
日
本
的
主
体
性
は
そ
の
基
礎

を
掘
り
崩
さ
れ
､
根
な
し
草
に
な

っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
な
｡

B

西
欧
文
明
に
対
し
て

｢献
身
の
道
徳
｣
を
以
て
し
た
と
い
う
の
は
お
も

し
ろ
い
ネ
｡

し
か
し
君
の
議
論
で
軟
石
の
言
う
現
代
日
本
の
外
発
的
開
化
と
い

う
難
問
が
解
け
る
の
か
な
｡
そ
れ
に
､
｢献
身
の
道
徳
｣
の
擁
護
と
い
う
点
で
､

君
は
和
辻
さ
ん
に
近
付
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
な
｡

A

僕
が
強
調
し
た
い
の
は
､
具
体
的
な
対
象
に
対
す
る
主
体
的
な
帰
依
､

｢嘗
咳
に
接
す
る
｣
こ
と
の
重
要
さ
な
の
で
あ

っ
て
､
和
辻
さ
ん
の
議
論
は
献

身
の
対
象
を
抽
象
的
な
国
家
や
天
皇
に
ス
リ
カ
エ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
よ
｡

淑
石
と
言
え
ば
､
こ
の
あ
い
だ
テ
レ
ビ
で

『坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
見
て
シ
ョ
ッ

ク
だ

っ
た
ん
だ
｡
あ
の
マ
ド
ソ
ナ
が

｢新
し
い
女
｣
だ
っ
た
ん
だ
ネ
｡

音
読
ん

だ
と
き
は
少
し
も
気
が
付
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
｡
文
明
開
化
以
来
､
次
か
ら
次

へ
と

｢新
し
い
女
｣
が
現
わ
れ
る
'
開
化
を
決
意
し
た
親
達
に
対
し
て
'
異
族

と
し
て
の
子
供
達
が
常
に
対
立
す
る
｡
例
え
ば
今
の

｢新
人
横
｣
と
い
う
言
葉

も
､
戦
後
の
復
興
を
支
え
た

｢
モ
ウ
レ
ツ
｣
型
の
親
達
か
ら
彼
等
が

｢開
化
し

て
し
ま
っ
た
異
族
｣
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
､
昭
和
初
期

の

｢
モ
ボ
｣
｢
モ
ガ
｣
と
同
じ
位
相
に
あ
る
と
思
う
ん
だ
.
そ
こ
で
1
万
で
は
伝
統

の
喪
失
や
､
国
民
統
合
の
象
徴
が
声
高
に
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
し
か
し
'
こ

こ
が
肝
要
だ
と
思
う
の
だ
け
れ
ど
'
支
配
者
層
や

一
部
の
有
識
者
達
か
ら
言
わ

れ
る
｢伝
統
｣
と
は
､
さ
っ
き
僕
の
言

っ
た
伝
統
と
は
違
う
の
だ
と
い
う
こ
と
さ
0

つ
ま
り
ネ
､
彼
等
が
言
う

｢伝
統
｣
と
は
､
開
化
を
決
意
し
た
親
達
の
内
面

的
道
徳
律
を
､
常
に
別
な
も
の
に
ス
リ
カ
七
て
い
る
の
だ
よ
.
明
治
の
文
明
開

化
以
来
､
伝
統
へ
の
回
帰
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
軟
石
の
言
う

｢宿
命
｣
へ

の
洞
察
を
欠
い
た
､
ま
や
か
し
の
議
論
な
の
だ
よ
｡
そ
う
し
た
点
で
'
和
辻
さ

ん
の
言
葉
が
心
に
ょ
く
響
い
た
と
し
て
も
､
そ
れ
は
や
は
り

｢
甘
い
｣
議
論
だ

と
思
う
よ
｡

B

し
か
し
､
今
の
よ
う
な
飽
食
の
時
代
に
､
献
身
の
対
象
を
見
出
す
こ
と

は
や
は
り
至
難
の
業
で
は
な
い
か
な
｡
佐
藤
先
生
が

T
つ
の
関
係
か
ら
主
体
性

を
持

っ
て

｢辞
め
る
｣
こ
と
を
強
調
さ
れ
た
と
す
れ
ば
､
君
は
道
に
主
体
性
を

持

っ
て
1
つ
の
関
係
を
取
結
ぶ
よ
う
堅
u口
っ
て
い
る
だ
け
で
､
難
し
い
こ
と
に

か
け
て
は
同
じ
で
は
な
い
か
な
｡
と
も
あ
れ
､
主
従
制
の
問
題
が
近
代
日
本
の

抱
え
た
難
問
と
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
､

l
応
の
結
論
と
し
て
'
今
日

は
一
先
ず
終
り
に
し
ま
し
ょ
う
｡

A

じ
ゃ
1
､
さ
よ
う
な
ら
｡

B

さ
よ
う
な
ら
｡

(あ
ん
の
･
ま
さ
き

弘
前
大
学
助
教
授

･
日
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中
世
史
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