
「
お
も
し
ろ
い
」
こ
ト
」
シ
」

「
放
っ
て
お
け
な
い
」
こ
と
を
追
い
か
け
て

「あ
と
が
き」

に
か
え
て
|
|
|

こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
聞
に
も
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
風
刺
漫
画
家
を
狙
っ
た
テ
ロ
事
件
が
起
き
た
、
ト
ル
コ
で
は
人
質
が
解
放
さ
れ
た
な
ど
、
「
イ

ス
ラ
ム
国
」
に
関
す
る
報
道
が
絶
え
間
な
く
も
た
ら
さ
れ
、
落
ち
着
か
な
い
状
況
で
あ
る
。

日
本
人
の
二
人
の
人
質
が
も
し
か
し
た
ら
生
き
て
戻
れ
る
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
が
ま
だ
あ
っ
た
頃
、
親
し
い
人
に
ふ
と
、

「
ど
う
し
て
後
藤
健
二
さ
ん
は
二
度
ま
で
湯
川
遥
莱
さ
ん
を
探
し
に
シ
リ
ア
へ
行
っ
た
ん
だ
ろ
う
」

と
聞
い
た
ら

「
島
C

つシ」

お
も
し
ろ
い
奴
で
、
放
っ
て
お
け
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
」
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と
い
う
返
事
が
返
っ
て
き
た
。

聞
い
た
直
後
は
、
ず
い
ぶ
ん
ナ
イ
ー
ブ
な
答
え
だ
な
あ
と
思
っ
た
の
だ
が
、

日
が
縫
っ
に
連
れ
て
必
み
て
来
る
も
の
が
あ
る
。

の
欺
臓
を
す
り
抜
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
可

能
性
へ
と
わ
た
し
た
ち
の
背
中
を
押
し
て
く
れ
る
奥
行
き
を
持
っ
て
い
る
。
自
分
に
は
無
い
と
思
っ
て
い
た
も
の
l

|
し
か
し
惹
か
れ
る
こ
と
で
、

「お
も
し
ろ
い
」
と
い
う
こ
と
ば
は
時
に
不
謹
慎
に
響
く
こ
と
も
あ
る
が
、
「
正
し
さ
」

や
「
常
識
」

自
分
の
中
に
も
そ
れ
に
呼
応
す
る
も
の
が
見
つ
か
る
瞬
間
と
で
も
言
っ
た
ら
い
い
か
。

「
放
っ
て
お
け
な
い
」

の
方
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
、

ど
う
い
う
わ
け
か
夏
目
激
石
の
、

写
生
文
家
が
描
く
対
象
に
向
か
う
姿
勢
に
つ
い
て
記

し
た

一
節
が
思
い
浮
か
ん
で
来
る
。
「
大
人
が
子
供
を
視
る
の
態
度
」
「
両
親
が
児
童
に
対
す
る
の
態
度
」
と
い
う
あ
れ
で
あ
る
。
「
親
は
小
児
に
対

し
て
無
慈
悲
で
は
な
い
、
冷
刻
で
も
な
い
。
無
論
同
情
が
あ
る
。
同
情
は
あ
る
け
れ
ど
も
駄
菓
子
を
落
と
し
た
子
供
と
共
に
大
声
を
揚
げ
て
泣
く



様
な
同
情
は
持
た
ぬ
の
で
あ
る
。
写
生
文
家
の
人
間
に
対
す
る
同
情
は
叙
述
さ
れ
た
る
人
間
と
共
に
頑
是
な
く
煩
悶
し
、
無
体
に
号
泣
し
、
直
角

に
跳
躍
し

一
散
に
狂
奔
す
る
底
の
同
情
で
は
な
い
。
傍
か
ら
見
て
気
の
毒
の
念
に
堪
へ
ぬ
裏
に
微
笑
を
包
む
同
情
で
あ
る
」

(「
写
生
文
」
、

九

O
七
)
と
あ
る
よ
う
に
、
先
ん
じ
て
い
る
者
が
後
か
ら
来
る
者
の
難
儀
を
見
る
と
き
に
動
く
気
持
ち
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
が
机
上
を
離
れ

て
現
実
に
働
き
か
け
る
と
な
る
と
、
先
ん
じ
て
い
る
者
に
必
ず
し
も
特
効
薬
の
よ
う
な
打
開
策
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
煩
悶
や
号
泣
、
跳
躍
、

狂
奔
を
繰
り
返
す
は
め
に
な
る
の
だ
が
。

二
月
一
日
、
こ
の
日
は
早
稲
田
大
学
で
私
が
教
え
子
の
大
場
禁

E
さ
ん
と
実
施
し
て
い
る
講
演
会
シ
リ
ー
ズ

「被
災
地
の
声
を
聴
く
」
。コ

。

一
四
年
度
の
最
終
回
で
、
福
島
の
県
立
高
校
の
国
語
教
諭
で
詩
人
の
、
和
合
亮
一
さ
ん
を
お
迎
え
す
る
目
だ
っ
た
の
だ
が
、
早
朝
に
後
藤
さ
ん
が

殺
害
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
動
画
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
公
開
さ
れ
た
。
和
合
さ
ん
は
講
演
の
最
後
に
、
こ
の
日
創
作
さ
れ
た
詩
「
後
藤
健
二
さ
ん

を
想
う

2 

-
」
を
朗
読
し
て
下
さ
っ
た
。

悲
し
み
を
杖
に
し
て
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歩
い
て
い
き
ま
し
ょ
う

ひ
た
す
ら
に

杖
は
そ
の
た
び
に

き
み
の
心
に

痛
み
を
も
た
ら
す
で
し
ょ
う

そ
れ
で
も



し
っ
か
り
と
握
っ
て

道
な
き
道
を

一棋
を
こ
ぼ
し
な
が
ら

聴
い
た
直
後
に
は
や
は
り
、

ナ
イ
ー
ブ
な
詩
だ
な
と
感
じ
た
が
、
時
間
を
重
ね
る
に
従
っ
て

「
悲
し
み
の
杖
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
探
り
続
け
る
自

分
が
確
か
に
い
て
、
こ
の
詩
の
こ
と
ば
に
棲
み
恵
か
れ
た
と
思
う
。

二

O
一
五
年
も
各
々
が
、
「
お
も
し
ろ
い
」
こ
と
と
「
放

っ
て
お
け
な
い
」

こ
と
に
向
か
っ
て
、
働
き
か
け
、

こ
と
ば
を
繰
り
出
す
一
年
に
な
る

の
だ
ろ
う
が
、
う
ろ
た
え
た
り
歯
ぎ
し
り
し
な
が
ら
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
の
や
り
方
を
手
探
り
し
て
行
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た

こ
の
論
集
を
は
じ
め
と
し
て
、

そ
う
し
て
葛
藤
す
る
者
同
士
が
、
切
瑳
琢
磨
し
て
自
他
を
伸
ば
す
「
場
作
り
」
が
出
来
た
ら
い
い
と
、
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切
に
願
っ
て
い
る
。

(
金
井

景
子
)


