
五
十
年
代
後
半
に
は
、
パ
ン
だ
け
で
な
く
カ
ッ
プ
麺
も
販
売
さ
れ
、
生
徒
に
は
好
評
で
あ
っ
た
と
い
う
。
岳
南
堂
の
ほ
か
に
学
校
の

東
側
に
は
、
生
徒
た
ち
が
通
称
で
「
お
ば
さ
ん
ち
」
と
呼
ん
で
い
た
店
も
あ
り
、
主
に
運
動
班
の
生
徒
が
足
し
げ
く
出
入
り
し
て
い

た
と
い
う
。
岳
南
堂
も
「
お
ば
さ
ん
ち
」
も
ツ
ケ
が
効
い
た
の
で
、
生
徒
た
ち
は
利
用
し
や
す
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
野
沢
本
町
の
長
野
県
信
用
組
合
野
沢
支
店
の
斜
向
か
い
に
あ
っ
た
菱
屋
パ
ン
店
（
現
在
は
蔦
屋
書
店
の
斜
向
か
い
に
移
転
し
て
営
業
中
）

の
パ
ン
も
生
徒
に
は
人
気
が
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
学
校
に
も
出
張
販
売
に
来
て
い
た
。
や
や
堅
め
の
生
地
の
コ
ッ
ペ
パ
ン
に
注
文
に

応
じ
て
ク
リ
ー
ム
や
ジ
ャ
ム
、
あ
ん
こ
な
ど
を
挟
み
込
ん
で
く
れ
る
の
は
、
現
在
も
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。

　
学
校
か
ら
野
沢
本
町
の
交
差
点
に
向
か
う
途
中
に
は
紀
代
美
食
堂
が
あ
っ
た
。
こ
こ
も
生
徒
が
行
き
つ
け
の
店
で
、
班
活
動
で
下

校
が
遅
く
な
っ
た
と
き
な
ど
に
よ
く
利
用
さ
れ
た
。
生
徒
た
ち
が
注
文
す
る
の
は
も
っ
と
も
安
価
な
ラ
ー
メ
ン
で
あ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
先
生
方
が
勤
め
の
帰
り
に
一
杯
飲
ん
で
い
る
場
に
出
く
わ
し
、「
早
く
帰
れ
よ
。」
な
ど
と
声
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

残
念
な
が
ら
紀
代
美
食
堂
も
す
で
に
営
業
を
し
て
い
な
い
。

　
現
在
の
生
徒
た
ち
も
ほ
と
ん
ど
の
者
が
弁
当
を
持
参
し
て
昼
食
に
食
べ
て
い
る
。
弁
当
を
持
っ
て
こ
な
い
生
徒
は
塩
川
ベ
ー
カ
リ

ー
が
昼
休
み
に
出
張
販
売
す
る
パ
ン
を
購
入
し
て
食
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
岳
南
堂
は
す
で
に
営
業
し
て
お
ら
ず
、
近
く
に
は
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
も
あ
る
が
、
学
校
が
生
徒
の
校
外
へ
の
不
要
な
外
出
を
認
め
て
い
な
い
た
め
、
外
で
食
事
を
す
る
生
徒
は
い
な

い
。
さ
ら
に
昨
今
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
防
止
対
策
と
し
て
対
面
で
の
食
事
は
し
な
い
よ
う
に
指
導
さ
れ
、
黙
食
が

推
奨
さ
れ
て
い
る
た
め
、
か
つ
て
の
よ
う
に
仲
間
と
談
笑
し
な
が
ら
に
ぎ
や
か
に
食
事
を
楽
し
む
と
い
う
雰
囲
気
は
失
わ
れ
て
い
る
。

喫
茶
店
文
化
と
そ
の
衰
退

　
か
つ
て
野
沢
に
は
「
白
樺
」、
中
込
に
は
「
ぽ
け
っ
と
」・「
明
正
堂
」
と
い
っ
た
喫
茶
店
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、「
明
正
堂
」
は
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明
る
く
て
垢
抜
け
た
雰
囲
気
の
店
で
、
野
沢
北
高
生
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
利
用
し
て
い

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、「
白
樺
」
や
「
ぽ
け
っ
と
」
に
は
一
般
客
に
混
じ
っ
て
、

北
高
生
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
高
校
生
が
出
入
り
し
て
い
た
。

　
新
海
節
生
（
七
三
回
卒
）・
白
石
克
典
（
七
五
回
卒
）
ら
の
回
想
に
よ
る
と
、
在
学
当
時
、

「
白
樺
」
と
「
ぽ
け
っ
と
」
は
北
高
生
の
間
で
人
気
を
二
分
し
て
お
り
、「
白
樺
」
派

と
「
ぽ
け
っ
と
」
派
に
は
っ
き
り
分
か
れ
て
い
た
と
い
う
。

　「
ぽ
け
っ
と
」
は
す
で
に
閉
店
し
て
い
る
が
、「
白
樺
」
は
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
に
、
も
と
も
と
あ
っ
た
場
所
（
野
沢
本
町
の

現
在
の
長
野
県
信
用
組
合
野
沢
支
店
横
）
か
ら
新
店
舗
（
現
在
の
西
澤
書
店
横
）
に
移
転
し
、
現
在
も
内
田
直
子
さ
ん
が
営
業
さ
れ
て
い
る
。

以
下
に
、
数
頁
を
割
き
、
内
田
直
子
さ
ん
や
同
窓
生
か
ら
の
聞
き
と
り
を
も
と
に
、
当
時
「
白
樺
」
に
集
っ
た
生
徒
た
ち
の
様
子
を

記
す
こ
と
と
す
る
。
彼
ら
と
「
白
樺
」
と
の
関
わ
り
こ
そ
が
、
か
つ
て
の
野
沢
北
高
生
た
ち
の
精
神
の
あ
り
方
の
一
例
を
典
型
的
に

体
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
純
喫
茶
「
白
樺
」
は
一
九
七
四
（
昭
和
四
九
）
年
に
内
田
迪み
ち

子こ

さ
ん
が
創
業
し
、
娘
さ
ん
の
直
子
さ
ん
と
営
業
さ
れ
て
い
た
。
創

業
当
時
は
わ
ず
か
十
五
席
し
か
な
か
っ
た
が
、
現
在
の
新
店
舗
は
二
十
五
席
に
増
え
、
店
内
も
広
く
な
っ
て
い
る
。
迪み
ち
子こ

さ
ん
は
一

九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
に
河
上
肇
門
下
の
内
田
丈
夫
氏
と
結
婚
さ
れ
、
同
時
に
丈
夫
氏
の
満
鉄
調
査
部
奉
天
支
社
赴
任
の
た
め
、

中
国
東
北
部
（
旧
満
州
）
に
渡
ら
れ
た
。
現
地
で
の
生
活
に
も
慣
れ
、
平
穏
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
突
如
一
九
四
四
（
昭
和

一
九
）
年
に
丈
夫
氏
が
横
浜
事
件
（
注
）
に
関
与
し
た
容
疑
で
拘
束
さ
れ
た
た
め
、
三
人
の
お
子
様
を
抱
え
て
中
国
に
留
ま
り
、
一

九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
に
よ
う
や
く
帰
国
さ
れ
る
な
ど
、
大
変
な
ご
苦
労
を
さ
れ
た
方
で
あ
る
。
戦
争
体
験
の
語
り
部
と
し
て
も

活
躍
さ
れ
、
ご
自
身
の
戦
争
体
験
を
記
し
た
著
作
『
遙
か
な
る
山
河
』
に
よ
り
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
に
佐
久
文
化
賞
を
受
賞

写真６　移転前の白樺
　（昭和60年頃撮影
　　／内田直子さん提供）
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さ
れ
、
翌
一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
に
は
『
遙
か
な
る
山
河
』『
ア
カ
シ
ア
の
丘
に
』
の
両
著
に
よ
り
日
本
文
芸
大
賞
女
流
文
学
功

労
賞
を
受
賞
さ
れ
た
。

（
注
）
横
浜
事
件
…

一
九
四
二
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
、
編
集
者
・
新
聞
記
者
ら
約
六
十
余
名
が
治
安
維
持
法
違
反
で
逮
捕
さ
れ
た
戦
時
下
最
大

の
言
論
・
思
想
弾
圧
事
件
。
戦
後
、
再
審
請
求
が
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
に
再
審
が
開
始
。
二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
、
罪
の

有
無
を
判
断
せ
ず
裁
判
を
打
ち
切
る
免
訴
処
分
と
な
っ
た
。

　
創
業
以
来
、
多
く
の
北
高
生
が
「
白
樺
」
に
立
ち
寄
り
、
親
や
教
師
に
言
え
な
い
本
音
を
語
り
合
っ
た
り
、
悩
み
を
相
談
す
る
場

と
な
っ
て
い
た
。
迪み
ち

子こ

さ
ん
は
生
徒
か
ら
は
「
お
母
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
、
慕
わ
れ
て
い
た
。「
白
樺
」
の
居
心
地
の
良
さ
は
、
迪み
ち

子こ

さ
ん
の
包
容
力
の
あ
る
ご
人
徳
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
直
子
さ
ん
は
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
ち
ょ
っ
と
年

上
の
お
姉
さ
ん
の
よ
う
な
存
在
で
、
時
に
は
生
徒
に
き
び
し
く
も
あ
り
、
ま
た
友
だ
ち
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
男
子
生
徒
に
と

っ
て
は
大
人
の
女
性
と
し
て
憧
れ
の
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
店
内
に
は
自
由
に
書
き
こ
む
こ
と
の
で
き
る
「
親
し
き
人
々
の
群
れ
」
と
よ
ば
れ
る
ノ
ー
ト
が
あ
り
、
生
徒
た
ち
は
そ
の
ノ
ー
ト

に
、
日
常
の
た
わ
い
も
な
い
出
来
事
だ
け
で
な
く
、
進
学
や
恋
愛
の
悩
み
や
学
校
や
政
治
・
社
会
へ

の
不
満
な
ど
、
様
々
な
思
い
を
若
々
し
い
感
覚
で
書
き
こ
ん
だ
。
こ
の
ノ
ー
ト
は
長
年
に
わ
た
っ
て

書
き
つ
が
れ
、
三
十
四
冊
に
も
お
よ
ん
で
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
一
九
九
一
（
平
成
三
）
年
に
『
ぼ

く
ら
の
青
春
解
放
区
～
珈
琲
色
の
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
日
記
～
』
と
題
し
て
郷
土
出
版
社
か
ら
発
行
さ
れ

た
。
こ
の
本
の
帯
の
裏
に
は
、
直
子
さ
ん
の
依
頼
に
よ
り
脚
本
家
の
山
田
太
一
氏
が
、「
こ
こ
に
は
、

い
わ
ば
高
校
時
代
の
原
材
料
が
あ
る
　
幼
さ
も
賢
さ
も
弱
さ
も
粋
が
り
も
鋭
さ
も
甘
え
も
、
他
な
ら

ぬ
い
ま
高
校
時
代
を
生
き
て
い
る
人
た
ち
が
書
き
と
ど
め
て
い
る
こ
と
が
、
読
む
者
を
打
つ
の
で
あ

写真７　『ぼくらの⻘春解放区』
と『白樺と私』
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る
」
と
、
紹
介
の
言
葉
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
的
を
射
た
言
葉
で
、
こ
の
本
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
そ
の
ま
ま

当
時
の
野
沢
北
高
生
の
心
の
声
と
い
え
る
。

　
こ
の
本
を
読
ん
で
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
当
時
の
生
徒
た
ち
の
旺
盛
な
知
識
欲
と
豊
か
な
感
受
性
、
自
我
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
も

が
く
若
者
の
姿
で
あ
る
。
以
下
に
、
こ
の
本
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
当
時
の
野
沢
北
高
生
の
言
葉
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
。
い
く
ら
か

無
理
し
て
背
伸
び
を
し
た
表
現
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
差
し
ひ
い
て
も
、
は
た
し
て
現
在
の
野
沢
北
高
生
に
こ
れ
だ
け
の
精
神
性

の
高
さ
は
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
Ｙ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
を
読
ん
で
い
る
よ
う
だ
が
、
誤
解
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
一
人
前
の
こ
と
は
、
日
本
教
文
社
の
『
フ
ロ
イ

ト
選
集
』
十
七
巻
を
読
み
切
っ
て
か
ら
言
え
。
だ
い
た
い
フ
ロ
イ
ト
は
恋
だ
の
愛
だ
の
に
つ
い
て
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
語
り

た
い
奴
に
は
、
宮
城
音
弥
『
愛
と
憎
し
み
』（
岩
波
書
店
）
を
お
す
す
め
す
る
。

　
お
母
さ
ん
に
、
な
ぜ
俺
や
Ｈ
は
社
会
を
批
判
す
る
よ
う
な
こ
と
を
書
く
の
か
と
質
問
さ
れ
た
。
難
し
い
質
問
だ
。
た
だ
、
俺
は
　
自
分
な
り
の
意

見
を
持
っ
て
い
た
い
と
思
う
。
一
部
の
人
間
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
動
か
さ
れ
る
よ
う
な
「
国
民
」
に
は
な
り
た
く
な
い
。
ま
だ
ま
だ
知
ら
な
い
こ

と
も
多
い
し
、
自
分
の
思
想
も
固
ま
っ
て
い
な
い
が
、
今
は
も
っ
と
社
会
の
矛
盾
を
掘
り
下
げ
て
考
え
て
み
た
い
。
い
ろ
い
ろ
見
て
、
考
え
て
、
生

き
て
い
き
た
い
。

　
丸
く
な
っ
ち
ゃ
あ
だ
め
だ
よ
！
俺
た
ち
ま
だ
若
い
ん
だ
よ
。
角
ば
っ
て
な
き
ゃ
。

　
二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
現
在
、
五
十
歳
か
ら
六
十
歳
代
と
な
っ
て
い
る
当
時
の
生
徒
た
ち
の
な
か
に
は
、「
自
主
休
講
」
と
称
し

て
「
白
樺
」
に
出
入
り
を
し
て
い
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
高
校
生
と
し
て
の
立
場
を
わ
き
ま
え
な
が
ら
も
、
時
に
は
粋
が
っ
て
紫
煙

を
く
ゆ
ら
せ
、
仲
間
た
ち
と
お
お
い
に
語
り
あ
う
光
景
も
み
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
今
で
は
熟
年
世
代
と
な
っ
た
彼
ら
は
、「
そ
ん

な
時
を
過
ご
す
こ
と
に
あ
る
種
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
感
じ
て
い
た
」
と
当
時
を
述
懐
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
や
っ
て
い
た
こ
と
は
け
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っ
し
て
褒
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
青
年
期
特
有
の
悩
み
に
葛
藤
し
な
が
ら
も
、
心
を
許
し
た
仲
間
と
と
も
に
真

摯
に
自
分
の
生
き
方
を
模
索
し
た
り
、
お
互
い
に
共
感
し
あ
っ
た
り
す
る
姿
が
う
か
が
え
る
。
ま
さ
に
「
白
樺
」
は
、
こ
の
本
の
題

名
に
あ
る
よ
う
に
、「
青
春
解カ
ル
チ
ェ
ラ
タ
ン

放
区
」
で
あ
り
、
学
校
外
に
お
け
る
野
沢
北
高
生
の
文
化
的
サ
ロ
ン
と
い
え
る
場
で
あ
っ
た
。

　
生
徒
た
ち
が
卒
業
し
た
あ
と
も
、
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
に
迪み
ち

子こ

さ
ん
・
直
子
さ
ん
を
慕
う
卒
業
生
に
よ
り
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

と
も
い
え
る
「
白
樺
会
」
が
結
成
さ
れ
る
な
ど
、「
白
樺
」
と
か
つ
て
の
常
連
客
で
あ
っ
た
卒
業
生
の
交
流
は
今
日
ま
で
つ
づ
い
て

い
る
。
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
の
道
路
整
備
計
画
に
と
も
な
う
店
舗
移
転
の
際
に
は
、
店
の
存
続
を
熱
望
す
る
「
白
樺
会
」
の

面
々
が
資
金
を
カ
ン
パ
し
た
り
店
舗
の
設
計
・
建
築
を
請
け
お
う
な
ど
し
て
、
現
在
の
場
所
へ
の
移
転
が
実
現
し
た
。

　
迪み
ち

子こ

さ
ん
は
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
に
逝
去
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
も
「
白
樺
」
は
娘
の
直
子
さ
ん
に
引
き
つ
が
れ
、
か
つ
て

の
常
連
客
も
現
在
に
い
た
る
ま
で
頻
繁
に
店
を
訪
れ
て
い
る
。
創
業
四
十
周
年
に
あ
た
る
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
に
は
、
白
樺

会
の
有
志
に
よ
り
『
白
樺
と
私
』
と
題
す
る
小
冊
子
も
刊
行
さ
れ
た
。
半
世
紀
近
く
に
も
わ
た
っ
て
こ
の
よ
う
な
濃
密
な
関
係
が
つ

づ
い
て
い
る
の
は
、
全
国
で
も
希
有
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、「
白
樺
」
は
当
時
の
北
高
生
に
多
大
な
精
神
的
影
響
を
与
え
て
き
た
が
、
地
域
に
お
け
る
文
化
の
発
信
基
地
と
し

て
果
た
し
て
き
た
役
割
も
見
逃
せ
な
い
。
一
九
九
一
（
平
成
三
）
年
一
月
の
白
樺
会
新
年
会
に
は
佐
久
総
合
病
院
院
長
の
若
月
俊
一

氏
を
お
招
き
し
て
講
演
を
い
た
だ
き
、
そ
れ
以
降
も
白
樺
会
が
主
催
し
た
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
の
「
白
樺
移
転
五
周
年
記
念

講
演
会
」
に
は
元
上
野
動
物
園
園
長
の
中
川
志
郎
氏
、
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
の
「
白
樺
新
店
舗
十
周
年
記
念
講
演
会
」
に
は

医
学
博
士
佐
藤
泰
三
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
講
演
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
ま
た
、「
お
母
さ
ん
」
こ
と
内
田
迪み
ち
子こ

さ
ん
が
日
本
文
芸
大
賞
女
流
文
学
功
労
賞
を
受
賞
さ
れ
た
際
に
、
同
時
に
受
賞
さ
れ
た
の

が
脚
本
家
・
作
家
の
山
田
太
一
氏
で
、
そ
の
縁
も
あ
り
、『
ぼ
く
ら
の
青
春
解
放
区
』
出
版
の
際
に
は
巻
末
の
文
章
を
寄
せ
て
い
た
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だ
く
な
ど
、
直
子
さ
ん
と
山
田
氏
と
は
現
在
に
い
た
る
ま
で
交
流
が
つ
づ
い
て
い

る
。
山
田
氏
は
か
ね
て
か
ら
、「
一
度
白
樺
と
い
う
舞
台
を
の
ぞ
い
て
み
た
い
」

と
大
変
関
心
を
寄
せ
ら
れ
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
九
月
に
「
開
店
四
十
周

年
を
祝
う
会
」
が
開
催
さ
れ
た
さ
い
に
出
席
さ
れ
、
そ
の
後
、
会
の
成
功
を
祝
い
、

慰
労
す
る
丁
重
な
葉
書
を
直
子
さ
ん
宛
に
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

　
一
九
九
三（
平
成
五
）年
に
は
、直
子
さ
ん
を
中
心
に
北
高
の
卒
業
生
た
ち
で「
白

樺
俳
句
会
」
を
発
足
さ
せ
た
。
幹
事
は
北
野
建
設
勤
務
の
林
千
浩
（
七
七
回
卒
）
で
、
そ
の
他
に
山
梨
大
学
医
学
部
教
授
の
小
泉
修

一
（
七
八
回
卒
）
や
野
沢
南
高
校
教
諭
の
青
木
志
麻
（
八
六
回
卒
）
な
ど
、
会
員
は
最
盛
期
で
二
十
四
人
を
数
え
た
。
二
〇
〇
二
（
平
成

一
四
）
年
に
は
合
同
句
集
『
白
樺
』
を
発
刊
し
、
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
に
は
、
長
年
の
指
導
を
感
謝
し
、
現
代
俳
句
協
会
関
西

副
会
長
の
尾
崎
青
磁
氏
を
招
い
て
、
発
足
二
十
五
周
年
を
先
生
と
と
も
に
祝
っ
た
。

　
自
動
販
売
機
の
普
及
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
・
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
の
増
加
に
よ
り
、
手
軽
に
喉
を
潤
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
現
在
の
高
校
生
は
ほ
と
ん
ど
喫
茶
店
を
利
用
し
な
く
な
っ
た
。
喫
茶
店
に
た
む
ろ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
つ
い
て
議

論
し
た
り
、
他
愛
も
な
い
会
話
を
楽
し
ん
だ
り
し
な
が
ら
時
間
を
潰
す
と
い
う
生
活
ス
タ
イ
ル
も
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。

直
子
さ
ん
に
よ
る
と
、
一
九
九
六
（
平
成
八
）・
一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
こ
ろ
か
ら
北
高
生
を
は
じ
め
、
高
校
生
の
来
店
は
減
り
、

今
で
は
ほ
と
ん
ど
卒
業
生
ば
か
り
だ
と
い
う
。

　
そ
も
そ
も
、
今
の
高
校
生
は
自
他
の
距
離
感
の
取
り
方
に
気
を
遣
い
、
常
に
そ
の
場
の
空
気
を
読
む
こ
と
に
神
経
を
使
う
傾
向
が

あ
る
。
相
手
の
意
見
を
露
骨
に
批
判
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
考
え
を
強
く
主
張
す
る
こ
と
に
も
き
わ
め
て
慎
重
で
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
相
手
の
心
象
を
害
し
て
良
好
な
関
係
が
崩
れ
、
自
分
が
孤
立
す
る
こ
と
を
何
よ
り
も
恐
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ス
マ
ー

写真８　山田太一氏からの
葉書
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ト
フ
ォ
ン
の
普
及
に
よ
り
、
対
面
で
直
接
に
語
り
あ
う
機
会
も
減
っ
て
い
る
。
メ
ー
ル
や
ラ
イ
ン
上
で
の
「
お
友
だ
ち
」
の
多
さ
を

誇
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
相
手
と
の
関
係
は
薄
く
、
濃
密
な
内
容
の
議
論
を
す
る
こ
と
は
避
け
、
軽
い
「
ノ
リ
」
で
の
や
り
取

り
に
留
ま
る
こ
と
が
多
い
。
か
つ
て
の
喫
茶
店
文
化
と
い
う
べ
き
も
の
が
衰
退
し
つ
つ
あ
る
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
こ
う
し
た
社
会

の
変
化
や
そ
れ
に
よ
る
若
者
の
気
質
の
変
化
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

映
画
文
化
の
変
化

　
か
つ
て
、
野
沢
北
高
生
の
通
学
区
内
に
も
い
く
つ
も
の
映
画
館
が
あ
っ
た
。
ま
だ
映
画
産
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た
一
九
五
九
（
昭
和

三
四
）
年
の
時
点
で
は
、
佐
久
市
内
で
は
野
沢
演
芸
館
・
中
込
座
・
ロ
マ
ン
ス
座
の
三
館
、
小
諸
市
内
で
は
小
諸
中
映
・
小
諸
キ
ネ

マ
の
二
館
が
あ
り
、
そ
れ
に
佐
久
町
栄
キ
ネ
マ
と
望
月
町
の
川
西
座
を
加
え
て
、
佐
久
地
区
に
は
七
館
の
映
画
館
が
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
映
画
館
で
は
、
の
ち
に
は
成
人
向
け
の
作
品
も
上
映
さ
れ
た
が
、
国
内
外
の
一
流
の
監
督
や
俳
優
に
よ
る
質
の
高
い
映
画
も
数

多
く
上
映
さ
れ
、
野
沢
北
高
生
も
よ
く
出
入
り
し
て
鑑
賞
し
た
。

　
こ
う
し
た
映
画
に
よ
り
、
生
徒
た
ち
は
欧
米
の
民
主
的
で
自
由
主
義
的
な
風
潮
や
豊
か
な
生
活
に
憧
れ
た
り
、
内
外
の
文
学
作
品

を
映
画
を
通
じ
て
理
解
し
た
。
映
画
が
生
徒
の
精
神
面
に
与
え
た
文
化
的
な
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
え
る
。
校
内
で
も
映
画

同
好
会
が
結
成
さ
れ
、
映
画
に
つ
い
て
の
評
論
を
論
ず
る
だ
け
で
な
く
、
自
主
映
画
の
制
作
に
ま
で
取
り
く
ん
だ
。

　
し
か
し
、
一
九
七
五
（
昭
和
五
〇
）
年
に
中
込
座
が
焼
失
し
て
閉
館
し
、
続
い
て
映
画
産
業
の
斜
陽
化
に
よ
り
一
九
八
〇
年
代
の

後
半
に
は
野
沢
演
芸
館
・
ロ
マ
ン
ス
座
も
閉
館
と
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
頃
か
ら
レ
ン
タ
ル
ビ
デ
オ
が
普
及
し
、
映
画
は
家
庭
で
手

軽
に
鑑
賞
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
生
徒
た
ち
も
、
重
厚
な
大
作
よ
り
も
気
楽
に
楽
し
め
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
性
の
強
い
作
品

を
好
む
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』（
一
九
八
八
年
公
開
）
を
皮
切
り
に
日
本
の
良
質
な
ア
ニ
メ
映
画
が
封
切
ら
れ
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