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語
り
下
ろ
し
流
行
の
う
ら
で

手
に
と
っ
て
広
げ
た
新
聞
の
広
告
欄
を
見
れ
ば
、
書
店
に
足
を
運
べ
ば
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
記
録
を
活
字
に
起
こ
し
て
で
き
あ

が
っ
た
ら
し
い
書
物
が
目
に
留
ま
る
。
取
材
を
受
け
た
側
が
校
正
作
業
に
加
わ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
大
概
は
著
名
人
ゆ
え
の

多
忙
を
理
由
に
出
版
社
任
せ
で
活
字
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
書
き
下
ろ
し
な
ら
ぬ
語
り
下
ろ
し
で
あ
る
。
こ
の
種
の
書
物

．
．

は
、
内
容
は
と
も
か
く
、
た
し
か
に
読
み
や
す
く
、
分
か
り
や
す
い
。
語
り
を
素
材
と
し
、
さ
ら
に
編
集
者
が
工
夫
を
こ
ら
し

て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
情
報
が
氾
濫
し
、
必
要
な
知
恵
や
知
識
を
手
軽
に
得
た
い
と
思
う
者
に
は
、
お

あ
つ
ら
え
向
き
の
書
籍
群
に
は
成
り
得
て
い
る
。
向
後
、
こ
の
手
の
語
り
下
ろ
し
本
が
ま
す
ま
す
隆
盛
を
極
め
る
の
は
、
想
像

に
難
く
な
い
。

語
り
下
ろ
し
本
で
あ
っ
て
も
、
本
は
読
ま
な
い
よ
り
読
む
に
限
る
。
だ
が
案
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
と
言
っ
て
も
本
の
中

味
で
は
な
い
。
語
り
下
ろ
し
の
流
行
を
望
ま
し
い
も
の
と
見
な
し
、
話
す
よ
う
に
書
く
こ
と
を
勧
め
る
動
き
が
出
て
く
る
こ
と

＜書くように話すに如くはなし＞

歴
史
認
識
に
み
る
ラ
ベ
リ
ン
グ

牛
村

圭

書
く
よ
う
に
話
す
に
如
く
は
な
し

牛
村

圭
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を
憂
慮
す
る
。
堅
い
語
彙
は
用
い
ず
、
凝
っ
た
修
辞
な
ど
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
平
易
な
文
体
を
用
い
て
、
書
け
、
こ
れ
こ
そ
伝
え

た
い
こ
と
を
読
み
手
に
届
け
る
た
め
の
文
章
作
法
の
基
本
で
あ
る
、
と
い
う
指
導
を
危
惧
す
る
。

一
般
論
と
し
て
は
、
伝
え
た
い
内
容
が
同
じ
な
ら
ば
、
分
か
り
や
す
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
大
学
の
教
授
会
で
、
ご
く

当
た
り
前
の
こ
と
を
わ
ざ
と
難
解
に
滔
々
と
語
り
、
散
会
時
刻
を
遅
延
さ
せ
る
同
僚
に
辟
易
し
た
経
験
が
あ
る
方
な
ら
ば
、
首

肯
い
た
だ
け
よ
う
。
こ
う
い
う
モ
ノ
ロ
ー
グ
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
は
、
放
っ
て
お
い
て
よ
い
。
一
方
、
真
摯
に
対
処
す
る
必
要

を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
語
り
に
見
ら
れ
る
分
か
り
や
す
さ
を
、
文
章
を
記
す
さ
い
の
分
か
り
や
す
さ
の
規
範
と
せ
よ
、
と
い
う

主
張
で
あ
る
。
も
の
書
き
を
自
認
す
る
な
ら
周
知
の
よ
う
に
、
書
く
こ
と
と
話
す
こ
と
と
は
別
種
で
あ
り
、
語
り
を
規
範
と
し

て
文
章
を
練
れ
、
と
い
う
勧
め
は
、
的
を
射
て
い
な
い
。
話
す
よ
う
に
書
く
こ
と
が
分
か
り
や
す
い
文
章
を
書
く
さ
い
の
心
得

だ
と
の
前
提
で
、
文
章
作
法
の
指
導
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
大
い
な
る
誤
り
で
あ
る
、
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

達
意
の
文
章
を
修
得
す
る
に
は
、
時
間
を
か
け
た
訓
練
を
要
す
る
。
実
作
に
励
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
話
す
こ
と
を
研
究
．
．

し
て
み
て
も
、
さ
し
て
効
果
は
あ
が
ら
な
い
。
そ
の
一
方
、
別
種
の
も
の
と
は
言
え
、
書
く
こ
と
が
語
り
に
よ
き
影
響
を
も
た

ら
す
こ
と
は
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
書
く
こ
と
を
身
に
つ
け
て
こ
そ
、
語
り
の
才
も
進
化
す
る
、
つ
ま
り
文
章
を
磨
け
ば
、
話

術
も
高
ま
る
と
信
じ
て
い
る
。

ま
た
、
文
章
を
磨
く
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
効
用
は
、
発
し
た
言
葉
を
介
し
て
教
育
に
あ
た
る
教
師
こ
そ
、
熟
考
し
て
み
る
価

値
が
あ
る
だ
ろ
う
。
児
童
は
、
そ
し
て
生
徒
は
、「
先
生
」
が
口
に
し
た
言
葉
を
通
し
て
授
業
を
受
け
、
学
ぶ
。
発
せ
ら
れ
る

言
葉
の
重
み
は
、
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
本
誌
読
者
に
は
多
数
の
教
育
関
係
者
が
い
る
と
仄
聞
す
る
な
か
、
以
下
臆
面
も
な

く
私
見
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。
読
者
諸
賢
の
ご
寛
恕
を
冀
う
。

＜評壇＞
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書
け
な
け
れ
ば
う
ま
く
は
話
せ
な
い

「
書
く
こ
と
を
身
に
つ
け
て
こ
そ
、
語
り
の
才
も
進
化
す
る
」
と
は
書
い
た
も
の
の
、
書
く
よ
う
に
話
す
こ
と
は
難
し
い
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
功
成
り
名
遂
げ
た
も
の
書
き
で
も
感
じ
て
い
る
こ
と
ら
し
い
。

も
う
四
半
世
紀
以
上
前
の
こ
と
、
大
学
院
時
代
指
導
教
官
だ
っ
た
二
人
の
師
か
ら
、
別
々
の
機
会
に
お
話
を
う
か
が
う
こ
と

が
あ
っ
た
。
偶
然
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
師
の
話
は
「
あ
の
人
は
頭
が
と
て
も
い
い
、
講
演
が
、
対
談
が
、
そ
の
ま
ま
活
字
と

な
る
」
と
い
う
こ
と
に
移
り
、
こ
れ
ま
た
ま
っ
た
く
の
偶
然
な
が
ら
、
お
二
人
と
も
そ
の
「
頭
が
と
て
も
い
い
人
」
の
例
と
し

て
、
評
論
家
の
江
藤
淳
と
美
術
史
家
の
高
階
秀
爾
の
名
を
挙
げ
ら
れ
た
。
聴
い
て
い
た
こ
ち
ら
は
、
話
の
内
容
の
一
致
に
一
驚

し
た
。
当
時
、
師
は
お
二
人
と
も
五
十
代
後
半
、
と
も
に
格
調
高
い
文
体
に
よ
る
豊
か
な
研
究
業
績
を
持
つ
の
み
な
ら
ず
、
講

演
と
も
な
る
と
聴
く
者
を
引
き
付
け
て
や
ま
な
い
話
を
な
さ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
文
章
と
語
り
双
方
の
名
人

が
、
期
せ
ず
し
て
揃
っ
て
江
藤
淳
、
高
階
秀
爾
両
氏
に
言
及
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

「
講
演
が
、
対
談
が
、
そ
の
ま
ま
活
字
と
な
る
」
の
は
難
事
と
い
う
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
次
の
こ
と
を
導
い
て
も
よ
い
の

だ
ろ
う
。
対
談
や
講
演
の
語
り
に
は
論
旨
の
飛
躍
や
表
現
の
無
駄
が
多
く
、
誌
面
掲
載
の
さ
い
に
は
十
分
な
推
敲
を
要
す
る
、

そ
れ
に
比
し
て
、
書
か
れ
た
文
章
は
練
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
が
当
然
だ
、
と
い
う
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
座
談
、
講
演
の
名

手
で
あ
る
二
人
の
師
に
し
て
も
、
書
く
よ
う
に
語
る
こ
と
を
難
し
い
と
考
え
て
い
る
の
だ
と
知
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
書
く
の
は
苦
手
だ
が
話
す
こ
と
な
ら
何
と
か
・
・
・
と
い
う
大
人
は
少
な
く
な
い
。
だ
が
、
試
み
に
思
い
起
こ

．
．

す
が
よ
い
、
披
露
宴
な
ど
の
祝
い
の
席
で
耳
に
す
る
ス
ピ
ー
チ
の
数
々
を
。
ま
と
ま
り
を
欠
き
、
い
つ
終
わ
る
の
か
も
分
か
ら

ぬ
ス
ピ
ー
チ
、
唐
突
に
先
人
の
名
句
を
持
ち
出
し
て
終
わ
る
ス
ピ
ー
チ
、
こ
の
種
の
も
の
を
延
々
と
聞
か
さ
れ
て
い
る
と
、
い
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つ
し
か
披
露
宴
が
疲
労
宴
に
変
わ
る
。
ス
ピ
ー
チ
の
主
は
、
文
章
を
書
く
こ
と
が
苦
手
に
違
い
な
い
、
あ
る
い
は
書
く
こ
と
を

甘
く
見
て
い
る
な
、
と
そ
の
都
度
思
う
。

発
言
を
前
も
っ
て
依
頼
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
草
稿
を
作
り
、
推
敲
を
重
ね
、
練
ら
れ
た
文
章
に
仕
上
げ
て
そ
れ
を
暗
記
し

て
臨
め
ば
よ
い
。
そ
れ
が
礼
儀
だ
ろ
う
。
聴
く
者
を
魅
了
す
る
よ
う
な
ス
ピ
ー
チ
が
で
き
れ
ば
、
そ
う
い
う
話
者
を
選
ん
だ
新

郎
な
り
新
婦
の
株
も
上
が
る
だ
ろ
う
に
、
と
も
思
う
。
祝
宴
ゆ
え
話
し
て
く
れ
れ
ば
何
で
も
可
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
書

け
な
く
て
も
話
せ
る
、
と
い
う
思
い
こ
み
が
招
く
悲
劇
の
一
例
を
こ
こ
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

文
章
を
ど
う
練
る
か
ー
ー
さ
さ
や
か
な
提
言

文
章
を
書
け
て
は
じ
め
て
話
術
も
高
ま
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
自
ら
の
文
章
作
法
に
言
及
す
る
の
が
筋
だ
ろ

う
。
い
ま
な
お
外
国
語
は
も
と
よ
り
日
本
語
も
発
達
途
上
に
あ
る
身
だ
が
、
本
稿
で
の
私
見
を
分
か
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
、

拙
い
な
が
ら
も
わ
が
文
章
作
法
を
紹
介
す
る
の
が
責
務
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
浅
学
を
顧
み
ず
こ
こ
に
提
言
を
綴
る
こ
と
を
お

許
し
い
た
だ
き
た
い
。

文
章
に
は
「
流
れ
」
が
大
切
で
あ
る
。
水
が
高
所
か
ら
低
所
に
む
け
て
進
む
よ
う
に
、
無
理
な
く
、
自
然
に
、
叙
述
が
進
行

す
る
の
が
望
ま
し
い
。
読
み
手
は
、
そ
の
流
れ
に
沿
っ
て
活
字
を
追
っ
て
い
け
ば
、
書
き
手
の
世
界
へ
と
入
り
込
め
る
。
そ
う

い
う
文
章
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、
ま
ず
「
流
れ
」
を
妨
げ
な
い
工
夫
を
考
え
た
い
。

・
セ
ン
テ
ン
ス
と
セ
ン
テ
ン
ス
を
つ
な
ぐ
表
現
（
広
義
の
接
続
語
）
を
多
用
し
な
く
と
も
、
そ
の
接
続
関
係
が
分
か
る
よ
う
に

＜評壇＞
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し
て
書
く
。

広
義
の
接
続
語
が
必
要
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
取
り
除
く
と
セ
ン
テ
ン
ス
と
セ
ン
テ
ン
ス
の
つ
な
が
り
具
合
が
分
か

り
に
く
い
こ
と
を
証
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
論
旨
が
う
ま
く
展
開
し
て
い
な
い
、
達
意
の
文
で
は
な

い
、
こ
と
に
な
る
。
前
文
の
理
由
説
明
と
分
か
る
よ
う
に
し
て
後
続
の
セ
ン
テ
ン
ス
を
書
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
わ
ざ
わ

ざ
「
そ
の
理
由
は
と
言
え
ば
」
な
ど
と
文
頭
に
記
さ
ず
に
す
む
。

ま
た
、
よ
く
用
い
て
し
ま
う
表
現
に
「
こ
の
よ
う
に
」
や
「
そ
の
よ
う
に
」
が
あ
る
。
こ
れ
も
、
論
旨
の
つ
な
が
り
が

上
手
く
い
っ
て
い
る
か
不
安
ゆ
え
に
書
い
て
し
ま
う
広
義
の
接
続
語
だ
ろ
う
。
推
敲
に
あ
た
り
「
こ
の
よ
う
に
」
や
「
そ

の
よ
う
に
」
を
取
り
去
っ
て
み
る
と
よ
い
。
な
く
て
も
前
後
の
意
味
が
自
然
に
通
じ
る
の
な
ら
、
不
要
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
。
ま
た
、
文
頭
に
大
仰
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
す
っ
と
入
っ
て
い
け
る
よ
う
な
セ
ン
テ
ン
ス
を
目
指
す
よ
う
に

努
め
る
。
過
剰
な
髪
飾
り
は
取
る
の
が
よ
い
。

・
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
の
長
さ
を
調
整
し
て
、
文
章
全
体
が
リ
ズ
ム
を
生
む
よ
う
に
努
め
る
。

長
め
の
セ
ン
テ
ン
ス
を
複
数
回
続
け
て
使
っ
て
論
じ
た
な
ら
ば
、
そ
の
直
後
に
短
め
の
セ
ン
テ
ン
ス
を
入
れ
て
主
張
を

記
す
と
、
引
き
締
ま
り
、
効
果
的
に
主
張
が
伝
わ
る
。
ま
た
、
意
識
し
て
二
〜
三
つ
の
短
文
を
連
続
さ
せ
る
な
ら
ば
、
軽

や
か
な
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
る
。

加
え
て
、
や
や
細
か
い
こ
と
な
が
ら
、
次
の
諸
点
を
挙
げ
た
い
。
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・
同
一
表
現
を
周
辺
で
繰
り
返
さ
な
い
。

同
一
表
現
の
反
復
は
、
単
調
さ
を
招
く
主
因
で
あ
る
。
名
詞
に
限
ら
ず
、
動
詞
や
形
容
詞
等
も
、
同
じ
内
容
を
も
つ
、

異
な
る
表
現
を
考
え
て
使
う
。
た
と
え
ば
「
反
復
」
と
記
し
た
ら
次
は
「
繰
り
返
し
」
と
す
る
、
の
よ
う
に
。
も
っ
と
も
、

意
図
的
に
同
じ
表
現
を
し
つ
こ
い
く
ら
い
に
反
復
す
る
こ
と
で
、
主
張
が
強
ま
る
、
と
い
う
利
点
も
時
に
は
あ
る
の
だ
が
。

・
熟
さ
な
い
語
彙
、
不
要
な
外
来
語
を
用
い
な
い
。

「
正
反
対
」
の
語
が
あ
る
の
に
、「
真
逆
」
と
は
書
か
な
い
。
あ
る
い
は
、「
最
終
版
を
作
成
す
る
」
が
妥
当
な
と
こ
ろ

で
、「
フ
ァ
イ
ナ
ラ
イ
ズ
す
る
」
な
ど
と
記
さ
な
い
。
ち
な
み
に
、
英
語
で
あ
っ
て
も
、-ize

語
末
の
最
近
の
語
彙
は
、

軽
薄
に
響
く
こ
と
を
承
知
し
て
お
く
と
良
い
。finalize

な
ど
と
は
、
正
統
派
の
英
語
話
者
は
言
わ
な
い
。finish,

complete,
terminate

等
々
、
熟
し
た
候
補
は
い
く
つ
も
あ
る
。

・
文
末
に
工
夫
を
施
す
。

た
と
え
ば
「
の
で
あ
る
」
の
過
度
の
反
復
は
単
調
さ
に
つ
な
が
る
。
し
か
も
「
の
で
あ
る
」
と
繰
り
返
す
と
、
文
章
全

体
が
重
々
し
い
雰
囲
気
に
包
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
日
に
よ
っ
て
履
く
靴
を
変
え
て
み
る
か
の
よ
う
に
、
文
末
も
あ
れ
こ

れ
工
夫
し
た
い
。
と
は
言
え
、
学
術
論
文
で
は
「
の
で
あ
る
」
が
正
統
な
書
き
方
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
の
な
ら

話
は
別
だ
が
。

＜評壇＞
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書
く
よ
う
に
話
す
た
め
に

前
節
に
記
し
た
よ
う
な
文
章
作
法
も
ど
き
に
加
え
、
語
り
の
さ
い
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
に
留
意
す
る
と
、
話
術
の
向
上
が

期
待
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
同
様
に
、
箇
条
書
き
ふ
う
に
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

・
一
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
を
短
く
話
す
。

話
し
慣
れ
な
い
う
ち
は
、「
・
・
・
で
」「
・
・
・
だ
か
ら
」
と
い
う
ふ
う
に
語
り
続
け
て
、
一
向
に
句
点
が
現
れ
な

い
セ
ン
テ
ン
ス
を
口
に
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
話
し
て
い
る
当
人
の
混
乱
は
自
己
の
責
任
と
い
う
こ
と
と
し
て
も
、

聴
き
手
に
と
っ
て
分
か
り
に
く
い
こ
と
、
こ
の
上
な
い
。

ま
た
、
短
い
セ
ン
テ
ン
ス
で
話
し
て
い
る
よ
う
で
も
、
聴
い
て
い
る
側
か
ら
す
る
と
、
か
な
り
長
い
と
い
う
こ
と
が
往
々

に
し
て
あ
る
。「
一
分
話
し
ま
す
」
と
言
っ
て
一
分
話
し
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
二
〜
三
分
話
す
人
の
方
が
多
い
。
そ
れ

と
同
様
に
、
セ
ン
テ
ン
ス
の
長
さ
は
自
分
で
は
気
づ
き
に
く
い
。
自
己
の
語
り
に
句
点
を
付
す
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
計
ら
い

な
が
ら
話
す
こ
と
が
肝
要
だ
ろ
う
。

・
逆
接
で
も
な
い
場
で
逆
接
の
接
続
語
を
用
い
な
い
。

前
項
と
関
連
す
る
こ
と
を
一
点
。
逆
接
で
も
な
い
の
に
「
・
・
・
が
」
と
言
っ
て
、
セ
ン
テ
ン
ス
を
長
く
す
る
の
は
控

え
る
。
ま
た
、
Ｔ
Ｖ
の
民
放
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
や
記
者
に
多
い
「
・
・
・
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
」
の
よ
う
に
「
け
れ
ど
も
」

を
繰
り
出
し
て
、
セ
ン
テ
ン
ス
を
つ
な
げ
て
い
く
の
も
、
練
れ
て
は
い
な
い
話
術
の
典
型
だ
ろ
う
。

- 15 -

・
理
由
で
も
な
い
の
に
「
わ
け
」
を
多
用
し
な
い
。

「
・
・
・
と
い
う
わ
け
で
し
て
・
・
・
」
あ
る
い
は
、「
・
・
・
な
わ
け
で
す
け
れ
ど
・
・
・
」
と
い
う
よ
う
に
、
理

由
を
述
べ
て
い
る
の
で
も
な
い
場
面
で
「
わ
け
」
を
口
に
す
る
の
は
控
え
る
の
が
よ
い
。

・
発
話
直
後
の
耳
障
り
な
語
句
は
口
に
し
な
い
よ
う
に
努
め
る
。

不
要
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
わ
け
」
も
十
分
耳
障
り
だ
が
、
と
り
わ
け
、
発
話
直
後
に
置
か
れ
た
表
現
は
、
聞
い
て
い
て

愉
快
で
は
な
い
。
話
し
始
め
の
「
え
ー
ー
」
や
「
え
ー
ー
と
」「
あ
の
ー
ー
」、
あ
る
い
は
「
や
っ
ぱ
り
」「
ほ
ん
と
に
」

「
な
ん
か
」
な
ど
は
意
識
し
て
使
わ
な
い
よ
う
に
努
め
る
。「
な
ん
か
」
で
始
ま
る
発
言
は
、
軽
薄
に
さ
え
聞
こ
え
る
。

要
は
、
頭
の
な
か
で
の
推
敲
作
業
を
施
し
て
か
ら
、
音
声
と
し
て
出
す
と
い
う
心
づ
も
り
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。

「
え
ー
ー
」
や
「
あ
の
ー
ー
」
を
第
一
声
と
し
て
口
に
し
な
い
と
調
子
が
出
ず
、
話
せ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
原

稿
を
作
り
、
そ
れ
を
暗
誦
し
て
し
ま
う
の
が
、
こ
の
悪
癖
を
克
服
す
る
た
め
の
一
番
の
近
道
で
あ
ろ
う
。

・
味
気
な
い
安
易
な
表
現
に
依
拠
し
な
い
。

動
詞
を
す
べ
て
「
や
る
」「
す
る
」
等
の
何
に
で
も
使
え
る
よ
う
な
類
と
す
る
こ
と
は
控
え
る
。
日
本
語
話
者
の
矜
恃

を
も
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
考
え
、
そ
れ
を
口
に
し
て
み
た
い
。
動
詞
に
限
ら
ず
、
名
詞
も
「
や
つ
」
で
代
用
す
る

よ
う
な
こ
と
は
避
け
る
。「
先
週
教
え
て
も
ら
っ
た
や
つ
を
や
り
ま
し
た
」
な
ど
と
報
告
に
来
る
学
生
が
よ
く
い
る
が
、

＜評壇＞
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聞
い
て
い
て
そ
の
工
夫
の
な
い
表
現
に
が
っ
か
り
す
る
。「
や
つ
」
と
「
や
る
」
で
、
ま
さ
か
頭
韻
を
狙
っ
て
い
る
の
で

．

．

は
な
か
ろ
う
が
。「
や
つ
」
で
は
な
く
「
問
題
集
」、「
や
る
」
の
で
は
な
く
「
解
く
」、
と
い
う
具
合
に
し
て
「
先
週
教

わ
っ
た
問
題
集
を
解
き
ま
し
た
」
と
は
な
ぜ
言
え
な
い
の
か
。
語
彙
を
吟
味
し
て
話
せ
ば
、
味
気
な
い
表
現
が
、
豊
か
な

日
本
語
の
発
話
へ
と
転
じ
る
。

書
く
よ
う
に
話
す
と
い
う
本
義
か
ら
や
や
離
れ
る
が
、
最
後
に
、
聴
き
手
へ
の
広
義
の
マ
ナ
ー
と
も
形
容
で
き
る
こ
と
を
、

選
良
た
ち
の
発
言
を
引
き
つ
つ
二
点
掲
げ
て
お
き
た
い
。

・
明
ら
か
に
間
違
っ
た
日
本
語
を
使
わ
な
い
よ
う
に
努
め
る
。

国
会
中
継
を
見
て
い
る
と
、「
さ
き
ほ
ど
総
理
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
に
」
と
口
に
す
る
議
員
が
多
い
。
だ
が
「
お
っ

し
ゃ
ら
れ
る
」
は
誤
用
で
あ
る
。「
お
っ
し
ゃ
る
」
だ
け
で
十
分
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
ら
し
い
。

話
を
向
け
ら
れ
た
総
理
の
方
も
、「
日
本
人
の
命
（
を
守
る
責
務
は
）、
す
べ
か
ら
く
国
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
私
に

あ
る
」（
平
成
二
七
年
二
月
四
日
）
と
答
弁
す
る
が
、「
す
べ
か
ら
く
」
を
誤
解
し
て
い
る
。「
す
べ
か
ら
く
」
は
「
す
べ

て
」「
総
じ
て
」
の
意
で
は
な
い
。
漢
文
で
習
う
再
読
文
字
「
須
」
の
「
す
べ
か
ら
く
・
・
・
べ
し
」
の
「
す
べ
か
ら
く
」

で
あ
り
、「
当
然
・
・
・
す
る
必
要
が
あ
る
」
の
意
を
も
つ
。「
す
べ
か
ら
く
」
を
用
い
る
と
き
は
、
必
ず
「
べ
し
」
で

受
け
る
。
重
責
を
担
う
政
治
家
に
は
、
言
語
担
当
の
ブ
レ
ー
ン
は
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
昭
和
末
年
に
登
場
し
た
「
違
く
て
」
や
「
違
か
っ
た
ら
」
と
い
っ
た
誤
用
（「
違
う
」
を
形
容
詞
と
解
し
て
の
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誤
っ
た
活
用
形
）
が
近
頃
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
慶
賀
す
べ
き
こ
と
だ
ろ
う
。

・
聴
き
手
の
理
解
の
妨
げ
と
も
な
る
口
癖
は
、
常
に
意
識
し
て
直
す
よ
う
に
心
が
け
る
。

三
一
一
の
大
震
災
の
の
ち
、
連
日
、
何
度
も
Ｔ
Ｖ
で
会
見
が
放
映
さ
れ
た
当
時
の
内
閣
官
房
長
官
の
口
癖
は
、「
ま
さ

に
」
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
部
下
の
「
ま
さ
に
」
の
連
発
に
感
化
さ
れ
た
の
か
、
時
の
総
理
ま
で
任
期
終
盤
に
は
「
ま
さ
に
」

を
多
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
聞
い
て
い
て
可
笑
し
か
っ
た
。
な
お
、「
ま
さ
に
」
は
、
党
派
を
こ
え
て
現
総
理
の

口
癖
で
も
あ
る
。

ま
と
め
る
意
図
な
ど
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
要
す
る
に
」
を
連
発
し
た
り
、
今
後
の
こ
と
を
何
か
と
対
比
を
し
て
い

る
の
で
も
な
い
と
き
に
「
さ
し
当
た
っ
て
」
を
使
っ
た
り
、
と
い
う
の
も
再
考
し
て
み
る
と
よ
い
。
不
要
な
「
と
り
あ
え

ず
」
も
よ
く
耳
に
す
る
。
英
語
を
話
す
と
き
、anyway

の
反
復
が
品
を
欠
く
の
と
同
じ
だ
ろ
う
。

昨
今
で
は
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
受
け
た
ア
ス
リ
ー
ト
や
芸
能
人
が
、
ま
ず
「
そ
う
で
す
ね
」
と
言
っ
て
か
ら
話
し
出
す

場
面
を
多
く
見
か
け
る
。
こ
の
「
そ
う
で
す
ね
」
も
、
な
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
大
相
撲
の
力
士
の
「
そ

う
っ
す
ね
」
は
、
職
業
語
と
し
て
残
し
て
お
き
た
く
思
う
が
。

．
．
．

ス
ピ
ー
キ
ン
グ
と
は
紙
に
書
か
な
い
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ

本
稿
で
は
、
日
本
語
を
書
き
、
そ
し
て
話
す
こ
と
を
念
頭
に
叙
述
を
進
め
て
き
た
の
だ
が
、
外
国
語
（
具
体
的
に
は
英
語
）

の
事
例
に
も
触
れ
て
み
た
い
。

＜評壇＞
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日
本
人
の
英
語
学
習
者
は
、
読
み
書
き
は
で
き
る
が
、
聴
く
・
話
す
は
苦
手
だ
、
と
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
昭
和
末
年

の
「
国
際
化
」
以
降
、
英
会
話
学
習
に
い
そ
し
む
人
口
は
増
し
、
近
年
で
は
、
中
等
教
育
の
場
で
日
本
語
を
使
わ
な
い
英
語
の

授
業
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
リ
ス
ニ
ン
グ
や
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
の
能
力
は
、
前
世
紀
よ
り
向
上
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
実
用
英
語
」
礼
賛
の
風
潮
の
な
か
、
幕
末
以
来
の
伝
統
的
な
学
習
手
段
で
あ
る
訳
読
が
廃
れ
て
き
て
い
る
と
嘆
く
大
学
の

英
語
教
師
は
少
な
く
な
い
。
私
も
憂
い
を
同
じ
く
す
る
。
訳
読
を
通
し
て
、
日
本
語
を
磨
く
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
も
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
気
に
な
る
の
は
、
英
語
を
「
書
く
」
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
声
を
あ
ま
り
聞
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。

「
実
用
英
語
」
に
は
、
電
子
メ
ー
ル
を
介
し
て
英
語
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
さ

い
要
求
さ
れ
る
の
は
英
作
文
力
の
は
ず
な
の
に
、「
実
用
英
語
」
と
い
え
ば
リ
ス
ニ
ン
グ
と
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
の
こ
と
、
と
い
う

了
解
が
今
な
お
根
強
い
。
し
か
し
、
日
本
人
の
英
作
文
力
は
決
し
て
高
く
は
な
い
。「
実
用
」
に
耐
え
る
の
か
、
と
思
う
。
英

語
を
「
書
く
」
と
い
う
行
為
を
、
軽
視
し
て
よ
い
の
か
。
こ
こ
で
一
寸
視
点
を
変
え
て
、
外
国
語
と
し
て
の
日
本
語
学
習
者
の

様
子
に
触
れ
て
み
た
い
。

海
外
の
大
学
で
日
本
語
を
教
え
た
さ
い
、
以
下
の
発
見
を
し
た
。
幼
少
期
に
父
親
の
勤
務
等
で
滞
日
経
験
を
有
す
る
学
生
に

．
．

は
、
日
常
会
話
な
ら
あ
ま
り
問
題
な
い
者
が
多
い
。
そ
し
て
、
観
光
ガ
イ
ド
レ
ベ
ル
な
ら
ば
、
そ
の
会
話
力
で
さ
ほ
ど
支
障
な

く
こ
な
し
て
い
け
そ
う
だ
っ
た
。
し
か
し
、
作
文
を
書
か
せ
て
み
る
と
、
向
上
が
期
待
で
き
な
い
よ
う
な
日
本
語
と
判
明
し
、

驚
い
た
。
話
せ
る
が
書
け
な
い
、
の
だ
っ
た
。
一
方
、
書
物
や
映
像
で
し
か
日
本
を
知
ら
ず
、
日
本
語
学
習
を
基
礎
か
ら
着
実

に
進
め
て
き
た
学
生
の
な
か
に
、
修
辞
を
効
か
せ
た
文
章
を
綴
れ
る
者
が
い
る
。
会
話
に
ぎ
こ
ち
な
さ
は
あ
る
が
、
作
文
は
立

派
だ
っ
た
。
場
数
を
踏
め
ば
、
会
話
は
流
暢
さ
を
獲
得
す
る
だ
ろ
う
と
思
わ
せ
た
。
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同
じ
こ
と
が
、
外
国
語
と
し
て
の
英
語
を
学
ぶ
日
本
人
学
習
者
に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。「
実
用
英
語
」
で
の
ス
ピ
ー
キ

ン
グ
の
重
要
性
を
説
く
な
ら
ば
、
ま
ず
英
作
文
よ
り
始
め
る
の
が
よ
い
。
英
語
を
「
話
す
」
こ
と
は
、
英
語
を
「
書
く
」
こ
と

と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
と
は
、
紙
に
記
さ
な
い
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
と
形
容
で
き
る
。
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
能
力
の
向
上

は
、
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
の
上
達
に
寄
与
す
る
。
語
り
を
高
め
る
た
め
に
は
ま
ず
文
章
を
磨
け
、
と
い
う
こ
と
は
、
外
国
語
学
習
の

場
で
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

教
師
の
権
威
を
高
め
る
た
め
に

誤
字
・
脱
字
が
多
く
、
ま
た
混
迷
な
文
章
を
書
く
こ
と
は
、
教
師
の
基
本
的
な
能
力
を
も
っ
と
も
疑
わ
せ
る
よ
う
に
な
る

も
の
で
す
。
例
え
ば
、
話
す
こ
と
が
あ
ま
り
う
ま
く
な
く
て
も
、
あ
が
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
か
、
話
す
こ
と
は
好
き

じ
ゃ
な
い
ん
だ
な
と
か
で
済
む
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
紙
の
上
に
書
く
こ
と
は
、（
あ
が
る
は
ず
も
な
く
推
敲
も
で
き
る
は
ず

な
の
だ
か
ら
）
ま
っ
た
く
も
っ
て
そ
の
人
の
能
力
そ
の
も
の
と
い
う
評
価
を
受
け
る
も
の
で
す
。

本
誌
『
琅
』
主
宰
の
宗
内
敦
教
授
の
『
教
師
の
権
威
と
指
導
力
』(

彩
光
文
庫
、
二
〇
一
二)

は
、
教
師
の
指
導
力
に
不
可
欠

な
「
権
威
」
を
、「
専
門
性
」「
人
格
性
」「
関
係
性
」
そ
し
て
「
統
制
性
」
の
四
点
か
ら
詳
説
す
る
。
そ
の
の
ち
、「
親
・
保

護
者
の
信
頼
か
ら
得
ら
れ
る
権
威
」
と
し
て
、
親
や
保
護
者
と
の
関
係
性
を
築
く
大
切
さ
を
述
べ
て
い
る
。
一
読
者
と
し
て
叙

述
に
目
を
通
す
と
、
四
十
数
年
経
て
今
な
お
記
憶
に
残
る
昔
日
の
師
た
ち
が
、
な
に
ゆ
え
に
良
き
師
だ
っ
た
の
か
が
納
得
で
き

＜評壇＞
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る
。
指
導
力
を
持
っ
た
あ
の
先
生
た
ち
に
は
、
こ
う
い
う
「
権
威
」
が
た
し
か
に
あ
っ
た
、
と
思
い
つ
つ
ペ
ー
ジ
を
繰
る
こ
と

が
で
き
る
一
書
で
あ
る
。

右
の
一
節
は
、
そ
の
『
教
師
の
権
威
と
指
導
力
』
か
ら
引
い
た
。「
親
・
保
護
者
と
の
関
係
性
を
築
く
」
た
め
に
取
り
組
む

活
動
の
一
つ
と
し
て
、
学
級
担
任
の
家
庭
向
け
広
報
で
あ
る
「
学
級
だ
よ
り
」
を
取
り
あ
げ
、
文
章
へ
の
配
慮
を
留
意
点
の
最

初
に
掲
げ
る
。
直
ち
に
首
肯
で
き
る
助
言
だ
が
、「
混
迷
な
文
章
」
を
ど
う
す
れ
ば
克
服
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
、
宗
内
教
授

の
具
体
的
助
言
は
な
い
。
本
書
を
丹
念
に
読
ん
で
み
て
も
、
文
章
修
行
へ
の
手
引
き
は
見
当
た
ら
な
い
。
著
者
が
老
練
な
も
の

書
き
で
あ
る
と
存
じ
上
げ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
無
い
物
ね
だ
り
の
気
持
ち
は
強
く
な
る
。
願
わ
く
は
、
教
師
向
け
に
「
平
明
な

文
章
を
書
く
心
得
」
を
付
し
た
こ
の
書
の
改
訂
版
を
出
し
て
く
だ
さ
ら
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
勝
手
な
希
望
を
記
さ
せ
て
い
た
だ

く
。教

員
に
な
る
た
め
に
は
教
科
教
育
法
以
下
の
専
門
科
目
を
履
修
し
、
教
育
実
習
を
こ
な
し
、
教
員
採
用
試
験
を
通
過
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
採
用
後
も
、
研
究
授
業
等
を
通
し
て
、
授
業
の
進
め
方
な
ど
に
つ
い
て
先
輩
教
員
の
指
導
を
受
け
る
。
も
ち

ろ
ん
、
学
級
経
営
や
進
路
指
導
、
部
活
動
顧
問
等
の
校
務
も
あ
り
、
多
事
な
毎
日
が
続
く
。
爾
後
定
年
を
迎
え
る
ま
で
の
三
十

数
年
間
そ
う
い
う
日
々
を
お
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
教
育
の
場
で
の
「
道
具
」
で
あ
る
言
葉
を
練
り
、
磨
く
こ
と
に
重
き
を

置
く
研
修
や
研
鑽
の
機
会
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
教
師
の
質
を
高
め
る
た
め
に
は
、
教
員
免
許
の
更
新
と
い
っ
た
制
度
の
変
更

で
は
な
く
、
授
業
を
遂
行
す
る
さ
い
の
道
具
で
あ
る
言
葉
の
た
ゆ
ま
ぬ
研
鑽
を
課
す
よ
う
な
仕
組
み
の
構
築
が
あ
っ
て
も
よ
い

と
考
え
て
い
る
。

学
校
公
開
と
い
う
名
の
授
業
参
観
に
出
向
き
教
師
た
ち
の
日
本
語
を
耳
に
し
、
印
刷
物
や
「
模
範
解
答
」
に
記
さ
れ
た
日
本
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語
に
目
を
通
す
と
、
就
職
後
も
母
語
の
研
鑽
を
積
む
こ
と
が
急
務
で
は
な
い
か
、
と
感
じ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
中
学
二

年
生
の
国
語
で
配
付
さ
れ
た
「
模
範
解
答
」
に
は
こ
う
い
う
記
述
が
あ
っ
た
ー
ー
「
こ
の
よ
う
に
、
鰹
節
は
日
本
人
が
世
界
に

誇
れ
る
食
べ
物
だ
。
う
ま
み
調
味
料
に
取
っ
て
変
わ
っ
て
き
て
る
が
、『
食
の
世
界
遺
産
』
と
も
い
う
べ
き
鰹
節
を
伝
承
す
る

の
は
、
私
た
ち
の
使
命
で
あ
る
」。

和
食
を
支
え
て
き
た
鰹
節
が
衰
退
し
て
い
る
現
状
を
述
べ
た
文
章
を
読
み
、
要
約
せ
よ
と
い
う
問
題
へ
の
「
模
範
解
答
」
の

最
後
の
箇
所
か
ら
引
い
た
。
冒
頭
の
「
こ
の
よ
う
に
」
に
は
、
こ
こ
で
は
目
を
つ
ぶ
る
。
文
章
体
ゆ
え
「
き
て
る
が
」
で
は
な

く
「
き
て
い
る
が
」
と
し
た
い
し
、「
取
っ
て
か
わ
る
」
は
「
変
化
」
で
は
な
く
「
交
代
」
な
の
だ
か
ら
、「
代
わ
る
」
が
よ

い
。
だ
が
一
番
の
問
題
は
、「
う
ま
み
調
味
料
に
取
っ
て
変
わ
っ
て
き
て
る
」
の
部
分
だ
ろ
う
。「
う
ま
み
調
味
料
に
取
っ
て

代
わ
ら
れ
て
い
る
」
あ
る
い
は
、「
う
ま
み
調
味
料
が
鰹
節
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
き
て
い
る
」
と
し
な
け
れ
ば
、
本
文
の
内
容

と
正
反
対
に
な
る
。
国
語
科
教
員
の
作
品
と
い
う
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
虚
し
い
気
が
増
す
「
模
範
解
答
」
に
思
え
た
。

．
．
．

初
等
中
等
教
育
の
教
室
に
集
う
児
童
や
生
徒
は
、「
先
生
」
が
口
に
し
た
言
葉
を
通
し
て
授
業
を
受
け
、
学
ぶ
。
教
員
は
、

日
本
語
話
者
の
先
輩
と
し
て
も
児
童
や
生
徒
に
接
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
書
か
れ
た
文
章
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
口
頭
で
、

発
せ
ら
れ
た
教
師
の
言
葉
遣
い
は
、
良
く
も
悪
く
も
感
化
を
及
ぼ
す
。
次
世
代
の
教
育
を
担
う
者
に
は
、
日
本
語
話
者
の
矜
恃

を
も
ち
、
自
ら
の
日
本
語
を
磨
き
、
授
業
に
臨
ん
で
も
ら
い
た
い
と
切
に
願
う
。
母
語
の
研
鑽
に
励
む
こ
と
は
、
教
師
の
権
威

を
高
め
、
指
導
力
を
確
た
る
も
の
に
す
る
重
要
な
手
段
で
も
あ
る
。

＜評壇＞


