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細見和之

先
日
、
職
場
の
理
系
の
先
生
と
、
そ
も
そ
も
ウ
ィ

ル
ス
は
生
物
か
非
生
物
か
、
と
い
う
話
を
し
た
。
ウ

ィ
ル
ス
は
自
己
複
製
が
で
き
ず
、
新
陳
代
謝
も
行
わ

ず
、
ひ
た
す
ら
他
の
生
物
に
寄
生
し
て
増
殖
を
果
た

す
か
ら
だ
。
そ
こ
か
ら
パ
ソ
コ
ン
の
ウ
ィ
ル
ス
の
問

題
に
話
は
移
っ
て
ゆ
き
、
パ
ソ
コ
ン
の
ウ
ィ
ル
ス
も

ま
さ
し
く
そ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
自
分

自
身
で
は
増
殖
で
き
ず
、
と
に
か
く
パ
ソ
コ
ン
か
ら

パ
ソ
コ
ン
へ
と
つ
ぎ
つ
ぎ
と
移
動
し
て
増
殖
し
て
ゆ

く
。
一
台
の
パ
ソ
コ
ン
の
内
部
に
留
ま
っ
て
い
る
限

り
パ
ソ
コ
ン
の
ウ
ィ
ル
ス
も
増
え
な
い
の
だ
。

し
か
し
、
そ
の
話
の
流
れ
で
ゆ
く
と
、
言
語
も
ま

た
そ
う
で
は
な
い
か
。
日
本
語
な
ら
日
本
語
は
、
当

然
そ
れ
自
体
と
し
て
は
自
己
複
製
も
新
陳
代
謝
も
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
。
日
本
語
は
日
本
語
話
者
た
ち
、

日
本
語
の
使
い
手
た
ち
の
頭
の
な
か
で
だ
け
「
生
き

て
い
る
」
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
者
は

違
う
内
容
を
話
し
た
り
書
い
た
り
し
て
い
る
の
だ
が
、

日
本
語
の
文
法
は
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
複
製
を
遂
げ
、

語
彙
の
新
陳
代
謝
も
ゆ
っ
く
り
と
進
展
し
て
ゆ
く
…
。

し
か
し
こ
う
考
え
る
と
、
言
語
だ
け
で
は
な
く
、

音
楽
、
絵
画
、
料
理
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
政
治
シ
ス

テ
ム
、
宗
教
等
々
、
お
よ
そ
文
化
一
般
は
き
わ
め
て

ウ
ィ
ル
ス
的
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
。
も
と
よ

り
、
文
化
的
ウ
ィ
ル
ス
の
多
く
は
感
染
拡
大
し
て
あ

り
が
た
い
も
の
で
、
そ
れ
ら
と
今
回
の
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
の
よ
う
に
な
ん
と
か
感
染
を
食
い
と
め
る
べ
き

も
の
と
で
は
、
大
き
く
意
味
合
い
が
異
な
る
。
し
か

し
、
構
造
と
い
う
か
関
係
と
い
う
か
、
そ
れ
は
か
な

り
本
質
的
に
類
似
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え

て
く
る
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、「
文
学
」
は
そ
う
い
う
ウ
ィ
ル
ス
的
な

も
の
の
最
た
る
も
の
で
、
同
人
誌
は
そ
の
代
表
的
な

感
染
源
と
呼
べ
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
た
ち
は
コ
ロ

ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
を
で
き
る
だ
け
回
避
し
つ
つ
、

文
学
ウ
ィ
ル
ス
の
増
殖
を
促
し
て
い
る
、
と
い
う
わ

け
だ
。
本
稿
の
よ
う
な
同
人
誌
評
は
ウ
ィ
ル
ス
感
染

観
測
日
誌
で
も
あ
る
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
今
回
読
ん
だ
な
か
で
雑
誌
と
し
て
い
ち
ば

ん
充
実
し
た
印
象
を
受
け
た
の
は
『
イ
グ
ネ
ア
』
第

９
号
だ
っ
た
。
多
く
の
同
人
誌
よ
り
ひ
と
ま
わ
り
小

さ
な
四
六
判
だ
が
、
編
集
後
記
ま
で
ふ
く
め
て
二
九

三
ペ
ー
ジ
の
一
冊
に
、
力
作
が
ぎ
っ
し
り
と
並
ん
で

い
る
。

ま
ず
は
、
同
誌
の
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
齋
藤

葉
子
「
花
が
」。

あ
る
朝
の
出
勤
前
、「
わ
た
し
」
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の

玄
関
に
花
が
落
ち
て
い
る
。
何
気
な
く
そ
の
花
を
自

室
に
持
ち
込
み
水
を
入
れ
た
グ
ラ
ス
に
挿
す
と
、
翌

朝
も
同
様
に
玄
関
に
花
が
落
ち
て
い
る
。
そ
う
い
う

こ
と
が
連
続
し
て
、
偶
然
花
が
落
ち
て
い
る
の
で
は

な
く
誰
か
が
意
図
的
に
置
い
て
い
る
の
で
は
と
「
わ

た
し
」
は
疑
う
。
部
屋
中
が
花
で
溢
れ
か
え
る
こ
ろ

に
は
「
わ
た
し
」
は
精
神
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
ゆ

く
。
玄
関
に
監
視
装
置
ま
で
据
え
つ
け
て
チ
ェ
ッ
ク

し
て
み
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
花
は
い
つ
の
間
に
か

玄
関
前
に
置
か
れ
て
い
る
…
。
ま
る
緊
迫
感
に
満
ち

た
ミ
ス
テ
リ
ー
映
画
の
よ
う
な
展
開
。

続
い
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
田
中
星
二
郎
「
行
方
」。

広
島
市
の
百
貨
店
に
勤
務
し
て
い
る
「
僕
」
は
、

四
十
六
歳
。
陶
芸
作
家
で
あ
る
妻
、
岬
と
の
二
人
暮

ら
し
。
鳥
取
県
に
老
々
介
護
に
近
い
状
態
の
両
親
が

い
て
、
週
に
一
度
は
ス
カ
イ
プ
で
や
り
取
り
し
て
い

る
。
し
か
し
、
思
わ
ぬ
こ
と
に
「
僕
」
は
職
場
で
リ

ス
ト
ラ
の
対
象
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ち
ょ
う
ど
そ

の
時
期
に
、
高
校
野
球
部
の
は
じ
め
て
の
同
窓
会
の

案
内
が
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
届
く
。

そ
の
同
窓
会
に
出
席
し
て
、
自
分
が
唯
一
誇
り
に

し
支
え
と
し
て
き
た
試
合
の
こ
と
を
、
誰
ひ
と
り
覚

え
て
い
な
い
こ
と
を
「
僕
」
は
知
る
。「
僕
」
は
ず
っ

と
控
え
の
投
手
だ
っ
た
の
だ
が
、
正
規
の
大
会
の
終

了
後
、
監
督
が
他
校
と
の
練
習
試
合
を
組
ん
で
く
れ

て
、「
僕
」は
先
発
の
務
め
を
み
ご
と
果
た
し
た
の
だ
。

そ
の
試
合
の
こ
と
を
監
督
す
ら
覚
え
て
い
な
い
。
果

た
し
て
あ
の
試
合
は
本
当
に
あ
っ
た
の
か
…
。

今回は

『イグネア』！
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ス
カ
イ
プ
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
繋
が
っ
て
い
る

人
間
関
係
が
当
た
り
前
に
な
る
一
方
で
、
肝
心
要
の

記
憶
は
あ
や
ふ
や
。
そ
ん
な
な
か
妻
の
岬
は
、
地
に

足
の
着
い
た
生
き
方
を
し
て
い
て
、
危
う
い
海
を
彷

徨
っ
て
い
る
「
僕
」
に
と
っ
て
、
そ
の
名
の
と
お
り

か
け
が
え
の
な
い
「
岬
」、
あ
る
い
は
灯
台
の
よ
う
な

存
在
な
の
だ
。
タ
イ
ト
ル
の
「
行
方
」
も
そ
う
い
っ

た
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

同
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
岩
代
明
子
「
長
谷
川
書

店
で
会
い
ま
し
ょ
う
」
は
、
最
後
に
紹
介
し
て
い
る

宇
江
敏
勝
の
作
品
を
別
格
と
し
て
、
他
誌
を
ふ
く
め

て
今
回
読
ん
だ
な
か
で
い
ち
ば
ん
の
名
作
。

「
長
谷
川
書
店
」
と
い
う
の
は
、
作
者
の
暮
ら
す

町
の
最
寄
り
駅
の
前
に
実
在
す
る
本
屋
さ
ん
だ
と
い

う
。
そ
の
長
谷
川
書
店
を
舞
台
に
し
た
五
つ
の
掌
篇

が
、
奥
行
き
深
く
綴
ら
れ
て
ゆ
く
。
い
ず
れ
も
、
そ

の
書
店
を
待
ち
合
わ
せ
場
所
に
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
年

齢
と
境
遇
の
人
物
が
現
わ
れ
る
と
と
も
に
、
印
象
的

な
一
冊
の
本
が
物
語
の
軸
に
置
か
れ
て
い
る
。
村
上

春
樹
の
『
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
』、「
す
ぽ
ー

ん
」
と
野
菜
が
飛
び
出
る
仕
掛
け
の
絵
本
『
や
さ
い

さ
ん
』、
尾
崎
翠
の
『
第
七
官
界
彷
徨
』
…
。

そ
し
て
、
五
つ
の
物
語
の
前
後
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
章
前
」、「
章
後
」
と
題
し
て
、
作
者
が
子
ど
も
の

こ
ろ
か
ら
親
し
ん
で
い
た
生
家
近
く
の
「
坂
の
下
の

本
屋
」
の
こ
と
、
長
谷
川
書
店
と
の
出
会
い
と
店
主

と
の
交
流
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
実
在
の
書
店
の

話
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
物
語
の
関
係
も
絶
妙
と

し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
書
籍
の
ネ
ッ
ト
購
入
で
は

体
験
で
き
な
い
リ
ア
ル
書
店
の
貴
重
さ
を
読
み
手
に

強
く
届
け
て
く
れ
る
作
品
世
界
だ
。

最
後
に
、
同
誌
掲
載
の
松
林
杏
「
二
重
奏
」
は
、

前
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
、
音
楽
の
専
門
高
校
を
舞

台
に
し
た
、
木
下
真
弓
と
山
崎
優
歌
の
物
語
「
チ
ュ

ー
ニ
ン
グ
」
の
後
日
譚
、
と
い
う
よ
り
も
続
篇
。
四

百
字
詰
め
換
算
で
一
七
五
枚
に
わ
た
る
の
だ
。
た
だ

し
、
前
作
で
は
真
弓
の
視
点
で
描
か
れ
て
い
た
の
が
、

こ
ち
ら
で
は
優
歌
の
視
点
で
辿
ら
れ
て
い
る
。

三
年
生
最
後
の
定
期
演
奏
会
で
弾
く
、
リ
ム
ス
キ

ー
＝
コ
ル
サ
コ
フ
の
交
響
曲
『
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
』

の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
ソ
ロ
の
パ
ー
ト
を
め
ぐ
っ
て
、
前

作
で
は
幼
馴
染
み
の
真
弓
と
優
歌
の
確
執
が
描
か
れ

て
い
た
。
部
員
の
投
票
の
結
果
、
優
歌
に
決
定
す
る

が
、
演
奏
会
を
目
前
に
控
え
優
歌
は
手
の
痛
み
を
訴

え
、
結
局
真
弓
が
弾
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

今
回
の
続
編
で
は
、
投
票
で
優
歌
が
僅
差
で
選
ば
れ

た
の
は
真
弓
に
反
発
し
て
い
た
部
員
の
根
回
し
に
よ

っ
て
い
た
こ
と
、
優
歌
の
手
の
痛
み
は
プ
レ
ッ
シ
ャ

ー
か
ら
の
嘘
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。

今
回
の
後
半
で
二
人
は
、
作
曲
を
専
攻
し
て
い
る

同
級
生
、
亜
沙
か
ら
、
卒
業
作
品
と
し
て
彼
女
が
作

曲
し
た
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
二
重
奏
曲
の
演
奏
を
依
頼
さ

れ
る
。
そ
れ
は
、
真
弓
と
優
歌
を
演
奏
者
と
し
て
想

定
し
た
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、
セ
カ
ン
ド

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
い
う
区
別
を
持
た
な
い
、
異
な
っ

た
リ
ズ
ム
と
メ
ロ
デ
ィ
か
ら
な
る
二
重
奏
曲
な
の
だ

っ
た
。
受
験
勉
強
を
控
え
る
身
で
二
人
は
懸
命
に
そ

の
難
曲
に
取
り
組
む
…
。

相
変
わ
ら
ず
、
音
楽
を
言
葉
に
す
る
と
い
う
や
っ

か
い
な
課
題
を
作
者
は
み
ご
と
に
果
た
し
て
い
る
。

今
回
の
続
篇
に
お
い
て
は
と
り
あ
え
ず
ハ
ッ
ピ
ー
エ

ン
ド
の
結
び
だ
が
、
読
者
と
し
て
は
真
弓
と
優
歌
の

そ
の
後
の
人
生
に
ま
で
思
い
を
馳
せ
て
し
ま
う
。

『
飢
餓
祭
』
第
46
集
に
も
力
作
が
並
ん
で
い
る
。

巻
頭
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
、
島
雄
「
石
を
投
げ
る
」

は
、
東
京
の
小
さ
な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
「
石
も
て
追

は
る
る
ご
と
く
」
退
団
に
追
い
や
ら
れ
た
チ
ェ
リ
ス

ト
が
故
郷
に
戻
っ
て
一
矢
報
い
る
物
語
。

槙
田
賢
次
は
東
京
の
室
内
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
チ
ェ

ロ
を
弾
く
、
六
十
歳
を
過
ぎ
た
古
株
。
新
た
に
指
揮

者
と
な
っ
た
若
い
永
井
と
対
立
し
た
こ
と
か
ら
、
辞

表
を
提
出
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
し
か
も
、
ど
う

や
ら
そ
れ
は
、
永
井
を
は
じ
め
団
員
の
何
人
か
が
仕

組
ん
だ
罠
に
ま
ん
ま
と
嵌
っ
た
結
果
ら
し
い
。

生
家
の
あ
る
淡
路
島
に
も
ど
っ
た
槙
田
は
、
し
ば

ら
く
兄
の
も
と
で
居
候
状
態
に
な
る
が
、
兄
が
経
営

を
ま
か
さ
れ
て
い
る
ホ
テ
ル
で
チ
ェ
ロ
演
奏
を
は
じ

め
る
。
や
が
て
自
宅
で
チ
ェ
ロ
教
室
を
開
く
と
、
小

学
校
五
年
の
高
見
結
衣
（
ゆ
い
）
が
生
徒
と
な
る
。

初
心
者
の
結
衣
を
槙
田
は
心
を
こ
め
て
指
導
し
、
結

衣
は
チ
ェ
ロ
の
腕
前
を
ぐ
ん
ぐ
ん
あ
げ
る
。
中
学
一

年
に
な
っ
た
結
衣
は
チ
ェ
ロ
の
全
国
コ
ン
ク
ー
ル
に

出
場
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
審
査
委
員
長
が
あ
の
永

井
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
…
。
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こ
の
作
品
も
、
先
に
紹
介
し
た
松
林
杏「
二
重
奏
」

と
同
様
に
、
音
楽
を
言
葉
で
ど
う
表
現
す
る
か
と
い

う
難
題
を
果
た
し
て
い
る
。
作
者
の
技
量
の
奥
行
を

あ
ら
た
め
て
感
じ
た
。

同
誌
掲
載
の
、
小
網
春
美
「
し
ず
り
雪
」
は
一
風

変
わ
っ
た
「
家
族
」
の
姿
を
描
い
て
い
る
。

「
私
」（
七
尾
朱
里
）
は
、
六
十
四
歳
で
亡
く
な
っ

た
立
花
を
金
沢
で
看
取
っ
た
と
こ
ろ
。「
私
」
は
三
十

八
歳
で
立
花
と
は
親
子
ほ
ど
に
離
れ
て
い
る
が
、
立

花
の
死
に
際
し
て
は
形
式
的
に
夫
婦
の
形
。
さ
ら
に

「
私
」
に
は
、
離
婚
し
た
二
人
の
前
夫
の
あ
い
だ
に
、

そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
り
ず
つ
息
子
が
い
る
。

「
私
」
は
独
身
の
立
花
が
社
長
を
務
め
る
小
さ
な

旅
行
会
社
で
働
い
て
い
た
。
立
花
は
「
私
」
の
能
力

を
高
く
評
価
し
、「
私
」も
そ
れ
に
応
え
て
ゆ
く
。「
私
」

は
立
花
と
個
人
的
に
食
事
を
す
る
間
柄
に
ま
で
な
る
。

し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
と
航
空
会
社
の

大
手
優
先
の
方
針
に
よ
っ
て
、
立
花
の
会
社
は
傾
き
、

大
手
に
会
社
ご
と
買
い
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
立

花
が
社
長
を
退
く
と
き
、「
私
」
も
保
健
会
社
に
転

職
す
る
。

し
ば
ら
く
し
て
、
立
花
は
自
分
が
末
期
癌
に
罹
っ

て
い
る
こ
と
を
「
私
」
に
打
ち
明
け
る
。
最
後
は
七

尾
（「
私
」）
と
結
婚
し
て
故
郷
の
金
沢
で
暮
ら
し
た

い
、
そ
れ
が
立
花
の
願
い
だ
っ
た
。「
私
」
は
結
婚
に

は
た
め
ら
い
を
感
じ
る
が
、
立
花
の
「
死
に
水
を
取

る
」
決
意
を
固
め
る
…
。

立
花
と
い
う
人
物
の
背
景
が
も
う
少
し
書
き
込
ま

れ
て
い
れ
ば
、
と
い
う
思
い
は
残
る
。
作
品
か
ら
は
、

癌
末
期
の
宣
告
を
受
け
る
ま
で
独
身
を
貫
い
て
い
た
、

有
能
な
中
小
企
業
の
元
社
長
と
い
う
以
上
に
読
者
の

想
像
が
お
よ
ば
な
い
の
だ
。
タ
イ
ト
ル
の
「
し
ず
り

雪
」、
枝
に
積
も
っ
た
状
態
か
ら
あ
る
と
き
枝
が
跳

ね
上
が
る
こ
と
で
落
ち
る
雪
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
、

そ
の
手
が
か
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
。

さ
ら
に
同
誌
掲
載
の
、
石
塚
明
子
「
観
音
様
の
目
」

は
、
森
永
ヒ
素
ミ
ル
ク
事
件
を
、
生
ま
れ
た
娘
に
ヒ

素
ミ
ル
ク
を
飲
ま
せ
て
し
ま
っ
た
母
親
の
視
点
で
描

い
た
好
短
篇
。

私
も
幼
い
こ
ろ
母
か
ら
よ
く
聞
か
さ
れ
た
出
来
事

だ
が
、
当
時
は
母
乳
よ
り
も
よ
い
と
医
者
の
多
く
も

粉
ミ
ル
ク
を
勧
め
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
ヒ
素

が
混
入
し
て
い
た
。
会
社
が
い
ち
ば
ん
悪
い
の
は
明

ら
か
だ
が
、
飲
ま
せ
て
し
ま
っ
た
自
分
を
責
め
続
け

る
母
親
の
心
持
ち
が
な
ん
と
も
切
な
い
。
同
時
に
、

岡
山
県
東
部
に
設
定
さ
れ
て
い
る
漁
師
町
の
方
言
が

こ
こ
で
は
生
き
て
い
る
。

『
カ
ム
』
第
18
号
で
は
、
宮
城
芳
典
「
空
き
家
倶

楽
部
」
を
印
象
深
く
読
ん
だ
。

主
人
公
の
竹
村
貴
司
は
ビ
ル
の
管
理
会
社
に
勤
務

し
て
い
る
。
妻
の
母
が
亡
く
な
っ
て
、
義
父
の
も
と

に
引
っ
越
し
て
四
年
、
共
働
き
の
妻
と
幼
い
子
ど
も

が
い
る
。
義
父
と
の
仲
は
悪
く
な
い
の
だ
が
、
入
り

婿
状
態
で
町
内
付
き
合
い
も
こ
な
し
つ
つ
、
多
少
気

詰
ま
り
も
感
じ
て
い
る
。
職
場
で
は
新
し
い
課
長
か

ら
煙
た
が
ら
れ
、
営
業
か
ら
カ
ス
タ
マ
ー
サ
ー
ビ
ス

へ
の
異
動
を
勧
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
な
か
、
い
つ
も
一
緒
に
通
勤
し
て
い
る
松

山
が
近
所
の
空
き
家
を
勝
手
に
使
っ
て
い
る
こ
と
を

知
る
。
松
山
は
社
交
ダ
ン
ス
の
練
習
場
と
し
て
そ
こ

を
利
用
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。
竹
村
も
一
室
を
借
り

て
、
読
書
し
た
り
居
眠
り
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
る

が
、
や
が
て
松
山
は
「
空
き
家
倶
楽
部
之
会
則
」
な

る
も
の
を
竹
村
に
提
示
す
る
。
さ
ら
に
松
山
は
、
天

井
を
打
ち
破
っ
て
夜
に
星
空
を
見
え
る
よ
う
に
し
よ

う
と
提
案
す
る
…
。

居
場
所
の
な
い
中
年
男
が
町
内
の
ど
真
ん
中
に
隠

れ
家
を
持
つ
と
い
う
設
定
に
は
、
興
味
深
い
も
の
が

あ
る
。
し
か
し
、
末
尾
で
そ
の
空
き
家
が
取
り
壊
さ

れ
る
に
い
た
る
ま
で
が
あ
ま
り
に
あ
っ
気
な
い
し
、

松
山
に
空
き
家
を
練
習
場
に
す
る
こ
と
を
勧
め
た
石

清
水
と
い
う
怪
し
げ
な
人
物
も
素
性
が
分
か
ら
な
い

ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
、
も
う
す
こ
し
展
開
に

膨
ら
み
が
ほ
し
い
印
象
を
持
ち
も
し
た
。

『
せ
る
』
第
114
号
掲
載
の
、
津
木
林
洋
「
ミ
ュ
ー

ズ
よ
」
は
、
四
百
字
詰
め
換
算
三
〇
〇
枚
近
く
に
達

す
る
大
作
だ
が
、
ひ
と
息
に
読
ま
せ
る
。

中
学
校
二
年
の
小
野
寺
翔
太
は
ネ
ッ
ト
上
で
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
や
Ｓ
Ｆ
を
書
い
て
い
る
。
翔
太
は
、
著
名

な
賞
を
受
賞
し
て
い
る
作
家
、
静
原
麻
里
の
物
語
を

作
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
、
小
説
を
提
出
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
作
品
を
静
原
は
激
賞
す
る
。
じ
つ
は
、

翔
太
は
小
説
家
と
し
て
名
の
知
ら
れ
た
小
野
寺
龍
造

の
孫
。
お
ま
け
に
、
静
原
は
龍
造
の
大
フ
ァ
ン
で
、
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翔
太
は
静
原
を
龍
造
に
出
会
わ
せ
る
手
筈
を
整
え
る

こ
と
に
も
な
る
。
祖
父
の
文
才
を
受
け
継
ぐ
孫
と
い

う
謳
い
文
句
で
、
翔
太
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
が
着
実
に

進
ん
で
ゆ
く
。
合
わ
せ
て
、
龍
造
の
『
自
虐
力
』
と

い
う
新
た
な
エ
ッ
セ
イ
集
も
出
版
さ
れ
る
。
新
聞
の

新
刊
広
告
に
は
二
冊
の
出
版
が
大
々
的
に
宣
伝
さ
れ

る
。物

語
の
後
半
で
は
、
龍
造
の
現
在
の
秘
書
で
若
い

美
貌
の
女
性
、
千
秋
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
め
ぐ
る
騒

動
が
展
開
し
て
ゆ
く
。
千
秋
は
『
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

な
ん
か
ぶ
っ
飛
ば
せ
』
と
い
う
女
子
大
生
の
ブ
ロ
グ

と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
く
本
に
感
銘
を
受
け
、
そ

れ
を
小
説
仕
立
て
に
し
て
大
き
な
賞
を
受
け
る
の
だ

が
、
そ
れ
が
「
盗
作
」
と
い
う
嫌
疑
に
さ
ら
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

文
壇
、
マ
ス
コ
ミ
、
出
版
社
の
裏
事
情
が
た
っ
ぷ

り
と
組
み
込
ま
れ
て
い
る
う
え
、
十
七
節
か
ら
な
る

こ
の
作
品
で
は
、
視
点
人
物
が
節
ご
と
に
交
替
し
て

ゆ
く
。
第
一
節
は
翔
太
、
第
二
節
は
龍
造
、
第
三
節

は
千
秋
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
最
後
の
第
十
七
節

で
は
、
死
に
つ
つ
あ
る
龍
造
の
意
識
が
、
平
仮
名
を

多
用
し
た
文
体
で
、
優
れ
た
散
文
詩
の
よ
う
に
し
て

記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
作
品
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
学
的

技
法
を
駆
使
し
た
、
文
学
と
文
学
賞
を
め
ぐ
る
息
も

つ
か
せ
な
い
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に
仕
上
が
っ
て

い
る
の
だ
が
、
読
み
終
え
て
、
作
者
自
身
の
位
置
は

い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
は
残
る
。

翔
太
、
龍
造
、
静
原
、
千
秋
、
み
ん
な
、
若
干
の

軽
率
さ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
致
命
的
な
軽
率
さ
を
抱

え
て
い
る
と
は
い
え
、
も
の
を
書
く
こ
こ
ろ
ざ
し
そ

れ
自
体
に
お
い
て
は
真
摯
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
学

賞
、
出
版
社
、
マ
ス
コ
ミ
と
い
う
絡
み
の
な
か
で
は
、

す
べ
て
が
ド
タ
バ
タ
喜
劇
の
様
相
を
呈
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
そ
れ
自
体
に
は
救
わ
れ
る
べ
き
価

値
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
主
張
し
て
み
て
も
、
こ
の
作

品
世
界
で
は
い
さ
さ
か
古
風
な
態
度
に
映
っ
て
し
ま

う
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
な
に
も
か
も
が
パ
ロ
デ

ィ
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
よ
う
な
作
品
世
界
な
の

だ
。
果
た
し
て
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

『
別
冊
關
學
文
藝
』
第
60
号
掲
載
の
、
浅
田
厚
美

「
百
年
の
咳
」
は
、
い
わ
ば
カ
ル
タ
（
百
人
一
首
）

づ
く
し
の
好
短
篇
。

「
私
」
は
老
人
ホ
ー
ム
で
入
居
者
の
「
満
壽
（
ま

す
）
さ
ん
」
か
ら
彼
女
の
生
涯
を
記
憶
に
残
し
て
ほ

し
い
と
依
頼
さ
れ
る
。「
私
」
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し

て
ホ
ー
ム
で
百
人
一
首
の
カ
ル
タ
読
み
を
し
て
い
て
、

満
壽
さ
ん
に
い
わ
ば
見
初
め
ら
れ
た
の
だ
。
当
時
満

壽
さ
ん
は
百
一
歳
、
地
元
の
大
地
主
の
家
柄
で
典
型

的
な
女
傑
で
あ
る
。
そ
の
生
涯
を
聴
き
取
る
こ
と
が

「
私
」
の
仕
事
と
な
る
。

「
私
」
は
小
学
校
以
来
カ
ル
タ
に
親
し
み
、
百
人

一
首
を
す
べ
て
覚
え
て
い
る
。
満
壽
さ
ん
も
無
類
の

カ
ル
タ
通
で
、
百
人
一
首
を
す
べ
て
諳
ん
じ
て
い
る

こ
と
は
も
と
よ
り
、
各
人
の
十
八
番
（
お
は
こ
）
の

札
か
ら
、
相
手
の
性
格
ま
で
分
か
る
と
い
う
。
そ
ん

な
わ
け
で
、
百
人
一
首
に
そ
く
す
よ
う
な
形
で
満
壽

さ
ん
の
生
涯
が
「
私
」
に
語
ら
れ
て
ゆ
く
。

満
壽
さ
ん
の
人
生
の
要
に
位
置
し
て
い
た
の
は
、

息
子
の
浩
一
郎
だ
っ
た
。
子
ど
も
を
授
か
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
満
壽
さ
ん
は
、
地
元
の
貧
し
い
家
庭

の
末
っ
子
だ
っ
た
浩
一
を
養
子
と
し
「
浩
一
郎
」
と

新
た
に
名
づ
け
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
満
壽
さ
ん
の
物

語
に
、「
私
」
が
小
学
生
の
と
き
の
カ
ル
タ
ク
ラ
ブ
の

記
憶
が
重
ね
ら
れ
て
ゆ
く
。
カ
ル
タ
ク
ラ
ブ
の
先
生
、

「
私
」、
そ
し
て
「
私
」
よ
り
優
れ
た
能
力
を
有
し
て

い
た
ミ
カ
コ
を
め
ぐ
る
三
角
関
係
、
そ
こ
に
ミ
カ
コ

の
母
ま
で
く
わ
わ
っ
た
、
も
つ
れ
た
人
間
模
様
…
。

最
後
に
は
、
満
壽
さ
ん
が
じ
つ
は
浩
一
郎
と
の
あ

い
だ
に
で
き
た
子
ど
も
を
出
産
し
、
そ
の
こ
と
を

「
私
」
に
ひ
た
隠
し
に
し
て
い
て
、
自
分
の
十
八
番

（
お
は
こ
）
を
明
か
す
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
疑
念
に
「
私
」
は
た
ど
り
着
く
。

百
人
一
首
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
小
さ
な
メ
モ
リ
ー

チ
ッ
プ
に
も
似
て
、
実
は
膨
大
な
記
憶
装
置
な
の
で

は
な
い
か
と
、
あ
ら
た
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

『
淡
路
島
文
学
』
第
16
号
で
は
、
巻
頭
の
藤
井
美

由
紀
「
鳩
の
飛
翔
」
に
惹
か
れ
た
。
大
学
生
に
な
る

ま
で
息
子
を
育
て
あ
げ
て
き
た
女
性
の
一
代
記
。

冒
頭
、
主
人
公
の
鈴
江
が
小
さ
な
鉄
板
焼
き
屋
を

切
り
盛
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
客
と

の
少
々
荒
っ
ぽ
い
会
話
の
な
か
か
ら
、
彼
女
の
そ
れ

ま
で
の
苦
し
い
生
涯
が
語
ら
れ
て
ゆ
く
。
彼
女
は
医

師
と
見
合
い
結
婚
し
た
の
だ
が
、
そ
の
夫
か
ら
い
ま
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で
言
う
苛
酷
な
モ
ラ
ハ
ラ
、
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

を
受
け
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
彼
女
は

鬱
病
と
パ
ニ
ッ
ク
障
害
を
併
発
す
る
こ
と
に
な
る
。

疲
弊
し
き
っ
た
彼
女
は
、
女
性
相
談
所
に
駆
け
込
ん

で
、
な
ん
と
か
調
停
離
婚
に
漕
ぎ
つ
け
た
の
だ
っ
た
。

四
百
字
詰
め
換
算
で
一
一
〇
枚
を
超
え
る
作
品
と

は
い
え
、
鈴
江
が
息
子
の
俊
樹
を
難
産
で
産
み
落
と

す
場
面
や
、
舌
癌
で
亡
く
な
る
二
度
目
の
夫
、
正
也

の
話
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
テ
ー
マ
が
い
さ
さ
か
め
ま

ぐ
る
し
く
展
開
す
る
し
、
文
章
も
粗
い
。
し
か
し
、

そ
の
分
、
作
者
が
作
品
に
こ
め
た
熱
量
を
感
じ
取
る

こ
と
が
で
き
る
。

『
あ
る
か
い
ど
』
第
68
号
で
は
、
高
畠
寛
「
潮
夏

（
し
お
な
つ
）」
が
実
験
的
な
作
風
で
光
っ
て
い
る
。

北
海
道
の
祖
父
の
も
と
で
中
学
生
の
と
き
に
は
じ
め

て
出
会
っ
た
紀
子
（
の
り
こ
）
と
の
関
係
を
「
私
」

が
振
り
返
っ
た
短
篇
だ
が
、
相
当
手
の
こ
ん
だ
構
成

が
取
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

冒
頭
は
こ
う
は
じ
ま
る
。「
私
が
初
め
て
紀
子
を
見

た
の
は
八
年
前
で
あ
る
」。
そ
し
て
、
そ
の
中
学
二
年

で
の
出
会
い
が
し
ば
ら
く
綴
ら
れ
た
あ
と
、
一
行
空

き
で
「
―
―
以
上
ま
で
の
部
分
は
、
中
学
二
年
の
夏

休
み
の
記
憶
を
た
よ
り
に
、
一
九
五
九
年
の
同
じ
八

月
―
―
つ
ま
り
私
の
大
学
四
年
の
夏
休
み
に
書
い
て

い
る
」
と
い
う
文
章
が
置
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

上
記
の
文
章
を
「
私
」
が
書
い
て
い
る
の
は
、
大
学

を
終
え
、
就
職
し
て
四
年
の
時
点
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
い
ち
ば
ん
美
し
い
高
校
三
年
の
海
辺
で
の

紀
子
と
の
場
面
は
、
当
時
の
日
記
や
断
章
を
も
と
に

し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
い
く
つ
も
の
時
間
と
断
片
に
よ
っ

て
再
構
成
さ
れ
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
捏
造
さ
れ
た
、

記
憶
の
物
語
。し
か
し
、そ
こ
に
垣
間
見
ら
れ
る「
私
」

と
紀
子
の
姿
に
は
、
と
て
も
哀
切
な
も
の
が
あ
る
。

『
架
橋
』
第
34
号
掲
載
の
、
磯
貝
治
良
「
道
★
連

（
づ
）
れ
」
は
、
自
転
車
で
の
旅
を
続
け
る
若
い
逃

走
犯
と
老
人
の
不
思
議
な
物
語
。

三
十
歳
の
「
ぼ
く
」
は
「
箱
」（
刑
務
所
）
を
抜
け

出
し
て
、
駅
前
で
手
に
入
れ
た
自
転
車
に
ま
た
が
っ

て
旅
を
続
け
る
。
旅
に
出
て
九
日
目
に
、「
赤
い
Ｔ
シ

ャ
ツ
」
を
着
た
「
ウ
ミ
モ
リ
さ
ん
」
と
出
会
う
。
ウ

ミ
モ
リ
さ
ん
は
四
、
五
十
歳
代
に
見
え
る
が
実
年
齢

は
八
十
一
歳
だ
と
い
う
。
彼
も
自
転
車
の
旅
を
続
け

て
い
る
よ
う
だ
。「
ぼ
く
」
は
ウ
ミ
モ
リ
さ
ん
に
先
導

さ
れ
る
形
で
自
転
車
の
旅
を
続
け
て
ゆ
く
。

ウ
ミ
モ
リ
さ
ん
に
出
会
う
前
、「
ぼ
く
」
は
「
只
今
、

日
本
一
周
中
」
と
書
い
た
紙
を
自
転
車
に
貼
っ
て
い

た
が
、
市
役
所
の
観
光
課
で
は
そ
れ
を
ラ
ミ
ネ
ー
ト

加
工
し
た
も
の
ま
で
渡
さ
れ
、
道
の
駅
で
は
そ
の
ラ

ミ
ネ
ー
ト
紙
と
と
も
に
「
駅
長
さ
ん
」
と
笑
顔
で
写

真
撮
影
し
て
い
た
…
。

こ
こ
ま
で
来
る
と
、
読
者
に
は
こ
れ
が
現
実
の
事

件
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
と
な
る
だ
ろ

う
。
事
実
、
作
品
の
後
半
で
は
、
そ
の
こ
と
が
新
聞

記
事
の
引
用
と
と
も
に
示
さ
れ
て
い
る
。
現
実
で
は

脱
走
者
の
「
ぼ
く
」
は
四
十
九
日
後
に
身
柄
を
確
保

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
は
、
ウ
ミ
モ

リ
さ
ん
の
妹
夫
婦
の
経
営
す
る
民
宿
に
住
み
込
む
形

で
新
た
な
暮
ら
し
を
は
じ
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
民
宿
は
い
わ
ば
隠
れ
家
の
よ
う
な
と
こ
ろ
、
日

本
史
研
究
者
、
網
野
善
彦
が
「
無
縁
・
公
界
・
楽
」

と
定
式
化
し
た
ア
ジ
ー
ル
で
あ
る
。
旅
の
ル
ー
ト
の

克
明
な
記
述
と
と
も
に
、
ア
ジ
ー
ル
へ
の
希
求
に
、

作
者
の
強
い
思
い
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。

今
回
届
い
た
『
Ｖ
Ｉ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
』
で
は
、
第
833
号

掲
載
の
宇
江
敏
勝
「
乞
食
」、
第
834
号
掲
載
の
同
じ

く
宇
江
敏
勝
「
山
神
の
夜
太
鼓
」
が
相
変
わ
ら
ず
印

象
深
い
。

「
乞
食
」
で
は
、「
わ
た
し
」
が
小
学
校
五
年
の
と

き
に
出
会
っ
た
、
物
も
ら
い
を
し
て
暮
ら
し
て
い
た

「
オ
チ
ア
イ
」
と
呼
ば
れ
る
「
乞
食
」
の
姿
が
描
か

れ
る
。
戦
後
間
も
な
い
時
代
で
、
村
び
と
の
暮
ら
し

も
苦
し
い
な
か
、
村
外
れ
の
岩
窟
で
起
居
し
て
い
る

「
オ
チ
ア
イ
」
に
み
ん
な
は
少
し
ず
つ
施
し
を
し
て

い
た
。
し
か
し
、
少
し
ず
つ
世
の
中
が
豊
か
に
な
っ

て
ゆ
く
と
、
逆
に
「
オ
チ
ア
イ
」
へ
の
関
心
が
薄
れ

て
ゆ
く
。
そ
の
時
代
相
の
変
遷
が
残
酷
だ
。

一
方
、「
山
神
の
夜
太
鼓
」
で
は
、
二
十
二
歳
の
卓

治
を
主
人
公
に
し
て
、
炭
焼
き
職
人
の
姿
が
生
き
生

き
と
描
か
れ
て
い
る
。
実
際
、
私
が
こ
れ
ま
で
読
ん

だ
な
か
で
、
炭
焼
き
の
仕
事
の
手
順
が
い
ち
ば
ん
克

明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
炭
焼
き
仕
事
に
つ

い
て
書
け
る
の
は
、
作
者
以
外
に
は
存
在
し
な
い
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。


