
510152025

― 39 ―

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

国　語

1　
「
浅
い
話
」、「
深
い
話
」
と
い
わ
れ
て
も
、
漠
然
と
し
て
い
て
わ
か
り
づ
ら
い
も
の
で
す
。
ａ
実
際
に
、

ど
の
よ
う
な
ｂ
違
い
が
あ
る
の
か
ｃ
具
体
的
に
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

2　
「
実
の
な
い
話
」
と
い
う
言
い
方
を
よ
く
し
ま
す
が
、
誰
か
の
話
を
聞
い
て
、「
結
局
、
な
ん
に
も
意
味
が

な
か
っ
た
な
ぁ
」
と
感
じ
る
と
き
は
、
聞
い
て
い
る
側
が
ｄ
ま
っ
た
く
変
化
を
起
こ
さ
ｅ
な
い
、
化
学
反
応
を

起
こ
さ
な
い
話
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
「
①
浅
い
話
」
の
典
型
と
い
え
ま
す
。
一
方
、「
深
い
話
」

は
、
聞
き
手
側
の
心
の
部
分
、
感
情
部
分
を
揺
り
動
か
し
た
り
、
こ
れ
ま
で
も
っ
て
い
た
考
え
方
を
突
き
動
か

し
た
り
す
る
も
の
で
す
。
話
を
聞
い
て
、「
へ
え
ー
、
そ
う
な
の
か
」
と
驚
き
や
気
づ
き
が
あ
っ
た
り
、「
な
る

ほ
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
か
」
と
じ
ん
わ
り
と
理
解
が
深
ま
っ
た
り
、「
そ
ん
な
考
え
方
が
で
き
た
ら
す
て
き
だ

な
ぁ
」
と
憧
れ
の
気
持
ち
を
起
こ
さ
せ
た
り
、
聞
き
手
側
の
感
情
の
部
分
を
刺
激
し
ま
す
。
そ
し
て
感
情
が
動

か
さ
れ
た
と
き
、
人
は
こ
れ
ま
で
も
っ
て
い
た
考
え
方
、
見
方
に
変
化
を
起
こ
し
ま
す
。
こ
の
と
き
の
自
分
が

更
新
さ
れ
て
い
く
、
自
分
の
な
か
の
何
か
が
変
わ
っ
た
と
い
う
感
覚
こ
そ
が
、
相
手
の
話
を
「
深
い
話
」
と
印

象
づ
け
る
の
で
す
。

3　

聞
き
手
側
に
変
化
を
促
す
「
深
い
話
」
を
す
る
た
め
に
は
、
大
き
く
分
け
て
以
下
の
3
つ
の
能
力
が
必
要

に
な
っ
て
き
ま
す
。
ひ
と
つ
目
は
「
展
開
力
」
で
す
。
情
報
力
、
知
識
力
と
言
い
換
え
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
ま
ず
大
前
提
と
し
て
、
薄
っ
ぺ
ら
な
話
に
終
わ
ら
な
い
だ
け
の
情
報
量
と
知
識
量
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
を
自
分
な
り
に
入
手
し
て
、
話
を
推
進
し
て
い
く
展
開
力
を
身
に
つ
け
な
い
と
、
深
い
話
を
構
築
し

て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
2
つ
目
が
、「
本
質
把
握
力
」
に
な
り
ま
す
。
上
っ
面
を
な
ぞ
っ
て
い

る
だ
け
の
話
で
は
結
局
、
何
も
相
手
の
心
に
は
残
り
ま
せ
ん
。
核
心
の
部
分
、
本
質
を
つ
か
み
、
そ
れ
を
提

示
す
る
力
が
あ
る
と
話
は
ど
ん
ど
ん
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
最
後
の
3
つ
目
は
、「
具
体
化
力
」
で

す
。「
提
案
力
」
と
言
い
換
え
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
話
が
抽
象
的
な
も
の
に
終
始
し
て
し
ま
う
と
、

結
局
、
聞
き
手
の
心
ま
で
は
動
か
せ
ま
せ
ん
。（
中
略
）

4　

深
い
話
を
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
の
情
報
量
が
必
要
で
す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
や
み
く
も
に
情

報
を
集
め
て
話
の
な
か
に
盛
り
込
ん
で
い
け
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
情
報
を
集
め
る
際
に
気

を
つ
け
る
べ
き
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
角
度
を
つ
け
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
ひ
と
つ
の
方

向
か
ら
見
た
情
報
や
意
見
だ
け
を
並
べ
て
話
を
進
め
て
も
、
ど
う
し
て
も
平
板
で
浅
い
話
に
陥
り
が
ち
で
す
。

し
か
し
、
自
分
の
意
見
は
「
こ
れ
だ
」
と
決
め
つ
け
る
前
に
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
ら
見
た
違
う

意
見
や
情
報
を
積
極
的
に
話
に
取
り
入
れ
て
い
く
と
、
話
は
深
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。「
私
た
ち
に
は
こ
の
よ

⑴　

文
章
中
の

線
部
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

　

①　

平
板　
　
　

②　

陥
り　
　
　

③　

競
合　

　

④　

触
れ　
　
　

⑤　

執
着　
　
　

⑥　

勧
め  

⑵　
　
　

線
部
ａ
～
ｅ
の
う
ち
、
品
詞
が
同
じ
で
あ
る
も
の
を
二
つ
選

び
、
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

⑶　

そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
に
見
ら
れ
る
表
現
の
特
徴
を
述
べ
た
も
の
と
し

て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
を
書
き
な

さ
い
。

　
　

ア　

2
段
落
で
は
、
1
段
落
で
提
示
さ
れ
た
文
章
の
テ
ー
マ
に

沿
っ
て
、
筆
者
の
考
え
る
そ
の
定
義
を
平
易
な
言
葉
で
わ
か

り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
。

　
　

イ　

3
段
落
で
は
、
2
段
落
で
提
示
し
た
一
般
論
を
具
体
的
な

事
象
に
あ
て
は
め
て
説
明
す
る
こ
と
で
、
筆
者
の
意
見
の
正

当
性
を
補
強
し
て
い
る
。

　
　

ウ　

4
段
落
で
は
、
3
段
落
ま
で
で
述
べ
た
話
題
を
転
換
し
、

新
た
な
問
題
提
起
を
行
い
、
そ
れ
に
対
す
る
筆
者
独
自
の
解

釈
を
読
み
手
に
紹
介
し
て
い
る
。

　
　

エ　

5
段
落
で
は
、
4
段
落
で
述
べ
た
内
容
に
即
し
た
身
近
な

た
と
え
を
効
果
的
に
用
い
、
筆
者
の
意
見
に
対
す
る
読
み
手

の
納
得
感
を
増
し
て
い
る
。

⑷　
　
　

線
部
①
に
関
し
て
、
本
文
の
内
容
を
踏
ま
え
、
次
の
よ

う
に
ま
と
め
た
。

Ａ

 

～

Ｄ

 

に
当
て
は
ま
る
最
も
適
切
な

言
葉
を
、

Ａ

 

は
本
文
中
か
ら
七
字
で
抜
き
出
し
て
書
き
、

Ｂ

 

～ 

Ｄ

 

は
あ
と
の
ア
～
ク
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選

び
、
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

　
　

浅
い
話
に
終
わ
ら
な
い
た
め
に
は
、
土
台
と
し
て
あ
る
程
度
の

 　
　
　

が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
を
も
と
に
話
を 　
　

   

し
て
い
く
必
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Ａ

Ｂ

国 
語　
入
試
直
前
対
策
問
題

【
問
一
】　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
下
の
各
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
1
～
8
は
各
段
落
の
番
号
を
示
す
。
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国　語

う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
競
合
の
他
社
か
ら
見
た
ら
こ
う
で
あ
る
」、「
こ
れ
は
利
益
に
見
え
る
が
、
別
の
見
方
で

は
、
実
は
こ
の
よ
う
な
不
利
益
を
も
た
ら
し
て
い
る
」
な
ど
、
他
の
視
点
か
ら
の
情
報
、
意
見
を
織
り
交
ぜ
る

と
、
角
度
が
つ
く
ぶ
ん
、
話
に
奥
行
き
が
出
て
く
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
情
報
収
集
の
際
に
は
、
角
度
を
つ
け

て
、
別
の
視
点
か
ら
の
意
見
や
情
報
を
意
識
的
に
集
め
る
こ
と
が
、
深
い
話
を
す
る
た
め
に
は
重
要
な
の
で

す
。「
一
般
的
に
は
こ
う
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
反
対
か
ら
見
る
と
こ
う
な
っ
て
い
る
」
な
ど
と
触
れ
な
が
ら
、

最
終
的
に
、
自
分
の
価
値
判
断
に
従
っ
て
意
見
を
述
べ
れ
ば
い
い
の
で
す
。

5　

こ
の
よ
う
に
、
別
の
視
点
が
加
わ
る
と
深
み
が
出
る
と
い
う
の
は
、
片
目
で
も
の
を
見
る
と
距
離
感
が
つ

か
め
ま
せ
ん
が
、
両
目
で
見
る
と
奥
行
き
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
の
と
同
じ
こ
と
で
す
。
②
情
報
収
集
は
、
常

に
「
両
眼
視
」
で
き
て
い
る
か
を
意
識
し
な
が
ら
進
め
る
と
効
果
的
で
す
。
自
分
の
意
見
や
立
場
に
依
拠
し
た

情
報
だ
け
に
偏
っ
て
い
な
い
か
、
常
に
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ひ
と
つ
の
立
場
に
偏
ら
ず
、「
別
の

視
点
か
ら
は
ど
う
見
え
る
だ
ろ
う
か
」
と
発
想
を
転
換
し
て
思
考
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。
そ
れ
ら
を
組

み
入
れ
な
が
ら
、
自
分
の
話
を
展
開
し
て
い
け
れ
ば
、
必
ず
深
い
話
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

6　

自
分
と
は
別
の
視
点
の
情
報
を
収
集
す
る
場
合
、
役
に
立
つ
の
が
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
で
す
。
時
事
問
題
な

ど
に
つ
い
て
話
す
際
は
、
特
に
便
利
で
す
。
ネ
ッ
ト
の
ニ
ュ
ー
ス
記
事
を
い
く
つ
か
照
合
す
る
と
事
の
詳
細
を

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
に
、
各
ニ
ュ
ー
ス
に
付
属
し
て
い
る
コ
メ
ン
ト
欄
が
重
要
だ
と
い
え
ま

す
。
そ
こ
に
載
っ
て
い
る
コ
メ
ン
ト
は
、
必
ず
し
も
客
観
的
で
、
す
べ
て
事
実
に
即
し
て
い
る
と
は
言
い
切
れ

ま
せ
ん
が
、
自
分
と
は
違
っ
た
別
の
視
点
を
手
っ
取
り
早
く
知
る
に
は
と
て
も
有
意
義
な
も
の
で
す
。
こ
れ
ま

で
ま
っ
た
く
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
別
の
意
見
に
、
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。
コ
メ
ン
ト

欄
を
読
み
進
め
る
と
、
と
き
に
は
自
分
自
身
が
「
こ
の
問
題
は
こ
う
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
た
こ
と
も
、

反
対
の
立
場
の
意
見
が
意
外
に
多
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
り
し
ま
す
。

7　

そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
そ
の
問
題
に
関
連
し
て
メ
デ
ィ
ア
で
発
言
を
す
る
際
、
私
は
自
分
の
意
見
だ
け
に

執
着
せ
ず
、
反
対
の
視
点
に
も
あ
る
程
度
の
ウ
ェ
イ
ト
を
置
い
て
、
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
も
っ
た
コ
メ
ン
ト
を
す

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
分
の
意
見
が
な
く
、
ま
わ
り
に
流
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
け
っ

し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
自
身
の
意
見
は
も
ち
な
が
ら
も
、
別
の
立
場
、
別
の
意
見
に
も
配
慮
し
て
、
バ
ラ
ン

ス
を
と
っ
た
意
見
に
「
練
り
上
げ
る
」
と
い
う
行
為
に
な
り
ま
す
。

8　

こ
の
相
反
す
る
い
く
つ
か
の
も
の
の
要
素
を
組
み
入
れ
て
練
り
上
げ
た
も
の
が
、「
深
い
」
も
の
と
し
て

聞
き
手
に
は
伝
わ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
の
「
極
論
」
よ
り
も
、
多
様
な
意
見
を
包＊

摂
し
た
③
「
中
庸
」
に
こ
そ
、

深
み
は
あ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
多
面
的
に
も
の
を
見
て
、
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
上
げ
て
い
く
バ
ラ

ン
ス
感
覚
の
訓
練
と
し
て
も
、
ネ
ッ
ト
の
ニ
ュ
ー
ス
記
事
を
読
む
際
は
、
コ
メ
ン
ト
欄
も
同
時
に
目
を
通
す
こ

と
を
お
勧
め
し
ま
す
。 

（
齋
藤
孝
「
い
つ
も
「
話
が
浅
い
」
人
、
な
ぜ
か
「
話
が
深
い
」
人
」）

＊（
注
）　

包
摂
す
る
＝
一
定
の
範
囲
の
中
に
包
み
込
む
こ
と
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を 　
　

   

し
て
い
く
必

�����������������

�����������������

Ａ

Ｂ

要
が
あ
る
。
ま
た
、 　
　

  

な
内
容
に
終
始
し
な
い
よ
う
に
す
る

力
、
話
の

Ｄ

 

を
つ
か
ん
で
提
示
す
る
力
が
と
も
に
求
め
ら
れ
る
。

　
　

ア　

発
想　

 

イ　

理
解　
　

 

ウ　

展
開　

 　

エ　

核
心

　
　

オ　

結
論　

 

カ　

多
面
的　

 

キ　

具
体
的　

 

ク　

抽
象
的

⑸　
　
　

線
部
②
に
つ
い
て
太
田
さ
ん
が
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
た
。

　

太
田
さ
ん
の
ノ
ー
ト

Ｃ

���

���

 　

 

◎
角
度
を
つ
け
る
こ
と
が
大
切
！

 　
　
　
　

↓

 　

 　

 

Ｅ（
十
五
字
） 

の
み
に
偏
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、

 　
　

 

Ｆ（
二
十
字
） 

よ
う
に
す
る
こ
と
。

 　

 

◎
情
報
収
集
に
有
効
な
も
の

 　
　

 

＝
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
の
コ
メ
ン
ト
欄

　

ⅰ　

Ｅ

 

・ 

Ｆ

 

に
当
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
言
葉
を
、
本
文

中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
た
字
数
で
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。

　

ⅱ　
　
　

線
部
を
活
用
す
る
利
点
と
注
意
点
が
述
べ
ら
れ
た
一
文
を

さ
が
し
、
最
初
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
。 

⑹　
　
　

線
部
③
と
あ
る
が
、
筆
者
が
「
中
庸
」
と
表
現
し
て
い
る
意

見
は
、
ど
の
よ
う
に
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
か
。
ま
た
、「
深
み
」

の
あ
る
話
は
聞
き
手
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
す
か
。
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
、次
の〈
条
件
１
〉～〈
条
件
３
〉に
従
っ
て
書
き
な
さ
い
。

　
〈
条
件
１
〉 「
筆
者
の
い
う
中
庸
と
は
、」
に
続
け
て
、
最
初
に
「
中

庸
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
説
明
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

「
練
り
上
げ
る
」
と
い
う
言
葉
（
活
用
さ
せ
て
も
よ
い
）

を
必
ず
用
い
る
こ
と
。

　
〈
条
件
２
〉 

二
文
目
に
、
聞
き
手
に
も
た
ら
す
変
化
に
つ
い
て
書
く

こ
と
。

　
〈
条
件
３
〉
七
十
字
以
上
九
十
字
以
内
で
書
く
こ
と
。
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国　語

Ⅰ　

グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
の
様
子

白
川 

ま
ず
、
グ
ル
ー
プ
で
集
め
た
資
料
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
後
、「
歩
行
者
の
事
故
防
止
」
を
呼
び
か
け
る

た
め
の
標
語
の
テ
ー
マ
を
絞
ろ
う
。
資
料
１
を
見
て
、
考
え
た
こ
と
を
教
え
て
。

黒
田 

全
国
的
に
横
断
歩
道
で
の
車
の
一
時
停
止
率
が
上
が
っ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
一
時
停

止
へ
の
意
識
が
向
上
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
そ
う
だ
ね
。
特
に
長
野
県
は
、
七
年
連
続
で
一
位
っ

て
、
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
よ
ね
。

青
木 

そ
う
だ
ね
。
長
野
県
が
一
位
な
の
は
誇
ら
し
い
け
れ
ど
、
資
料
１
を
よ
く
見
る
と
、
長
野
県
の
直
近
の
一

時
停
止
率
は
約
八
割
だ
よ
。
厳
し
い
見
方
を
す
る
と 

 

と
も
言
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

白
川 

今
後
、
そ
こ
を
ど
う
減
ら
し
て
い
く
か
が
課
題
だ
ね
。
桃
井
さ
ん
、
資
料
２
に
つ
い
て
は
ど
う
か
な
。

桃
井 

う
ん
。
び
っ
く
り
し
た
ん
だ
け
れ
ど
、
長
野
県
は
横
断
歩
道
で
の
車
の
停
止
率
が
全
国
で
一
番
高
い
と
は

い
え
、
歩
行
者
事
故
の
約
四
割
が
、
横
断
歩
道
を
渡
っ
て
い
る
時
に
起
き
て
い
る
わ
。
今
回
の
標
語
で
、

横
断
歩
道
で
の
事
故
を
防
ぐ
た
め
の
呼
び
か
け
が
で
き
る
と
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
。

赤
羽 

桃
井
さ
ん
の
提
案
に
賛
成
だ
よ
。
横
断
歩
道
で
の
事
故
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
車
側
が
歩
行
者
の
い
る
横
断

歩
道
で
、
確
実
に
一
時
停
止
す
る
こ
と
が
大
事
だ
よ
ね
。
加
え
て
、
歩
行
者
側
も
横
断
歩
道
を
渡
る
こ
と

を
ド
ラ
イ
バ
ー
に
し
っ
か
り
と
伝
え
る
こ
と
も
大
切
だ
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
手
を
挙
げ
た
り
、
渡
ら
な

い
時
は
横
断
歩
道
に
近
寄
ら
な
い
よ
う
に
し
た
り
。

黒
田 

あ
あ
、
確
か
に
大
切
だ
ね
。
ぼ
く
は
正
直
な
と
こ
ろ
、
横
断
歩
道
で
手
を
挙
げ
る
の
を
恥
ず
か
し
い
と 

思
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
よ
。
で
も
特
に
交
通
量
の
多
い
と
こ
ろ
で
は
、
手
を
挙
げ
る
こ
と
で
車
が
停

止
し
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
し
、
事
故
を
減
ら
す
こ
と
に
つ
な
が
り
そ
う
だ
ね
。

白
川 

私
も
そ
う
思
う
。
特
に
夕
方
か
ら
夜
間
に
か
け
て
の
歩
行
中
は
、
赤
羽
さ
ん
の
意
見
を
踏
ま
え
た
上
で
、

私
た
ち
自
身
が
身
を
守
る
た
め
の
工
夫
を
す
る
必
要
も
あ
り
そ
う
ね
。
そ
う
言
え
ば
、
長
野
県
で
は
、
停

車
し
て
く
れ
た
ド
ラ
イ
バ
ー
へ
の
あ
い
さ
つ
が
習
慣
に
な
っ
て
い
る
み
た
い
ね
。

桃
井 

小
さ
い
こ
ろ
か
ら
、
横
断
歩
道
を
渡
っ
た
後
は
い
つ
も
あ
い
さ
つ
を
し
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
が
当
た
り
前

だ
と
思
っ
て
い
た
わ
。

黒
田 

歩
行
者
と
ド
ラ
イ
バ
ー
が
お
互
い
を
思
い
や
る
気
持
ち
を
持
て
ば
、
よ
り
横
断
歩
道
で
の
車
の
一
時
停
止

率
が
上
が
っ
て
、
歩
行
者
の
事
故
防
止
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。

ａ

⑴　

Ⅰ 

の              

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
十
五
字
以
内
で
考
え

て
書
き
な
さ
い
。

⑵　

Ⅰ 

の
赤
羽
さ
ん
の
ａ
の
発
言
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て

適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
を
書
き
な
さ

い
。

　
　

ア　

提
案
に
同
意
す
る
と
と
も
に
、
別
の
事
例
を
示
す
こ
と

で
、
話
題
を
転
換
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　

イ　

提
案
に
対
し
て
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
で
、
話
題
を

焦
点
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　

ウ　

提
案
に
対
す
る
賛
同
で
き
る
点
を
挙
げ
、
修
正
が
必
要
な

点
に
つ
い
て
も
、
明
確
に
し
て
い
る
。

　
　

エ　

提
案
に
賛
成
し
た
上
で
、
具
体
的
な
方
策
を
述
べ
、
話
し

合
い
を
進
展
さ
せ
て
い
る
。

　
　

オ　

提
案
内
容
を
別
の
表
現
で
分
か
り
や
す
く
言
い
換
え
た
上

で
、
自
分
の
考
え
を
付
け
足
し
て
い
る
。

⑶　
　
　

線
部
に
つ
い
て
、
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
を
一
つ
考
え
て
、

具
体
的
に
書
き
な
さ
い
。
た
だ
し
、
Ⅰ 

の
話
し
合
い
で
挙
げ
ら
れ

た
例
と
同
じ
も
の
は
書
か
な
い
こ
と
。

⑷　

Ⅰ 

の
話
し
合
い
の
中
で
白
川
さ
ん
が
配
慮
し
て
い
る
こ
と
と
し

て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
を
書

き
な
さ
い
。

　
　

ア　

意
見
が
偏
ら
な
い
よ
う
に
、
発
言
者
の
意
見
の
問
題
点
と

長
所
の
両
方
を
述
べ
て
い
る
。

　
　

イ　

グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
が
深
ま
る
よ
う
に
、
わ
か
り
に

�����������������

�����������������

�����������������������

�����������������������

【
問
二
】　

青
木
さ
ん
の
ク
ラ
ス
で
は
、「
歩
行
者
の
事
故
防
止
」
に
つ
い
て
標
語
作
り
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
資
料
を
集
め
、
ど
の
よ
う
な
標
語
が
ふ
さ
わ
し
い
か
話
し

合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
の
Ⅰ 

～
Ⅲ 

を
読
ん
で
、
下
の
各
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
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国　語

赤
羽 

黒
田
さ
ん
に
賛
成
だ
よ
。「
思
い
や
り
」
を
持
つ
こ
と
が
大
切
だ
ね
。

青
木 

ぼ
く
も
「
思
い
や
り
」
を
持
つ
こ
と
が
大
切
と
い
う
意
見
に
賛
成
。
歩
行
者
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
ど
ち
ら
か

一
方
で
は
な
く
「
お
互
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
共
感
し
た
よ
。

白
川 
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
あ
り
が
と
う
。
今
ま
で
の
意
見
を
参
考
に
、
標
語
を
決
め
て
い
こ
う
。

（
…
話
し
合
い
は
続
く
）

⑴　

Ⅰ 

の              

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
十
五
字
以
内
で
考
え

て
書
き
な
さ
い
。

⑵　

Ⅰ 

の
赤
羽
さ
ん
の
ａ
の
発
言
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て

適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
を
書
き
な
さ

い
。

　
　

ア　

提
案
に
同
意
す
る
と
と
も
に
、
別
の
事
例
を
示
す
こ
と

で
、
話
題
を
転
換
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　

イ　

提
案
に
対
し
て
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
で
、
話
題
を

焦
点
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　

ウ　

提
案
に
対
す
る
賛
同
で
き
る
点
を
挙
げ
、
修
正
が
必
要
な

点
に
つ
い
て
も
、
明
確
に
し
て
い
る
。

　
　

エ　

提
案
に
賛
成
し
た
上
で
、
具
体
的
な
方
策
を
述
べ
、
話
し

合
い
を
進
展
さ
せ
て
い
る
。

　
　

オ　

提
案
内
容
を
別
の
表
現
で
分
か
り
や
す
く
言
い
換
え
た
上

で
、
自
分
の
考
え
を
付
け
足
し
て
い
る
。

⑶　
　
　

線
部
に
つ
い
て
、
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
を
一
つ
考
え
て
、

具
体
的
に
書
き
な
さ
い
。
た
だ
し
、
Ⅰ 

の
話
し
合
い
で
挙
げ
ら
れ

た
例
と
同
じ
も
の
は
書
か
な
い
こ
と
。

⑷　

Ⅰ 

の
話
し
合
い
の
中
で
白
川
さ
ん
が
配
慮
し
て
い
る
こ
と
と
し

て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
を
書

き
な
さ
い
。

　
　

ア　

意
見
が
偏
ら
な
い
よ
う
に
、
発
言
者
の
意
見
の
問
題
点
と

長
所
の
両
方
を
述
べ
て
い
る
。

　
　

イ　

グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
が
深
ま
る
よ
う
に
、
わ
か
り
に

�����������������

�����������������

�����������������������

�����������������������

く
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　

ウ　

相
手
に
あ
わ
せ
て
柔
軟
に
自
分
の
意
見
を
変
え
て
、
話
し

合
い
の
流
れ
を
大
切
に
し
て
い
る
。

　
　

エ　

話
し
合
い
が
円
滑
に
進
む
よ
う
に
、
相
手
の
考
え
を
踏
ま

え
た
上
で
、
話
題
を
整
理
し
て
い
る
。

⑸　

話
し
合
い
の
あ
と
、
青
木
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
は 

Ⅲ 

か
ら
標
語
を

一
つ
選
ん
だ
。
青
木
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
が
選
ん
だ
標
語
の
番
号
と
、

あ
な
た
が
そ
の
よ
う
に
考
え
た
理
由
を
、
次
の
〈
条
件
１
〉
～
〈
条

件
３
〉
に
従
っ
て
書
き
な
さ
い
。

　
　
〈
条
件
１
〉 

最
初
に
標
語
の
番
号
を
解
答
欄
に
書
く
こ
と
。

　
　
〈
条
件
２
〉 

青
木
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
が
、
そ
の
番
号
の
標
語
を
選

ん
だ
と
あ
な
た
が
考
え
た
理
由
を
、
Ⅰ 

の
話
し
合
い

の
内
容
か
ら
説
明
す
る
こ
と
。

　
　
〈
条
件
３
〉 

五
十
字
以
上
七
十
字
以
内
で
書
く
こ
と
。

Ⅲ　

標
語
の
候
補

Ⅱ　

話
し
合
い
で
用
い
た
資
料

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

全国平均 7.6％ 8.5％ 8.6％ 17.1％ 21.3％ 30.6％ 39.8％

全国
順位

１位 長野県
48.3％

長野県
64.2％

長野県
58.6％

長野県
68.6％

長野県
72.4％

長野県
85.2％

長野県
82.9％

２位 非公表 非公表 静岡県
39.1％

静岡県
52.8％

兵庫県
57.1％

静岡県
63.8％

兵庫県
64.7％

３位 非公表 非公表 石川県
26.9％

兵庫県
43.2％

静岡県
54.1％

山梨県
51.9％

山梨県
64.6％

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）および長野県警察ホームページの資料をもとに作成

（平成28年から JAF実施の全国調査結果）

資料１　【信号機のない横断歩道における車の一時停止率】

資料２　【令和４年度事故類型別　歩行者事故割合（長野県内）】

①
　
あ
り
が
と
う
止
ま
っ
て
く
れ
た
思
い
や
り

②
　
守
ろ
う
よ
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
の
長
野
県

③
　
思
い
や
り
み
ん
な
で
持
と
う
横
断
歩
道

④
　
手
を
挙
げ
て
渡
っ
た
後
は
あ
り
が
と
う

横断歩道
横断中
39.6％

その他
横断中
20.7％

その他
23.1％

対面・背面
通行中　14.6％

路上停止・
作業・遊戯中
　　　　2％
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国　語

⑴　

文
章
Ⅰ
の

線
部
の
言
葉
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
て
、
す
べ
て
ひ
ら

が
な
で
書
き
な
さ
い
。

　
　

①　

ゐ
て　
　

②　

取
り
給
へ

⑵　
　
　

線
部
①
「
知
ら
ね
ば
」
と
主
語
が
同
じ
で
あ
る
も
の
を
、　
　

線
部

ア
～
オ
か
ら
す
べ
て
選
び
、
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

　
　

ア　

取
り
出
で
て　
　

イ　

い
ひ
け
れ
ば　
　

ウ　

い
ひ
け
れ
ば

　
　

エ　

涙
を
流
し
て　
　

オ　

漕
ぎ
去
り
ぬ

⑶　
　
　

線
部
②
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次

の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

　
　

ア　

篳
篥
を
取
り
返
す
た
め
、
美
し
い
音
色
を
聞
か
せ
る
こ
と
を
提
案

し
て
い
る
。

　
　

イ　

長
年
取
り
組
ん
で
き
た
篳
篥
を
奏
で
、
そ
の
音
色
で
海
賊
に
改
心

し
て
ほ
し
い
。

　
　

ウ　

篳
篥
と
引
き
換
え
に
、
せ
め
て
命
は
助
け
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て

い
る
。

　
　

エ　

死
を
覚
悟
し
、
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
篳
篥
を
奏
で
、
語
り
草
に

し
て
ほ
し
い
。

⑷　
　
　

線
部
③
で
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
技
法
を
書
き
な
さ
い
。

⑸　
　
　

線
部
④
は
、「
安
有
不ざ

る

聞
者
乎や

」
を
書
き
下
し
文
に
改
め
た
も
の
で

���

���

�������������

�������������

文
章
Ⅰ

　

和わ

邇に

部べ
の

用も
ち

光み
つ

と
い
ふ
楽が

く

人に
ん

あ
り
け
り
。
土
佐
の
御お

船ふ
な

遊
び
に
下
り
て
、
上
り
け
る
に
、
安あ

芸き

の
国
、

な
に
が
し
の
泊と

ま
りに

て
、海
賊ぞ

く

押
し
寄
せ
た
り
け
り
。弓
矢
の
行ゆ

く
へ方
①
知
ら
ね
ば
、
防
ぎ
戦
ふ
に
力
な
く
て
、

今
は
う
た
が
ひ
な
く
殺
さ
れ
な
む
ず
と
思
ひ
て
、篳ひ

ち

篥り
き

を
ア
取
り
出い

で
て
、屋や

形か
た

の
上
に
ゐ
て
、「
あ
の
党
や
。

今
は
沙さ

汰た

に
及
ば
ず
。
と
く
な
に
も
の
を
も
取
り
給た

ま

へ
。
た
だ
し
、
年
ご
ろ
、
思
ひ
し
め
た
る
篳
篥
の
、

②
小こ

調て
う

子し

と
い
ふ
曲
、吹
き
て
聞
か
せ
申
さ
む
。さ
る
こ
と
こ
そ
あ
り
し
か
と
、の
ち
の
物
語
に
も
し
給
へ
」

と
イ
い
ひ
け
れ
ば
、
宗む

ね

と
の
大
き
な
る
声
に
て
、「
主ぬ

し

た
ち
、
し
ば
し
待
ち
給
へ
。
か
く
い
ふ
こ
と
な
り
。

も
の
聞
け
」と
ウ
い
ひ
け
れ
ば
、船
を
押
さ
へ
て
、お
の
お
の
し
づ
ま
り
た
る
に
、用
光
、今
は
か
ぎ
り
と

（
平
安
時
代
の
音
楽
家
）

土
佐
神
社
で
の
祭
り

帰
京
の
途
中
に

（
今
の
広
島
県
西
部
）

何
と
か
い
う

港
で

弓
矢
の
扱
い
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で

殺
さ
れ
る
に
違
い
な
い

（
雅
楽
の
管
楽
器
）

（
船
の
屋
根
）

一
党
の
者
達
よ

あ
れ
こ
れ
言
わ
な
い

早
く

長
年

心
に
深
く
思
っ
て
き
た

こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た

首
領

こ
れ
で
最
後
だ

【
問
三
】　

次
の
①
～
③
か
ら
、
誤
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
一
字
を
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
て
書
き
、
同
じ
読
み
の
正
し
い
漢
字
を
楷
書
で
そ
れ
ぞ
れ
書
き
な
さ
い
。

　

①　

新
し
い
事
業
計
画
で
は
、
経
験
が
少
な
く
て
も
情
熱
の
あ
る
若
い
人
材
を
器
用
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

　

②　

地
球
環
境
を
守
る
に
は
、
他
国
と
の
連
携
や
強
調
の
精
神
に
基
づ
い
た
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。

　

③　

雨
模
様
の
た
め
、
客
足
に
期
待
は
し
な
か
っ
た
が
、
案
の
条
、
来
訪
者
は
数
え
る
程
だ
っ
た
。

【
問
四
】　

次
に
示
す
の
は
、
文
章
Ⅰ
が
『
十じ

っ

訓き
ん

抄し
ょ
う』

の
一
節
、
文
章
Ⅱ
が
『
荀

じ
ゅ
ん

子し

』
の
一
節
を
書
き
下
し
文
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
下
の
各
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
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国　語

文
章
Ⅱ

　

む
か
し
瓠

＊
こ

巴は

瑟し
つ

を
鼓
し
て
、
流
魚
出
で
て
聴
き
、
伯

＊
は
く

牙が

琴き
ん

を
鼓
し
て
、
六り

く

馬ば

仰あ
ふ

い
で
秣

ま
ぐ
さ
くふ
。
故ゆ

ゑ

に
聲こ

ゑ

は

③
小せ

う

と
し
て
聞き

こ

え
ざ
る
こ
と
無
く
、
行

お
こ
な
ひは

隠い
ん

と
し
て
形あ

ら

は
れ
ざ
る
は
無
し
。
玉

ぎ
ょ
く

山
に
在
り
て
草
木
潤
ひ
、

淵ふ
ち

珠た
ま

を
生
じ
て
崖が

け

枯
れ
ず
。
善
を
為な

し
て
積
ま
ざ
る
か
、
④
安い

づ
くん

ぞ
聞
え
ざ
る
者
有
ら
ん
や
。

＊（
注
） 

瓠
巴
＝
瑟
（
大
き
な
琴
）
を
弾
く
名
人
の
名
前
。　
　

伯
牙
＝
琴
を
弾
く
名
人
の
名
前
。

大
き
な
琴
を
弾
く
と

水
底
の

魚
が

馬
た
ち
が（
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
）

首
を
の
ば
し
て
草
を
食
べ
た

音
声

ど
ん
な
に
小
さ
く
て
も（
人
に
）聞
こ
え
な
い
こ
と

は
な
く

わ
ず
か
で
も（
世
の
中
に
）現
れ
な
い
こ
と
は
な
い

（
人
間
も
）善
を
重
ね
て
努
力
を
し
な
け
れ
ば
そ
れ
ま
で
の
こ
と
、（
努
力
を
す
れ
ば
）ど
う
し
て
そ
の
善
行
が

外
部
に
伝
わ
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か

お
ぼ
え
け
れ
ば
、
エ
涙
を
流
し
て
、
め
で
た
き
音
を
吹
き
出
で
て
、
吹
き
す
ま
し
た
り
け
り
。

　

を
り
か
ら
に
や
、
そ
の
調
べ
、
波
の
上
に
ひ
び
き
て
、
か
の＊

潯じ
ん

陽や
う

江か
う

の
ほ
と
り
に
、
琵び

琶は

を
聞
き
し

昔
語
り
に
こ
と
な
ら
ず
。
海
賊
、
静
ま
り
て
、
い
ふ
こ
と
な
し
。

　

よ
く
よ
く
聞
き
て
、
曲
終を

は

り
て
、
先
の
声
に
て
、「
君
が
船
に
心
を
か
け
て
、
寄
せ
た
り
つ
れ
ど
も
、

曲
の
声
に
涙
落
ち
て
、
か
た
さ
り
ぬ
」
と
て
、
オ
漕こ

ぎ
去
り
ぬ
。

＊（
注
） 

潯
陽
江
＝
長
江
の
別
称
。
白
居
易
（
中
国
唐
代
の
有
名
な
詩
人
）
が
潯
陽
江
に
鳴
り
渡
る
琵
琶
の
音
に
心
揺
さ

ぶ
ら
れ
、「
琵
琶
行
」
と
い
う
詩
を
作
っ
た
こ
と
を
指
す

素
晴
ら
し
い

折
も
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か

こ
こ
は
遠
慮
す
る

あ
る
。
返
り
点
を
付
け
な
さ
い
。

⑹　

次
の 

 

は
、
文
章
Ⅰ
と
文
章
Ⅱ
を
授
業
で
読
ん
だ
三
井
さ
ん
と
青

木
さ
ん
が
話
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
あ
と
の
ⅰ
～
ⅲ
に
答
え
な
さ
い
。

　

 

三
井　

 

ど
ち
ら
の
文
章
も
、
楽
器
に
つ
い
て
書
か
れ
た
部
分
が
あ
る
ね
。

　

 

青
木　

 

文
章
Ⅰ
で
は
、

Ａ

 

と
い
う
文
が
、
そ
の
音
色
に
聞
き
入
っ
て

い
る
様
子
を
最
も
よ
く
表
し
て
い
る
ね
。

　

 

三
井　

 

名
人
の
演
奏
は
、
⑤
皆
の
心
に
響
く
ん
だ
ね
。

　

 

青
木　

 

う
ん
。
そ
れ
か
ら
、
文
章
Ⅱ
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
こ
れ
は

『
荀
子
』
の
中
で
「
勧
学
篇へ

ん

」
に
収
め
ら
れ
た
文
章
で
、
学
ぶ
こ

と
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
そ
う
だ
よ
。

　

 

三
井　

 

な
る
ほ
ど
。
そ
う
考
え
る
と
、
文
章
Ⅱ
の
「
山
に
宝
石
が
あ
れ
ば

草
木
は
潤
い
、
淵
に
宝
玉
が
沈
ん
で
い
れ
ば
、
崖
肌
は
つ
や
や
か

で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、

Ｂ

 

こ
と
を
た
と
え
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
ん
だ
ね
。

　

ⅰ　

Ａ

 

に
当
て
は
ま
る
一
文
を
さ
が
し
、
最
初
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
。

　

ⅱ　
　
　

線
部
⑤
と
あ
る
が
、
文
章
Ⅱ
で
は
、
そ
の
様
子
を
ど
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
か
。
聞
き
手
を
明
ら
か
に
し
て
、「
名
人
の
音
色
に
」
に
続
け

て
三
十
字
以
内
の
現
代
語
で
説
明
し
な
さ
い
。

　

ⅲ　

Ｂ

 

に
当
て
は
ま
る
適
切
な
言
葉
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
二
つ
選

び
、
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

　
　
　

ア　

力
が
内
に
備
わ
れ
ば
自
然
と
外
に
も
あ
ら
わ
れ
る

　
　
　

イ　

力
は
ひ
け
ら
か
さ
ず
に
内
に
秘
め
て
お
く
の
が
よ
い

　
　
　

ウ　

善
行
は
必
ず
世
の
中
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る

　
　
　

エ　

教
養
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
唯
一
の
善
行
で
あ
る

������

������
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国　語

　

小
学
六
年
生
の
雪ゆ
き

乃の

は
、
父
親
と
二
人
で
曾そ
う

祖
母
の
ヨ
シ
江
が
住
む
長
野
県
に
移
り
、
父
親
が
運
営
す
る
カ
フ
ェ
を
店

員
の
美み

由ゆ

紀き

と
と
も
に
手
伝
っ
て
い
る
。
そ
の
カ
フ
ェ
へ
、
村
に
古
く
か
ら
住
む
正ま
さ

治は
る

が
や
っ
て
き
た
。

「
う
ち
の
義
父
や
義
母
な
ん
か
は
、
決
し
て
悪
気
は
な
い
ん
で
す
け
ど
、
ア
レ
ル
ギ
ー
の
こ
と
を
軽
く
考
え
て

し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、『
少
し
ず
つ
食
べ
て
慣
ら
し
て
い
け
ば
治
る
だ
わ
』
な
ん
て
怖お

そ

ろ
し
い
こ
と
を
言

う
し
、
説
明
し
よ
う
と
し
て
も
、『
昔
は
そ
ん
な
こ
と
な
か
っ
た
に
ね
え
』
っ
て
た
め
息
つ
か
れ
て
終
わ
っ
ち

ゃ
う
し
。
…
…
あ
、
ご
め
ん
な
さ
い
、
な
ん
だ
か
愚
痴
み
た
い
に
聞
こ
え
ま
す
ね
」「
い
や
。
別
に
か
ま
わ
ね

え
だ
け
ど
も
」「
た
だ
ね
、
う
ち
の
子
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
日
本
中
、
い
え
、
世
界
中
で
ア
レ
ル
ギ
ー

体
質
の
人
は
も
の
す
ご
く
増
え
て
て
、
環
境
や
食
生
活
の
変
化
が
そ
う
さ
せ
て
る
わ
け
だ
か
ら
、
た
し
か
に
昔

と
は
事
情
が
違
っ
て
い
る
ん
で
す
。
あ
の
子
の
せ
い
で
も
な
け
れ
ば
、
産
ん
だ
私
の
せ
い
で
も
な
い
…
…
は
ず

な
ん
で
す
け
ど
…
…
頭
で
は
わ
か
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
、
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
ね
。
自
分
に
は
ど
う
に
も
し
よ

う
の
な
い
こ
と
を
、
人
生
の
大
先
輩
か
ら
『
昔
は
そ
ん
な
こ
と
な
か
っ
た
の
に
』
っ
て
言
わ
れ
て
し
ま
う
と
、

な
ん
だ
か
責
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
ね
」

　

そ
の
横
顔
を
、
途
中
か
ら
雪
乃
は
ａ
息
を
殺
し
て
見
つ
め
て
い
た
。
わ
か
っ
て
も
ら
え
て
い
る
の
だ
と
い
う

安あ
ん

堵ど

と
、
こ
ん
な
か
た
ち
で
庇か

ば

っ
て
も
ら
う
こ
と
の
申
し
訳
な
さ
が
交こ

う

叉さ

す
る
。
美
由
紀
の
言
わ
ん
と
す
る
と

こ
ろ
は
、
聞
い
て
い
た
正
治
さ
ん
に
も
伝
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ｂ
苦
い
顔
に
な
っ
て
雪
乃
の
ほ
う
を
見
る
。
雪

乃
が
目
と
お
腹な

か

に
力
を
入
れ
て
見
つ
め
返
す
と
、
正
治
さ
ん
は
ま
た
美
由
紀
へ
視
線
を
戻
し
た
。

　

と
う
と
う
、
た
め
息
を
つ
い
て
言
っ
た
。「
や
れ
や
れ
、
わ
か
っ
た
わ
か
っ
た
。
①
俺
が
悪
か
っ
た
だ
わ
」　

怒
り
出
す
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
身
構
え
て
い
た
雪
乃
の
肩
か
ら
も
、
ｃ
ふ
っ
と
力
が
抜
け
る
。
え
ら
そ
う

だ
け
れ
ど
、
こ
の
人
を
少
し
見
直
す
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

「
さ
っ
き
は
よ
け
い
な
こ
と
ま
で
言
っ
ち
ま
っ
た
け
ど
も
、
俺
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
要
す
る
に
、
あ
れ

だ
。
あ
ん
た
は
幸
せ
も
ん
だ
、
ち
ゅ
う
こ
と
だ
わ
」「
そ
れ
は
…
…
は
い
」「
昔
と
比
べ
て
言
っ
て
る
ん
じ
ゃ
ね

え
よ
ぅ
。
今
こ
ン
時
、
ど
ん
だ
け
の
人
間
が
あ
ん
た
の
こ
と
を
か
ん
げ
ぇ
て
る
か
っ
て
こ
と
だ
。
お
ふ
く
ろ
さ

ん
も
お
や
じ
さ
ん
も
、
俺
ら
に
頭
下
げ
な
す
っ
た
に
。
②
あ
す
こ
ま
で
言
わ
れ
っ
ち
ま
っ
ち
ゃ
あ
、
ほ
ー
、
こ

っ
ち
も
ま
る
っ
と
承
知
す
る
し
か
ね
え
に
よ
」
あ
ん
た
だ
け
じ
ゃ
ね
え
ん
だ
よ
ぅ
、
と
、
も
そ
も
そ
続
け
る
。

「
俺
に
ゃ
あ
小
難
し
い
こ
と
ま
で
は
わ
か
ん
ね
え
け
ど
も
、
そ
れ
っ
く
れ
ぇ
の
こ
と
は
わ
か
る
だ
わ
。
誰
だ
っ

て
、
そ
り
ゃ
あ
人
間
だ
も
の
、
て
っ
く
り
け
え
っ
ち
ま
う
こ
と
は
あ
る
に
。
け
ど
な
」　
ｄ
言
葉
を
切
り
、
正

治
さ
ん
は
雪
乃
の
目
を
覗の

ぞ

き
込
ん
だ
。「
起
き
上
が
り
小こ

法ぼ

師し

と
お
ん
な
じ
だ
。
て
っ
く
り
け
え
っ
た
ら
、
ほ

ー
、
何
べ
ん
だ
っ
て
起
き
上
が
ン
ね
え
と
」

　

夕
方
、
家
ま
で
送
り
ト
ド
け
て
く
れ
た
美
由
紀
は
、
い
つ
も
と
同
じ
く
ｅ
に
っ
こ
り
笑
っ
て
手
を
振
っ
た
だ

け
で
帰
っ
て
い
っ
た
。
今
日
の
こ
と
は
気
に
し
な
い
よ
う
に
、
と
か
言
わ
れ
る
か
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
も
な
か

っ
た
。
言
お
う
が
言
う
ま
い
が
、
ど
う
せ
考
え
て
し
ま
う
と
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

⑴　

文
章
中
の

線
部
を
漢
字
に
直
し
て
、
楷
書
で
書
き
な
さ
い
。

　
　

①　

ト
ド　
　

②　

メ
イ
ワ
ク

⑵　

次
の
作
品
は
、
文
章
中
に
あ
る
漢
字
を
行
書
で
書
い
た
も
の
で
あ

る
。
楷
書
で
書
い
た
場
合
と
比
較
し
た
と
き
の 

 

で
囲
ま
れ
た

部
分
に
表
れ
て
い
る
行
書
の
特
徴
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
下

の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

ア　

直
線
的　
　
　
　

イ　

点
画
の
連
続

　
　
　
　
　
　
　
　

ウ　

筆
順
の
変
化　
　

エ　

点
画
の
省
略

⑶　
　
　

線
部
ａ
～
ｅ
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次

の
ア
～
オ
か
ら
す
べ
て
選
び
、
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

　
　

ア　

ａ
の
「
息
を
殺
し
て
」
に
は
、
雪
乃
が
ふ
た
り
の
会
話
に

加
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
悔
し
さ
と
悲
し
さ
が
表
れ
て
い
る
。

　
　

イ　

ｂ
の
「
苦
い
顔
に
な
っ
て
」
に
は
、
正
治
が
自
分
の
言
動

を
省
み
て
、
決
ま
り
が
悪
い
思
い
を
抱
い
て
い
る
様
が
表
れ

て
い
る
。

　
　

ウ　

ｃ
の
「
ふ
っ
と
力
が
抜
け
る
」
に
は
、
こ
れ
ま
で
雪
乃
が

正
治
を
警
戒
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
、
正
治
へ
の
印
象
の
変

化
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　

エ　

ｄ
の
「
言
葉
を
切
り
」
に
は
、
正
治
が
雪
乃
に
大
切
な
こ

と
を
伝
え
た
い
思
い
を
抱
き
つ
つ
、
再
び
余
計
な
こ
と
を
言

う
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
が
表
れ
て
い
る
。

　
　

オ　

ｅ
の
「
に
っ
こ
り
笑
っ
て
」
に
は
、
正
治
と
の
や
り
と
り

に
ひ
ど
く
傷
つ
い
た
雪
乃
に
対
す
る
、
美
由
紀
の
気
遣
い
が

表
れ
て
い
る
。

���

���

�����������������������

�����������������������

【
問
五
】　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
下
の
各
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
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国　語

　

台
所
に
立
ち
、
ヨ
シ
江
の
手
伝
い
を
し
な
が
ら
雪
乃
は
、
あ
の
寄
り
合
い
の
晩
の
こ
と
を
一
つ
ひ
と
つ
思
い

起
こ
し
て
い
た
。
い
く
ら
家
族
と
一
緒
と
い
っ
て
も
、
こ
ち
ら
で
暮
ら
し
て
い
な
い
母
親
に
と
っ
て
、
知
ら
な

い
人
間
の
集
ま
る
席
は
ど
ん
な
に
か
気
詰
ま
り
だ
っ
た
ろ
う
。
周
囲
の
目
は
、
よ
そ
者
に
対
し
て
厳
し
い
。
こ

の
土
地
に
根
を
下
ろ
そ
う
と
し
て
い
る
父
親
で
さ
え
さ
ん
ざ
ん
苦
労
し
て
き
た
の
を
雪
乃
も
見
て
知
っ
て
い
る

し
、
そ
れ
が
、
娘
を
置
い
て
都
会
で
仕
事
を
続
け
て
い
る
母
親
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
だ
。
そ
れ
で
も
な
お
、
両

親
は
皆
に
頭
を
下
げ
た
。
娘
を
よ
ろ
し
く
頼
む
、
と
。
こ
ち
ら
へ
越
し
て
き
て
よ
か
っ
た
、
お
か
げ
で
周
り
の

み
ん
な
に
見
守
っ
て
も
ら
え
る
、
と
。〈
あ
す
こ
ま
で
言
わ
れ
っ
ち
ま
っ
ち
ゃ
あ
、
ほ
ー
、
こ
っ
ち
も
ま
る
っ 

と
承
知
す
る
し
か
ね
え
に
よ
〉
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
、
ち
ょ
っ
と
悪
ぶ
っ
て
み
せ
る
よ
う
な
正
治
さ
ん
の
声
が
、

耳
の
奥
で
ず
き
ん
、
ず
き
ん
、
と
こ
だ
ま
し
て
い
る
。

　
〈
あ
ん
た
は
幸
せ
も
ん
だ
、
ち
ゅ
う
こ
と
だ
わ
〉

　

雪
乃
の
口
か
ら
、
熱
く
湿
っ
た
息
が
も
れ
た
。
い
じ
め
な
ん
か
に
挫く

じ

け
て
、
学
校
へ
行
け
な
く
な
る
自
分
。

周
り
に
メ
イ
ワ
ク
ば
か
り
か
け
て
い
る
自
分
。
住
む
場
所
ど
こ
ろ
か
家
族
の
か
た
ち
ま
で
変
え
、
仲
良
し
の
父

親
と
母
親
を
離
れ
ば
な
れ
に
さ
せ
て
し
ま
っ
た
自
分
。
そ
ん
な
自
分
が
、
大
嫌
い
だ
っ
た
。
誰
か
ら
も
気
に
懸

け
て
ほ
し
く
な
か
っ
た
。
こ
っ
ち
を
見
な
い
で
ほ
し
か
っ
た
。
そ
う
は
い
か
な
い
と
わ
か
っ
て
か
ら
は
、
せ
め

て
こ
れ
以
上
心
配
さ
れ
ず
に
済
む
よ
う
に
、
あ
え
て
何
で
も
な
さ
そ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
き
た
。

　

考
え
て
み
る
と
そ
れ
も
こ
れ
も
、
全
部
自
分
の
こ
と
ば
っ
か
り
だ
。
周
り
に
申
し
訳
な
い
と
思
う
の
だ
っ

て
、
情
け
な
い
と
思
う
の
だ
っ
て
、
結
局
、
自
分
、
自
分
、
自
分
。
あ
ら
ゆ
る
考
え
方
や
感
じ
方
の
中
心
は
自

分
で
し
か
な
く
て
、
い
つ
も
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
だ
と
感
じ
て
き
た
気
が
す
る
。
誰
か
か
ら
「
恵
ま
れ
て
い
る
」
と

言
わ
れ
れ
ば
、
頷う

な
ずく
し
か
な
か
っ
た
。
頷
き
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
つ
ら
か
っ
た
。

　

で
も
、
き
っ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
の
だ
。
正
治
さ
ん
が
言
っ
た
の
は
、
き
っ
と
そ
う
い
う
意
味
じ

ゃ
な
い
。
置
か
れ
て
い
る
立
場
と
か
状
況
の
こ
と
を
言
っ
て
、
だ
か
ら
感
謝
し
ろ
と
迫
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
。

　
〈
あ
ん
た
は
幸
せ
も
ん
だ
、
ち
ゅ
う
こ
と
だ
わ
〉 

　

言
葉
に
す
る
と
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
の
こ
と
だ
か
ら
、
耳
に
タ
コ
、
み
た
い
な
感
じ
で
す
っ
か
り
わ
か
っ

て
い
る
つ
も
り
で
い
た
。
全
然
、
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
っ
た
く
、
少
し
も
。

　

こ
の
、
シ
ゲ
爺じ

い

と
ヨ
シ
ば
ぁ
ば
の
家
で
の
び
の
び
と
寝
起
き
し
て
、
父
親
と
も
ど
も
畑
や
ブ
ド
ウ
や
カ
フ
ェ

の
こ
と
に
心
砕く

だ

き
な
が
ら
毎
日
を
送
り
、
母
親
と
は
テ
レ
ビ
電
話
で
顔
を
見
な
が
ら
話
し
、
勉
強
を
見
て
も
ら

う

―
そ
う
い
う
今
の
自
分
を
支
え
て
い
る
の
は
、
家
族
み
ん
な
の
想お

も

い
と
と
も
に
、
そ
れ
を
許
し
て
く
れ
て

い
る
周
囲
の
人
た
ち
の
視
線
で
も
あ
る
。
時
に
鬱う

っ

陶と
お

し
く
、
時
に
監
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
と
し
て

も
、
そ
う
し
た
周
り
の
人
た
ち
み
ん
な
の
視
線
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
自
分
は
こ
こ
で
暮
ら
す
こ
と
を
柔
ら
か

く
許
さ
れ
て
き
た
の
だ
。
そ
ん
な
こ
と
も
わ
か
ら
ず
に
、
文
句
ば
っ
か
り
並
べ
て
、
あ
の
人
が
わ
か
っ
て
く
れ

な
い
と
か
、
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
と
か
、
自
分
が
好
き
に
な
れ
な
い
と
か
。

　
〈
あ
ん
た
は
幸
せ
も
ん
…
…
〉

（
村
山
由
佳
「
雪
の
な
ま
え
」）

⑷　
　
　

線
部
①
に
つ
い
て
、
正
治
が
悪
か
っ
た
と
言
っ
た
内
容
を
次

の
よ
う
に
表
す
と
き
、　
　
　

・ 　
　
　

に
当
て
は
ま
る
適
切
な

言
葉
を
、
本
文
中
か
ら
十
字
以
上
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
書
き

な
さ
い
。

 　
　

雪
乃
が
学
校
に
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
、「

Ａ

 

の

　

 

に
」
と
指
摘
し
、
雪
乃
に 

Ｂ

 

を
抱い

だ

か
せ
た
こ
と
。

⑸　
　
　

線
部
②
は
、「
あ
そ
こ
ま
で
言
わ
れ
て
し
ま
う
と
」
と
い
う

意
味
だ
が
、
そ
の
内
容
を
指
す
ひ
と
続
き
の
二
文
を
さ
が
し
、
一
文

目
の
最
初
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
。

⑹　

こ
の
文
章
を
読
ん
だ
藤
田
さ
ん
は
、
く
り
返
さ
れ
る　
　

線
部
に

着
目
し
、
印
象
に
残
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め

た
。 

Ｃ

 

に
当
て
は
ま
る
適
切
な
言
葉
を
、
あ
と
の〈
条
件
１
〉・ 

〈
条
件
２
〉
に
従
っ
て
書
き
な
さ
い
。

　
　

雪
乃
は
、
偏
屈
に
見
え
て
実
は
情
の
あ
る
正
治
さ
ん
か
ら
掛
け

ら
れ
た　
　

線
部
の
言
葉
を
反
芻す

う

す
る
う
ち
に
、
こ
れ
ま
で
の
自

分
を
振
り
返
り
、
自
分
の
幸
せ
に
つ
い
て
捉
え
直
し
て
い
き
ま

す
。
そ
し
て
、
今
ま
で 

Ｃ

 

に
気
づ
い
た
の
で
す
。
そ
の
大

き
な
変
化
が
心
に
残
り
ま
し
た
。

　
〈
条
件
１
〉 

話
の
展
開
を
踏
ま
え
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
、
視
線
と
い
う

言
葉
を
、
こ
の
順
で
使
っ
て
書
く
こ
と
。

　
〈
条
件
２
〉 

七
十
字
以
上
九
十
字
以
内
で
書
く
こ
と
。

Ａ

Ｂ


