
大
学
の
ゼ
ミ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー 

父
の
病
で
、指
導
者
の
道
へ

川
島　
本
日
は
箏
曲
演
奏
家
で
あ
り
、
編
曲
も
な

さ
る
野
村
倫
子
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
す
。
野
村

さ
ん
は
、
箏
曲
の
演
奏
家・

作
曲
家
で
正
絃
社
家

元
の
野
村
正
峰
さ
ん
と
、
同
じ
く
演
奏
家
の
野
村

秀
子
さ
ん
の
三
女
と
し
て
名
古
屋
に
生
ま
れ
、
現

在
は
箏
を
教
え
た
り
、
編
曲
し
た
り
、
全
国
各
地

の
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
、
多
忙
な
毎
日
を
送
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ま
た
、
邦
楽
の
演
奏
家・

作

曲
家
で
あ
る
水
野
利
彦
さ
ん
と
ご
結
婚
な
さ
っ
て

い
ま
す
。

　

さ
っ
そ
く
で
す
が
、
野
村
さ
ん
が
箏
を
お
始
め

に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

野
村　
両
親
が
箏
を
教
え
て
お
り
、
周
り
に
い
つ

も
箏
が
あ
る
環
境
で
育
ち
ま
し
た
の
で
、
二
人
の

姉
と
一
緒
に
、
小
さ
い
頃
か
ら
触
っ
て
い
ま
し
た
。

演
奏
す
る
と
き
に
使
う
象
牙
の
爪
は
指
に
合
わ
せ

て
作
り
ま
す
が
、
自
分
用
の
小
さ
い
爪
を
い
つ
作
っ

て
も
ら
っ
た
か
覚
え
て
い
な
い
ほ
ど
で
す
。

ク ロ ー ズ ア ッ プ

・

イ ン タ ビ ュ ー

箏
曲
演
奏
家

野
村 

倫
子
さ
ん
に
聞
く

の
む
ら・

と
も
こ

箏
曲
演
奏
家
。
南
山
大
学
経

営
学
部
卒
。
’86
正
絃
社
准
師

範
試
験
首
席
登
第
。
大
学
卒

業
後
、
本
格
的
に
箏
曲
活
動

を
始
め
、
正
絃
社
本
部
講
師

と
な
る
。
’93
細
井
豊
氏
、
郁

暁
光
氏
と
共
に
『
東ト

ン

風プ
ー

』
を

結
成
す
る
な
ど
、
異
種
楽
器

と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

多
々
行
う
。

聞
き
手 

川
島 

葵
さ
ん
●
フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
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川
島　
そ
の
よ
う
に
お
始
め
に
な
っ
て
、
ず
っ
と

練
習
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
か
。

野
村　
そ
れ
が
、
学
生
の
頃
は
あ
ま
り
熱
が
入
っ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
節
目
節
目
の
演
奏
会
な
ど

の
と
き
に
練
習
し
た
く
ら
い
で
。
た
だ
、
演
奏
会

に
は
き
ち
ん
と
着
物
を
着
て
出
る
の
で
、
普
段
と

は
違
う
非
日
常
の
時
間
が
体
験
で
き
る
と
い
う
の

は
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。

川
島　
南
山
大
学
の
経
営
学
部
を
ご
卒
業
な
さ
い

ま
し
た
。

野
村　
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
び
ま
し
た
が
、
４

年
生
の
ゼ
ミ
で
は
情
報
処
理
関
係
で
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
に
触
れ
て
い
ま
し
た
。
Ｗ
ｉ
ｎ
ｄ
ｏ
ｗ
ｓ
が

普
及
す
る
ず
っ
と
以
前
で
、
Ｃ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
Ｌ
や
Ｂ
Ａ

Ｓ
Ｉ
Ｃ
と
い
っ
た
言
語
で
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
勉

強
し
ま
し
た
。

川
島　
学
生
時
代
の
野
村
さ
ん
に
、
転
機
が
訪
れ

た
そ
う
で
す
ね
。

野
村　
私
が
大
学
生
の
頃
に
は
、
既
に
二
人
の
姉

が
両
親
を
手
伝
っ
て
教
室
で
教
え
て
い
た
の
で
、

私
は
特
に
箏
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
大
学
３
年
生

の
時
に
父
が
心
筋
梗
塞
で
倒
れ
た
た
め
、
私
も
手

伝
わ
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

卒
業
後
は
名
古
屋
の
正
絃
社
の
本
部
で
、
10
時

半
か
ら
夜
の
８
時
ま
で
、
教
室
の
生
徒
さ
ん
に
教

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
の
転
機
は
、
結
婚
し
た
こ
と
で
す
ね
。

紹
介
さ
れ
て
、
同
じ
業
界
で
も
全
く
流
派
の
違
う

方
と
出
会
い
ま
し
た
。
箏
の
世
界
は
と
て
も
狭
い

の
で
す
が
、
話
し
て
み
た
ら
全
く
共
通
項
が
な
く
、

共
通
の
知
人
も
い
な
い
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
だ

か
ら
こ
そ
、
新
し
い
世
界
や
面
白
い
展
開
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
期
待
が
ふ
く
ら
み
ま
し
た
。

夫
婦
で
流
派
は
違
っ
て
も 

求
め
る
も
の
は
同
じ

野
村　
父
の
正
峰
は
箏
の
教
育
に
非
常
に
力
を
入

れ
た
人
で
、
教
則
本
や
楽
譜
集
も
た
く
さ
ん
出
版

し
、
い
ま
で
も
版
を
重
ね
て
80
版
に
達
し
た
も
の

も
あ
る
ほ
ど
で
す
。
業
界
で
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

誰
も
が
な
じ
み
の
あ
る
曲
を
選
び
、
分
か
り
や

す
い
よ
う
説
明
が
入
っ
て
い
て
、
既
存
の
も
の
よ

り
と
て
も
読
み
や
す
く
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

夫
の
水
野
利
彦
は
、
流
派
は
違
い
ま
す
が
私
の

父
を
尊
敬
し
て
い
て
、
自
分
で
も
教
則
本
を
作
っ

て
後
進
の
指
導
に
力
を
注
い
で
い
ま
す
。

川
島　
ご
夫
婦
で
流
派
が
違
う
と
、
意
見
が
対
立

す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

野
村　
二
人
と
も
柔
軟
な
の
で
、
相
手
の
意
見
は

結
構
聞
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
も
あ
る
の
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か
、
と
い
う
よ
う
に
参
考
に
し
ま
す
し
、
ど
ち
ら

が
い
い
の
か
話
し
合
っ
た
り
し
ま
す
。

川
島　
流
派
が
違
う
と
、
演
奏
の
し
か
た
も
異
な

る
の
で
し
ょ
う
か
。

野
村　
ま
ず
、
練
習
す
る
曲
が
違
い
ま
す
。
し
か

し
、
楽
器
も
爪
も
同
じ
も
の
を
使
う
し
、
求
め
る

も
の
は
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
演
奏
会
で
あ
れ
ば
、

お
客
様
に
喜
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
普
段
の
お
稽

古
な
ら
、
生
徒
さ
ん
が
上
達
し
て
、
自
分
で
満
足

で
き
る
演
奏
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
よ
う
に
。

川
島　
水
野
様
も
、
小
さ
い
頃
か
ら
箏
に
親
し
ん

で
こ
ら
れ
た
の
で
す
か
。

野
村　
い
い
え
、
夫
は
東
京
大
学
に
入
学
し
、
サ
ー

ク
ル
に
入
っ
て
箏
を
始
め
ま
し
た
。

川
島　
大
学
生
に
な
っ
て
、
初
め
て
で
す
か
。

野
村　
え
え
。
象
牙
の
爪
を
作
っ
た
ら
結
構
値
段

が
高
か
っ
た
の
で
、
使
わ
な
い
と
も
っ
た
い
な
い

と
思
っ
た
ら
し
く
て
。

家
族
が
仲
良
く
暮
ら
す
秘
け
つ
は 

一
緒
に
練
習
を
し
な
い
こ
と

川
島　
ご
結
婚
を
機
に
、
だ
い
ぶ
環
境
が
変
わ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

野
村　
私
は
名
古
屋
の
実
家
で
ず
っ
と
家
族
と
一

緒
に
育
っ
た
の
で
、
会
社
勤
め
で
転
勤
の
あ
る
方

と
結
婚
し
て
、
一
度
は
実
家
か
ら
離
れ
て
み
た
い

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
、
夫
は
札
幌
、
仙
台
、

東
京
、
大
阪
、
博
多
に
教
室
を
持
っ
て
い
て
、
定

期
的
に
回
っ
て
い
ま
す
し
、
用
事
が
あ
れ
ば
私
も

一
緒
に
行
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ン
サ
ー
ト
が

各
地
で
あ
っ
た
り
と
、
二
人
で
自
宅
に
い
る
の
は

一
年
の
う
ち
の
半
分
く
ら
い
で
す
。

川
島　
一
度
は
、
実
家
を
離
れ
た
か
っ
た
と
い
う

お
話
が
あ
り
ま
し
た
。も
ち
ろ
ん
、ご
家
族
同
士
は

尊
敬
し
合
っ
て
仲
良
く
過
ご
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
皆
さ
ん
が
演
奏
と
い

う
同
じ
仕
事
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
の
は
、

家
の
中
に
特
別
な
雰
囲
気
が
あ
る
も
の
で
し
ょ
う

か
。

野
村　
演
奏
の
こ
と
で
ち
ょ
っ
と
意
見
が
違
っ
て
、

そ
れ
が
食
卓
の
空
気
に
何
と
な
く
影
響
し
て
、
と

い
う
こ
と
は
た
ま
に
あ
り
ま
し
た
。

川
島　
そ
れ
は
一
般
の
家
庭
で
は
見
ら
れ
な
い
光

景
で
す
ね
。

野
村　
え
え
。
音
楽
に
対
す
る
感
性
は
、
家
族
で

あ
っ
て
も
一
人
一
人
異
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
合

奏
し
て
い
て
、
こ
こ
は
少
し
早
く
出
た
い
と
思
っ

て
も
、
他
の
人
は
む
し
ろ
遅
く
出
た
い
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
か
が
正
解
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
の
で
難
し
い
の
で
す
が
。

川
島　
演
奏
家
の
ご
一
家
が
仲
良
く
暮
ら
す
秘
け

つ
は
何
で
し
ょ
う
か
。

野
村　
そ
う
で
す
ね
、
一
緒
に
練
習
し
な
い
こ
と

で
し
ょ
う
か
（
笑
）。

野
村
倫
子
さ
ん
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日
本
固
有
の
音
階
で
作
ら
れ
た 

ザ・
ベ
ン
チ
ャ
ー
ズ
の
曲
を
箏
で
演
奏

川
島　
野
村
さ
ん
は
邦
楽
だ
け
で
は
な
く
、
幅
広

い
ジ
ャ
ン
ル
の
方
と
演
奏
な
さ
っ
て
い
ま
す
が
、

以
前
か
ら
そ
う
し
た
関
心
が
お
あ
り
で
し
た
か
。

野
村　
私
が
20
代
の
頃
、
い
ろ
い
ろ
な
機
会
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ピ
ア
ノ
の
方
と
一
緒
に
レ
コ
ー

デ
ィ
ン
グ
を
し
ま
せ
ん
か
と
か
、
今
度
は
二
胡
の

方
と
ど
う
で
す
か
と
か
、
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
と
箏

の
演
奏
は
ど
う
で
す
か
と
か
。
そ
う
い
う
形
で
、

自
然
に
お
仕
事
が
広
が
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。

川
島　
そ
こ
か
ら
、「
Ｒ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｏ
」
と
い
う
ア 

ル
バ
ム
の
シ
リ
ー
ズ
が
生
ま
れ
た
の
で
す
ね
。 

「
Ｒ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｏ
」
は
「
倫と
も

子こ

」
さ
ん
か
ら
と
っ
た
も

の
で
す
か
。

野
村　
え
え
。
ア
ル
バ
ム
の
タ
イ
ト
ル
を
決
め
る

と
き
、「
邦
楽
の
何
と
か
」
と
か
「
日
本
の
音
を
求

め
て
」
と
い
っ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
名
前
で
は

な
く
、
い
ま
ま
で
に
な
い
感
じ
を
出
し
た
い
と
考

え
ま
し
た
。
Ａ
Ｋ
Ｂ
48
の
「
３
６
５
日
の
紙
飛
行

機
」
や
、
ゆ
ず
の
「
雨
の
ち
晴
レ
ル
ヤ
」
な
ど
、

若
い
人
が
聞
い
て
、
自
分
も
箏
で
弾
い
て
み
た
い

と
思
う
よ
う
な
曲
も
入
っ
て
い
ま
す
。
自
分
で
曲

の
ア
レ
ン
ジ
も
担
当
し
ま
し
た
。

　

箏
は
い
ま
だ
に
、
赤
い
毛も

う

氈せ
ん

が
敷
い
て
あ
っ
て

後
ろ
は
金
屏
風
、
着
物
を
着
て
正
座
で
演
奏
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
も
っ
と
気
軽
に
親

し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
普
段

の
教
室
で
は
皆
さ
ん
洋
服
で
す
し
、
椅
子
に
座
っ

て
練
習
し
て
い
ま
す
。
自
分
が
好
き
な
Ｊ
―
Ｐ
Ｏ
Ｐ

の
曲
を
箏
で
弾
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
だ
け

る
と
い
い
で
す
ね
。

川
島　
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
を
箏
で
弾
く

と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
周
り
か
ら
反
対
の
声
は

出
ま
せ
ん
で
し
た
か
。

野
村　
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
父
も
、「
瀬
戸
の
花

嫁
」
な
ど
の
人
気
の
あ
る
曲
を
編
曲
し
て
、
弾
い

て
い
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
、
そ
う
し
た
こ
と
を
や
っ

て
い
な
か
っ
た
の
で
、
私
が
引
き
継
ご
う
と
思
い

ま
し
た
。

川
島　
伝
統
を
守
り
な
が
ら
新
し
い
こ
と
に
ど
ん

ど
ん
挑
戦
し
て
い
く
と
い
う
の
は
、
そ
の
バ
ラ
ン

ス
の
取
り
方
が
難
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

野
村　
新
し
い
曲
な
ら
何
で
も
い
い
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
て
、
そ
の
中
で
も
長
く
残
っ
て
い
き
そ

う
な
曲
を
選
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
箏
の
た
め
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
楽
譜
を
年

に
数
冊
、
出
版
し
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
、
リ

ク
エ
ス
ト
が
あ
っ
た
曲
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。「
京
都
の
恋
」
は
ご
存
じ
で
す
か
？

川
島　
い
え
、
存
じ
ま
せ
ん
。

野
村　
私
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
１
９
７

川
島 

葵
さ
ん
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０
年
の
大
阪
万
博
を
記
念
し
て
ザ・

ベ
ン
チ
ャ
ー

ズ
が
発
表
し
た
イ
ン
ス
ト
ゥ
ル
メ
ン
タ
ル
曲
で
、

渚
ゆ
う
子
さ
ん
の
カ
バ
ー
で
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。

　

知
り
合
い
の
方
が
、
こ
の
曲
を
弾
き
た
い
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
、
夫
か
ら
も
薦
め
ら
れ
た
の
で
、
ま
ず

聴
い
て
み
ま
し
た
。

　

日
本
固
有
の
音
階
に
「
陰い

ん

旋せ
ん

音
階
」
と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
す
が
、
驚
い
た
こ
と
に
、「
京
都
の

恋
」
は
陰
旋
音
階
で
作
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
さ

ら
に
、
箏
に
は
右
手
で
弾
い
た
直
後
に
左
手
で
絃

を
ツ
ン
と
押
し
て
音
程
を
変
え
る
「
ツ
キ
色
」
と

い
う
奏
法
が
あ
り
ま
す
が
、
ザ・

ベ
ン
チ
ャ
ー
ズ

の
ギ
タ
ー
の
演
奏
に
、
そ
れ
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
手

法
が
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
っ
か
り
と

研
究
さ
れ
て
、
日
本
ら
し
い
曲
に
仕
上
げ
た
の
だ

と
感
動
し
た
ほ
ど
で
す
。
実
際
に
演
奏
し
て
み
ま

し
ょ
う
か
。（
演
奏
す
る
）

川
島　
す
ご
い
で
す
ね
。
箏
っ
て
、
間
近
で
聞
く

と
、
思
っ
て
い
た
以
上
に
音
が
大
き
い
し
、
空
気

が
一
気
に
変
わ
っ
て
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
な
感
じ

が
し
ま
す
。

海
外
で
公
演
が
終
わ
っ
た
ら 

箏
を
寄
付
し
て
帰
国
し
た
父

川
島　
箏
は
楽
器
の
中
で
は
比
較
的
大
き
い
ほ
う

だ
と
思
い
ま
す
が
、
野
村
さ
ん
の
箏
は
各
地
の
教

室
に
置
い
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

野
村　
練
習
用
の
箏
を
そ
れ
ぞ
れ
に
置
い
て
い
ま

す
が
、
演
奏
会
な
ど
で
使
う
の
は
特
別
な
箏
で
す
。

箏
は
桐
で
で
き
て
お
り
、
長
い
年
月
を
か
け
て
育
っ

た
桐
は
緻
密
で
音
の
伝
導
が
よ
く
、
響
き
が
い
い
。

逆
に
、
ア
ジ
ア
の
暖
か
い
地
方
な
ど
で
育
っ
た
桐

は
、
音
が
伝
わ
り
に
く
い
よ
う
で
す
。

川
島　
そ
の
違
い
は
、
演
奏
す
れ
ば
す
ぐ
分
か
る

も
の
で
し
ょ
う
か
。

野
村　
弾
け
ば
は
っ
き
り
分
か
り
ま
す
し
、
木
目

が
多
い
か
少
な
い
か
で
も
判
断
で
き
ま
す
。
木
目

が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
時
間
を
か
け
て
育
っ
た
桐

は
音
が
い
い
よ
う
で
す
。

川
島　
演
奏
会
の
と
き
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
箏

を
運
ぶ
の
で
し
ょ
う
か
。

野
村　
フ
ラ
イ
ト
ケ
ー
ス
と
い
っ
て
、
楽
器
を
航

空
貨
物
で
送
る
際
な
ど
に
使
う
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま

す
。
昔
は
、
木
箱
に
入
れ
て
海
外
へ
送
っ
て
い
ま

し
た
。
た
だ
、
楽
器
は
デ
リ
ケ
ー
ト
な
の
で
、
ト

ラ
ブ
ル
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

父
は
そ
れ
を
嫌
っ
て
、
海
外
へ
は
安
価
な
箏
を

持
っ
て
い
き
、
公
演
が
終
わ
っ
た
ら
先
方
に
寄
付

し
て
帰
国
し
た
こ
と
も
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
。
運

送
費
を
考
え
る
と
、
そ
の
ほ
う
が
安
く
す
ん
だ
よ

う
で
す
。
先
方
も
、
記
念
に
な
る
と
い
っ
て
喜
ん

で
い
た
と
聞
き
ま
し
た
。

川
島　
有
名
な
ス
ト
ラ
デ
ィ
バ
リ
ウ
ス
の
よ
う
に
、

非
常
に
高
価
な
楽
器
が
あ
り
ま
す
が
、
箏
は
ど
う

な
の
で
し
ょ
う
か
。

野
村　
古
い
箏
は
骨
董
的
な
価
値
が
あ
る
だ
け
で
、

木
が
乾
燥
し
き
っ
て
し
ま
う
た
め
、
音
が
鳴
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
気
候
の
違
う
海
外
へ
持
っ
て
い
っ
た
り

す
る
と
、
鳴
り
が
わ
る
く
な
っ
た
り
、
糸
が
切
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
糸
を
張
る
の
は
楽
器
店
の

専
門
の
方
で
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
コ
ン
サ
ー

ト
の
時
は
そ
う
い
う
方
も
同
行
し
て
い
た
だ
き
ま
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す
。
糸
を
張
っ
て
し
ば
ら
く
は
、
弾
い
て
い
る
う

ち
に
音
が
ど
ん
ど
ん
下
が
っ
て
し
ま
う
の
で
、
安

定
す
る
ま
で
時
間
を
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

川
島　
繊
細
な
楽
器
な
の
で
す
ね
。

教
え
る
と
い
う
こ
と
は 

自
分
が
二
度
、勉
強
す
る
と
い
う
こ
と

川
島　
生
徒
さ
ん
に
教
え
る
と
き
に
、
特
に
気
を

付
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

野
村　
母
か
ら
は
、
教
え
る
こ
と
は
自
分
が
二
度
、

勉
強
す
る
こ
と
だ
と
ず
っ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

教
え
る
際
に
自
分
が
勉
強
し
、
生
徒
さ
ん
か
ら
は

ね
返
っ
て
く
る
こ
と
で
自
分
が
も
う
一
度
勉
強
す

る
、
そ
う
い
う
心
構
え
で
教
え
な
さ
い
と
。

　

箏
に
つ
い
て
は
確
か
に
私
が
先
生
で
す
が
、
私

よ
り
年
齢
が
上
の
生
徒
さ
ん
や
社
会
的
地
位
が
高

い
方
も
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
人
生
の
面

で
は
私
が
教
え
て
い
た
だ
く
こ
と
の
ほ
う
が
多
い

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

川
島　
先
生
と
し
て
の
喜
び
や
楽
し
み
を
お
感
じ

に
な
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
と
き
で
し
ょ
う
か
。

野
村　
生
徒
さ
ん
が
先
週
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ

を
家
で
練
習
し
て
き
て
、
今
週
は
で
き
た
と
き
は

う
れ
し
い
で
す
ね
。
い
ま
、
生
徒
さ
ん
の
中
に
小

学
１
年
生
の
男
の
子
と
女
の
子
の
双
子
が
い
て
、

１
週
間
に
楽
譜
の
１
～
２
行
を
進
む
の
が
や
っ
と

な
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
ち
ゃ
ん
と
練
習
し
て
弾

け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
お
稽
古
は
す
ぐ

飽
き
て
し
ま
う
の
で
、
一
緒
に
な
っ
て
逆
立
ち
を

し
て
遊
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

教
室
は
椅
子
で
す
が
、
小
さ
い
お
子
さ
ん
は
足

が
届
か
な
く
て
ブ
ラ
ブ
ラ
す
る
か
ら
、
弾
く
と
き

に
力
が
入
ら
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
正
座
で
教
え

ま
す
が
、
い
ま
は
生
活
習
慣
の
中
に
正
座
が
な
い

の
で
、
５
分
弾
い
た
ら
、
何
か
違
う
こ
と
を
し
て

気
分
転
換
し
な
い
と
続
き
ま
せ
ん
。

川
島　
同
年
代
の
生
徒
さ
ん
に
対
し
て
は
、
ど
の

よ
う
に
接
し
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

野
村　
私
が
20
代
の
頃
は
、
同
世
代
の
生
徒
さ
ん

に
対
し
て
敬
語
が
い
い
の
か
、
も
っ
と
気
取
ら
な

い
接
し
方
の
ほ
う
が
い
い
の
か
悩
ん
だ
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
が
、
最
近
は
も
う
大
丈
夫
で
す
。

川
島　
野
村
さ
ん
の
教
室
は
、
楽
し
そ
う
な
雰
囲

気
で
す
ね
。
和
楽
器
の
教
室
と
聞
く
と
、
背
筋
を

伸
ば
し
て
静
か
に
し
て
い
な
く
て
は
い
け
な
い
も

の
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

野
村　
そ
う
で
も
な
い
ん
で
す
。
お
酒
の
お
い
し

い
店
を
見
つ
け
た
か
ら
、
今
度
み
ん
な
で
行
き
ま

し
ょ
う
と
か
、
関
係
の
な
い
お
話
を
し
な
が
ら
ス

タ
ー
ト
す
る
こ
と
も
あ
る
ほ
ど
で
す
。

川
島　
い
ろ
い
ろ
な
楽
し
み
も
あ
れ
ば
、
ご
苦
労

も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
。

野
村　
大
変
な
の
は
、
や
は
り
演
奏
会
や
大
が
か

り
な
イ
ベ
ン
ト
の
前
で
す
ね
。
演
奏
会
自
体
は
２
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～
３
時
間
で
終
わ
り
ま
す
が
、
準
備
の
た
め
に
、

半
年
く
ら
い
前
か
ら
そ
こ
に
向
け
て
テ
ン
シ
ョ
ン

を
上
げ
て
い
き
ま
す
。

　

演
奏
会
前
の
練
習
で
は
、
い
つ
も
よ
り
ほ
ん
の

少
し
テ
ン
ポ
を
速
め
て
演
奏
を
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
生
徒
さ
ん
の
中
に
は
付
い

て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
方
も
い
て
、
練
習
が
足

り
な
い
こ
と
に
自
分
で
気
付
き
ま
す
。

川
島　
そ
れ
は
、
言
葉
で
は
な
く
、
あ
え
て
演
奏

の
中
で
伝
え
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。

野
村　
自
分
で
気
が
付
い
た
ほ
う
が
、
練
習
に
も

熱
が
入
り
ま
す
。

川
島　
ほ
め
ら
れ
て
伸
び
る
人
と
、
厳
し
く
指
導

さ
れ
て
伸
び
る
人
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
プ
が
あ

る
と
思
い
ま
す
が
。

野
村　
現
代
で
は
、
基
本
的
に
ほ
め
な
い
と
だ
め

で
す
。
今
日
は
音
色
が
い
い
で
す
ね
と
か
、
爪
の

当
た
る
角
度
が
い
い
と
か
、
何
か
一
つ
は
見
つ
け

て
、
必
ず
ほ
め
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

川
島　
そ
れ
は
と
て
も
難
し
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う

ね
。
芸
事
と
し
て
、も
っ
と
厳
し
く
し
て
伸
ば
し
て

あ
げ
た
い
と
思
う
と
き
も
あ
れ
ば
、
優
し
く
楽
し

く
練
習
し
て
、
も
っ
と
大
勢
の
人
に
箏
を
愛
し
て

ほ
し
い
と
い
う
お
気
持
ち
も
お
あ
り
で
し
ょ
う
し
。

野
村　
そ
う
で
す
ね
。
演
奏
会
に
向
け
た
練
習
で

は
、
そ
こ
は
だ
め
と
は
っ
き
り
伝
え
ま
す
が
、
普

段
は
な
る
べ
く
ほ
め
て
伸
ば
す
と
い
う
よ
う
に
、

メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
て
指
導
し
ま
す
。

箏
は
感
情
が
出
や
す
い
楽
器
だ
か
ら 

全
身
全
霊
を
込
め
て
演
奏
す
る

川
島　
こ
れ
か
ら
箏
を
始
め
て
み
た
い
、
習
っ
て

み
よ
う
か
な
と
い
う
方
に
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
お

伝
え
に
な
り
た
い
で
す
か
。

野
村　
音
楽
は
音
を
楽
し
む
と
書
き
ま
す
が
、
あ

る
曲
を
聴
い
た
り
演
奏
す
る
と
、
人
に
よ
っ
て
昔

お
母
さ
ん
と
遊
ん
だ
こ
と
を
思
い
出
し
た
り
、
別

れ
た
彼
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
り
と
い
う
よ
う
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
思
い
が
わ
い
て
き
て
、
涙
を
流
し
た

り
安
ら
か
な
気
持
ち
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
10
人

い
た
ら
10
通
り
の
音
楽
の
楽
し
み
方
が
あ
り
ま
す

の
で
、
そ
う
い
う
気
持
ち
に
共
感
し
て
い
た
だ
け

た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

川
島　
普
段
か
ら
箏
に
親
し
ん
で
い
る
方
で
も
初

め
て
の
方
で
も
、
同
じ
よ
う
に
感
動
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
ね
。

野
村　
何
年
も
通
っ
て
い
る
生
徒
さ
ん
で
も
、
老

人
ホ
ー
ム
で
弾
い
た
ら
お
ば
あ
さ
ん
が
泣
い
て
喜

ん
で
く
れ
て
、
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
と
い
う
話

を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
本
当

に
、
箏
を
続
け
て
い
て
よ
か
っ
た
と
。

川
島　
ま
さ
し
く
、
聴
い
て
い
る
方
の
琴
線
に
触

れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

野
村　
人
の
心
を
動
か
す
音
色
が
す
る
の
で
す
。

弾
い
て
い
る
方
の
心
や
気
分
が
反
映
さ
れ
る
の
で
、

心
配
事
が
あ
る
人
が
弾
く
と
、
気
も
そ
ぞ
ろ
に
な

り
演
奏
が
雑
に
な
っ
た
り
、
細
部
に
ま
で
注
意
が

行
き
届
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

箏
は
感
情
が
出
や
す
い
楽
器
で
あ
り
、
そ
れ
は

感
情
を
込
め
や
す
い
と
も
言
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、

私
も
演
奏
す
る
と
き
は
、
例
え
悩
み
事
が
あ
っ
て

も
脇
に
置
い
て
お
い
て
、
全
身
全
霊
を
込
め
て
演

奏
し
ま
す
。
そ
れ
で
感
動
し
て
い
た
だ
け
た
ら
、
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こ
ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

過
去
の
デ
ー
タ
を
統
計
処
理
し
て 

売
れ
る
曲
の
傾
向
を
分
析

川
島　
大
学
で
学
ん
だ
こ
と
で
、
い
ま
役
立
っ
て

い
る
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

野
村　
父
は
い
ろ
い
ろ
な
曲
を
書
い
て
楽
譜
を
出

版
し
ま
し
た
が
、
売
れ
た
曲
や
売
れ
な
か
っ
た
曲

の
集
計
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
全
然
や
っ
て
お

ら
ず
、
感
覚
的
に
判
断
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

20
年
く
ら
い
前
か
ら
私
が
全
部
の
デ
ー
タ
を
集
め

て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
統
計
を
取
る
よ
う
に
し
た

と
こ
ろ
、
売
れ
る
曲
の
傾
向
が
あ
る
程
度
分
か
っ

て
き
た
の
で
す
。
ま
た
、
演
奏
す
る
人
に
よ
っ
て

も
周
期
が
あ
っ
て
、
５
年
ご
と
に
売
れ
る
曲
が
で

て
き
た
り
も
し
ま
す
。

川
島　
売
れ
る
曲
と
い
う
の
は
、
流
行
と
か
時
代

性
と
い
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。

野
村　
そ
う
し
た
要
因
も
あ
り
ま
す
し
、
テ
レ
ビ

の
大
河
ド
ラ
マ
で
あ
る
地
方
が
舞
台
に
な
る
と
、

そ
こ
に
関
連
し
た
曲
が
売
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

い
ま
は
姉
が
作
曲
を
し
て
い
ま
す
が
、
こ
う
い

う
曲
は
よ
さ
そ
う
だ
と
か
、
そ
れ
は
無
理
だ
ろ
う

な
ど
と
私
が
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
ま
す
。
姉
も

父
と
同
じ
よ
う
に
感
性
で
動
く
タ
イ
プ
な
の
で
、

私
の
サ
ポ
ー
ト
が
役
に
立
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

川
島　
会
社
を
継
い
だ
２
代
目
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
を
導
入
し
て
経
営
を
近
代
化
し
た
よ
う
な
も

の
で
す
ね
。

　

で
は
、
今
後
の
抱
負
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

野
村　
若
い
方
の
育
成
に
力
を
入
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
実
際
に
育
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
手
応

え
を
感
じ
て
い
ま
す
し
、
若
い
方
か
ら
教
え
ら
れ

る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

川
島　
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ

う
か
。

野
村　
若
い
方
は
感
性
が
違
い
ま
す
ね
。
和
音
や

リ
ズ
ム
の
感
覚
、
特
に
リ
ズ
ム
感
は
運
動
能
力
も

関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
若
い
方
が

作
っ
た
曲
は
私
に
は
無
理
と
思
っ
て
も
、
大
丈
夫

で
す
と
励
ま
さ
れ
な
が
ら
弾
い
て
い
る
こ
と
も
あ

る
ほ
ど
で
す
。

川
島　
若
い
方
の
指
導
と
共
に
、
各
教
室
の
先
生

に
も
具
体
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
な
さ
る
こ
と
が
お

あ
り
で
し
ょ
う
か
。

野
村　
父
が
作
っ
た
「
正
絃
社
師
匠
十
訓
」
と
い

う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、「
師し

表ひ
ょ
うた
る
の
矜ほ
こ

り
を
堅

持
し　

教
養
を
つ
み
品
性
を
高
む
べ
く
努
力
す
べ

し
」
と
か
、「
門
人
を
貪む

さ
ぼる

な
か
れ　

た
だ
し
当
然

受
く
べ
き
報
酬
を
受
く
る
に
卑
屈
な
る
べ
か
ら
ず
」

な
ど
で
す
が
、
師
匠
に
な
っ
た
か
ら
に
は
、
こ
う

し
た
こ
と
を
き
ち
ん
と
わ
き
ま
え
る
よ
う
に
お
伝

え
し
て
い
ま
す
。

川
島　
本
日
は
、
楽
し
い
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

野村倫子さん（右）と川島葵さん
（2017年8月9日 東京都港区  

スタジオ倫にて）　　　　　
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