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今
、
思
え
ば
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
多

分
高
校
時
代
か
ら
友
達
と
よ
く
言
葉

遊
び
を
し
て
い
て
、
そ
の
中
で
「
今

更
、
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
も

A
f
t
e
r
 

F
e
s
t
i
v
a
l

だ
よ
」
と
言
っ
て
い
た
の

が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。 

今
年
の
東
北
三
大
祭
り
も
終
わ

っ
た
。
三
大
祭
り
は
最
初
の
日
銀
勤

務
だ
っ
た
秋
田
で
ま
ず
五
〇
年
前

「
竿
灯
」
を
見
て
、
そ
れ
か
ら
二
十

五
年
後
仙
台
の
「
七
夕
」
を
赴
任
し

た
夏
見
た
。
さ
ら
に
そ
の
十
五
年
後

に
最
後
の
青
森
の
「
ね
ぶ
た
」
を
見

た
。
全
部
見
る
の
に
随
分
日
時
が
か

か
っ
た
も
の
だ
。 

ど
の
祭
り
に
も
参
加
し
て
い
る

地
元
の
人
々
の
誇
り
と
熱
い
思
い
が

直
接
伝
わ
っ
て
き
た
。
同
時
に
短
い

東
北
の
夏
祭
り
は
何
と
も
言
え
な
い

侘
し
さ
が
漂
う
。
だ
か
ら
目
一
杯
燃

え
上
が
る
。
燃
え
上
が
り
す
ぎ
る
の

か
青
森
で
は
「
ね
ぶ
た
っ
子
」
と
い

う
言
葉
ま
で
あ
る(

そ
の
意
味
に
つ

い
て
は
こ
こ
で
は
省
く)

。 

二
十
四
年
前
随
筆
で
仙
台
七
夕

ま
つ
り
に
つ
い
て
ワ
ゴ
ン
セ
ー
ル
や

食
堂
の
メ
ニ
ュ
ー
制
限
な
ど
に
触
れ
、

こ
れ
で
は
「
棚
ぼ
た
祭
り
」
だ
と
書

い
た
ら
、
中
年
の
女
性(

ら
し
い
？)

お
二
人
か
ら
「
よ
く
ぞ
書
い
て
く
だ

さ
っ
た
」
と
妙
な
礼
状
が
届
い
た
。

そ
の
う
ち
の
一
通
は
支
店
長
宅
の
近

く
の
人
で
「
秋
に
開
か
れ
る
こ
の
地

域
の
大
崎
八
幡
宮
の
例
大
祭
は
、
昔

な
が
ら
の
趣
が
あ
っ
て
素
晴
ら
し
い

の
で
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
」
と
添
え

て
あ
っ
た
。
こ
の
神
社
は
散
歩
で
訪

れ
て
い
た
の
で
、
神
宮
や
境
内
の
立

派
さ
か
ら
祭
り
も
さ
ぞ
か
し
と
思
っ

て
居
た
。
そ
こ
で
期
待
し
て
待
っ
て

い
た
ら
、
丁
度
大
祭
の
時
期
に
急
に

知
事
選
騒
ぎ
と
な
り
新
潟
に
出
向
か

ざ
る
を
得
な
く
な
り
叶
わ
な
か
っ
た
。 

仙
台
の
七
夕
も
そ
の
後
見
て
い

な
い
の
で
、
気
に
な
っ
て
先
日
仙
台

か
ら
来
た
人
に
確
認
し
た
ら
相
変
わ

ら
ず
の
よ
う
だ
。
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド

は
も
う
な
い
が
、
七
夕
祭
り
の
入
っ

た
特
製
の
煙
草
と
ビ
ー
ル
が
主
の
ワ

ゴ
ン
セ
ー
ル
が
溢
れ
て
い
る
よ
う
だ
。 

そ
の
後
も
札
幌
の
雪
ま
つ
り
、
京

都
の
時
代
祭
、
富
山
・
八
尾
の
風
の

盆
な
ど
い
く
つ
か
有
名
な
祭
り
を
見

た
。
諏
訪
の
御
柱
祭
や
郡
上
八
幡
や

阿
波
踊
り
、
鞍
馬
の
火
祭
り
な
ど
見

た
い
祭
り
は
ま
だ
沢
山
残
っ
て
い
る
。

果
た
し
て
叶
う
だ
ろ
う
か
、
自
分
の

残
り
の
生
命
力
を
思
う
と
少
し
焦
り

を
覚
え
る
。 

二
十
四
年
前
の
晴
雨
計
で
は
「
祭

り
」
は
大
切
な
地
域
お
こ
し
に
も
な

る
の
で
棚
ぼ
た
的
な
こ
と
を
や
っ
て

い
て
、
皆
か
ら
見
向
き
さ
れ
な
く
な

っ
て
か
ら
で
は
「
後
の
祭
り
」
だ
と

書
い
た
。
今
も
基
本
的
に
は
そ
の
意

見
は
変
わ
ら
な
い
が
、
以
前
よ
り
「
祭

り
で
地
域
お
こ
し
は
難
し
い
」
と
思

っ
て
い
る
。
そ
れ
が
ど
ん
な
有
名
な

祭
り
で
あ
っ
て
も
、
都
市
の
名
前
は

有
名
に
し
て
く
れ
る
が
、
年
に
数
日

の
祭
り
で
真
の
地
域
お
こ
し
は
無
理

だ
。
祭
り
を
含
む
通
年
観
光
づ
く
り



が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
。
全
国
一
の

夏
祭
り
を
持
っ
て
い
る
北
東
北
は
、

一
方
で
ず
っ
と
全
国
一
の
過
疎
化
の

進
む
地
域
だ
。
そ
れ
が
現
実
だ
。 

自
然
資
源
や
歴
史
遺
産
が
な
け
れ
ば
、

自
分
た
ち
の
手
で
観
光
資
源
を
作
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
挙
に
価
値

を
生
ま
な
い
か
ら
五
十
年
、
百
年
か

け
て
磨
い
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
知
恵
も
努
力
も
い
る
が
、
こ
ん

な
面
白
い
遣
り
甲
斐
の
あ
る
作
業
も

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
知
事
時
代
始

め
た
十
日
町
地
域
の
「
大
地
の
芸
術

祭
」
の
盛
り
上
が
り
を
見
て
い
る
と

そ
う
思
う
。 

一
方
で
途
中
断
念
し
未
だ
残
念

に
思
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
の

代
表
が
わ
が
故
郷
柏
崎
市
で
や
ろ
う

と
し
た
「
平
松
礼
二
美
術
館
と
モ
ネ

の
庭
づ
く
り
」
だ
。
今
、
長
岡
の
県

立
近
代
美
術
館
で
「
モ
ネ
展
」
が
開

か
れ
て
い
て
、
パ
リ
郊
外
の
ジ
ベ
ル

ニ
ー
の
モ
ネ
の
庭
の
絵
も
沢
山
展
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
庭
で
平
松
さ
ん

は
ス
ケ
ッ
チ
し
、
作
品
に
し
「
印
象

派
・
ジ
ベ
ル
ニ
ー
へ
の
旅
」
と
い
う

展
覧
会
を
各
地
で
開
い
た
。
あ
の
有

名
な
モ
ネ
の
庭
が
平
松
さ
ん
の
感
性

で
琳
派
風
の
日
本
画
の
世
界
に
見
事

に
描
か
れ
た
。
展
覧
会
後
こ
の
シ
リ

ー
ズ
の
散
逸
を
惜
し
ん
で
ど
こ
か
自

治
体
な
り
に
寄
付
し
た
ら
と
い
う
奥

さ
ん
の
薦
め
で
、
選
ば
れ
た
の
が
「
一

番
熱
心
に
知
事
が
見
て
く
れ
た
」（
？
）

新
潟
県
だ
っ
た
。
し
か
も
モ
ネ
の
庭

の
庭
長
か
ら
保
証
書
付
き
で
寄
付
さ

れ
た
睡
蓮
の
株
も
一
緒
で
あ
る
。
早

速
、
担
当
部
署
に
指
示
し
て
上
、
中
、

下
越
三
か
所
か
ら
候
補
地
を
選
ん
で

平
松
さ
ん
に
見
て
貰
っ
た
ら
、
中

越
・
柏
崎
の
候
補
地(

産
大
と
工
科
大

の
間)

が
気
に
入
ら
れ
た
。
さ
ら
に
プ

ラ
ン
は
膨
ら
ん
で
平
松
さ
ん
が
籍
を

置
い
て
い
た
多
摩
美
大
の
先
生
方
の

応
援
で
、「
新
潟
・
絵
を
描
く
少
年
隊
」

を
組
織
し
、
オ
ラ
ン
ジ
ュ
リ
ー
の
地

下
の
壁
ぐ
る
っ
と
三
六
〇
度
取
り
巻

い
て
い
る
「
モ
ネ
の
睡
蓮
」
の
絵
を

子
供
た
ち
と
再
現
し
た
い
と
言
う
。

五
〇
年
た
っ
て
睡
蓮
が
繁
殖
し
水
面

を
満
た
し
、
同
時
に
植
え
た
柳
も
大

き
く
な
っ
て
湖
面
に
垂
れ
下
が
る
景

色
を
夢
に
描
い
て
、
も
う
一
仕
事
と

張
り
切
っ
て
取
り
組
ん
だ
。 

し
か
し
、
こ
の
プ
ラ
ン
は
予
想
外

の
と
こ
ろ
か
ら
反
対
が
出
て
き
て
諦

め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。「
県
か
ら

の
押
し
つ
け
で
な
い
市
民
要
望
の
美

術
館
を
！
」
と
い
う
市
内
美
術
関
係

者
を
中
心
と
す
る
人
た
ち
の
議
会
へ

の
請
願
が
採
択
さ
れ
た
の
だ
。「
こ
れ

は
市
立
美
術
館
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

絵
の
寄
贈
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
た
企
画

で
す
」
な
ど
説
明
を
い
く
ら
し
て
も

通
じ
な
か
っ
た
。
し
か
も
群
馬
で
の

平
松
さ
ん
の
前
例
な
る
も
の
を
引
き

あ
い
に
、
平
松
さ
ん
の
人
格
を
疑
う

よ
う
な
話
ま
で
出
て
き
た
の
は
許
せ

な
か
っ
た
。
残
念
だ
け
れ
ど
平
松
さ

ん
に
直
接
事
情
説
明
し
て
事
業
を
中

止
し
た
。
教
訓
は
い
く
つ
も
あ
っ
た
。

美
術
館
組
合
の
活
動
な
ど
へ
の
配
慮

不
足
も
あ
っ
た
ろ
う
し
、
プ
ラ
イ
ド

の
高
い
地
元
文
化
人
の
メ
ン
ツ
も
大

事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
。 



こ
の
美
術
館
が
出
来
上
が
っ
て
い
た

ら
、
今
頃
小
さ
い
け
れ
ど
ユ
ニ
ー
ク

な
存
在
と
し
て
柏
崎
に
人
々
を
招
き

寄
せ
る
魅
力
に
な
っ
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
と
思
う
と
残
念
だ
。 

今
、
そ
の
柏
崎
で
は
年
々
花
火
が

人
気
を
呼
ん
で
多
く
の
人
が
見
に
来

る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
が
知
事
時
代

苦
労
し
て
延
ば
し
た
港
の
突
堤
は
今

や
恰
好
の
打
ち
上
げ
場
所
だ
。
私
は

そ
の
中
で
も
「
尺
玉
一
〇
〇
発
同
時

打
ち
上
げ
」
と
言
う
の
が
大
好
き
だ
。

二
〇
万
人
以
上
の
人
が
訪
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
「
柏
崎
祇
園
花
火
大
会
」

だ
が
、
残
念
な
が
ら
一
晩
の
イ
ベ
ン

ト
だ
。
何
か
通
年
観
光
の
魅
力
が
必

要
だ
。
そ
れ
を
考
え
る
の
が
柏
崎
大

使
の
私
の
今
の
役
割
り
だ
。「
何
か
良

い
ア
イ
デ
ア
は
な
い
か
な
」
と
考
え

な
が
ら
、
も
う
一
つ
思
う
こ
と
は
「
生

ま
れ
故
郷
の
こ
の
花
火
、
あ
と
何
回

見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
・
・
・
。
」 

 
(

平
成
二
十
八
年
八
月
十
九
日)

 




