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【
解　

説
】

　
�　

浅あ

生そ
う

鴨か
も

『
伴ば
ん

走そ
う

者し
ゃ

』
に
所し
ょ

収し
ゅ
う

さ
れ
て
い
る
「
冬
・
ス
キ
ー
編
」（
講

談
社
）
か
ら
出
題
し
ま
し
た
。
視し

覚か
く

障し
ょ
う

害が
い

の
あ
る
ス
キ
ー
ヤ
ー
晴は
る

と
、

ガ
イ
ド
レ
ー
サ
ー
の
涼り
ょ
う

介す
け

が
心
を
通
わ
せ
て
い
く
様
子
が
描え
が

か
れ
て
い

ま
す
。
濃こ

い
霧き
り

の
せ
い
で
視し

覚か
く

に
頼た
よ

れ
な
い
環か
ん

境き
ょ
う

で
、
晴
と
涼
介
の
立

場
が
逆
転
し
ま
す
。
涼
介
の
心
情
や
考
え
方
の
変
化
を
読
み
と
り
ま
し

ょ
う
。

問
一　

B
1 

理
由 
関
係
づ
け

　
　

視し

界か
い

が
悪
く
な
る
と
、
晴
眼
者
（
視
覚
に
障
害
の
な
い
者
）
は
ど
う

な
る
か
は
、
２
ペ
ー
ジ
の
上じ
ょ
う

段だ
ん

に
「
視
界
が
悪
く
な
る
と
晴
眼
者
は
本

能
的
に
恐き
ょ
う

怖ふ

を
感
じ
る
。
何
が
起
き
る
か
を
事
前
に
予
測
で
き
な
く
な

る
か
ら
だ
。」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
二　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　

―
線
②
の
直
後
に
「
こ
れ
じ
ゃ
レ
ー
ス
の
練
習
は
無
理
だ
な
」
と
あ

り
ま
す
か
ら
、
涼
介
は
レ
ー
ス
の
練
習
を
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
た
の

だ
と
読
み
取
れ
ま
す
。

問
三　

Ａ
２ 

関
係
づ
け 

比
較

　
　
「《
③
》
晴
は
視
界
に
頼
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
」
に
は
ア
の
「
お

そ
ら
く
」
は
あ
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。「《
⑤
》
晴
を
無
事
に
帰
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
で
、
ア
の
「
で
き
れ
ば
」、
イ
「
お
そ
ら
く
」

も
不
適
切
で
す
。「《
⑦
》
何
か
あ
っ
た
ら
」
と
あ
る
の
で
、「
～
た
ら
」

と
呼こ

応お
う

の
関
係
に
あ
る
エ
の
「
も
し
も
」
が
あ
て
は
ま
り
ま
す
。

問
四　

B
1 

関
係
づ
け

　
　

―
線
④
の
直
前
の
晴
の
セ
リ
フ
に
「
私わ
た
し

が
ス
ピ
ー
カ
ー
つ
け
ち
ゃ
ダ

メ
？
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
晴
が
涼
介
の
よ
う
に
ス
ピ
ー
カ
ー
を
「
一

回
で
い
い
か
ら
」
つ
け
て
、
伴
走
者
に
な
っ
て
み
た
い
と
言
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

に
は
伴
走
者
の
仕
事
の
内

容
が
入
り
ま
す
。
本
文
の
後
半
部
分
か
ら
、
晴
が
先
導
し
て
い
く
様
子

が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
を
読
み
進
め
て
い
く
と
、
３
ペ
ー
ジ
の

上
段
中な
か

頃ご
ろ

に
「
そ
れ
に
し
て
も
、
選
手
が
伴
走
者
に
指
示
を
出
す
な
ん

て
な
」
と
い
う
涼
介
の
思
い
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

問
五　

Ａ
２ 

知
識 

比
較

　
　

―
線
⑥
「
一
人
で
滑
る
の
と
」
の
「
の
」
は
「
こ
と
」
に
置
き
換か

え

ら
れ
る
「
の
」
で
す
。
で
す
か
ら
、
同
じ
く
、「
走
る
こ
と
が
好
き
だ

っ
た
」
と
置
き
換
え
ら
れ
る
イ
が
正
解
で
す
。
ア
は
「
が
」
に
置
き
換

え
ら
れ
る
主
格
の
「
の
」、
ウ
は
名
詞
な
ど
に
つ
い
て
、
下
の
名め
い

詞し

を

修し
ゅ
う

飾し
ょ
く

す
る
「
の
」、
エ
は
「
な
ん
の
か
ん
の
」
の
よ
う
に
、「
～
の
～

の
」
の
形
で
並へ
い

列れ
つ

を
示
す
「
の
」
で
す
。

問
六　

B
1 

理
由 

比
較

　
　

涼
介
が
最
悪
の
事
態
を
想
定
し
て
、
晴
に
下
山
の
注
意
を
し
て
い
る

一
方
で
、
晴
は
涼
介
の
忠ち
ゅ
う

告こ
く

な
ど
意
に
介か
い

さ
ず
、「
こ
れ
、
楽
し
い
」

と
は
し
ゃ
い
で
い
る
こ
と
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
二
人
の
温
度
差

に
涼
介
は
と
ま
ど
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ア
「
ば
か
に
し

て
く
る
」、
エ
「
自
分
だ
け
は
安
全
に
」
と
い
う
部
分
が
本
文
か
ら
読

み
取
れ
ま
せ
ん
。
ウ
「
自
身
が
動ど
う

揺よ
う

し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
」
と

あ
り
ま
す
が
、
涼
介
は
そ
ん
な
自
分
に
呆あ
き

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

1
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問
七　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　

―
線
⑨
の
前
で
「
視
覚
が
な
く
な
る
と
（
恐
怖
で
）
動
け
な
く
な

る
」
と
自
覚
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
も
と
態
度
を
変
え
な

い
涼
介
に
、「
弱
さ
を
見
せ
な
い
」
と
晴
が
指し

摘て
き

し
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
３
ペ
ー
ジ
上
段
の
八
行
目
か
ら
十
行
目
に
も

注
目
し
て
く
だ
さ
い
。
晴
は
視
覚
障
害
者
と
い
う
「
弱
者
」
で
あ
る
が

ゆ
え
に
「
多
く
の
も
の
に
頼
っ
て
」
い
く
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
涼
介
は
多
く
の
も
の
に
頼
る
こ
と
が
で
き
る
晴
の
強
さ
を
実
感

し
、「
頼
る
も
の
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
本
当
は
強
く
な
れ
る
の
で

は
」
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
自
分
自
身
を
真
に
理
解
し

て
お
ら
ず
、
自
分
の
他
に
頼
れ
る
も
の
を
持
っ
て
い
な
い
者
は
、

状じ
ょ
う

況き
ょ
う

が
不
利
に
な
っ
た
と
き
、「
弱
者
」
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
晴
は
こ
の
こ
と
を
、「
弱
さ
（
多
く
の
も
の
に

頼
る
こ
と
）
の
な
い
人
は
強
く
な
れ
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
し

ょ
う
。

問
八　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　

―
線
⑩
の
「
感
覚
」
は
「
視
覚
」
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、

―
線
⑩
の
二
行
前
に
「
晴
は
視
覚
が
な
く
と
も
多
く
の
も
の
を
利

用
し
、
世
界
を
見
て
い
る
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
晴
は

視
覚
が
な
く
と
も
世
界
を
把は

握あ
く

で
き
て
い
ま
す
。
視
覚
以
外
の
も
の
を

多
く
利
用
で
き
る
晴
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
「
見
え
て
」
い
る
の
で
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
「
見
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
を
把
握
す
る
た

め
に
利
用
で
き
る
も
の
を
持
た
な
い
こ
と
だ
と
分
か
り
ま
す
。
ア
「
視

覚
に
頼
る
」
の
は
、
晴
眼
者
が
世
界
を
把
握
す
る
様
子
を
指
し
て
い
ま

す
。
イ
「
勇
気
を
持
た
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
本
文
に
ふ
れ
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。
エ
「
恐
怖
を
感
じ
な
く
て
す
む
」
の
は
、
視
覚
の
他
に
利
用

で
き
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
ウ
の
方
が
適
切
で
す
。

問
九　

Ａ
２ 

関
係
づ
け 

知
識

　
　

直
後
に
「
こ
の
安
心
感
を
与あ
た

え
る
の
が
伴
走
者
の
役や
く

割わ
り

な
ん
だ
な
」

と
あ
り
ま
す
。

問
十　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　

―
線
⑫
の
前
に
「
俺お
れ

は
晴
を
信し
ん

頼ら
い

し
て
い
る
。
…
晴
も
俺
を
信
じ
て

く
れ
て
い
る
は
ず
だ
」
と
あ
り
ま
す
。
互た
が

い
の
信
頼
を
実
感
し
た
涼
介

が

―
線
⑫
の
よ
う
な
考
え
に
至い
た

っ
た
こ
と
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
ゆ
る

ぎ
な
い
信
頼
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
役
割
が
入
れ
か
わ
っ
て
も
い
つ
も
と

同
じ
よ
う
に
滑か
っ

走そ
う

で
き
る
の
で
す
。
ア
「
晴
が
…
精
神
的
に
頼
り
き
っ

て
い
る
」、
イ
「
涼
介
は
…
伴
走
者
だ
と
い
う
意
識
は
変
わ
ら
な
い
」

と
い
う
部
分
が
本
文
に
は
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ウ

―
線
⑫
の
「
い

つ
も
と
逆
」「
い
つ
も
と
同
じ
」
と
い
う
こ
と
に
触ふ

れ
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
。

問
十
一　

B
1 

理
由 

関
係
づ
け

　
　

問
七
・
問
十
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
滑
走
を
通
し
て
、
涼
介
は
、

弱
者
と
強
者
、
視
覚
障
害
者
と
晴
眼
者
と
い
う
も
の
の
と
ら
え
方
が
変

わ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
晴
と
互
い
に
信
頼
し
あ
え
て
い
る
こ
と
を
実

感
し
ま
し
た
。
晴
の
強
さ
や
晴
と
の
信
頼
関
係
を
実
感
で
き
た
お
か
げ

で
、
自
身
の
こ
り
か
た
ま
っ
た
考
え
か
ら
解
放
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

興こ
う

奮ふ
ん

を
「
胸む
ね

が
高
鳴
る
」
と
表
現
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
―
線
⑬
の
直
前
の
「
重
力
か
ら
解
放
さ
れ
た
体
が
宙ち
ゅ
う

に
浮う

く
」

と
い
う
の
は
、
実
際
に
ジ
ャ
ン
プ
を
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、

涼
介
が
弱
者
と
強
者
に
つ
い
て
、
障
害
に
つ
い
て
、
新
た
な
も
の
の
見
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方
を
手
に
入
れ
た
喜
び
を
表
現
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

�　

竹た
け

内う
ち

薫か
お
る

の
『
中
高
生
の
悩な
や

み
を
「
理り

系け
い

セ
ン
ス
」
で
解
決
す
る
40
の

ヒ
ン
ト
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研け
ん

究き
ゅ
う

所し
ょ

）
か
ら
出
題
し
ま
し
た
。
大
き
く
二
つ
に

分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
ち
ら
も
主
題
に
関
わ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
は
じ

め
に
示
さ
れ
て
か
ら
、
具
体
例
と
ま
と
め
、
筆
者
の
意
見
と
い
う
形
で

話
が
展て
ん

開か
い

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
で
き
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
筆
者

は
、
諸し
ょ

外
国
や
理
系
の
人
の
基
本
的
な
発
想
法
が
事
後
調
整
型
で
あ
る

の
に
対
し
、
日
本
は
事
前
調
整
型
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
世
界
に
遅お
く

れ
を

取
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
警け
い

鐘し
ょ
う

を
な
ら
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
第
４
次
産さ
ん

業ぎ
ょ
う

革か
く

命め
い

の
大
き
な
波
に
よ
っ
て
、
日
本
社
会
も
事
後
調

整
型
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
こ
で
活か
つ

躍や
く

で
き
る
の
は
事
後
調
整
型
の

発
想
で
、
新
し
い
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
人
間
だ
と
述の

べ
て
い
ま

す
。「
事
前
調
整
型
」
と
「
事
後
調
整
型
」
の
対
比
に
注
目
し
、
そ
れ

ら
と
「
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
」
こ
と
の
関
係
を
読
み
と
り
ま
し

ょ
う
。
ま
た
、
産
業
革
命
に
よ
っ
て
、「
仕
事
の
配は
い

置ち

転て
ん

換か
ん

」
が
起
こ

っ
て
き
た
歴
史
を
鑑か
ん
が

み
、
今
ま
さ
に
第
４
次
産
業
革
命
を
体
験
し
て
い

る
あ
な
た
方
が
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
学
び
を

す
る
べ
き
か
書
か
れ
た
部
分
を
て
い
ね
い
に
読
み
と
り
ま
し
ょ
う
。

問
一　

B
1 

理
由 

比
較

　
　

―
線
①
の
直
後
に
「
す
べ
て
事
前
に
予
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か

ら
」
と
あ
り
、
続
い
て
「
科
学
技
術
は
ど
ん
ど
ん
進
歩
し
…
や
る
つ
も
り

だ
っ
た
『
新
し
い
こ
と
』
よ
り
も
、
さ
ら
に
新
し
い
こ
と
が
ど
ん
ど
ん
出

て
き
ま
す
」
と
も
あ
り
ま
す
。
イ
「
実
用
化
す
る
た
め
に
は
…
事
後
の
丁て
い

寧ね
い

な
調
整
が
必
要
」、
ウ
「
理
系
の
人
の
仕
事
は
、
こ
ま
ご
ま
し
た
調
整

を
す
る
こ
と
で
は
な
く
」
と
は
本
文
中
に
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
問
二　

Ａ
２ 

関
係
づ
け 

知
識

　
　

文
や
こ
と
ば
を
接
続
す
る
言
葉
は
、
前
後
の
文
や
語
の
関
係
を
よ
く

確か
く

認に
ん

し
て
入
れ
ま
し
ょ
う
。

　
《
②
》
の
前
で
「『
ま
ず
始
め
る
』
こ
と
が
重
要
だ
」
と
あ
っ
て
、後
で
「
日

本
の
社
会
は
…
完
全
な
事
前
調
整
型
で
す
」
と
あ
る
の
で
、
前
の
文
の

予
想
や
期
待
に
反
す
る
こ
と
を
の
べ
る
時
に
使
う
「
と
こ
ろ
が
」
が
入

り
ま
す
。

　
《
⑩
》
の
前
で
は
「
そ
れ
（
機
械
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
職
業
の
人
が
仕

事
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
）
は
…
産
業
革
命
で
毎
回
起

こ
っ
た
」
と
あ
り
、
後
で
「
電
話
交こ
う

換か
ん

手
」
や
「
改
札
で
切き
っ

符ぷ

を
切
る

駅
員
」
は
今
は
い
な
い
と
い
う
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

こ
に
は
「
た
と
え
ば
」
が
入
り
ま
す
。

　
《
⑫
》
の
後
に
「
心
が
な
い
か
ら
で
す
」
と
あ
り
ま
す
。
理
由
を
表
す

「
か
ら
」
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
は
「
な
ぜ
な
ら
」
が
入
り
ま
す
。

　
《
⑬
》
の
前
で
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
進
化
し
て
も
、
必
要
と
さ
れ
る
仕

事
の
例
（
教
育
現
場
の
先
生
・
精
神
科
医
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
な
ど
）
が

あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
後
で
も
前
と
同
様
の
例
と
し
て
、
芸
術
系
や
ス

ポ
ー
ツ
系
の
仕
事
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、こ
こ
は
並へ
い

列れ
つ

を
示
す
「
ま

た
」
が
入
り
ま
す
。

問
三　

B
２ 

具
体
化 

推
論

　
　

こ
の
二
度
の
時
期
と
は
、
明め
い

治じ

維い

新し
ん

後
や
太
平
洋
戦
争
直
後
で
す
。

こ
れ
ら
の
共
通
点
を
読
み
と
り
ま
し
ょ
う
。
６
ペ
ー
ジ
下
段
に
注
目
し

ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
仕
組
み
の
リ
セ
ッ
ト
に
よ
り
、
事
後
調
整
型
に
な

ら
ざ
る
を
え
ず
、「
こ
の
二
度
の
時
期
に
、
日
本
社
会
は
大
き
く
発は
っ

展て
ん

し
ま
し
た
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
「
過
去
二
度
の
事
後
調
整
型
へ
の
転

2
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換
は
…
い
ず
れ
も
外
部
か
ら
の
力
が
作
用
し
て
い
た
」
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
二
点
を
お
さ
え
て
書
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

※�　

設
問
の
指
示
や
字
数
・
文
字
指
定
に
従
っ
て
い
な
い
も
の
は
不

正
解
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
誤ご

字じ

脱だ
つ

字じ

が
一
つ
の
場
合
は
減
点
１

点
、
二
つ
あ
る
場
合
は
減
点
２
点
、
そ
れ
以
上
は
不
正
解
と
し
ま

す
。
ま
た
解
答
の
説
明
に
過
不
足
が
あ
る
場
合
は
減
点
３
点
と
し

ま
す
。

　
問
四　

B
1 

理
由 

関
係
づ
け

　
　

Ａ

に
は
日
本
の
社
会
の
特と
く

徴ち
ょ
う

に
つ
い
て
の
こ
と
ば
が
あ
て
は
ま

る
は
ず
で
す
か
ら
、「
日
本
の
社
会
」
と
い
う
こ
と
ば
を
手
が
か
り
に
、

そ
の
こ
と
ば
を
探さ
が

し
ま
す
。
す
る
と
、
６
ペ
ー
ジ
上
段
中
頃
に
「
日
本

の
社
会
は
、
宿
命
的
と
い
え
る
ほ
ど
完
全
な
事
前
調
整
型
で
す
」
と
い

う
文
言
を
見
つ
け
ら
れ
ま
す
。
次
に

Ｂ

に
つ
い
て
で
す
が
、
敗
戦

後
は
、「
と
に
か
く
始
め
る
し
か
な
か
っ
た
」「
事
後
調
整
型
」
の
時
期

で
す
。
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
に
は
、「
事
後
調
整
型
」
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
お
さ
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
字

数
が
足
り
な
い
と
き
は
、
そ
れ
を
く
わ
し
く
説
明
し
て
い
る
部
分
を
探

し
ま
す
。
す
る
と
、「
と
に
か
く
や
っ
て
み
て
…
と
い
う
事
後
調
整
型
」

と
い
う
こ
と
ば
を
ぬ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
五　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　
「
第
４
次
産
業
革
命
」
が
ど
ん
な
も
の
か
に
つ
い
て
は
、

―
線
⑤
を

含
む
段
落
、
そ
し
て
、
―
線
⑤
の
二
段
落
後
に
も
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
も
示
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
答
え
は
ウ
で
す
。
ち
な
み
に
、
ア

は
第
３
次
産
業
革
命
、
イ
は
第
２
次
産
業
革
命
、
エ
は
第
１
次
産
業
革

命
の
例
で
す
。

問
六　

Ａ
２ 

知
識 

比
較

　
　
「
波
に
押お

さ
れ
る
」
の
「
れ
る
」
は
イ
の
「
名
前
を
呼よ

ば
れ
る
」
の

「
れ
る
」
と
同
じ
受
身
の
助じ
ょ

動ど
う

詞し

で
す
。
ア
の
「
入
れ
る
」
の
「
れ
る
」

は
動
詞
の
「
入
れ
る
」
の
一
部
で
す
。
ウ
は
尊そ
ん

敬け
い

の
意
味
で
す
。
エ
は

自
然
と
思
い
出
す
の
で
す
か
ら
、
自
発
の
意
味
で
す
。

問
七　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　

ま
ず

―
線
⑦
の
主
語
が
直
前
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
「
み
な
さ
ん

自
身
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
活
躍
の
場
に
つ
い
て
は
、

―
線
⑦
の
直
後
か
ら
三
段
落
に
わ
た
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。「
事

後
調
整
型
の
発
想
を
も
っ
て
い
れ
ば
」「
革
新
的
な
ア
イ
デ
ア
」
が
生
ま

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
概が
い

し
て
「
大
き
な
組
織
の
外
」
で

生
ま
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、今
の
大だ
い

企き

業ぎ
ょ
う

は「
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」

を
採
用
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
に
目
を
つ
け
て
、
筆
者
は
、「
自
分

自
身
が
ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
を
起
こ
し
、
大
企
業
か
ら
注
目
さ
れ
る

存
在
に
な
る
と
い
う
感
覚
で
生
き
て
い
く
ほ
う
が
い
い
」
と
述
べ
て
い

ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、答
え
は
ア
で
す
。
イ「
大
企
業
を
見
限
り
」「
ベ

ン
チ
ャ
ー
企
業
と
手
を
結
ぼ
う
」
な
ど
の
部
分
が
不
適
切
で
す
。
ウ
・

エ
は
主
語
が
大
企
業
側
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

問
八　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　

―
線
⑧
の
「
そ
れ
」
は
直
前
の
「
自
分
自
身
が
ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ

ス
を
起
こ
し
、
大
企
業
か
ら
注
目
さ
れ
る
存
在
に
な
る
と
い
う
感
覚
で

生
き
て
い
く
」
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
問
七
で
も
ふ
れ
ま
し
た
が
、

「
注
目
さ
れ
る
存
在
に
な
る
」
と
い
う
の
は
、
革
新
的
な
ア
イ
デ
ア
や
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技
術
を
持
つ
人
間
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、「
先
に
始
め
て

み
る
。
調
整
は
あ
と
か
ら
」
は
「
事
後
調
整
型
」
の
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、答
え
は
イ
で
す
。
ア「
大
企
業
に
…
独
立
し
た
生
き
方
」「
自

分
が
先
頭
を
切
っ
て
動
く
」、
ウ
「
革
新
的
な
ア
イ
デ
ア
を
募ぼ

集し
ゅ
う

」、
エ

「
準
備
な
し
に
始
め
る
と
い
っ
た
向
こ
う
見
ず
な
と
こ
ろ
」
の
部
分
が
そ

れ
ぞ
れ
不
適
切
で
す
。

問
九　

B
1 

関
係
づ
け 

比
較

　
　

⑨

の
二
段
落
前
に
「
産
業
革
命
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
…
時

間
や
労
力
な
ど
の
コ
ス
ト
が
下
が
る
と
い
う
こ
と
」
と
あ
る
の
に
注
目

し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
か
が
第
１
次
産
業
革
命
の
時
を

例
に
あ
げ
て

⑨

を
含
む
二
段
落
で
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。「
コ
ス

ト
が
下
が
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
せ
て
い
る
の
は
ウ
で
す
。

問
十　

B
1 

具
体
化 

関
係
づ
け

　
　

リ
ー
ド
文
の
「
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
勉
強
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注
目

し
ま
し
ょ
う
。
本
文
中
に
「
英
語
で
論ろ
ん

理り

的
な
文
章
が
書
け
る
こ
と
が
、

す
な
わ
ち
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
」
と
も
、「
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
勉
強
す

る
こ
と
は
、
論
理
的
な
発
想
法
の
勉
強
」
と
も
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
学
ぶ
こ
と
は
、「
英
語
で
論
理
的
に
考
え
る
」
こ

と
の
練
習
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

�　

Ａ
1 

知
識

　
　

俳は
い

句く

の
問
題
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
句
か
ら
季
語
を
見
つ
け
、
季
節
を

答
え
ま
し
ょ
う
。
旧き
ゅ
う

暦れ
き

で
は
、
一
月
か
ら
三
月
が
春
、
四
月
か
ら
六
月

が
夏
、
七
月
か
ら
九
月
が
秋
、
十
月
か
ら
十
二
月
が
冬
で
す
。
と
く
に
、

一
月
一
日
か
ら
一
月
十
五
日
ま
で
を
新
年
、
と
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

①　

季
語
…
入
学　
　

・
季
節
…
春

②　

季
語
…
七
夕　
　

・
季
節
…
秋　

七
夕
は
秋
の
季
語
で
す
。
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

③　

季
語
…
歌
留
多　

・
季
節
…
新
年

④　

季
語
…
ス
ケ
ー
ト
・
季
節
…
冬

⑤　

季
語
…
甲か
ぶ
と

虫む
し　

　

・
季
節
…
夏

　

�　

Ａ
1 

知
識

　
　

助じ
ょ

詞し

・
助じ
ょ

動ど
う

詞し

の
意
味
・
用
法
の
問
題
で
す
。
敬け
い

語ご

や
主
語
・
述

語
・
修し
ゅ
う

飾し
ょ
く

語ご

と
並な
ら

ん
で
よ
く
出
題
さ
れ
る
形
式
の
文
法
問
題
で
す
。

①　

例
は
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
で
す
。
ア
の
「
な
い
」
は
「
は
し

た
な
い
」
と
い
う
形
容
詞
の
一
部
で
、
イ
の
「
な
い
」
は
「
存そ
ん

在ざ
い

し

な
い
」
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
形
容
詞
の
「
な
い
」
で
す
。

②　

例
は
、「
た
と
え
ば
」
を
補お
ぎ
な

え
る
の
で
、
例
示
の
意
味
の
「
よ
う

に
」
で
す
。
ア
は
「
ま
る
で
」
を
補
え
る
の
で
、
比ひ

喩ゆ

（
比ひ

況き
ょ
う

）
の

意
味
、
イ
は
「
ど
う
や
ら
」
を
補
え
る
の
で
、
推す
い

定て
い

の
意
味
で
す
。

③　

例
の
、「
～
と
な
る
」
は
「
と
」
を
「
に
」
に
か
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
結
果
を
表
し
て
い
ま
す
。
ア
は
「
～
と
と
も
に
」
と
い
う
意
味
、

ウ
は
上
の
こ
と
ば
を
「
」
で
く
く
れ
る
の
で
、引
用
の
「
と
」
で
す
。

　

�　

Ａ
1 

知
識

　
　

こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
の
問
題
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
も
き
ち
ん
と

お
さ
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

①
と
ら
の
巻ま
き

　
　

…�
教
科
書
な
ど
の
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
た
参
考
書
。

　

と
ら
の
威い

を
借
る
き
つ
ね

　
　

…�

自
分
に
は
力
が
な
い
の
に
、
強
い
人
の
力
を
頼
り
に
し
て
、
そ
の
か

3
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げ
に
か
く
れ
て
い
ば
る
こ
と
。

　

前
門
の
と
ら
後
門
の
お
お
か
み

　
　

…�
一
つ
災さ
い

難な
ん

を
逃の
が

れ
た
の
に
、
す
ぐ
ま
た
次
の
災
難
に
あ
う
こ
と
の
た

と
え
。

②
ね
こ
を
か
ぶ
る

　
　

…�

本
当
の
性
質
を
か
く
し
て
、
お
と
な
し
そ
う
に
ふ
る
ま
う
。

　

ね
こ
の
ひ
た
い

　
　

…
非
常
に
せ
ま
い
場
所
の
た
と
え
。

　

ね
こ
の
首
に
鈴す
ず

を
つ
け
る

　
　

…�

と
て
も
難む
ず
か

し
く
て
で
き
な
い
相
談
を
す
る
た
と
え
。

③
へ
び
の
生
殺
し

　
　

…�

殺
し
も
生
か
し
も
せ
ず
放
っ
て
お
く
こ
と
。
物
事
を
は
っ
き
り
さ
せ

ず
相
手
を
苦
し
め
る
こ
と
。

　

へ
び
に
に
ら
ま
れ
た
蛙か
え
る

　
　

…
お
そ
ろ
し
く
て
動
け
な
い
様
子
。

　

薮や
ぶ

を
つ
つ
い
て
へ
び
を
出
す

　
　

…�

余
計
な
こ
と
に
手
を
出
し
た
り
口
を
出
し
た
り
し
て
か
え
っ
て
面め
ん

倒ど
う

を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
。

④
さ
る
ま
ね

　
　

…
何
の
考
え
も
な
く
む
や
み
に
人
の
真ま

似ね

を
す
る
こ
と
。

　

さ
る
知ぢ

恵え

　
　

…
か
し
こ
い
よ
う
で
、
実
際
は
お
ろ
か
な
考
え
。

　

さ
る
も
木
か
ら
落
ち
る

　
　

…�

ど
ん
な
名
人
で
も
失
敗
す
る
こ
と
の
た
と
え
。
同
じ
意
味
の
こ
と
わ

ざ
と
し
て
、「
弘こ
う

法ぼ
う

に
も
筆
の
あ
や
ま
り
」、「
上
手
の
手
か
ら
水
が

も
る
」、「
か
っ
ぱ
の
川
流
れ
」
な
ど
が
あ
る
。

国語 ─解答と解説


