
「
私
た
ち
に
は
理
解
で
き

な
い
け
れ
ど
」
。
奈
良
県

奈
良
市
東
紀
寺
町
に
あ
る

奈
良
女
子
大
学
附
属
中
等

教
育
学
校
の
男
子
生
徒
が

困
っ
た
よ
う
に
つ
ぶ
や
い

た
。
十
一
月
四
日
、
教
師

は
男
子
生
徒
た
ち
に
問
い

た
。
平
家
物
語
の
無
常
観

と
は
何
か
。
そ
れ
を
西
行

の
伝
説
（
西
行
が
出
家
す

る
と
き
、
す
が
り
付
く
子

供
を
蹴
落
と
し
た
）
と
明

治
安
田
生
命
のC

M

と
そ
の

曲
、
た
し
か
な
こ
と
と
の

関
係
を
１
つ
の
視
点
と
し
、

考
え
て
い
っ
て
欲
し
い
。

そ
し
て
こ
の
問
を
し
た
意

味
は
何
な
の
か
。
と
い
っ

た
も
の
だ
。

彼
ら
は
初
め
に
、
明
治

安
田
生
命
のC

M

と
そ
の
曲
、

西
行
の
伝
説
と
の
関
係
を

話
題
に
し
た
。
彼
ら
は
そ

の
関
係
を
、
「
Ｃ
М
で
は
、

一
緒
に
花
火
を
見
た
り
、

ご
飯
を
食
べ
た
り
と
い
う

現
代
の
愛
し
方
が
表
現
さ

れ
て
お
り
、
そ
ん
な
現
代

の
愛
し
方
が
あ
る
の
に
対

し
、
子
供
を
蹴
落
と
す
と

い
う
西
行
の
行
為
、
こ
れ

も
愛
情
な
の
だ
ろ
う
。
私

た
ち
に
は
理
解
で
き
な
い

け
ど
…
」
と
戸
惑
い
な
が

ら
も
結
論
づ
け
た
。
こ
の

結
論
は
、
「
時
を
越
え
て

君
を
愛
せ
る
か
」
と
い
う

歌
詞
と
繋
が
っ
て
い
る
。

子
供
へ
の
愛
し
方
が
乖
離

し
て
い
る
、
現
代
と
過
去
。

現
代
人
は
は
た
し
て
時
を

超
え
、
過
去
の
愛
し
方
が

出
来
る
の
か
、
と
い
っ
た

こ
と
だ
。

次
に
彼
ら
が
議
論
し
た

の
は
、
こ
の
問
の
意
味
だ
。

彼
ら
は
、
「
一
つ
の
視
点

や
捉
え
方
、
考
え
方
に
凝

り
固
ま
ら
ず
、
多
様
な
視

点
を
持
ち
、
物
事
を
捉
え
、

新
た
な
教
育
作
り
に
役
立

て
て
欲
し
い
」
と
い
う
教

師
の
意
図
が
あ
る
と
結
論

づ
け
た
。
「
子
供
の
愛
し

方
に
は
、
現
代
も
昔
で
も
、

メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト

が
あ
っ
た
は
ず
…
。
し
か

し
、
現
代
も
昔
も
そ
ん
な

こ
と
は
気
に
し
て
い
な
い
」

と
い
う
生
徒
の
呟
き
が
、

凝
り
固
ま
っ
た
考
え
方
の

存
在
を
彼
ら
に
暗
示
さ
せ

た
。
さ
ら
に
、
結
論
づ
け

た
後
で
、
あ
る
生
徒
は
、

「
こ
れ
か
ら
は
、
今
の
教

育
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ

ト
を
知
り
、
そ
の
デ
メ
リ
ッ

ト
を
メ
リ
ッ
ト
に
し
て
い

く
」
と
残
し
た
。

そ
し
て
最
後
は
、
無
情

と
は
何
か
を
考
察
し
て
い

た
。
無
常
観
を
読
ん
だ
西

行
の
和
歌
や
出
家
と
は
何

か
、
デ
ジ
タ
ル
新
聞
を
使
っ

た
現
代
の
無
情
な
ど
、
様
々

な
視
点
か
ら
考
え
ら
れ
、

彼
ら
が
全
体
で
出
し
た
の

は
、
「
無
情
と
は
、
永
遠

に
は
続
か
な
い
こ
と
。
そ

し
て
、
良
い
意
味
と
悪
い

意
味
が
あ
る
。
例
を
あ
げ

れ
ば
、
誰
し
も
衰
え
、
絶

え
て
し
ま
う
。
確
か
に
そ

れ
は
悪
い
こ
と
か
も
し
れ

な
い
。
が
、
散
り
往
く
桜

に
沸
き
起
こ
る
、
儚
さ
や

美
し
さ
と
い
っ
た
感
情
や
、

苦
し
い
状
況
や
悪
い
こ
と

も
、
い
つ
ま
で
も
続
か
な

い
と
い
っ
た
、
希
望
を
感

じ
さ
せ
る
意
味
も
持
つ
」

と

い

う
結
論
だ
。

そ
れ
か
ら
彼
ら
は
、
個
人

的
に
も
う
一
度
、
無
情
と

は
何
か
、
そ
し
て
こ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
意
味
を
再

考
察
し
、
次
の
探
究
に
歩

み
を
進
め
た
。
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そ
う
し
ま
し
ょ
新
聞

高校生のツイート
「...あぁ無常 」

日
本
文
学
を
長
年
研
究
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
出
身
の
ド
ナ
ル
ド
・

キ
ー
ン
氏
は
、
「
同
じ
状
態
が
続
か
な
い
こ
と
」
を
「
無
常
」

と
表
現
す
る
。
日
常
生
活
の
中
で
も
大
切
に
使
っ
て
い
た
お
皿

が
割
れ
た
り
、
飼
っ
て
い
た
ペ
ッ
ト
が
死
ん
だ
り
な
ど
、
絶
え

ず
出
会
い
と
別
れ
を
繰
り
返
す
。
そ
の
時
、
日
本
の
人
々
は
悲

し
み
と
受
け
止
め
ず
、
は
か
な
さ
の
中
に
も
美
し
さ
を
感
じ
る

の
で
あ
る
。
か
つ
て
の
日
本
人
の
文
化
は
、
「
猿
ま
ね
の
文
化
」

と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
の
日
本
の
文
化
は
、
世
界
の
中
に

入
り
、
現
代
の
世
界
の
文
化
を
よ
り
豊
富
な
も
の
に
し
て
い
る
。

▼
世
界
で
は
、
桜
を
愛
で
る
文
化
は
あ
ま
り
な
い
。
各
国
で
は
、

桜
に
代
わ
る
春
を
感
じ
さ
せ
る
花
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ

カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
は
、
ポ
ピ
ー
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

で
は
、
ラ
ッ
パ
ス
イ
セ
ン
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で

違
っ
た
価
値
観
が
あ
る
。
日
本
人
は
、
桜
が
散
る
こ
と
で
「
は

か
な
さ
」
を
感
じ
る
が
、
海
外
の
人
は
そ
う
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
外
国
人
は
桜
が
散
る
こ
と
で
「
死
」
を
感
じ
る
と
い
う
。

し
か
し
、
日
本
か
ら
友
好
の
印
と
し
て
贈
ら
れ
た
桜
が
、
春
を

感
じ
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
。
桜
が
満
開
に
な
れ
ば
、

花
を
見
な
が
ら
歩
く
な
ど
楽
し
む
文
化
が
あ
る
。
ま
た
、
日
本

を
訪
れ
た
外
国
人
は
、
桜
の
季
節
に
「
花
見
」
を
す
る
。
こ
れ

も
日
本
の
文
化
が
世
界
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
証
拠
で
あ
ろ

う
。
▼
日
本
で
は
、
桜
を
テ
ー
マ
に
し
た
曲
が
た
く
さ
ん
リ
リ
ー

ス
さ
れ
て
い
る
。
海
外
に
は
、
桜
を
テ
ー
マ
に
し
た
詩
や
曲
は

ほ
と
ん
ど
な
く
、
愛
や
痛
み
を
表
す
バ
ラ
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

詩
が
多
い
と
い
う
。
桜
は
日
本
の
国
民
性
を
象
徴
す
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
く
ら
い
特
別
な
花
だ
。
桜
ソ
ン
グ
の
例
と

し
て
、
Ｆ
Ｕ
Ｎ
Ｋ
Ｙ

Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｋ
Ｅ
Ｙ

Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｙ
Ｓ
の
「
桜
」

と
い
う
歌
詞
の
中
に
、
「
桜
が
降
る
／
桜
が
降
る
／
新
し
い
僕

ら
の
上
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
あ
り
、
「
降
る
＝
古
い
」
と

「
新
し
い
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
桜
が
散
っ
て
い
く
は
か
な
さ

と
と
も
に
、
何
か
新
し
い
未
来
が
切
り
開
い
て
い
け
そ
う
な
予

感
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
日
本
人
に
と
っ
て
、
桜
が
咲
く
時
期

は
、
卒
業
式
や
入
学
式
な
ど
、
別
れ
と
出
会
い
の
シ
ー
ズ
ン
で
、

こ
の
気
持
ち
の
入
れ
替
わ
り
に
よ
り
、
新
し
い
自
分
に
な
れ
る

感
じ
は
春
特
有
の
感
覚
だ
。
桜
の
季
節
は
、
人
も
新
し
く
変
わ

り
続
け
、
桜
と
自
身
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

昔
の
日
本
人
も
桜
が
散
る
こ
と
で
感
じ
て
い
た
「
は
か
な
さ
」

は
、
現
代
で
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
▼
京
都
に
あ
る
建
勲
神
社

の
歌
碑
に
は
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
「
人
間

五
十
年
／
下
天
の
う
ち
を
く
ら
ぶ
れ
ば
／
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
ご
と

く
な
り
／
ひ
と
た
び
生
を
得
て
／
滅
せ
ぬ
者
の
あ
る
べ
き
か
」

こ
の
言
葉
に
は
、
人
間
の
一
生
は
五
十
年
、
宇
宙
の
大
き
さ
か

ら
す
れ
ば
夢
や
ま
ぼ
ろ
し
の
よ
う
に
は
か
な
い
も
の
で
、
一
度

生
ま
れ
た
者
は
必
ず
死
ぬ
運
命
に
あ
る
と
い
う
無
常
感
が
表
現

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
桶
狭
間
の
合
戦
で
、
織
田
信
長
が
出

陣
前
に
舞
っ
た
幸
若
舞
「
敦
盛
」
の
一
節
で
、
若
く
し
て
戦
死

し
た
平
敦
盛
の
一
生
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
戦
国

の
武
将
と
し
て
名
を
は
せ
た
織
田
信
長
も
、
殺
さ
れ
か
け
て
も

決
し
て
名
乗
ら
な
い
武
士
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
を
最
後
ま
で
守

り
続
け
た
敦
盛
の
姿
に
男
ら
し
さ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
命
の

は
か
な
さ
を
感
じ
、
心
う
た
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
今
も
昔
も
日

本
特
有
の
「
無
常
」
の
精
神
は
脈
々
と
流
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

【社
説
】

読
む
だ
け
無
駄
な
駄
作

私
達
は
О
高
校
と
Ｋ
高
校
、
そ
し
て
自
分
達
の
授
業
を
映
像
で
鑑
賞
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
上
で
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
意
味
を
考
え
さ
せ
て
も

ら
っ
た
。
皆
ば
ら
け
た
意
見
だ
っ
た
が
そ
の
中
に
多
か
っ
た
も
の
は
教
師
の

作
っ
た
「
箱
」
の
大
き
さ
、
物
事
を
多
角
的
に
考
え
る
力
、
更
に
は
新
た
な

「
箱
」
を
作
り
出
す
、
な
ん
て
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
た
だ
疑
問
に
思
う
の

は
「
ば
ら
け
る
」
と
い
う
こ
と
は
教
師
の
皆
さ
ん
が
考
え
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
意
味
と
い
う
問
い
の
最
適
解
に
全
て
の
意
見
が
な
る
の
だ
ろ
う
か
？
こ
の

疑
問
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
我
々
は
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
教
師
の
手
の

平
で
「
自
分
達
で
考
え
て
い
る
」
と
思
い
き
や
踊
ら
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
考
え
は
盛
大
に
間
違
っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
別
に
私
は
あ
り
ふ
れ
た
考
え
こ
そ
が
至
上
と
い
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
「
あ
り
ふ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
そ

れ
だ
け
多
く
の
人
が
考
え
て
い
る
証
拠
で
も
あ
る
の
だ
。
つ
ま
り
「
普
通
」

だ
ろ
う
が
「
特
異
」
だ
ろ
う
が
１
つ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
に
は
あ
ま
り
意

味
を
為
さ
な
い
と
思
う
。
「
人
の
幸
せ
と
は
」
み
た
い
な
答
え
が
無
数
に
あ

る
問
い
に
し
て
も
然
り
。
い
や
、
そ
も
そ
も
こ
の
問
い
の
意
味
を
考
え
た
と

こ
ろ
で
本
当
に
何
か
得
る
の
だ
ろ
う
か
？
た
だ
時
間
と
労
力
の
消
費
に
し
か

な
ら
ず
徒
労
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
？
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
て

い
る
内
に
こ
う
い
っ
た
思
索
に
ふ
け
る
こ
と
で
視
野
を
広
げ
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。

さ
て
、
こ
れ
を
読
ん
で
い
る
貴
方
は
こ
れ
を
読
ん
で
何
か
思
っ
た
だ
ろ
う

か
。
時
間
潰
し
？
ど
う
で
も
い
い
と
思
っ
た
だ
ろ
う
か
？
そ
り
ゃ
あ
時
間
潰

し
に
は
な
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
ん
な
駄
作
を
読
む
の
に
貴
方
は
何
分
か
け
ま
し

た
か
？
し
か
し
世
界
に
は
こ
う
し
た
「
徒
労
」
や
「
無
駄
」
が
あ
ふ
れ
か
え
っ

て
い
る
と
思
う
。
「
徒
労
」
が
な
け
れ
ば
娯
楽
な
ど
も
生
ま
れ
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
の
だ
。

つ
ま
り
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
意
味
は
「
徒
労
」
や
「
無
駄
」
と
い
う
視

点
か
ら
世
界
を
見
つ
め
直
し
自
分
の
価
値
観
を
昇
華
す
る
と
こ
ろ
に
意
義
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
無
常
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
例
に
し
て
考
え

て
い
た
ら
そ
ん
な
気
が
し
て
き
た
。

桜
の
一
言

京都にて新聞を作成する初対面の生徒たち！！


