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更
新

「
パ
ロ
デ
ィ
ー
」
な
文
章

「
パ
ロ
デ
ィ
ー
」
と
は

パ
ロ
デ
ィ
ー

[parody
]

既
成
の
著
名
な
作
品
ま
た
他
人
の
文
体
・
韻
律
な
ど
の
特
色
を
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う

に
残
し
た
ま
ま
、
全
く
違
っ
た
内
容
を
表
現
し
て
、
風
刺
・
滑
稽
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
作
り
変
え
た
文
学
作
品
。
日

本
の
本
歌
取
り
・
狂
歌
・
替
え
歌
な
ど
も
そ
の
例
。
演
劇
・
音
楽
・
美
術
に
も
同
様
の
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
《
三
省
堂

『
大
辞
林
』
第
二
版
よ
り
》

た
と
え
ば
、
文
章
作
品
で
は
、
夏
目
漱
石
の
小
説
を
元
に
し
た
作
品
『
我
が
輩
は
…
…
で
あ
る
』
形
式
の
『
吾
輩
ハ

鼠
デ
ア
ル
』
『
我
輩
ハ
小
僧
デ
ア
ル
』
『
吾
輩
は
ビ
ー
ル
で
あ
る

』
と
い
っ
た
多
く
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
な
ど
が
知
ら
れ
て

い
る
。

な
か
で
も
極
め
つ
け
は
、
芥
川
賞
作
家
で
あ
る
奥
泉

光
著
『
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
殺
人
事
件
』
〔
新
潮
文
庫
刊
〕

で
あ
る
ま
い
か
。
も
う
既
に
お
読
み
な
ら
れ
た
方
も
再
度
ど
こ
が
パ
ロ
デ
ィ
ー
な
の
か
考
え
て
み
る
と
良
い
か
も
知
れ

な
い
。
タ
イ
ト
ル
の
「
…
…
殺
人
事
件
」
と
あ
る
か
ら
こ
れ
は
ミ
ス
テ
リ
ィ
ー
小
説
か
と
思

い
こ
ま
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
ミ
ス
テ
リ
ィ
ー
小
説
と
い
う
よ
り
パ
ロ
デ
ィ
ー

な
作
品
と
い
う
の
が
本
音
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
「
オ
ク
イ
ズ
ミ

ヒ
カ
ル
」
に
は
、
他
に
も

漱
石
小
説
の
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
モ
チ
ィ
ー
フ
に
幕
末
の
京
都
を
舞
台
に
し
た
時
代
小
説
と

思
わ
せ
る
『
坊
ち
ゃ
ん
忍
者
幕
末
見
聞
録
』〔
中
公
文
庫
〕
も
あ
る
。
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そ
こ
で
、
な
ぜ
「
パ
ロ
デ
ィ
ー
」
な
文
章
を
学
習
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
が
、
『
大
辞
林
』
が
説
く
よ
う
に
、
日

本
の
古
典
文
学
作
品
に
お
け
る
韻
文
学
に
お
け
る
「
本
歌
取
り
・
狂
歌
・
替
え
歌
」
も
こ
の
範
疇
に
容
れ
て
考
え
て
良

い
。
ま
た
、
物
語
文
学
で
は
『
伊
勢
物
語
』
を
『
仁
勢
物
語
』
、
『
枕
草
子
』
を
『
犬
草
子
』
と
し
た
も
の
も
含
ま
れ

て
く
る
。
こ
う
し
た
基
幹
文
学
作
品
と
呼
ば
れ
る
名
作
に
は
、
こ
の
手
の
「
パ
ロ
デ
ィ
ー
」
な
作
品
が
発
生
し
や
す
い

と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

パ
ロ
デ
ィ
ー
な
文
章
を
学
習
す
る

（
１
）
パ
ロ
デ
ィ
ー
は
粋
な
遊
び

た
く
は
へ
も
み
な
月
は
て
ゝ
一
文
も
け
ふ
は

な
ご
し
の
は
ら
い
だ
に
せ
ず

こ
の
江
戸
時
代
の
狂
歌
を
読
み
や
す
く
仕
立
て
直
す
と
、「
蓄
え
も
皆
尽
き
（
水
無
月
）
果
て
ゝ
一
文
も
今
日
は
夏
越

な

ご

し
の
祓
い
だ
に
せ
ず
」
と
な
る
。
〝
夏
越
し
の
祓
い
〟

は
、
旧
暦
六
月
の
晦
日
の

行
事
で
、
六
月
の
末
、
つ
ま
り
半
期
の
支
払
い
の
意
味
を
捩
っ
て
い
る
。
こ
の
遊

び
心
を
燻
ら
せ
て
い
く
と
、
こ
ん
な
酒
の
上
で
の
会
話
が
弾
み
出
す
。
「
俺
の
酒
は

『
義
経
千
本
桜
』
な
ん
だ
」
「
ほ
う
？
な
に
？
」
「
静
か
に
、
只
呑
む
」
と
い
っ
た

落
語
の
三
段
な
ぞ
め
い
た
語
り
と
な
る
。
こ
の
と
き
に
、
歌
舞
伎
『
義
経
千
本
桜
』

の
内
容
を
知
ら
な
い
無
智
な
輩
に
は
、
と
ん
と
そ
の
意
味
合
い
が
理
会
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
義
経
の
愛
妾
「
静
御
前
」
と
そ
の
勇
臣
で
あ
る
「
佐
藤
忠

信
」
を
知
ら
な
け
れ
ば
さ
っ
ぱ
り
判
ら
な
い
か
ら
だ
。
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歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
源
義
経
を
題
材
に
し
た
パ
ロ
デ
ィ
ー
も
後
を
絶
た
な
い

こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
推
理
作
家
の
高
木
彬
光
著
『
成
吉
思
汗
の

秘
密
』
〔
光
文
社
刊
〕
も
そ
の
一
例
と
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
文
章
は
、
源
義
経
が

高
舘
の
戦
で
自
刃
せ
ず
、
東
北
を
北
上
し
北
海
道
に
渡
り
、
そ
こ
か
ら
更
に
大
陸

に
渡
っ
て
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
國
を
築
い
た
チ
ン
ギ
ス
ハ
ー
ン
と
な
っ
た
と
い
う
風
説

を
推
理
・
論
証
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
義
経
＝
チ
ン
ギ
ス
ハ
ー
ン
を
結
び
つ
け

る
一
つ
に
、
静
御
前
が
源
頼
朝
・
北
条
政
子
の
御
前
で
義
経
を
偲
び
な
が
ら
舞
哥

す
る

し
づ
や
し
づ
賤
の
を
だ
ま
き
く
り
返
し

昔
を
今
に
な
す
よ
し
も
が
な

し

づ

に
敷
衍
さ
せ
、
「
な
す
よ
し
も
が
な
」
を
漢
字
表
記
す
る
こ
と
で
「
成
吉
思
汗
」
と
す
る
と
こ
ろ
は
見
事
な
論
証
の
落

な

す

よ

し

も

か

な

と
し
ど
こ
ろ
と
も
い
え
る
。
こ
こ
で
、
森
入
外
『
か
の
よ
う
に
』〔
「
中
央
公
論
」
一
九
一
二
（
明
治

）
年
一
月
初
出
〕

45

は
極
め
つ
け
と
な
る
。
一
文
を
二
例
こ
こ
に
抜
粋
し
て
お
こ
う
。

①
「
お
母
あ
様
程
に
は
、
秀
麿
の
健
康
状
態
に
就
い
て
悲
観
し
て
い
な
い
父
の
子
爵
が
、
い
つ
だ
っ
た
か
食
事
の
時

息
子
を
顧
み
て
、
「
一
肚
皮
時
宜
に
合
わ
ず
か
な
」
と
云
っ
て
、
意
味
あ
り
げ
に
笑
っ
た
。
」

い

ち

と

ひ

じ

ぎ

②
「
な
ぜ
っ
て
知
れ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。
人
に
君
の
よ
う
な
考
に
な
れ
と
云
っ
た
っ
て
、
誰
が
な
る
も
の
か
。
百

姓
は
シ
の
字
を
書
い
た
三
角
の
物
を
額
へ
当
て
て
、
先
祖
の
幽
霊
が
盆
に
の
こ
の
こ
歩
い
て
来
る
と
思
っ
て
い
る
。
道

学
先
生
は
義
務
の
発
電
所
の
よ
う
な
も
の
が
、
天
の
上
か
ど
こ
か
に
あ
っ
て
、
自
分
の
教
わ
っ
た
師
匠
が
そ
の
電
気
を

お
す

取
り
続
い
で
、
自
分
に
掛
け
て
く
れ
て
、
そ
の
お
蔭
で
自
分
が
生
涯
ぴ
り
ぴ
り
と
動
い
て
い
る
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。

つ

か
げ

み
ん
な
手
応
の
あ
る
も
の
を
向
う
に
見
て
い
る
か
ら
、
崇
拝
も
出
来
れ
ば
、
遵
奉
も
出
来
る
の
だ
。
人
に
僕
の
か
い

て
ご
た
え

じ
ゆ
ん
ぽ
う
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た
裸
体
画
を
一
枚
遣
っ
て
、
女
房
を
持
た
ず
に
い
ろ
、
け
し
か
ら
ん
所
へ
往
か
ず
に
い
ろ
、
こ
れ
を
生
き
た
女
で
あ
る

い

か
の
よ
う
に
思
え
と
云
っ
た
っ
て
、
聴
く
も
の
か
。
君
の
か
の
よ
う
に
は
そ
れ
だ
。
」

（
２
）
日
本
人
な
ら
漢
字
で
感
じ
を
悟
る

漢
字
で
表
記
さ
れ
た
文
章
に
は
、
そ
の
漢
字
そ
の
も
の
が
読
み
に
く
く
、
漢
字
を
知
ら
な
い
で
読
ん
で
も
〝
チ
ン
プ

ン
カ
ン
プ
ン
〟

な
こ
と
し
か
知
り
得
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
読
め
そ
う
も
な
い
漢
字
こ
と
ば
を
揚
げ
て
お
く
こ
と
に

す
る
。

《
問
題
》
次
の
漢
字
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
〔
各
２
点
×

〕
50

１
，
久
振

２
，
師
走

３
，
畢
竟

４
，
只
管

５
，
就
中

６
，
微
衷

７
，
荊
棘

８
，
黄
昏

９
，
刀
自

，
傅
育

，
書
肆

，
惹
句

，
瞋
恚

，
快
哉

，
知
己

，
兵
站

10

11

12

13

14

15

16

，
狷
介

，
仮
初

，
胡
散

，
云
云

，
啓
蟄

，
面
皰

，
悉
皆

，
欠
伸

17

18

19

20

21

22

23

24

，
流
石

，
仮
令

，
生
憎

，
誰
何

，
上
梓

，
暇
乞

，
塩
梅

，
贔
屓

25

26

27

28

29

30

31

32

，
忸
怩

，
涅
槃

，
反
故

，
燐
寸

，
狼
煙

，
大
姉

，
衆
生

，
石
女

33

34

35

36

37

38

39

40

，
端
倪

，
怯
懦

，
剽
窃

，
鳥
渡

，
桟
敷

，
含
嗽

41

42

43

44

45

46

，
下
手
人

，
五
月
蠅

，
木
乃
伊

，
美
人
局

47

48

49

50

こ
の
五
十
字
の
漢
字
こ
と
ば
は
、
い
ず
れ
も
明
治
期
か
ら
昭
和
期
ま
で
の
作
品
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
当
然
前
後
の

文
脈
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
作
者
の
、
ど
の
よ
う
な
作
品
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
ば
な
の
か
を
探
る
楽

し
み
が
読
む
側
に
は
あ
る
わ
け
だ
。
た
だ
漢
字
こ
と
ば
だ
け
を
す
ら
す
ら
読
め
る
だ
け
の
漢
字
力
を
高
め
た
だ
け
で
終

わ
る
よ
り
は
、
そ
の
漢
字
こ
と
ば
の
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
の
背
後
を
知
る
こ
と
で
そ
の
意
味
合
い
を
含
め
、
文
章

表
現
能
力
を
高
め
て
い
く
動
機
に
な
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
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１
，
【
久
振
】
で
あ
れ
ば
、
夏
目
漱
石
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
「
そ
の
晩
は
久
し
振
に
蕎
麦
を
食
っ
た
の
で
、
旨
か
っ
た

ひ

さ

ぶ
り

う
ま

か
ら
天
麩
羅
を
四
杯
｜
平
げ
た
。
」
に
は
じ
ま
り
、
永
井
荷
風
『
西
遊
日
誌
抄
』
に
「
久
振
今
村
子
と
共
に
中
央
公
園

た
い
ら

を
歩
み
樹
間
の
ベ
ン
チ
に
語
る
」
と
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
調
べ
て
み
る
こ
と
で
こ
う
し
た
漢
字
こ
と
ば
か
ら
少

し
ず
つ
広
が
り
を
始
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

と
は
い
え
、
昨
今
の
パ
ソ
コ
ン
の
普
及
に
伴
っ
て
、
経
済
社
会
を
は
じ
め
と
し
、
学
校
教
育
に
お
け
る
日
本
の
識
字

能
力
は
、
書
く
と
い
う
文
章
力
を
凡
て
ワ
ー
ド
プ
ロ
ッ
セ
ッ
サ
ー
に
委
ね
つ
つ
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
も

漢
字
は
忽
ち
一
画
一
画
丹
念
に
筆
記
し
な
く
て
も
、
キ
ィ
ー
入
力
だ
け
で
単
簡
に
記
述
さ
れ
て
い
く
か
ら
だ
。
こ
の
ま

ま
で
は
、
伝
統
的
な
手
書
き
の
能
力
そ
の
も
の
が
衰
退
し
て
し
ま
う
こ
と
を
歎
く
の
は
簡
単
だ
が
、
こ
れ
を
遺
す
方
法

は
な
い
も
の
か
、
も
っ
と
模
索
す
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
だ
諦
め
て
は
い
け
な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。

（
３
）
「
離
合
漢
字
」
を
用
い
る

私
は
、
離
合
漢
字
を
研
究
し
て
い
て
思
っ
た
こ
と
あ
が
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
収
載
さ
れ
た
離
合
漢
字
の
資
料
を
日

本
人
の
学
習
者
が
驚
く
ほ
ど
長
い
年
月
に
亘
っ
て
「
読
み
書
き
」
に
用
い
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
資
料
の
名
前
は
、

『
小
野
篁
歌
字
尽
』
と
云
う
江
戸
時
代
の
寺
子
屋
で
の
教
科
書
と
し
て
、
約
三
百
年
間
京
都
を
中
心
に
大
坂
・
江
戸
各

地
で
出
版
さ
れ
続
け
、
そ
の
冊
数
は
数
千
種
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
現
存
す
る
資
料
で
は
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）

一
月
刊
本
（
京
都
・
近
江
屋
次
良
右
衛
門
板
）
や
図
絵
に
し
た
「
寛
文
十
一
年
辛
亥
正
月
吉
日
松
會
開
板
」
の
奥
書
き

を
有
す
る
小
泉
吉
栄
個
人
蔵
の
版
本
が

古
（
一
六
七
一
年
）
の
江
戸
開
板
資
料
が
あ
り
、
当
時
の
漢
字
学
習
の
様
子

が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
に
も
室
町
時
代
に
『
罧
玉
集
』
が
「
天
一
大
地
土
也
」
と
し
て
、
「
天
は
も

っ
ぱ
ら
大
き
な
り
、
地
は
つ
ち
な
り
」
と
い
う
資
料
が
知
ら
れ
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
に
な
る
と
『
弘
法
大
師
離
合
歌
』

と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
私
の
紀
要
論
文
資
料
と
し
て
採
り
上
げ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
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木

椿

榎

楸

柊

春
を
ば
つ
ば
き

夏
は
ゑ
の
き
に

秋
ひ
さ
ぎ

冬
は
ひ
ら
ぎ

爪

瓜

樂

樂

樂

つ
め
に
つ
め
な
く
う
り
に
つ
め
あ
り

ら
く
が
く
ぎ
や
う
は
く
じ
も
く
也

白

自

目
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こ
の
「
離
合
漢
字
」
は
、

「
已
己
巳
弍
」
の
文
字
に
も
生
か
さ
れ
て
い
て
「
已
に
か
み
己
に
は
し
も
に
つ
き
に

イ

コ

ミ

キ

す
で

を
の
れ

61

け
り
。
弍
は
皆
は
な
れ
巳
は
皆
つ
く
」
と
な
る
。
こ
の
学
習
方
法
に
は
、
漢
字
こ
と
ば
の
微
妙
な
点
画
の
違
い
を
分
析

キ

ミ
な

ミ

ミ
な

し
、
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
実
行
す
る
と
旧
字
で
あ
ろ
う
が
知
る
手
が
か
り
に
は
な
る
は
ず
で
あ
る
。

例
え
ば
、
「
壽
」
字
の
場
あ
い
に
は
「

士

の
フ
エ
は
一
吋
」
と
書
く
と
覚
え
る
や
り
方
で
あ
る
。
「
次
の
皿
を
隠
し
て

さ
む
ら
い

イ
ン
チ

持
ち
帰
る
の
は
盗
み
で
す
」「
心
を
亡
く
す
と
す
べ
て
忘
れ
て
し
ま
う
」「
衣
の
真
ん
中
を
執
っ
て
し
ま
う
と
猥
褻
」「
戀

わ
い
せ
つ

は
糸
し
糸
し
と
言
う
心
」
と
い
う
な
ど
図
り
知
れ
な
い
考
察
力
が
働
く
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

や
っ
て
見
る
価
値
は
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
石
に
当
た
れ
ば
皮
も
破
け
る
」
「
柴
又
帝
釈
天
の
氵
辺
で
風

み

ず

べ

天
の
寅
さ
ん
が
演
説
し
ま
す
」
と
い
う
塩
梅
で
読
み
上
げ
学
習
も
可
能
に
な
り
、
そ
の
覚
え
る
効
果
も
倍
増
し
て
い
く
。

と
ら

え
ん
ぜ
つ

ど
う
ぞ
、
お
試
し
あ
れ
。
こ
の
「
演
説
」
な
る
こ
と
ば
、
本
年
一
月
二
十
七
日
付
朝
日
新
聞
「
天
声
人
語
」
欄
に
、
福

沢
諭
吉
が
「
演
舌
」
を
「
演
説
」
に
改
変
し
て
登
場
し
た
近
代
の
造
成
漢
字
だ
と
い
う
が
真
相
は
如
何
な
も
の
か
…
…
。

後
に
禅
語
な
ら
ぬ
前
後
左
右
の
文
字
に
よ
る
名
文
句
を
披
露
し
て
お
く
。
京
都
竜
安
寺
の
蹲
い
に
水
戸
光
圀
が
献

上
し
た
「
知
足
の
蹲
い
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
口
」
字
を
中
心
に
前
後
左
右
四
文
字
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
吾

れ
、
唯
だ
、
足
る
を
知
る
」
と
時
計
回
り
に
読
む
の
で
あ
る
。
こ
の
前
後
左
右
な
ら
ぬ
禅
語
の
奥
行
き
を
今
に
示
し
て

い
る
こ
と
の
漢
字
の
有
す
る
凄
さ
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
模
造
は
、
水
戸
の
偕
楽
園
に
も
設
置
さ
れ
て
い
る
の
で
、
機
会

が
あ
れ
ば
是
非
見
て
お
く
と
よ
い
で
あ
ろ
う
。

→

そ
こ
で
、「
口
」
字
を
中
心
と
し
た
前
後
左
右
の
四
文
字
を
他
に
作
る
こ
と
を
こ
こ
に
提
案
す
る
。
貴
方
で
あ
れ
ば
、
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ど
ん
な
禅
語
が
生
み
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
「
口
」
文
字
で
な
け
れ
ば
、
「
日
」
「
月
」
「
山
」
「
木
」
で
は
ど
う
で

あ
ろ
う
。
試
み
に
一
つ
、
「
吉
叶
呆
加
」
は
、

十
士
口
木

吉
叶
ふ
は
呆
け
加
は
る
…
吉
き
事
が
か
な
う
と
い
う
の
は
呆
け
の
始
ま
り
か
も
し
れ
ぬ
ぞ

き
ち

か
な

ぼ

く
は

力

と
云
っ
た
誡
語
め
い
た
表
現
に
な
る
。
こ
れ
は
時
間
を
要
す
る
言
語
知
的
遊
戯
な
の
だ
か
ら
、
時
間
を
ゆ
っ
た
り
過
ご

せ
る
環
境
に
身
を
お
か
な
い
と
生
み
出
せ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
何
は
と
も
あ
れ
、
挑
戦
し
て
み
て
欲
し
い
。

竪
文
字
遊
び
と
横
文
字
遊
び

芦
―
―
扇
―
―
翌
―
―
音
―
―
晟
―
―
盛
―
―
衆

拔
戸

戸
羽

羽
立

立
日

日
成

成
皿

皿
瑛

こ
こ
で
、
何
を
学
ぶ
か
と
云
え
ば
、
部
首
の
上
下
型
と
左
右
型
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
二
十
四
組
を
学
習
す
る
能
力
を

身
に
つ
け
て
お
く
と
良
か
ろ
う
。

【
上
下
型
】

拔

宀

竹

土

馬

穴

心

迸

手

日

皿

言

雨

隠

肉

力

石

木

食

柘

音

糸

車

女

【
左
右
型
】

木

食

月

欠

舟

言

金

王

車

馬

女

貝

扌

演

日

酉

耳

ネ

斤

忄

牛

氵

禾

湯
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例
え
ば
、
「
電
柱
の
そ
ば
に
駐
車
し
て
付
近
の
住
民
に
注
意
さ
れ
た
」
と
い
う
文
章
に
は
、
「
主
」
文
字
を
基
調
と
し

た
四
文
字
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
「
衛
星
の
緯
度
と
偉
人
の
違
反
は
判
ら
な
い
」
や
「

低
の
抵
抗

で
底
地
の
豪
邸
が
あ
る
祇
園
を
ま
も
っ
た
」
式
の
文
章
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

パ
ロ
デ
ィ
ー
な
文
章
を
書
く

実
際
に
、
書
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
場
あ
い
、
ど
ん
な
効
果
が
発
揮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
…
…
。
人
を
惹
き
つ
け
る
効

果
を
目
的
と
し
た
広
告
文
や
宣
伝
文
は
当
に
こ
の
世
界
に
基
盤
が
あ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
時
間
を
懸
け
て
、
熟
慮

の
う
え
に
成
り
立
つ
の
が
こ
の
世
界
で
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
我
が
故
郷
で
あ
る
県
名
を
賢
明
に
懸
命
し
て
件
名
に
す
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
。

食
道
楽
、
お
さ
か
な
ふ
ん
だ
ん
大
阪
府

も
の
静
か
な
お
母
さ
ん
靜
岡
県

常
緑
の
木
に
花
が
咲
き
ま
す
長
崎
県

こ
ん
な
こ
と
も
出
来
そ
う
で
あ
る
。

広
告
文
に
九
月
二
十
日
は
バ
ス
の
日
、
「
み
ん
な
バ
ス
が
好
き
」
→
「
ぼ
く
は
バ
ス
ト
が
好
き
」
っ
て
い
う
の
が
昔

あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
ま
た
、
看
板
に
「
ハ
タ
旗
店
」
→
「
ハ
タ
ハ
タ
と
ハ
タ
は
ハ
タ
め
く
」
も
大
阪
府
都

島
区
都
島
北
通
に
あ
る
店
の
名
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
い
か
が
か
な
…
…
。
一
九
八
六
年
一
〇
〇
万
円
大
賞
の
銀
賞

N
T
T
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男

（
相
手
を
探
る
感
じ
で
。
以
下
も
同
じ
）
「
も
し
も
し
」

A
男

（
普
通
に
。
以
下
も
同
じ
）
「
も
し
も
し
」

B
男

「
山
」

A
男

「
川
」

B
男

「
月
」

A
男

「
影
」

B
男

「
桜
」

A
男

「
バ
ラ
科
に
属
す
る
落
葉
高
木
」

B
男

（
緊
張
を
解
い
て
）
「
高
橋
さ
ん
で
す
ね
」

A
男

「
鈴
木
で
す
」

B
男

（
う
ろ
た
え
て
）
「
す
、
す
い
ま
せ
ん
、
間
違
え
ま
し
た
」

A

番
号
は
お
確
か
め
の
う
え
。

N

M

N
T
T

後
に
、
ク
ボ
タ
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
、
「
ヒ
ン
ト
は
、
ヒ
ト
の
な
か
に
あ
る
。
」

で
留
め
置
き
。

こ
の
「
ヒ
ト
」
と
い
う
こ
と
ば
、「
他
人
事
」
と
書
い
て
「
ひ
と
ご
と
」
と
読
む
。
こ
の
「
他
」
字
を
抜
く
と
「
人
事
」

で
意
味
も
読
み
も
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
昨
今
、
多
く
の
日
本
人
で
す
ら
「
他
人
事
」
を
「
タ
ニ
ン
ご
と
」
と
読
ん
で
い

る
が
、
正
し
い
日
本
語
は
「
ひ
と
ご
と
」
で
「
他
人
」
の
意
で
あ
る
。
「
ヒ
ト
の
噂
も
七
十
五
日
」
「
ヒ
ト
の
ふ
り
見

て
わ
が
ふ
り
直
せ
」
「
ヒ
ト
の
特
鼻
褌
で
相
撲
を
と
る
」
「
ヒ
ト
の
花
は
赤
い
」
「
ヒ
ト
の
痛
い
の
は
三
年
で
も
我
慢
す

る
」
「
ヒ
ト
は
ヒ
ト
、
お
れ
は
お
れ
」
「
ヒ
ト
を
呪
わ
ば
穴
二
つ
」
「
ヒ
ト
を
怨
む
よ
り
我
が
身
を
怨
め
」
「
情
け
は
ヒ

ト
の
た
め
な
ら
ず
」
「
ヒ
ト
を
そ
し
る
は
雁
の
味
」
「
ヒ
ト
の
蠅
を
逐
う
よ
り
己
の
蠅
を
逐
え
」


