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・「
夢
に
向
か
っ
て
努
力
し
、少
々
の
こ
と
で
は
へ
こ
た
れ
ま
せ
ん
」
は
、自
分
の
中
で
も
復
唱
す
る
こ
と
が
あ
る
。

・
学
校
生
活
の
中
で
月
田
っ
子
宣
言
に
つ
い
て
話
を
す
る
場
面
が
多
く
、
指
導
の
締
め
の
言
葉
と
し
て
唱
え

　
　

る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。

・
指
針
が
あ
る
の
で
指
導
し
や
す
い
。
軸
を
持
っ
て
指
導
で
き
る
と
感
じ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
予
想
通
り
、
先
生
方
の
指
導
の
軸
と
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、
さ
さ
や
か
で

は
あ
り
ま
す
が
、
昨
年
度
ま
で
と
は
違
う
子
ど
も
た
ち
の
変
化
が
今
後
も
楽
し
み
で
あ
り
ま
す
。

人
は
何
の
た
め
に
勉
強
す
る
の
か

　
　
　
～
「
敬
天
愛
人
」
を
校
訓
と
し
て
策
定
す
る
前
に
語
っ
た
こ
と
～

七
夕
の
日
、
月
田
幽
蘭
大
学
開
校
式
に
お
招
き
い
た
だ
き
、
ご
挨
拶
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

月
田
小
学
校
長
は
、
月
田
公
民
館
の
館
長
兼
務
で
す
。
老
人
ク
ラ
ブ
の
活
動
は
、
公
民
館
の
重
要
な
事
業
の
一

つ
で
す
。
故
に
、
毎
年
お
招
き
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
私
は
、
こ
の
よ
う
に
地
域
の
方
々
に
お
会
い
し
、
直
接

お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
と
て
も
有
り
難
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
日
頃
の
お
礼
は
元
よ
り
、

校
長
と
し
て
の
想
い
や
考
え
を
地
域
の
方
々
に
直
接
お
伝
え
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
は
滅
多
に
な
い
か
ら
で
す
。

さ
て
、
そ
の
月
田
幽
蘭
大
学
開
校
式
で
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

○
子
ど
も
た
ち
の
変
化

・
や
る
気
を
な
く
し
た
り
へ
こ
た
れ
そ
う
に
な
っ
た
り
し
た
時
「
少
々
の
こ
と
で
は
へ
こ
た
れ
ま
せ
ん
！　

　
　

だ
ね
」
と
自
分
で
意
識
し
始
め
た
。

・
卑
怯
な
こ
と
は
い
け
な
い 

…
… 

と
い
う
こ
と
は
よ
く
意
識
で
き
て
い
る
。

・
子
ど
も
た
ち
同
士
で
ア
ド
バ
イ
ス
し
合
う
時
に
、「
丁
寧
さ
を
身
に
つ
け
る
っ
て
月
田
っ
子
宣
言
に
書
い
て

　
　

あ
る
が
！　

と
月
田
っ
子
宣
言
を
使
っ
て
い
る
。
納
得
し
て
相
手
の
子
も
聞
い
て
い
る
。

・
特
に
「
少
々
の
こ
と
で
は
へ
こ
た
れ
ま
せ
ん
！
」
は
、
よ
く
口
に
し
合
っ
て
励
ま
し
合
い
な
が
ら
活
動
し

　
　

て
い
る
。

・
子
ど
も
が
少
し
へ
こ
た
れ
て
い
る
と
き
に
「
少
々
の
こ
と
で
は
へ
こ
た
れ
ま
せ
ん
」
と
言
う
と
少
し
回
復

　
　

す
る
こ
と
が
あ
る
。
授
業
中
に
何
か
あ
っ
た
時
“
あ
き
ら
め
ま
せ
ん
”
と
か
“
て
い
ね
い
に
”
等
月
田
っ

　
　

子
宣
言
を
指
し
て
い
う
と
、
素
直
に
「
は
い
」
と
返
事
を
し
て
い
ま
す
。
細
々
と
し
た
注
意
で
は
な
く
、
月

　

田
っ
子
宣
言
を
示
す
こ
と
で
自
分
の
い
け
な
い
と
こ
ろ
に
自
分
で
も
気
付
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
気
が

　
　

し
ま
す
。

○
先
生
方
の
変
化

・
学
校
で
共
通
し
て
指
導
で
き
る
の
が
有
り
難
い
。

・
ぶ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
子
ど
も
た
ち
も
文
句
を
言
わ
ず
納
得
し
て
く
れ
る
。
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い
い
ぐ
ら
い
に
思
っ
て
い
ま
す
。
以
前
、
こ
の
よ
う
な
想
い
を
大
門
坂

に
書
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
有
り
難
い
こ
と
に
、
保
護
者
の
中
に
は
、

共
鳴
し
て
下
さ
る
方
も
出
て
き
ま
し
た
。
五
月
の
運
動
会
で
は
、
敬
天

愛
人
の
文
字
が
入
っ
た
親
子
・
職
員
お
揃
い
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
ま
で
作
ら
れ

ま
し
た
。

今
の
親
は
、
子
ど
も
た
ち
に
言
い
ま
す
。

「
勉
強
は
、
あ
な
た
の
た
め
に
す
る
ん
で
す
よ
。
将
来
困
ら
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
に 

…
…
。
今
、勉
強
し
て
な
い
と
あ
な
た
が
、損
す
る
の
よ
」

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
日
本
中
の
親
が
、
口
を
揃
え
て
言
う
時
代
で
す
。
皆
さ
ん
、
果
た
し
て
こ
れ
で
い
い
の

で
し
ょ
う
か
。
自
分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
る
若
者
ば
か
り
の
日
本
に
な
っ
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

当
然
、
勉
強
は
自
分
の
為
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
勉
強
は
、
世
の
中
に
役
に
立
つ
、
人
を
幸
せ
に
す
る
。

そ
の
た
め
に
勉
強
す
る
ん
だ
よ
と
子
ど
も
た
ち
に
語
っ
て
や
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

皆
さ
ん
に
お
願
い
で
す
。
お
孫
さ
ん
が
お
ら
れ
た
ら
、
あ
る
い
は
、
近
所
に
子
ど
も
が
い
た
ら
、「
敬
天
愛
人
」

の
思
想
を
語
っ
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
。

ち
な
み
に
、
ち
ょ
う
ど
二
年
前
、
青
色
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
の
発
明
で
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
と
ら
れ
た
赤
崎

勇
博
士
は
、
鹿
児
島
県
大
龍
小
学
校
の
出
身
で
す
。
そ
の
大
龍
小
学
校
の
校
訓
は
、『
敬
天
愛
人
』
で
す
。

以
上
の
よ
う
な
話
を
さ
せ
て
い
だ
き
ま
し
た
。

挨
拶
の
本
論
に
入
る
前
、
唐
突
に
「
月
田
小
学
校
を
卒
業
さ
れ
た
方
は
い
ま
す
か
？
」
と
聞
き
ま
し
た
。
約

七
割
の
方
が
、
勢
い
よ
く
手
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
に
続
け
て
聞
き
ま
し
た
。

「
月
田
小
学
校
に
は
、
そ
の
昔
、
木
造
の
講
堂
が
あ
り
ま
し
た
ね
。（
フ
ム
フ
ム
と
頷
く
皆
さ
ん
）
講
堂
に
入
っ

て
正
面
、
正
面
に
向
か
っ
て
左
上
に
有
名
な
書
が
一
つ
掛
か
っ
て
い
ま
し
た
。
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
い
ま

す
か
？
」
と
聞
き
ま
す
と
、
手
の
挙
が
っ
た
の
は
た
だ
一
人
で
し
た
。
小
学
生
の
頃
で
す
。
難
し
い
書
な
ど
に

興
味
を
示
す
子
ど
も
は
い
ま
せ
ん
。
当
然
の
反
応
で
す
。

こ
こ
で
、
そ
の
書
の
コ
ピ
ー
を
カ
バ
ン
か
ら
取
り
出
し
て
次
の
よ
う
に
語
り
ま
し
た
。

敬
天
愛
人 

…
… 

『
天
を
敬
い
人
を
愛
す
る
』
と
読
み
ま
す
。
西
郷
隆
盛
の
言
葉
で
す
。
そ
の
証
拠
は
、
南
洲

と
い
う
雅
号
で
す
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
本
物
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
鑑
定
団
に
出
し
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
」

続
け
て
、
敬
天
愛
人
の
意
味
に
つ
い
て
語
り
ま
し
た
。

「
天
は
み
ん
な
同
じ
よ
う
に
愛
し
ま
す
。
だ
か
ら
、
自
分
が
自
分
を
愛
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
人
を
愛
す
る
。

人
を
大
事
に
す
る
。
人
を
笑
顔
に
す
る
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
勉
強
す
る
の
だ
と
い
う
教
え
で
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、

世
の
た
め
人
の
た
め
に
勉
強
し
な
さ
い
と
い
う
教
え
で
す
。

こ
の
書
が
、
戦
前
か
ら
戦
後
七
十
年
を
経
て
、
今
な
お
、
月
田
小
の
職
員
室
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
書
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
学
校
を
、
私
は
聞
い
た
こ
と
も
見
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
凄
い
こ
と
だ

と
私
は
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
私
は
、
こ
の
「
敬
天
愛
人
」
の
教
え
を
広
め
た
い
と
思
う
の
で
す
。
月
田
小
の
校
訓
に
し
て
も
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と
こ
ろ
で
、
明
治
維
新
前
後
、
多
く
の
西
洋
人
が
日
本
を
訪
れ
ま
し
た
。
彼
ら
西
洋
人
た
ち
が
驚
き
の
目
で

書
き
残
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
日
本
人
の
子
育
て
」
で
し
た
。
西
洋
人
の
子
育
て
と
の
違
い
に
目

を
見
張
り
、
感
動
し
て
記
し
た
の
で
す
。

例
え
ば
、
大
森
貝
塚
を
発
見
し
、
東
大
教
授
に
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
動
物
学
者
・
モ
ー
ス
は
、
日
本
の
子
育

て
の
素
晴
ら
し
さ
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

「
世
界
中
で
日
本
ほ
ど
、
子
ど
も
が
親
切
に
取
り
扱
わ
れ
、
そ
し
て
子
ど
も
の
た
め
に
深
い
注
意
が
は
ら
わ
れ

る
国
は
な
い
。（
中
略
）
日
本
人
の
母
親
ほ
ど
辛
抱
強
く
愛
情
に
富
み
、
子
ど
も
に
つ
く
す
親
は
い
な
い
。
刑
罰

も
な
く
、
と
が
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
う
る
さ
く
ぐ
ず
ぐ
ず
い
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
」

英
国
公
使
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
・
フ
レ
イ
ザ
ー
夫
人
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
日
本
の
子
ど
も
が
、
怒
鳴
ら
れ
た
り
、
罰
を
受
け
た
り
、
く
ど
く
ど
小
言
を
聞
か
さ
れ
た
り
せ
ず
と
も
、
好

ま
し
い
態
度
を
身
に
つ
け
て
ゆ
く
の
は
、
見
て
い
て
ほ
ん
と
う
に
気
持
ち
の
よ
い
も
の
で
す
。
彼
ら
に
そ
そ
が

れ
る
愛
情
は
、
た
だ
た
だ
温
か
さ
と
平
和
で
彼
ら
を
包
み
込
み
、
そ
の
性
格
の
悪
い
と
こ
ろ
を
抑
え
、
あ
ら
ゆ

る
良
い
と
こ
ろ
を
伸
ば
す
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
」

も
う
一
人
だ
け
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

英
国
の
女
性
紀
行
作
家
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
（
一
八
七
八
年
来
日
、
彼
女
は
自
ら
の
見
聞
や
印
象
を
故
国
の

妹
に
書
き
送
っ
た
）

「
私
は
、日
本
の
子
ど
も
た
ち
が
と
て
も
好
き
だ
。
私
は
こ
れ
ま
で
赤
ん
坊
が
泣
く
の
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

い
か
な
る
場
に
お
い
て
も

｢

教
え
て
褒
め
る｣

こ
と
を
基
本
方
針
と
す
る
！
　

早
い
も
の
で
一
学
期
も
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
さ
て
、
私
が
、
本
校
の
職
員
に
常
々
お
願
い
し
て
い
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、「
い
か
な
る
場
に
お
い
て
も
、『
教
え
て
褒
め
る
』
こ
と
を
貫
く
」
と
い
う
一
点
で
す
。

学
習
の
場
面
で
も
、
掃
除
の
場
面
で
も
、
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
と
き
で
さ
え 

…
… 

こ
の
方
針
は
ぶ
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
は
、
月
田
奨
学
会
の
総
会
に
お
い
て
も
、
保
護
者
の
皆
様
に
お
約
束
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
本
校

の
玄
関
前
に
掲
げ
た
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
に
も
、
明
記
し
て
お
り
ま
す
。（
学
校
に
お
い
で
の
際
に
は
、
ご
覧
く

だ
さ
い
）

日
本
の
伝
統
的
な
子
育
て
と
は 

…
… 

日
本
の
歴
史
は
古
く
、
二
千
年
以
上
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
幾
百
、
幾
千
年
経
て
、
作
ら
れ
、

育
て
ら
れ
て
き
た
日
本
の
伝
統
的
な
教
育
方
法
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
案
外
、
日
本
人
に
は
、
そ
の
伝
統
的
な
教
育
方
法
が
分
か
ら
な
い
も
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
当
た
り
前
の
方
法
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
当
た
り

前
だ
か
ら
文
章
で
残
す
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
と
考
え
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
。
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第
三
章
　
眠
育
の
推
進

子
ど
も
が
や
っ
か
い
を
か
け
た
り
、
言
う
こ
と
を
き
か
な
か
っ
た
り
す
る
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
英
国
の
母

親
が
お
ど
し
た
り
す
か
し
た
り
し
て
、
子
ど
も
を
い
や
い
や
服
従
さ
せ
る
技
術
や
お
ど
し
か
た
は
知
ら
れ
て
い

な
い
よ
う
だ
」

当
時
、
西
洋
で
は
、「
ム
チ
で
叱
る
」
教
育
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

日
本
の
親
は
、
怒
鳴
っ
て
子
育
て
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
の
親
は
、
叱
っ
て
子
育
て
を
し
て
は
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
が
日
本
の
伝
統
的
な
子
育
て
だ
っ
た
の
で
す
。

い
つ
か
ら
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

私
が
思
う
に
、
戦
後
、
日
本
へ
入
っ
て
き
た
西
洋
の
影
響
が
大
き
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
抱
き
ぐ
せ

を
つ
け
な
い
」
な
ど
と
全
く
日
本
の
子
育
て
と
は
正
反
対
の
西
洋
の
育
児
書
の
影
響
は
見
逃
せ
な
い
と
思
い
ま
す
。

親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
と
伝
わ
っ
て
き
た
日
本
の
伝
統
的
な
子
育
て
は
、
端
的
に
い
う
な
ら
ば 

…
… 

「
て

い
ね
い
に
教
え
て
、
褒
め
る
」
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
人
は
昔
か
ら
礼
儀
正
し
い
の
で
す
。

し
か
し
、
最
近
、
我
が
子
を
虐
待
し
て
し
ま
う
と
い
う
と
て
も
悲
し
い
ニ
ュ
ー
ス
が
日
々
飛
び
込
ん
で
ま
い

り
ま
す
。
そ
の
度
に
、
心
の
中
で
、「
日
本
の
伝
統
的
な
子
育
て
の
復
活
を
！
」
と
叫
び
た
く
な
る
の
で
す
。

我
が
子
に
対
す
る
関
わ
り
の
参
考
に
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
※
師
で
あ
る
向
山
洋
一
氏
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
も
と
に
記
し
た
も
の
で
す
）


