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始
ま
り
は
「
ん
?!
」

ふ
だ
ん
の
生
活
で
、
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
何
か
を
発
見
す
る
（
心
に

留
ま
る
）
と
、「
ん
?!
」
と
つ
ぶ
や
き
ま
す
。
疑
問
と
も
、
肯
定
と

も
否
定
と
も
つ
か
ぬ
、
心
の
ど
こ
か
で
引
っ
か
か
る
感
動
で
す
。
そ

れ
は
持
続
す
る
こ
と
も
あ
り
、
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

「
ん
?!
」
が
も
と
に
な
っ
て
「
学
び
」
が
始
ま
っ
て
い
る
の
を
覚
え

ま
す
。「
ん
?!
」
が
人
に
向
か
う
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
な
り
、

文
字
情
報
に
向
か
う
と
読
書
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
学
習
者
の

「
ん
?!
」
を
と
ら
え
て
、
ど
う
学
習
に
結
び
付
け
る
か
を
考
え
る
の

は
教
師
の
問
題
で
す
。

い
っ
て
み
れ
ば
、「
ん
?!
」
は
興
味
・
関
心
の
も
と
で
す
。「
ん
?!
」

の
内
容
が
ま
っ
た
く
個
人
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
個
の
学
び
が
高
ま

り
、
加
速
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
進
み
ま
す
。
こ
れ
は
マ
ニ
ア
ッ
ク
の

世
界
で
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
。
し
か
し
教
育
で
は
、「
ん
?!
」
か

ら
学
習
を
発
展
さ
せ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。「
ん
?!
」
と
感
じ
た
、

隣
の
人
に
話
し
か
け
た
ら
同
じ
よ
う
に
「
ん
?!
」
だ
っ
た
、
そ
こ
か

ら
話
し
合
い
が
始
ま
っ
た
、
一
人
、
二
人
と
話
し
合
う
仲
間
が
増
え

て
「
ん
?!
」
の
中
身
が
広
が
り
濃
く
な
り
、
多
く
の
視
点
を
も
て
る

よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
契
機
に
文
字
情
報
に
も
向
か
っ
た
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
話
し
合
う
な
か
で
一
つ
の
収
束
を
得
、

そ
れ
を
仲
間
と
共
有
し
て
、
さ
ら
に
発
展
し
た
次
の
学
び
に
入
っ
て

い
く
、
と
い
う
の
が
新
し
い
時
代
の
学
び
で
す
。
こ
う
あ
り
た
い
も

の
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、「
ん
?!
」
を
生
じ
さ
せ
る
場
を
提
供
し
、

そ
こ
か
ら
学
び
を
発
展
さ
せ
て
い
く
、
そ
の
道
筋
を
つ
く
る
の
は
教

師
の
仕
事
で
す
。
授
業
づ
く
り
の
原
点
で
す
。

「
ん
?!
」
が
授
業
を
つ
く
る

「
ん
?!
」
は
無
か
ら
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
言
葉
か
、
文
章
か
、
絵

か
、
写
真
か
、
映
像
か
、
何
か
が
必
要
で
す
。
例
え
ば
、
先
生
の
話
、

物
語
・
小
説
の
類
、
古
典
の
絵
巻
物
、
教
科
書
の
グ
ラ
ビ
ア
に
あ
る

写
真
と
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
、
生
活
の
中
の
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
な
ど
は
、

「
ん
?!
」
を
生
む
材
料
で
す
。
た
だ
し
、「
ん
?!
」
を
生
み
出
す
た

め
に
は
、
材
料
を
教
材
化
、
学
習
材
化
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
ん
?!
」
を
言
葉
の
学
習
に
結
び
付
け
る
手
続
き
で
す
。
ど
の
よ
う

な
言
葉
の
力
を
つ
け
る
の
か
、
ど
ん
な
言
語
活
動
を
す
る
の
か
、
何

を
考
え
さ
せ
、
創
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
な
が
ら
材
料
を

吟
味
す
る
の
で
す
。
当
然
、
学
習
者
が
今
、
何
を
必
要
と
し
、
何
に

関
心
を
抱
い
て
い
る
の
か
、
つ
ま
り
学
習
者
の
実
態
を
つ
か
ん
だ
う

え
で
行
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
授
業
づ
く
り
に
お
い
て
最
も
重
要
な
こ

と
で
す
。「
ん
?!
」
を
ど
の
よ
う
に
導
き
出
し
、
ど
の
よ
う
な
言
葉

に
し
て
い
く
か
、
ど
ん
な
言
葉
の
力
を
つ
け
る
の
か
、
そ
こ
で
何
を

教
え
る
の
か
、
学
ぶ
の
か
、
教
師
は
も
て
る
力
を
十
二
分
に
発
揮
し

て
、
授
業
の
形
に
し
て
い
く
の
で
す
。

教
科
書
は
こ
う
使
う

教
科
書
に
は
、
次
の
よ
う
な
人
た
ち
が
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

１
　
Ｐ
Ｒ
し
、
販
売
す
る
人

２
（
作
る
人
）
創
る
人
　
編
集
す
る
人
　

３
（
使
う
人
）
選
定
す
る
人
　
指
導
す
る
人

４
（
使
う
人
）
学
ぶ
人
　
教
わ
る
人

「
創
る
・
編
集
す
る
人
」
に
「
指
導
す
る
人
」
が
加
わ
っ
て
、「
学

ぶ
・
教
わ
る
人
」
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、「
創
り
、
編
集
し
た
」
も

の
が
教
科
書
で
す
。
一
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
大
都
市
、
小
都
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つ
く
る
と
き
の
参
考
と
な
る
内
容
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
単
元
に
構
成
さ
れ
、
配
列
さ
れ
て
い
る
教
科
書
だ
と
、
単

元
構
成
の
し
か
た
―
目
標
と
育
て
た
い
言
葉
の
力
と
学
習
活
動

が
、
教
材
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
―
を
具
体

的
に
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
初
め
て
教
壇
に
立
つ
人
は
、
教
科

書
を
な
ぞ
る
よ
う
に
教
え
て
い
っ
て
よ
い
。
十
年
選
手
は
、
学
習

の
流
れ
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
を
つ
か
ん
で
自
分
の
工
夫
を
付
け
加
え

る
、
あ
る
い
は
、
そ
の
学
校
独
自
の
年
間
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
っ

て
、
そ
こ
に
教
科
書
を
重
ね
て
み
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

要
は
、
学
習
者
に
応
じ
て
、
学
校
の
地
域
性
や
教
師
の
個
性
に

応
じ
て
、
授
業
づ
く
り
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
づ
く
り
を
す
る
こ
と
で

す
。
そ
の
中
に
は
、「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
と
の
関
係
、
選

択
教
科
と
の
関
係
、「
朝
読
書
」
な
ど
、
学
校
全
体
の
国
語
教
育

に
お
い
て
国
語
科
教
育
の
果
た
す
べ
き
使
命
を
考
え
る
こ
と
も
忘

れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

指
導
者
の
姿
勢
こ
そ

音
声
言
語
の
学
習
は
、
学
校
や
学
習
者
、「
総
合
的
な
学
習
の

時
間
」
と
の
関
係
で
、
指
導
者
の
個
性
あ
ふ
れ
る
実
践
を
期
待
し

た
い
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
音
声
言
語
の
み
な
ら
ず
、
文
章
に
し

て
い
く
作
業
も
、「
読
む
こ
と
」
と
関
連
さ
せ
た
り
、
学
習
者
の

抱
い
て
い
る
問
題
や
地
域
で
の
問
題
を
取
り
込
ん
だ
り
し
て
、
指

導
者
の
個
性
あ
ふ
れ
る
実
践
を
望
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
切
な
の
は
、「
ん
?!
」。
学
習
者
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
で
学
習
者
主

体
の
学
習
を「
ん
?!
」か
ら
展
開
す
る
。
生
き
た
言
葉
の
学
習
は
、

指
導
者
の
こ
う
し
た
姿
勢
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

市
、
農
漁
村
、
山
間
部
、
島
、
あ
ら
ゆ
る
地
域
の
学
習
者
を
視
野

に
入
れ
な
が
ら
学
習
場
面
を
想
像
し
、「
ん
?!
」
が
引
き
出
せ
て
、

「
学
び
」
に
発
展
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
教
材
を
選
ん
で
、
単
元
に

創
っ
て
い
き
ま
す
。
単
元
に
す
る
と
い
う
の
は
、
目
標
を
置
い

て
、
ど
の
よ
う
な
言
語
活
動
を
し
て
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
の
力
を

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
明
確
に
示
し
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
教
材
を
並
べ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
科
書
の
単
元
は
そ
こ

ま
で
で
す
。
教
科
書
は
す
べ
て
の
学
習
者
に
向
く
よ
う
に
、
最
大

公
約
数
的
に
編
集
さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
。「
創
る
人
、
編
集
す

る
人
」
た
ち
の
教
科
書
づ
く
り
の
理
念
が
あ
っ
て
、
教
室
で
「
指

導
す
る
人
」
た
ち
の
現
場
に
即
し
た
学
習
者
の
と
ら
え
と
具
体
的

な
指
導
を
想
定
し
て
、「
理
想
的
」
と
い
う
合
意
で
つ
く
ら
れ
た

も
の
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
か
な
り
抽
象
度
の
高
い
も
の
と

い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

教
科
書
を
使
う
と
は
、
理
想
的
に
編
集
さ
れ
た
も
の
を
、
自
分

の
担
当
す
る
学
習
者
に
合
わ
せ
具
体
化
す
る
こ
と
で
す
。
し
か

し
、
自
分
の
担
当
す
る
学
習
者
は
ど
う
か
と
現
実
を
見
て
み
る

と
、
学
校
の
地
域
性
や
、
学
校
の
規
模
、
学
校
を
つ
く
り
あ
げ
て

い
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
や
人
間
関
係
の
な
か
で
、
個
性
あ
ふ
れ
る

様
相
を
呈
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
指
導
者

は
、
自
分
の
教
え
る
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、
そ
れ
に
合
っ
た
目

標
を
立
て
、
育
て
た
い
力
、
言
語
行
動
を
、
教
材
と
の
関
係
で
吟

味
し
て
学
習
活
動
を
選
定
し
、
授
業
を
組
み
立
て
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
自
分
で
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
つ
く
る
の
で
す
。
そ
こ
に
教

材
・
学
習
材
候
補
と
し
て
教
科
書
が
入
っ
て
き
ま
す
。
教
科
書

は
、
吟
味
さ
れ
た
教
材
だ
け
で
な
く
、
単
元
の
組
み
立
て
方
や

「
ん
?!
」
を
導
き
出
す
ヒ
ン
ト
な
ど
、
自
分
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を

ん?!
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