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ど
の
程
度
ま
で
書
け
ば
よ
い
の
か
？　

ヒ
ン
ト

と
し
て
は
、
空
前
絶
後
の
出
来
事
ほ
ど
、「
実

感
」
に
即
し
て
書
く
と
よ
い
。
平
明
な
日
常
に

は
、
幻
想
の
毒
を
流
し
込
め
ば
よ
い
。

　

安
岡
章
太
郎
は
、
戦
地
に
お
け
る
排
便
の
苦

労
を
書
い
て
い
る
。
ド
ン
パ
チ
よ
り
も
、
こ
の

「
体
」
の
こ
と
を
描
い
た
の
だ
。
反
対
に
、
優

れ
た
幻
想
小
説
家
は
、
日
常
を
ふ
い
に
非
日
常

へ
接
続
す
る
技
術
に
長
け
て
い
る
（
澁
澤
龍
彦

等
）。
何
処
ま
で
も
幻
想
で
押
し
て
い
か
な
い

こ
と
。
と
き
に
身
体
性
（
こ
の「
私
」の
感
じ
・

考
え
）
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
。

　

そ
し
て
何
と
言
っ
て
も
、
芸
術
と
は
自
己
へ

の
旅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
忘
れ
ず
に
い
る

こ
と
だ
。
先
日
亡
く
な
っ
た
山
田
兼
士
先
生
に
、

「
あ
な
た
の
詩
は
す
べ
て
、
言
葉
へ
の
恋
歌
で

す
ね
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
言
葉
と
は

自
己
か
ら
生
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
自
己

へ
の
恋
歌
」
と
言
っ
て
も
お
な
じ
こ
と
だ
ろ
う
。

言
葉
は
自
己
か
ら
生
れ
、
自
己
へ
帰
っ
て
ゆ
く
。

し
か
し
帰
っ
て
ゆ
く
自
己
は
よ
り
深
い
、
よ
り

本
質
的
な
「
自
己
」
で
あ
る
。
こ
の
繰
り
返
し

に
よ
っ
て
、
人
は
ほ
ん
と
う
に「
自
己
」と
な
っ

て
ゆ
く
の
だ
と
思
う
。

　

今
回
、
私
が
最
終
候
補
作
に
推
し
た
の

は
、
熊
谷
響
「
蚕
」
で
あ
る
。「
ぼ
く
の
家
に
は
、

も
う
一
匹
家
族
が
い
ま
し
た
。
否
、
も
う
一
匹

ど
こ
ろ
か
、
も
う
何
十
匹
も
い
ま
し
た
。
そ
れ

は
蚕
と
い
い
ま
し
た
」
…
…
と
い
っ
た
魅
力
的

な
語
り
口
調
と
い
い
、
グ
ロ
テ
ス
ク
か
つ
繊
細

な
描
写
と
い
い
、
蚕
を
死
な
せ
、
土
に
埋
め
、

孤
独
に
帰
る
ラ
ス
ト
と
い
い
、
す
で
に
「
文
体
」

を
掴
み
つ
つ
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

他
に
も
秀
作
は
あ
り
、
ど
れ
を
推
す
か
迷
っ

た
が
、
表
現
者
の
最
大
の
使
命
は
文
体
の
確

立
で
あ
る
と
考
え
、「
蚕
」
を
選
ん
だ
。
以
下
、

候
補
に
入
れ
か
け
た
作
品
に
つ
い
て
、
講
評
を

簡
単
に
述
べ
る
。

　

小
宮
山
愛
実
「
蛹
」
の
「
少
年
の
蛹
は
酷
く

冷
た
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
大
き
さ
の
割
に
随

分
重
か
っ
た
。
少
し
ば
か
り
指
圧
を
強
め
て
膜

に
包
ま
れ
た
体
に
触
る
と
、
冷
た
さ
を
よ
り
深

く
感
じ
た
。
お
そ
ら
く
、
少
年
の
内
側
に
冷
た

さ
の
根
源
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
い

う
幻
想
的
描
写
に
は
、
大
き
な
可
能
性
を
感
じ

る
。
た
だ
し
、
全
体
が
萩
尾
望
都
の
よ
う
な
耽

美
的
世
界
観
に
浸
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
や
や

不
満
で
あ
っ
た
。
美
し
さ
が
壊
れ
る
と
き
に

「
官
能
」
が
生
じ
る
、
と
養
老
孟
司
は
言
っ
て

い
る
。
小
説
に
は
「
美
」
と
「
官
能
」、
そ
し

て
そ
れ
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
の
精
巧
な
舞
台
装

置
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
あ
と
一

歩
で
あ
っ
た
。

　

香
田
朔
「
生
と
夢
幻
」
は
、「
芸
術
と
い
う

大
海
に
酔
い
し
れ
」
た
二
人
の
少
女
の
自
殺
未

遂
を
描
い
て
い
る
。
死
に
そ
こ
な
っ
た
二
人
は

最
後
、「
本
当
の
死
な
ん
て
か
い
ち
ゃ
だ
め
よ

（
略
）
死
が
綺
麗
だ
な
ん
て
、
た
だ
の
生
き
て

る
人
間
の
夢
幻
よ
」「
そ
の
夢
幻
を
か
く
の
が
芸

術
家
な
の
ね
」「
そ
の
た
め
に
は
生
き
な
く
ち
ゃ
。

お
か
し
な
芸
術
家
ご
っ
こ
は
、
も
う
お
終
い
」

と
語
り
合
う
。
平
凡
で
は
あ
る
が
、
真
理
だ
と

思
う
。「
轟
轟
と
黒
い
松
の
木
」
な
ど
、
優
れ
た

詩
的
表
現
も
見
ら
れ
、
今
後
を
期
待
さ
せ
る
。

　

話
し
合
い
の
結
果
、「
蚕
」
と
、
浅
沼
璞
先

生
が
推
さ
れ
た
清
水
野
乃
子
「
お
守
り
と
し
て

の
」
が
佳
作
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
受
賞
に

は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
二
氏
の
将
来
に
期
待
し

た
い
。

　

賞
を
取
る
こ
と
に
実
存
的
意
味
は
な
い
。
そ

れ
は
い
か
に
生
き
続
け
、
書
き
続
け
る
か
と
い

う
終
わ
り
の
な
い
問
い
の
、
オ
マ
ケ
の
よ
う
な

も
の
に
す
ぎ
な
い
。
賞
レ
ー
ス
に
か
ま
け
る
者

は
、
鼻
に
く
く
り
つ
け
ら
れ
た
ニ
ン
ジ
ン
を
喰

お
う
と
し
て
走
る
馬
に
似
て
い
る
。
人
生
の
目

的
は
ニ
ン
ジ
ン
（
オ
マ
ケ
、
賞
）
で
は
な
い
。

こ
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
「
い
ま
」
を
、
生
き

抜
く
こ
と
だ
。
入
選
者
も
落
選
者
も
そ
こ
の
と

こ
ろ
を
取
り
違
え
ず
、
自
己
に
と
っ
て
大
切
な

問
い
を
手
放
さ
ず
、
今
後
も
書
き
続
け
て
い
っ

て
ほ
し
い
と
思
う
。

山
下
洪
文
（
や
ま
し
た　

こ
う
ぶ
ん
）

　

ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
は
、
文
学
賞
の
審
査

委
員
を
し
て
い
た
頃
に
、「
小
説
に
は
奇
蹟
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。「
小

説
に
は
魅
力
的
な
謎
、
現
実
で
は
起
こ
り
え
な

い
偶
然
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
、
若

い
書
き
手
へ
の
技
術
指
導
の
よ
う
に
見
え
る
。

だ
が
こ
の
言
葉
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
読
み
解

け
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。「
小
説
（
芸
術
）
と

い
う
奇
蹟
を
と
お
し
て
、
作
者
が
、
そ
し
て
読

者
が
救
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。

　

今
回
応
募
さ
れ
た
三
十
八
篇
は
、
前
者
の
意

味
で
の
「
奇
蹟
」
は
巧
妙
に
描
か
れ
て
い
る
。

髙
橋
香
菜
「
憎
ら
し
い
海
」
の
殺
人
者
を
抱
き

し
め
て
し
ま
う
終
幕
、
伊
藤
咲
良
「
本
能
」
の

「
大
樹
」
に
ま
つ
わ
る
自
殺
の
真
相
な
ど
、
ど

ん
で
ん
返
し
が
綺
麗
に
書
け
て
い
る
。

　

だ
が
、
後
者
の
意
味
で
の
「
奇
蹟
」
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。「
救
い
」
に
値
す
る
言
葉
を
書

け
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
人
を
鼓
舞
す
る
詩
を
書

け
と
か
、
明
る
い
小
説
で
社
会
に
貢
献
せ
よ
と

い
う
の
で
は
、
無
論
な
い
。
己
の
傷
を
見
つ
め

る
こ
と
で
し
か
、
自
己
も
救
え
な
い
し
、
他
者

も
癒
せ
は
し
な
い
。

　

そ
う
で
は
な
く
、
書
く
こ
と
が
己
の
救
い
と

な
る
よ
う
に
、
己
が
救
わ
れ
る
す
が
た
が
他
者

の
救
い
と
な
る
よ
う
に
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
思
う
の
だ
。
こ
こ
で
い
う
救
い
と
は
、

普
通
の
人
に
は
絶
望
や
奈
落
の
こ
と
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
だ
け
は
手
放

し
え
な
い
自
分
の
も
の
だ
、
と
信
じ
ら
れ
る
も

の
が
な
け
れ
ば
、
人
の
胸
を
打
つ
作
品
は
書
け

な
い
だ
ろ
う
。

　

梅
村
た
お
「
わ
た
し
の
青
」
は
、
最
果
タ
ヒ

流
の
文
体
で
「
青
春
」
を
描
い
た
も
の
だ
。
上

手
な
の
だ
が
、「
世
界
」
を
稀
釈
し
、
抒
情
化

す
る
最
果
の
詩
法
は
、
無
限
に
書
け
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
最
果
の
最
初
の
詩
集
『
グ
ッ
ド
モ
ー

ニ
ン
グ
』
の
精
読
を
お
勧
め
し
た
い
。
彼
女
が

い
ま
語
ろ
う
と
し
な
い
傷
が
、
そ
こ
に
克
明
に

刻
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
現
在
に
至
る
ま
で
の

膨
大
な
詩
集
は
、
す
べ
て
そ
の
傷
か
ら
流
れ
出

た
血
を
稀
釈
・
濾
過
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

　

お
な
じ
く
梅
村
た
お
「
春
が
来
る
」
は
、
優

し
い
文
体
で
祖
父
の
死
を
描
い
た
エ
ッ
セ
イ
小

説
で
あ
る
。「
物
語
」
に
な
っ
て
い
な
い
（
と

い
う
の
は
、
魅
力
的
な
謎
や
不
安
が
な
い
と
い

う
こ
と
だ
が
）
点
は
不
満
で
あ
る
が
、
こ
の
素

直
な
感
性
は
大
切
に
し
て
ほ
し
い
。

　

重
元
か
の
ん
「
地
球
に
住
む
人
間
は
幸
せ
」

は
、
心
の
揺
ら
ぎ
を
端
正
な
文
体
で
描
け
て
い

る
。「「
地
球
み
た
い
」
／
私
は
電
子
レ
ン
ジ
宇

宙
に
向
か
っ
て
呟
い
た
」
な
ど
の
詩
的
表
現
が

効
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
も
う
ひ
と
展
開
ほ
し

か
っ
た
し
、
タ
イ
ト
ル
は
「
お
い
し
い
地
球
の

作
り
方
」
の
方
が
よ
か
っ
た
と
思
う
。

　

福
田
紗
也
「
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ョ
ー
ク
」
は
、
タ

イ
ト
ル
の
と
お
り
悪
ふ
ざ
け
に
も
似
た
疾
走
感

が
あ
り
、
愉
快
に
読
め
た
。
た
だ
し
、
地
の
文

が
ま
だ
粗
い
。
疾
走
す
る
た
め
に
は
地
上
（
地

の
文
）
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
テ
ー
マ
を
、
確
固
と
し
た
技
術
を
基

に
書
い
た
な
ら
、
完
成
度
の
高
い
不
条
理
小
説

に
な
っ
た
と
思
う
。

　

全
体
的
に
、
小
説
の
レ
ベ
ル
が
高
く
な
っ
て

き
た
。
短
い
紙
数
の
な
か
で
、
読
ま
せ
る
展
開

を
作
れ
て
い
る
し
、
詩
的
表
現
の
純
度
も
上

が
っ
て
い
る
。
た
だ
し
何
処
ま
で
「
実
感
」
で

書
い
て
、
何
処
か
ら
「
空
想
」
で
書
く
の
か
の

線
引
き
が
、
う
ま
く
で
き
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が

多
い
気
が
し
た
。
殺
人
や
戦
争
や
災
害
と
い
っ

た
、
体
験
し
て
い
な
い
事
柄
を
ど
う
描
く
の

か
？　

ま
た
、
日
常
の
つ
ま
ら
な
い
出
来
事
を
、
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