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　　最初に、以下の注意事項をよく読んで下さい。

１．問題冊子は監督者の指示があるまでは開かないで下さい。

２．監督者の指示にしたがって、解答用紙に受験番号と氏名を記入してくださ

い。問題冊子は受験番号のみを記入して下さい。

３．試験問題の内容に関する質問には応じません。それ以外の用事があるとき

は、手をあげて下さい。

４．受験中気分が悪くなったときは、監督者に申し出て下さい。

５．問題冊子および解答用紙は持ち帰らないで下さい。

６．字数制限のある問題については、句読点なども１字として数えるものとし

ます。



HJ 2月10日

【
一
】
次
の
各
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

問
一
、
次
の
①
～
⑥
の
傍
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
、
漢
字
に
は
読
み
が
な
を
書
き
な
さ
い
。

①

肉
や
魚
を
レ
イ
ト
ウ
す
る
。

②

将
来
を
シ
ョ
ク
ボ
ウ
さ
れ
て
い
る
。

③

フ
キ
ン
シ
ン
な
発
言
を
控
え
る
。

④

テ
レ
ビ
の
音
量
を
シ
ボ
る
。

⑤

両
者
の
意
見
を
折
衷
す
る
。

⑥

け
が
人
を
タ
ン
カ
で
運
ぶ
。

問
二
、
次
の
中
か
ら
「
東
奔
西
走
」
と
似
た
意
味
を
表
す
も
の
を
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
、
て
ん
て
こ
舞
い

イ
、
古
今
東
西

ウ
、
一
難
去
っ
て
ま
た
一
難

エ
、
南
船
北
馬

オ
、
悪
事
千
里
を
走
る

問
三
、
次
の(

)

に
は
「
う
そ
か
本
当
か
分
か
ら
ず
判
断
に
迷
う
」
と
い
う
意
味
の
四
字
熟
語
が
入
る
。
そ
の
四
字
熟
語
を
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。

先
生
の
誉
め
言
葉
を(

)

で
聞
い
て
い
た
。

問
四
、
次
の(

)

に
適
切
な
漢
字
二
字
を
入
れ
、
慣
用
句
を
含
む
文
と
し
て
完
成
さ
せ
な
さ
い
。

①

初
戦
は
相
手
を
圧
倒
し
た
が
、
二
回
戦
は(

)

を
踏
む
よ
う
な
勝
利
だ
っ
た
。

②

あ
の
選
手
は
才
能
が
あ
っ
て
監
督
の(

)

に
か
な
っ
た
。

─ １ ─
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HJ 2月10日

く
、
颯
太
た
ち
は
レ
ジ
台
の
と
こ
ろ
で
雑
談
し
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
が
、
お
か
げ
で
お
昼
を
ゆ
っ
く
り
食
べ
ら
れ
ま
し
た
、
と
彼
は
喜
ん
で
く
れ
た
。

「
い
い
記
念
に
な
り
ま
す
よ
。
さ
っ
き
、
あ
な
た
も
言
っ
て
い
た
と
お
り
」

店
員
さ
ん
が
ユ
リ
の
手
も
と
に
目
を
や
っ
た
。

「
音
楽
は
記
憶
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
た
と
え
ば
こ
の
先
、
そ
の
曲
を
聴
く
こ
と
が
あ
れ
ば
、
僕
は
き
っ
と
あ
な
た
が
た
の
こ
と
を
思
い
出

し
ま
す
」

「
ほ
ん
と
に
？
」

ユ
リ
が
照
れ
く
さ
そ
う
に
微ほ

ほ

笑え

ん
だ
。

好
き
な
ア
ニ
メ
の
主
題
歌
を
、
颯
太
は
選
ん
だ
。
外
箱
は
ふ
た
り
と
も
、
飾
り
け
の
な
い
四
角
い
箱
に
し
た
。
颯
太
が
緑
色
で
、
ユ
リ
は
淡
い
ピ
ン

ク
だ
。
店
員
さ
ん
は
そ
れ
ぞ
れ
の
箱
に
手て

際ぎ
わ

よ
く
器
械
を
は
め
こ
む
と
、
テ
ー
ブ
ル
の
ひ
き
だ
し
か
ら
ひ
ら
た
い
籐と

う

の
か
ご
を
出
し
た
。

「
よ
か
っ
た
ら
、
使
っ
て
下
さ
い
」

色
と
り
ど
り
の
ビ
ー
ズ
や
、
ハ
ー
ト
や
星
の
か
た
ち
を
し
た
ス
パ
ン
コ
ー
ル
や
、
駄
菓
子
の
お
ま
け
に
つ
い
て
く
る
よ
う
な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
人
形

な
ん
か
が
、
こ
ま
ご
ま
と
入
っ
て
い
る
。
接
着
剤
で
箱
の
表
面
に
貼
り
つ
け
る
ら
し
い
。

「
わ
あ
、
か
わ
い
い
」

貝
殻
を
使
う
と
言
っ
て
い
た
ユ
リ
だ
が
、
こ
ち
ら
も
気
に
な
る
よ
う
で
、
か
ご
の
中
身
を
物
色
し
は
じ
め
た
。
レ
ー
ス
や
リ
ボ
ン
、
ボ
タ
ン
も
あ
る
。

ち
ょ
っ
と
女
子
っ
ぽ
い
感
じ
だ
け
れ
ど
、
颯
太
も
少
し

1

し
て
き
た
。
工
作
は
け
っ
こ
う
得
意
な
の
だ
。

完
成
し
た
オ
ル
ゴ
ー
ル
は
、
ひ
と
ま
ず
店
で
預
か
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
接
着
剤
が
乾
き
き
る
ま
で
動
か
さ
な
い
ほ
う
が
い
い
と
店
員
さ
ん

に
言
わ
れ
た
の
だ
。
テ
ー
ブ
ル
の
隅
に
、
颯
太
と
ユ
リ
は
お
の
お
の
オ
ル
ゴ
ー
ル
を
置
い
た
。

颯
太
は
ふ
た
の
上
い
っ
ぱ
い
に
、
細
か
い
ビ
ー
ズ
を
使
っ
て
、
ア
ニ
メ
に
登
場
す
る
戦
士
を
描
い
た
。
武
兄
ち
ゃ
ん
が
島
に
い
た
頃
、
プ
ラ
モ
デ
ル

作
り
を
よ
く
手
伝
っ
て
い
た
の
で
、
地
道
な
作
業
も
苦
で
は
な
か
っ
た
。
ユ
リ
の
ほ
う
も
力
作
だ
。
大
小
の
貝
殻
を
パ
ズ
ル
の
よ
う
に
組
み
あ
わ
せ
、

ふ
た
と
側
面
を
び
っ
し
り
覆
っ
て
い
る
。

─ ３ ─

HJ 2月10日

【
二
】
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〔
離
島
に
暮
ら
す
小
学
三
年
生
の
颯そ

う

太た

は
、
本
島
の
高
校
に
通
う
い
と
こ
の
武

た
け
し

兄
ち
ゃ
ん
の
帰
り
を
、
夏
休
み
中
ず
っ
と
待
っ
て
い
た
。
農
園
を
継

ぐ
と
約
束
し
て
島
を
出
た
兄
ち
ゃ
ん
は
、
船
の
設
計
を
し
た
い
か
ら
大
学
に
進
学
す
る
つ
も
り
だ
と
颯
太
に
だ
け
打
ち
明
け
て
い
た
。
兄
ち
ゃ
ん
は

帰
っ
て
こ
な
い
が
、
隣
の
高
橋
家
に
颯
太
と
同
い
年
の
孫
娘
、
ユ
リ
が
東
京
か
ら
や
っ
て
き
た
。
母
親
が
海
外
出
張
の
た
め
、
祖
父
母
の
家
に
預
け

ら
れ
た
の
だ
。
最
初
は
つ
れ
な
か
っ
た
ユ
リ
だ
が
、
野の

良ら

猫ね
こ

に
驚
い
て
上
げ
た
悲
鳴
や
拙
い
バ
イ
オ
リ
ン
の
演
奏
を
聞
か
れ
た
颯
太
に
は
心
を
許
す
。

颯
太
も
武
兄
ち
ゃ
ん
の
こ
と
を
話
す
な
ど
し
て
、
す
っ
か
り
二
人
は
打
ち
解
け
た
。
ユ
リ
が
帰
る
前
日
、
二
人
で
し
ば
し
ば
訪
れ
て
い
た
オ
ル
ゴ
ー

ル
店
へ
行
く
。
ユ
リ
は
お
土
産
に
オ
ル
ゴ
ー
ル
を
作
る
と
言
う
。〕

「
颯
太
も
一
緒
に
作
ろ
う
よ
」

「
お
れ
は
い
い
よ
。
こ
こ
に
住
ん
で
る
の
に
、
土
産
な
ん
か
要
ら
な
い
し
」

「
い
い
じ
ゃ
な
い
。
記
念
に
な
る
よ
」

押
し
問
答
に
な
っ
て
、
颯
太
は
し
か
た
な
く
正
直
に
言
っ
た
。

「
そ
れ
に
、
お
金
も
な
い
」

「
わ
た
し
が
払
う
よ
。
マ
マ
に
お
小
遣
い
も
ら
っ
て
る
か
ら
」

ユ
リ
はa
こ
と
も
な
げ
に
言
う
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
颯
太
が
困
っ
て
い
た
ら
、
店
員
さ
ん
が
横
か
ら
口
を
挟
ん
だ
。

「
一
個
分
の
代
金
で
、
二
個
作
っ
て
い
い
で
す
よ
。
子
ど
も
料
金
っ
て
こ
と
で
」

「
や
っ
た
あ
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

ユ
リ
が
す
か
さ
ず
礼
を
言
う
。
ま
だ
少
々
ま
ご
つ
い
て
い
る
颯
太
に
向
か
っ
て
、
店
員
さ
ん
は
に
こ
や
か
に
つ
け
加
え
た
。

「
そ
れ
に
、
こ
な
い
だ
店
番
も
し
て
も
ら
い
ま
し
た
し
」

店
番
と
い
っ
て
も
、
お
客
は
誰
も
来
な
か
っ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
こ
で
他
の
客
と
出
く
わ
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
そ
の
日
も
例
外
で
は
な

─ ２ ─
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が
な
に
を
考
え
て
い
る
の
か
知
っ
て
い
る
颯
太
と
し
て
は
、
い
た
た
ま
れ
な
か
っ
た
。

「
忙
し
い
も
ん
ね
。
ア
ル
バ
イ
ト
と
勉
強
で
、
夏
休
み
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
の
か
も
。
ま
、
し
か
た
な
い
ね
」

颯
太
も
そ
う
思
う
。
た
だ
、(

Ⅰ

)

の
他
人
に
「
し
か
た
な
い
」
と
あ
っ
さ
り
片
づ
け
て
ほ
し
く
も
な
い
。

「
そ
ん
な
に
落
ち
こ
ま
な
い
で
よ
。
ま
だ
夏
休
み
は
一
週
間
あ
る
し
さ
。
夏
休
み
が
だ
め
で
も
、
す
ぐ
冬
休
み
が
来
る
っ
て
」

ユ
リ
が
颯
太
の
背
中
を
ぽ
ん
と
た
た
い
た
。
励
ま
し
て
く
れ
て
い
る
つ
も
り
だ
と
い
う
の
は
、
颯
太
に
も
わ
か
っ
た
。
わ
か
っ
た
け
れ
ど
、
い
ら
つ

く
。

「
適
当
な
こ
と
言
う
な
よ
。
だ
い
た
い
、
お
前
に
は
関
係
な
い
し
」

体
を
ひ
ね
り
、
ユ
リ
の
手
を
払
い
の
け
た
。
上
機
嫌
だ
っ
た
ユ
リ
も
、
さ
す
が
に
顔
を
こ
わ
ば
ら
せ
た
。

「
な
に
怒
っ
て
ん
の
？

や
つ
あ
た
り
し
な
い
で
よ
。
さ
び
し
い
の
は
わ
か
る
け
ど
、
わ
た
し
の
せ
い
じ
ゃ…

…

」

そ
こ
で
、
唐
突
に
口
を
つ
ぐ
ん
だ
。

「
な
ん
だ
よ
？
」

「
あ
れ
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
」

思
わ
せ
ぶ
り
に
、
ま
た
言
葉
を
と
ぎ
ら
せ
る
。
に
ん
ま
り
と
笑
っ
て
い
る
。
颯
太
は

3

し
て
問
い
返
し
た
。

「
だ
か
ら
、
な
ん
な
ん
だ
よ
？
」

「
颯
太
、
わ
た
し
と
お
別
れ
す
る
の
が
さ
び
し
い
ん
だ
？
」

「
は
？
」

「
な
あ
ん
だ
。
さ
び
し
い
な
ら
さ
び
し
い
っ
て
、
は
っ
き
り
言
っ
て
よ
。
心
配
し
な
い
で
。
わ
た
し
は
颯
太
の
こ
と
忘
れ
な
い
よ
。
約
束
す
る
」

ユ
リ
が
片
手
を
差
し
出
し
た
。

「
指
き
り
し
よ
っ
か
？
」

颯
太
は
と
っ
さ
に
一
歩
後
ず
さ
っ
た
。

「
し
ね
え
よ
」

─ ５ ─
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「
じ
ゃ
あ
明
日
、
午
前
中
に
取
り
に
来
ま
す
」

ユ
リ
が
言
っ
た
。
今
晩
母
親
が
迎
え
に
来
て
、
実
家
に
一
泊
し
、
昼
に
は
島
を
出
る
予
定
ら
し
い
。

「
わ
か
り
ま
し
た
。
お
待
ち
し
て
い
ま
す
」

店
員
さ
ん
に
見
送
ら
れ
、
颯
太
た
ち
は
家
路
に
つ
い
た
。
ガ
ジ
ュ
マ
ル
の
木
の
上
に
広
が
る
空
が
、
夕
焼
け
の
色
に
染
ま
り
は
じ
め
て
い
る
。
作
業

に
熱
中
し
て
、
思
っ
た
よ
り
も
長
居
し
て
し
ま
っ
た
。

お
も
て
の
道
に
出
た
と
こ
ろ
で
、
ユ
リ
が
立
ち
ど
ま
っ
た
。

「
こ
の
、
な
ん
に
も
な
い
景
色
と
も
お
別
れ
だ
ね
。
も
う
見
ら
れ
な
い
と
思
う
と
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
名
残

な
ご
り

惜
し
い
か
も
」

南
ノ
浜
の
方
角
を
見
下
ろ
し
て
、
感
慨
深
げ
に
言
う
。

「
東
京
に
帰
っ
た
ら
、
バ
イ
オ
リ
ン
の
練
習
が
ん
ば
ら
な
く
ち
ゃ
。
お
買
い
も
の
に
も
行
き
た
い
し
、
映
画
も
見
た
い
し
、
忙
し
く
な
り
そ
う
」

大
丈
夫
か
な
、
不
安
だ
な
あ
、
と
わ
ざ
と
ら
し
く
首
を
振
っ
て
み
せ
る
。
言
葉
と
は
う
ら
は
ら
に
、
見
る
か
ら
に
浮
か
れ
て
い
る
。

①
颯
太
は
黙
っ
て
歩
き
出
し
た
。

「
今
日
は
マ
マ
も
一
緒
に
ご
は
ん
食
べ
る
ん
だ
。
最
後
の
晩ば

ん

餐さ
ん

。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
張
り
き
っ
ち
ゃ
っ
て
、
山
ほ
ど
お
刺
身
買
っ
て
き
て
た
。
お
じ
い

ち
ゃ
ん
も
さ
あ
、
い
つ
も
は
マ
マ
の
文
句
ば
っ
か
り
言
っ
て
る
く
せ
に
、
朝
か
ら
そ
わ
そ
わ
し
て
る
の
。
う
れ
し
い
ん
だ
と
思
う
。
自
分
で
は
絶
対
に

認
め
な
い
け
ど
ね
、
ほ
ん
と
素
直
じ
ゃ
な
い
よ
ね
」

2

喋
し
ゃ
べ

り
続
け
る
ユ
リ
に
相あ

い

づ
ち

を
打
つ
気
に
も
な
れ
な
く
て
、
足
を
速
め
る
。
お
別
れ
だ
の
、
最
後
だ
の
、
い
ち
い
ち
言
わ
な
く
た
っ
て
わ

か
っ
て
る
。

「
待
っ
て
よ
」

ユ
リ
が
小
走
り
に
追
い
か
け
て
き
て
、
颯
太
の
横
に
並
ん
だ
。

「
お
兄
ち
ゃ
ん
に
会
え
な
か
っ
た
の
は
、
残
念
だ
っ
た
な
」

こ
れ
は
口
先
だ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
、
唇
を
と
が
ら
せ
て
い
る
。

結
局
、
武
兄
ち
ゃ
ん
は
お
盆
休
み
に
も
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
。「
な
に
考
え
て
ん
だ
あ
い
つ
は
」
と
伯お

父じ

は
ぶ
つ
く
さ
言
っ
て
い
た
。
兄
ち
ゃ
ん

─ ４ ─
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が
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っ
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。
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ど
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っ
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④
颯
太
は
い
っ
そ
う
固
く
目
を
閉
じ
た
。
耳
を
す
ま
す
。
今
に
も
ユ
リ
の
悲
鳴
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
気
が
す
る
の
に
、
耳
に
届
く
の
は
か
し
ま
し
い

せ
み

の
声
ば
か
り
だ
。

急
に
ば
か
ば
か
し
く
な
っ
て
、
ま
ぶ
た
を
開
け
た
。
聞
こ
え
る
は
ず
が
な
い
。
ユ
リ
は
も
う
い
な
い
。

背
中
を
畳
か
ら
ひ
き
は
が
し
、
玄
関
を
出
た
。
熱
気
と
湿
気
が
む
わ
っ
と
ま
と
わ
り
つ
い
て
く
る
。
太
っ
た
三
毛
猫
が
一
匹
、

4

と
高
橋
家

の
生い

け

垣が
き

に
も
ぐ
り
こ
ん
で
い
く
。
路
地
を
抜
け
て
、
診
療
所
の
角
で
足
が
と
ま
っ
た
。
左
に
折
れ
れ
ば
、
港
に
通
じ
る
下
り
坂
に
出
る
。

行
く
あ
て
も
な
い
ま
ま
、
右
に
曲
が
る
。
機
械
的
に
足
を
動
か
す
。
容
赦
な
く
照
り
つ
け
る
太
陽
に
あ
ぶ
ら
れ
て
全
身
か
ら
汗
が
ふ
き
だ
し
、
暑
さ

で
頭
が
ぼ
ん
や
り
し
て
く
る
。
人
影
の
な
い
道
の
行
く
手
に
、
ガ
ジ
ュ
マ
ル
の
大
木
が
見
え
た
。

「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
」

店
員
さ
ん
は
い
つ
も
ど
お
り
の
笑
顔
で
颯
太
を
迎
え
て
く
れ
た
。

「
き
れ
い
に
乾
い
て
ま
す
よ
。
今
、
袋
を
出
し
ま
す
ね
」

テ
ー
ブ
ル
に
目
を
や
っ
て
、
颯
太
は
ぽ
か
ん
と
し
た
。
昨
日
置
い
て
帰
っ
た
ふ
た
つ
の
オ
ル
ゴ
ー
ル
は
、
す
で
に
ひ
と
つ
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。
そ

こ
ま
で
は
颯
太
も
予
期
し
て
い
た
と
お
り
だ
。

し
か
し
、
そ
の
箱
は
緑
色
で
は
な
か
っ
た
。

「
あ
の
、
こ
れ
、
ユ
リ
の
じ
ゃ…

…

」

ビ
ー
ズ
で
は
な
く
貝
殻
で
覆
わ
れ
た
オ
ル
ゴ
ー
ル
を
、
颯
太
は
お
ず
お
ず
と
指
さ
し
た
。
店
員
さ
ん
が
い
ぶ
か
し
げ
に
首
を
か
し
げ
る
。

「
え
え
。
交
換
す
る
こ
と
に
し
た
ん
で
す
よ
ね
？
」

そ
う
す
れ
ば
次
に
会
う
と
き
ま
で
お
互
い
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に
い
ら
れ
る
か
ら
、
と
ユ
リ
は
彼
に
説
明
し
て
い
た
そ
う
だ
。

「⑤
名
案
だ
な
っ
て
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
じ
ゃ
あ…

…

」

最
後
ま
で
聞
か
ず
に
、
颯
太
は
店
か
ら
駆
け
出
し
た
。

わ
た
し
は
颯
太
の
こ
と
忘
れ
な
い
よ
、
と
ユ
リ
は
約
束
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
な
の
に
颯
太
は
、
お
前
の
こ
と
な
ん
か
す
ぐ
忘
れ
る
、
と
は
ね
つ
け
た
。

ば
っ
か
じ
ゃ
ね
え
の
、
と
悪
態
ま
で
つ
い
た
。

─ ７ ─
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「
ど
う
し
た
の
、
顔
赤
い
よ
。
も
し
か
し
て
照
れ
て
る
？
」

お
も
し
ろ
そ
う
に
言
わ
れ
、
か
っ
と
頭
に
血
が
上
っ
た
。

「
な
に
言
っ
て
ん
の
、
ば
っ
か
じ
ゃ
ね
え
の
？
」

も
の
す
ご
い
大
声
が
出
た
。

「
さ
び
し
い
わ
け
な
い
だ
ろ
。
全
然
さ
び
し
く
な
ん
か
な
い
。
て
い
う
か
、
う
れ
し
い
。
明
日
か
ら
や
っ
と
静
か
に
な
っ
て
。
ほ
ん
と
、
ま
じ
で
、
う

れ
し
す
ぎ
る
」

②
ユ
リ
が
ま
ば
た
き
し
て
手
を
ひ
っ
こ
め
た
。

「
さ
っ
さ
と
東
京
に
帰
れ
よ
。
言
っ
と
く
け
ど
、
お
れ
は
お
前
の
こ
と
な
ん
か
す
ぐ
忘
れ
る
か
ら
。
明
日
に
な
っ
た
ら
、
も
う
忘
れ
て
る
」

ユ
リ
は
な
に
も
言
わ
な
い
。
大
き
な
目
を
、
ま
す
ま
す
大
き
く
見
開
い
て
い
る
。

泣
く
の
か
、
と
一
瞬
だ
け
颯
太
は
た
じ
ろ
い
だ
。
ユ
リ
は
怒
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
悲
し
そ
う
に
見
え
た
の
だ
。

で
も
ユ
リ
は
泣
か
な
か
っ
た
。
颯
太
を
き
っ
と
に
ら
み
つ
け
、
口
を
開
き
か
け
、
そ
し
て
、
ふ
い
と
視
線
を
そ
ら
し
た
。

「
マ
マ
！
」

颯
太
を
置
い
て
、
ユ
リ
はb
い
ち
も
く
さ
ん
に
道
の
先
へ
駆
け
て
い
っ
た
。

次
の
日
、
ユ
リ
た
ち
は
昼
前
に
家
を
出
て
い
っ
た
。

颯
太
が
自
分
の
目
で
見
届
け
た
わ
け
で
は
な
い
。「
忘
れ
も
の
は
な
い
か
」「
お
い
マ
ミ
、
こ
れ
も
持
っ
て
け
」「
そ
ろ
そ
ろ
出
な
き
ゃ
乗
り
遅
れ
る
ぞ
」

「
ほ
ら
、ば
あ
さ
ん
も
早
く
」な
ど
と
高
橋
の
じ
い
ち
ゃ
ん
が
ど
な
る
声
が
、颯
太
の
寝
そ
べ
っ
て
い
る
茶
の
間
ま
で
聞
こ
え
て
き
た
の
だ
。
夫
婦
そ
ろ
っ

て
、
娘
と
孫
を
港
ま
で
送
っ
て
い
く
ら
し
い
。

隣
家
が
静
か
に
な
っ
て
か
ら
も
、
颯
太
は
起
き
あ
が
ら
な
か
っ
た
。③
見
送
り
に
行
く
つ
も
り
は
な
い
。
行
く
も
ん
か
。

ぎ
ゅ
っ
と
目
を
つ
ぶ
る
。
キ
イ
、
キ
イ
、
と
妙
な
音
が
す
る
。
高
く
て
か
ぼ
そ
い
。
ブ
ラ
ン
コ
の
よ
う
で
も
、
自
転
車
の
よ
う
で
も
、
猫
や
鳥
の
鳴

き
声
の
よ
う
で
も
あ
る
。
あ
の
と
き
と
同
じ
だ
。
た
だ
し
今
回
は
、
耳
の
外
側
で
は
な
く
内
側
か
ら
音
が
響
い
て
く
る
。
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④
颯
太
は
い
っ
そ
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。
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。
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。
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熱
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湿
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わ
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猫
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4

と
高
橋
家

の
生い

け
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。
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出
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。
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右
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身
か
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ふ
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だ
し
、
暑
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で
頭
が
ぼ
ん
や
り
し
て
く
る
。
人
影
の
な
い
道
の
行
く
手
に
、
ガ
ジ
ュ
マ
ル
の
大
木
が
見
え
た
。

「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
」

店
員
さ
ん
は
い
つ
も
ど
お
り
の
笑
顔
で
颯
太
を
迎
え
て
く
れ
た
。
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き
れ
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に
乾
い
て
ま
す
よ
。
今
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出
し
ま
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ね
」
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っ
て
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颯
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。
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颯
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。
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…
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は
な
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わ
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オ
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ゴ
ー
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、
颯
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ず
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指
さ
し
た
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店
員
さ
ん
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い
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げ
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。
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。
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…
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。
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忘
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。
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忘
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。
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。
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。
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茶
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ぶ
る
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う
で
も
、
自
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の
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う
で
も
、
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や
鳥
の
鳴

き
声
の
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で
も
あ
る
。
あ
の
と
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。
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で
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が
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HJ 2月10日

問
一
、

1

～

4

に
入
る
こ
と
ば
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。(

た
だ
し
、
同
じ
も
の

は
使
え
な
い
。)

ア
、
い
ら
い
ら

イ
、
の
そ
の
そ

ウ
、
ひ
や
ひ
や

エ
、
わ
く
わ
く

オ
、
ふ
わ
ふ
わ

カ
、
べ
ら
べ
ら

問
二
、
波
線
部
a
・
b
の
本
文
に
お
け
る
意
味
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

a
「
こ
と
も
な
げ
に
」

ア
、
大
人
び
た
よ
う
す
で

イ
、
平
然
と
し
た
よ
う
す
で

ウ
、
誇
っ
た
よ
う
な
よ
う
す
で

エ
、
興
味
の
な
い
よ
う
す
で

オ
、
無
神
経
な
よ
う
す
で

b
「
い
ち
も
く
さ
ん
に
」

ア
、
あ
っ
と
い
う
間
に

イ
、
方
向
転
換
を
し
て

ウ
、
気
持
ち
を
新
た
に

エ
、
動
揺
を
隠
し
な
が
ら

オ
、
わ
き
目
も
ふ
ら
ず
に

問
三
、(

Ⅰ

)

に
入
る
こ
と
ば
と
し
て
適
切
な
も
の
を
漢
字
一
字
で
答
え
な
さ
い
。

─ ９ ─

HJ 2月10日

ば
か
は
、
ど
っ
ち
だ
。

全
速
力
で
来
た
道
を
戻
っ
て
、
路
地
の
奥
へ
と
駆
け
こ
ん
だ
。
門
の
前
に
停と

め
て
あ
っ
た
自
転
車
に
飛
び
乗
る
。
じ
き
に
船
の
出
航
す
る
時
刻
だ
。

こ
れ
か
ら
港
ま
で
走
っ
て
も
、
船
出
に
は
ま
に
あ
わ
な
い
。
と
な
る
と
、
め
ざ
す
べ
き
行
き
先
は
ひ
と
つ
し
か
な
い
。

島
の
北
端
に
あ
た
る
北
ノ
岬
か
ら
は
、
本
島
に
向
か
う
船
が
よ
く
見
え
る
。
武
兄
ち
ゃ
ん
に
教
わ
っ
た
。
兄
ち
ゃ
ん
が
本
島
に
戻
る
と
き
、
颯
太
は

ま
ず
港
で
見
送
っ
た
後
、
自
転
車
で
海
岸
沿
い
を
岬
ま
で
飛
ば
し
て
、
も
う
一
度
船
に
手
を
振
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
運
が
よ
け
れ
ば
、
豆
粒
ほ
ど
の

大
き
さ
で
は
あ
る
も
の
の
、
デ
ッ
キ
で
手
を
振
り
返
し
て
く
れ
て
い
る
兄
ち
ゃ
ん
の
姿
も
見
え
る
。

わ
た
し
は
颯
太
の
こ
と
忘
れ
な
い
よ
。

夢
中
で
ペ
ダ
ル
を
こ
ぐ
颯
太
の
頭
の
中
で
、確
信
に
満
ち
た
ユ
リ
の
声
音
が
回
っ
て
い
る
。⑥
同
じ
旋
律
を
い
つ
ま
で
も
繰
り
返
し
奏
で
る
、オ
ル
ゴ
ー

ル
み
た
い
に
。

岬
ま
で
下
る
ま
っ
す
ぐ
な
坂
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、
左
手
に
そ
び
え
る
崖
の
向
こ
う
か
ら
、
小
さ
な
船
影
が
現
れ
た
。

「
ユ
リ
！
」

あ
り
っ
た
け
の
力
を
こ
め
て
叫
ぶ
。
ち
か
ち
か
光
る
海
が
ま
ぶ
し
す
ぎ
て
、
船
の
デ
ッ
キ
に
誰
か
い
る
か
は
よ
く
見
え
な
い
。
も
し
見
え
て
も
、
そ

れ
が
ユ
リ
か
は
わ
か
ら
な
い
。
も
し
ユ
リ
だ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
ん
な
に
遠
く
か
ら
声
が
届
く
は
ず
も
な
い
。

「
ユ
リ
！
」

一
直
線
に
自
転
車
を
走
ら
せ
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
颯
太
は
叫
び
続
け
る
。
白
い
航
跡
を
残
し
て
遠
ざ
か
っ
て
い
く
船
に
向
か
っ
て
、
何
度
で
も
、
声

を
限
り
に
叫
び
続
け
る
。

(

瀧
羽
麻
子
『
ゆ
び
き
り
』〈
幻
冬
舎
〉
よ
り)
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HJ 2月10日

問
七
、
傍
線
部
④
「
颯
太
は
い
っ
そ
う
固
く
目
を
閉
じ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
颯
太
の
気
持
ち
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

番
号
で
答
え
な
さ
い
。

１
、
何
か
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
眠
れ
た
ら
い
い
の
に
、
と
い
う
気
持
ち
。

２
、
い
つ
か
ま
た
ユ
リ
が
隣
家
に
戻
っ
て
一
緒
に
い
ら
れ
れ
ば
い
い
の
に
、
と
い
う
気
持
ち
。

３
、

以
外
の
音
な
ど
聞
こ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
い
い
の
に
、
と
い
う
気
持
ち
。

４
、
ユ
リ
の
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
え
た
ら
い
い
の
に
、
と
い
う
気
持
ち
。

５
、
ユ
リ
と
気
ま
ず
い
関
係
に
な
る
前
の
状
態
に
戻
れ
た
ら
い
い
の
に
、
と
い
う
気
持
ち
。

問
八
、
傍
線
部
⑤
「
名
案
」
と
あ
る
が
、
ど
う
す
る
こ
と
が
「
名
案
」
な
の
か
。「
～
こ
と
。」
に
続
く
よ
う
に
三
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

問
九
、
傍
線
部
⑥
「
同
じ
旋
律
を
い
つ
ま
で
も
繰
り
返
し
奏
で
る
、
オ
ル
ゴ
ー
ル
み
た
い
に
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
颯
太
の
よ
う
す
と

し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

１
、
ユ
リ
の
言
葉
を
信
じ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
自
分
が
ば
か
だ
っ
た
と
わ
か
り
、
深
く
反
省
し
て
い
る
。

２
、
悪
態
を
つ
い
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
ユ
リ
は
自
分
の
本
心
を
理
解
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
と
確
信
し
て
い
る
。

３
、
も
う
二
度
と
ユ
リ
に
は
会
え
な
い
と
予
感
し
、
自
分
も
ユ
リ
を
忘
れ
な
い
と
い
う
思
い
を
強
く
し
て
い
る
。

４
、
約
束
を
破
る
こ
と
は
絶
対
に
し
な
い
と
い
う
ユ
リ
の
思
い
を
今
に
な
っ
て
感
じ
取
り
、
や
る
せ
な
く
な
っ
て
い
る
。

５
、
オ
ル
ゴ
ー
ル
に
込
め
た
ユ
リ
の
思
い
に
よ
う
や
く
気
が
つ
き
、
感
謝
で
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
。

─ 11 ─

HJ 2月10日

問
四
、
傍
線
部
①
「
颯
太
は
黙
っ
て
歩
き
出
し
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

１
、
言
葉
と
表
情
を
一
致
さ
せ
な
い
ユ
リ
の
態
度
が
気
に
障さ

わ

り
、
こ
れ
以
上
ユ
リ
と
関
わ
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
っ
た
か
ら
。

２
、
東
京
で
の
ユ
リ
の
過
ご
し
方
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
想
像
で
き
な
い
の
で
、
ユ
リ
に
返
せ
る
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
。

３
、
帰
っ
て
か
ら
の
こ
と
を
ユ
リ
が
楽
し
そ
う
に
話
す
の
で
、
自
分
の
気
持
ち
が
置
き
ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
か
ら
。

４
、
ユ
リ
と
は
も
う
会
え
な
い
と
い
う
事
実
を
つ
き
つ
け
ら
れ
、
今
の
時
間
の
過
ご
し
方
を
じ
っ
く
り
と
考
え
た
か
っ
た
か
ら
。

５
、
実
際
に
は
ユ
リ
は
別
れ
を
惜
し
ん
で
い
る
の
だ
と
は
思
う
も
の
の
、
ど
ん
な
こ
と
を
言
う
べ
き
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
。

問
五
、
傍
線
部
②
「
ユ
リ
が
ま
ば
た
き
し
て
手
を
ひ
っ
こ
め
た
」
と
あ
る
が
、
ユ
リ
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
手
を
差
し
出
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
説

明
し
た
次
の
文
の
空
欄
【

1

】
・
【

2

】
に
入
る
こ
と
ば
を
、
【

1

】
は
五
字
以
内
で
、
【

2

】
は
五
字
以
上
十
字
以
内
で
そ
れ

ぞ
れ
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

二
人
の
こ
れ
か
ら
の
関
係
に
つ
い
て
【

1

】
を
し
て
、
颯
太
に
【

2

】
ほ
し
い
と
い
う
思
い
を
伝
え
る
た
め
。

問
六
、
傍
線
部
③
「
見
送
り
に
行
く
つ
も
り
は
な
い
。
行
く
も
ん
か
」
と
あ
る
が
、
颯
太
の
こ
の
気
持
ち
が
変
化
し
た
こ
と
が
行
動
に
表
れ
て
い
る
一

文
を
文
中
か
ら
探
し
、
初
め
の
五
字
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。
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問
七
、
傍
線
部
④
「
颯
太
は
い
っ
そ
う
固
く
目
を
閉
じ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
颯
太
の
気
持
ち
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

番
号
で
答
え
な
さ
い
。

１
、
何
か
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
眠
れ
た
ら
い
い
の
に
、
と
い
う
気
持
ち
。

２
、
い
つ
か
ま
た
ユ
リ
が
隣
家
に
戻
っ
て
一
緒
に
い
ら
れ
れ
ば
い
い
の
に
、
と
い
う
気
持
ち
。

３
、

以
外
の
音
な
ど
聞
こ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
い
い
の
に
、
と
い
う
気
持
ち
。

４
、
ユ
リ
の
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
え
た
ら
い
い
の
に
、
と
い
う
気
持
ち
。

５
、
ユ
リ
と
気
ま
ず
い
関
係
に
な
る
前
の
状
態
に
戻
れ
た
ら
い
い
の
に
、
と
い
う
気
持
ち
。

問
八
、
傍
線
部
⑤
「
名
案
」
と
あ
る
が
、
ど
う
す
る
こ
と
が
「
名
案
」
な
の
か
。「
～
こ
と
。」
に
続
く
よ
う
に
三
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

問
九
、
傍
線
部
⑥
「
同
じ
旋
律
を
い
つ
ま
で
も
繰
り
返
し
奏
で
る
、
オ
ル
ゴ
ー
ル
み
た
い
に
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
颯
太
の
よ
う
す
と

し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

１
、
ユ
リ
の
言
葉
を
信
じ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
自
分
が
ば
か
だ
っ
た
と
わ
か
り
、
深
く
反
省
し
て
い
る
。

２
、
悪
態
を
つ
い
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
ユ
リ
は
自
分
の
本
心
を
理
解
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
と
確
信
し
て
い
る
。

３
、
も
う
二
度
と
ユ
リ
に
は
会
え
な
い
と
予
感
し
、
自
分
も
ユ
リ
を
忘
れ
な
い
と
い
う
思
い
を
強
く
し
て
い
る
。

４
、
約
束
を
破
る
こ
と
は
絶
対
に
し
な
い
と
い
う
ユ
リ
の
思
い
を
今
に
な
っ
て
感
じ
取
り
、
や
る
せ
な
く
な
っ
て
い
る
。

５
、
オ
ル
ゴ
ー
ル
に
込
め
た
ユ
リ
の
思
い
に
よ
う
や
く
気
が
つ
き
、
感
謝
で
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
。
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問
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、
傍
線
部
①
「
颯
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は
黙
っ
て
歩
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出
し
た
」
と
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が
、
そ
の
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由
と
し
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適
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な
も
の
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次
の
中
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ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
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な
さ
い
。

１
、
言
葉
と
表
情
を
一
致
さ
せ
な
い
ユ
リ
の
態
度
が
気
に
障さ

わ

り
、
こ
れ
以
上
ユ
リ
と
関
わ
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
っ
た
か
ら
。

２
、
東
京
で
の
ユ
リ
の
過
ご
し
方
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
想
像
で
き
な
い
の
で
、
ユ
リ
に
返
せ
る
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
。

３
、
帰
っ
て
か
ら
の
こ
と
を
ユ
リ
が
楽
し
そ
う
に
話
す
の
で
、
自
分
の
気
持
ち
が
置
き
ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
か
ら
。

４
、
ユ
リ
と
は
も
う
会
え
な
い
と
い
う
事
実
を
つ
き
つ
け
ら
れ
、
今
の
時
間
の
過
ご
し
方
を
じ
っ
く
り
と
考
え
た
か
っ
た
か
ら
。

５
、
実
際
に
は
ユ
リ
は
別
れ
を
惜
し
ん
で
い
る
の
だ
と
は
思
う
も
の
の
、
ど
ん
な
こ
と
を
言
う
べ
き
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
。

問
五
、
傍
線
部
②
「
ユ
リ
が
ま
ば
た
き
し
て
手
を
ひ
っ
こ
め
た
」
と
あ
る
が
、
ユ
リ
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
手
を
差
し
出
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
説

明
し
た
次
の
文
の
空
欄
【

1

】
・
【

2

】
に
入
る
こ
と
ば
を
、
【

1

】
は
五
字
以
内
で
、
【

2

】
は
五
字
以
上
十
字
以
内
で
そ
れ

ぞ
れ
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

二
人
の
こ
れ
か
ら
の
関
係
に
つ
い
て
【

1

】
を
し
て
、
颯
太
に
【

2

】
ほ
し
い
と
い
う
思
い
を
伝
え
る
た
め
。

問
六
、
傍
線
部
③
「
見
送
り
に
行
く
つ
も
り
は
な
い
。
行
く
も
ん
か
」
と
あ
る
が
、
颯
太
の
こ
の
気
持
ち
が
変
化
し
た
こ
と
が
行
動
に
表
れ
て
い
る
一

文
を
文
中
か
ら
探
し
、
初
め
の
五
字
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。
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じ
る
。
ま
ず
「
内
容
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「
わ
か
り
や
す
く
」
書
く
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
ま
だ
い
い
が
、「
内
容
」
が
よ
く
て
も
、「
内
容
」
の
複

雑
さ
の
た
め
に
「
わ
か
り
や
す
く
」
な
り
に
く
い
と
な
る
と
、
企
画
と
し
て
は
「
没
」
に
な
る
。
古
典
文
を
引
用
す
る
な
ら
必
ず
現
代
語
訳
、
漢
文
は

書
き
下
し
文
で
、
注
は
使
わ
な
い
、
と
な
っ
て
く
る
と
、
過
去
の
日
本
語
を
話
題
に
す
る
こ
と
自
体
が
難
し
く
な
る
。
か
つ
て
の
「
書
き
こ
と
ば
」
を

分
け
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
も
っ
と
も
「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と
ば
」
は
学
術
書
、
論
文
を
か
た
ち
づ
く
る
「
書
き
こ
と
ば
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
現
在

と
同
じ
だ
。
も
う
一
方
の
極
に
は
、「
日
常
的
な
言
語
生
活
に
お
け
る
ご
く
一
般
的
な
ソ
フ
ト
な
書
き
こ
と
ば
」
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
中
間
の

「
ハ
ー
ド
」
寄
り
に
は
、
新
書
、
選
書
の
よ
う
な
「
書
き
こ
と
ば
」
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
こ
の
「
新
書
、
選
書
を
か
た
ち
づ
く
る
セ
ミ
ハ
ー
ド
な
書
き
こ

と
ば
」
が
「
ハ
ー
ド
」
と
「
ソ
フ
ト
」
と
を
つ
な
ぐ
「
ブ
リ
ッ
ジ
」
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ハ
ー
ド
」「
セ
ミ
ハ
ー
ド
」「
ソ
フ
ト
」

が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
エ
リ
ア
」
を
確
保
し
て
い
た
。
そ
し
て
「
エ
リ
ア
」
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
外
側
か
ら
も
そ
れ
が
見
え
や
す
い
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。「
中
間
」
や
「
ブ
リ
ッ
ジ
」
が
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
、「
極
」
が
消
失
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

教
養
の
た
め
の
新
書
、
選
書
を
読
む
と
い
う
こ
と
と
、
専
門
外
の
学
術
書
を
読
む
、
と
い
う
こ
と
を
自
身
の
「
書
き
こ
と
ば
」
の
強
化
の
た
め
の
方

法
と
し
て
あ
げ
た
。
そ
の
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
、「
書
き
こ
と
ば
」
を
精
密
に
読
む
、
と
い
う
方
法
も
あ
り
そ
う
だ
。「
古
典
を
読
む
」
と
い
う
こ
と
も

一
つ
の
方
法
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
古
典
」
と
呼
ばa
れ
る
よ
う
な
書
物
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
の
「
よ
み
」
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
も
の
を
頼
ら
ず
に
自
身
で
読
む
、
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
い
い
。
こ
れ
ま
で
の
「
よ
み
」
を
「
ガ
イ
ド
」
に
し
て
読
む

の
も
い
い
。「
古
典
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
書
物
は
現
在
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ギ
リ
シ
ャ
時
代
に
書
か
れ

た
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。「
書
き
こ
と
ば
」
は
時
空
を
超
え
る
た
め
に
あ
る
、
と
述
べ
た
が
、
ど
れ
だ
け
「
時
空
を
超
え
て
い
る
か
」
を
実
感

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
語
以
外
の
言
語
で
書
か
れ
た
古
典
を
日
本
語
で
読
む
場
合
に
は
、「
翻
訳
」
す
な
わ
ち
異
言
語
間
の
置
き
換
え
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
日
本
語
の
古
典
、
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
日
本
語
が
変
化
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
源
氏
物
語
』
を
そ
の
ま
ま
理
解
で
き
る
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
辞
書
を
引
い
た
と
し
て
も
、
ま
だ
難
し
そ
う
だ
。
大
学
で
『
源
氏
物
語
』
を
一
生
懸

命
学
び
ま
し
た
、
と
就
職
活
動
の
面
接
で
言
っ
た
と
し
て
も
、「
我
が
社
は
君
の
よ
う
な
人
材
を
求
め
て
い
た
ん
だ
よ
」
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
が
ん

ば
っ
た
こ
と
が
尊
い
の
だ
と
い
う
「
み
か
た
」
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。③
現
代
の
日
本
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
を
説
明
す
る
の

は
案
外
難
し
い
。
し
か
し
、
も
っ
と
も
「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と
ば
」
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
古
典
は
そ
の
「
極
北
」
に
あ
る
と
も
い
えb
よ
う
。
言
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【
三
】
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と
ば
」「
話
し
こ
と
ば
化
し
た
書
き
こ
と
ば
」
を
両
極
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ

と
ば
」
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
そ
う
だ
が
、
そ
の
一
つ
の
極
は
「
専
門
家
」
に
よ
る
「
書
き
こ
と
ば
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
学
術
書
や
論
文
を
か
た
ち
づ

く
る
「
書
き
こ
と
ば
」
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
日
常
的
な
言
語
空
間
に
は
あ
ま
り
姿
を
あ
ら
わ
さ
な
い
。

1

多
く
の
人
に
無
縁
の
「
書
き
こ
と
ば
」

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
大
学
生
に
と
っ
て
は
無
縁
で
は
な
い
は
ず
で
、
ま
ず
は
大
学
の
教
育
の
中
で
、
も
っ
と
も
「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と
ば
」
を
修
得
す

る
必
要
が
あ
る
。
も
っ
と
も
「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と
ば
」
が
身
に
つ
け
ば
、
あ
と
は
「
ハ
ー
ド
さ
」
を
調
節
す
れ
ば
よ
い
。
そ
も
そ
も
大
学
と
は①
そ
う

い
う
場
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
人
文
学
系
の
学
部
は
必
要
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が

注
１

喧け
ん

伝で
ん

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
卒
業
論
文
を
書
い
て
大
学

を
卒
業
す
る
と
い
う
、
か
つ
て
は
当
然
だ
っ
た
こ
と
が
当
然
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
現
在
、
大
学
教
育
の
ど
こ
か
で
も
っ
と
も
「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と

ば
」
を
修
得
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
あ
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
当
然
も
っ
と
も
「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と
ば
」
を
自
身
が
書
く
た
め
に
は
、
も
っ
と
も
「
ハ
ー

ド
な
書
き
こ
と
ば
」
を
読
む
こ
と
に
な
る
。

2

、
大
学
生
で
は
な
い
場
合
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
「
ベ
タ
な
」
方
法
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
学
術
書
」
も

し
く
は
そ
れ
に
ち
か
い
本
を
読
む
と
い
う
こ
と
が
あ
り
そ
う
だ
。
大
学
生
で
あ
れ
ば
、
自
身
の
専
門
外
の
「
学
術
書
」
を
読
む
と
い
う
こ
と
だ
。
大
学

と
い
う
場
に
お
い
て
は
、
筆
者
が
大
学
生
の
頃
に
は
、「
教
養
」
と
「
専
門
」
と
が
分
か
れ
て
い
た
。
ま
ず
広
く
「
教
養
」
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
「
一

般
教
育
」
と
い
う
科
目
群
が
あ
っ
た
。
学
生
に
は
あ
ま
り
そ
の
意
味
合
い
は
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
必
ず
し
も
効
果
的
な
授
業
運

営
が
な
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
と
に
も
か
く
に
も
、
そ
う
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
っ
た
。
大
学
の
外
で
は
、②
新
書
や
選

書
が
そ
う
い
う
働
き
を
し
て
い
た
。
教
養
の
た
め
の
新
書
、
選
書
と
い
っ
た
【

X

】
が
強
か
っ
た
。

筆
者
も
高
校
生
ぐ
ら
い
か
ら
岩
波
新
書
を
読
み
始
め
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
こ
と
を
知
っ
た
。
高
校
を
卒
業
す
る
頃
に
岩
波
新
書
の
「

注
２

黄
版
」
が
出

版
さ
れ
始
め
、「

注
３

青
版
」
に
馴な

れ
て
い
た
目
か
ら
は
新
鮮
で
も
あ
り
、
ま
た
「
内
容
」
も
新
鮮
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
は
教
養
の
た
め
の
新
書
や
選
書
は
身

の
ま
わ
り
に
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

現
在
も
新
書
や
選
書
は
そ
う
し
た
位
置
付
け
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
も
「
わ
か
り
や
す
く
」
が
第
一
義
的
に
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
感
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じ
る
。
ま
ず
「
内
容
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「
わ
か
り
や
す
く
」
書
く
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
ま
だ
い
い
が
、「
内
容
」
が
よ
く
て
も
、「
内
容
」
の
複

雑
さ
の
た
め
に
「
わ
か
り
や
す
く
」
な
り
に
く
い
と
な
る
と
、
企
画
と
し
て
は
「
没
」
に
な
る
。
古
典
文
を
引
用
す
る
な
ら
必
ず
現
代
語
訳
、
漢
文
は

書
き
下
し
文
で
、
注
は
使
わ
な
い
、
と
な
っ
て
く
る
と
、
過
去
の
日
本
語
を
話
題
に
す
る
こ
と
自
体
が
難
し
く
な
る
。
か
つ
て
の
「
書
き
こ
と
ば
」
を

分
け
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
も
っ
と
も
「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と
ば
」
は
学
術
書
、
論
文
を
か
た
ち
づ
く
る
「
書
き
こ
と
ば
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
現
在

と
同
じ
だ
。
も
う
一
方
の
極
に
は
、「
日
常
的
な
言
語
生
活
に
お
け
る
ご
く
一
般
的
な
ソ
フ
ト
な
書
き
こ
と
ば
」
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
中
間
の

「
ハ
ー
ド
」
寄
り
に
は
、
新
書
、
選
書
の
よ
う
な
「
書
き
こ
と
ば
」
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
こ
の
「
新
書
、
選
書
を
か
た
ち
づ
く
る
セ
ミ
ハ
ー
ド
な
書
き
こ

と
ば
」
が
「
ハ
ー
ド
」
と
「
ソ
フ
ト
」
と
を
つ
な
ぐ
「
ブ
リ
ッ
ジ
」
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ハ
ー
ド
」「
セ
ミ
ハ
ー
ド
」「
ソ
フ
ト
」

が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
エ
リ
ア
」
を
確
保
し
て
い
た
。
そ
し
て
「
エ
リ
ア
」
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
外
側
か
ら
も
そ
れ
が
見
え
や
す
い
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。「
中
間
」
や
「
ブ
リ
ッ
ジ
」
が
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
、「
極
」
が
消
失
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

教
養
の
た
め
の
新
書
、
選
書
を
読
む
と
い
う
こ
と
と
、
専
門
外
の
学
術
書
を
読
む
、
と
い
う
こ
と
を
自
身
の
「
書
き
こ
と
ば
」
の
強
化
の
た
め
の
方

法
と
し
て
あ
げ
た
。
そ
の
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
、「
書
き
こ
と
ば
」
を
精
密
に
読
む
、
と
い
う
方
法
も
あ
り
そ
う
だ
。「
古
典
を
読
む
」
と
い
う
こ
と
も

一
つ
の
方
法
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
古
典
」
と
呼
ばa
れ
る
よ
う
な
書
物
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
の
「
よ
み
」
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
も
の
を
頼
ら
ず
に
自
身
で
読
む
、
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
い
い
。
こ
れ
ま
で
の
「
よ
み
」
を
「
ガ
イ
ド
」
に
し
て
読
む

の
も
い
い
。「
古
典
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
書
物
は
現
在
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ギ
リ
シ
ャ
時
代
に
書
か
れ

た
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。「
書
き
こ
と
ば
」
は
時
空
を
超
え
る
た
め
に
あ
る
、
と
述
べ
た
が
、
ど
れ
だ
け
「
時
空
を
超
え
て
い
る
か
」
を
実
感

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
語
以
外
の
言
語
で
書
か
れ
た
古
典
を
日
本
語
で
読
む
場
合
に
は
、「
翻
訳
」
す
な
わ
ち
異
言
語
間
の
置
き
換
え
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
日
本
語
の
古
典
、
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
日
本
語
が
変
化
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
源
氏
物
語
』
を
そ
の
ま
ま
理
解
で
き
る
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
辞
書
を
引
い
た
と
し
て
も
、
ま
だ
難
し
そ
う
だ
。
大
学
で
『
源
氏
物
語
』
を
一
生
懸

命
学
び
ま
し
た
、
と
就
職
活
動
の
面
接
で
言
っ
た
と
し
て
も
、「
我
が
社
は
君
の
よ
う
な
人
材
を
求
め
て
い
た
ん
だ
よ
」
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
が
ん

ば
っ
た
こ
と
が
尊
い
の
だ
と
い
う
「
み
か
た
」
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。③
現
代
の
日
本
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
を
説
明
す
る
の

は
案
外
難
し
い
。
し
か
し
、
も
っ
と
も
「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と
ば
」
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
古
典
は
そ
の
「
極
北
」
に
あ
る
と
も
い
えb
よ
う
。
言
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【
三
】
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と
ば
」「
話
し
こ
と
ば
化
し
た
書
き
こ
と
ば
」
を
両
極
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ

と
ば
」
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
そ
う
だ
が
、
そ
の
一
つ
の
極
は
「
専
門
家
」
に
よ
る
「
書
き
こ
と
ば
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
学
術
書
や
論
文
を
か
た
ち
づ

く
る
「
書
き
こ
と
ば
」
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
日
常
的
な
言
語
空
間
に
は
あ
ま
り
姿
を
あ
ら
わ
さ
な
い
。

1

多
く
の
人
に
無
縁
の
「
書
き
こ
と
ば
」

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
大
学
生
に
と
っ
て
は
無
縁
で
は
な
い
は
ず
で
、
ま
ず
は
大
学
の
教
育
の
中
で
、
も
っ
と
も
「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と
ば
」
を
修
得
す

る
必
要
が
あ
る
。
も
っ
と
も
「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と
ば
」
が
身
に
つ
け
ば
、
あ
と
は
「
ハ
ー
ド
さ
」
を
調
節
す
れ
ば
よ
い
。
そ
も
そ
も
大
学
と
は①
そ
う

い
う
場
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
人
文
学
系
の
学
部
は
必
要
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が

注
１

喧け
ん

伝で
ん

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
卒
業
論
文
を
書
い
て
大
学

を
卒
業
す
る
と
い
う
、
か
つ
て
は
当
然
だ
っ
た
こ
と
が
当
然
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
現
在
、
大
学
教
育
の
ど
こ
か
で
も
っ
と
も
「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と

ば
」
を
修
得
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
あ
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
当
然
も
っ
と
も
「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と
ば
」
を
自
身
が
書
く
た
め
に
は
、
も
っ
と
も
「
ハ
ー

ド
な
書
き
こ
と
ば
」
を
読
む
こ
と
に
な
る
。

2

、
大
学
生
で
は
な
い
場
合
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
「
ベ
タ
な
」
方
法
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
学
術
書
」
も

し
く
は
そ
れ
に
ち
か
い
本
を
読
む
と
い
う
こ
と
が
あ
り
そ
う
だ
。
大
学
生
で
あ
れ
ば
、
自
身
の
専
門
外
の
「
学
術
書
」
を
読
む
と
い
う
こ
と
だ
。
大
学

と
い
う
場
に
お
い
て
は
、
筆
者
が
大
学
生
の
頃
に
は
、「
教
養
」
と
「
専
門
」
と
が
分
か
れ
て
い
た
。
ま
ず
広
く
「
教
養
」
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
「
一

般
教
育
」
と
い
う
科
目
群
が
あ
っ
た
。
学
生
に
は
あ
ま
り
そ
の
意
味
合
い
は
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
必
ず
し
も
効
果
的
な
授
業
運

営
が
な
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
と
に
も
か
く
に
も
、
そ
う
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
っ
た
。
大
学
の
外
で
は
、②
新
書
や
選

書
が
そ
う
い
う
働
き
を
し
て
い
た
。
教
養
の
た
め
の
新
書
、
選
書
と
い
っ
た
【

X

】
が
強
か
っ
た
。

筆
者
も
高
校
生
ぐ
ら
い
か
ら
岩
波
新
書
を
読
み
始
め
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
こ
と
を
知
っ
た
。
高
校
を
卒
業
す
る
頃
に
岩
波
新
書
の
「

注
２

黄
版
」
が
出

版
さ
れ
始
め
、「

注
３

青
版
」
に
馴な

れ
て
い
た
目
か
ら
は
新
鮮
で
も
あ
り
、
ま
た
「
内
容
」
も
新
鮮
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
は
教
養
の
た
め
の
新
書
や
選
書
は
身

の
ま
わ
り
に
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

現
在
も
新
書
や
選
書
は
そ
う
し
た
位
置
付
け
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
も
「
わ
か
り
や
す
く
」
が
第
一
義
的
に
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
感
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情
報
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
自
然
で
あ
ろ
う
。⑤
伝
統
的
な
和
歌
、
俳
諧
、
現
代
の
短
歌
、
俳
句
、
現
代
詩
は
「
感
情
情
報
」
の
「
純
度
」
が
た
か

い
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
れ
で
も
「
こ
と
が
ら
情
報
」
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
読
む
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。

中
学
校
、
高
等
学
校
の
教
科
書
に
和
歌
、
俳
諧
、
短
歌
、
俳
句
、
現
代
詩
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
育
の
場
で
「
感
情
情
報
」
を
盛

る
「
器
」
で
あ
る
「
詩
的
言
語
」
が
採
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
、
高
等
学
校
卒
業
後
は
、

「
詩
的
言
語
」
は
「
遠
い
」
も
の
に
な
っ
て
な
い
だ
ろ
う
か
。
短
歌
、
俳
句
を
作
っ
て
い
る
人
は
少
な
く
な
い
。
そ
う
い
う
方
々
は
、
ず
っ
と
「
詩
的
言

語
」
と
と
も
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
で
は
短
歌
や
俳
句
、
現
代
詩
の
実
作
者
で
は
な
い
人
も
「
詩
的
言
語
」
を
丁
寧
に
読
む
、
と
い
う
こ
と
を

試
み
る
と
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
感
情
や
感
覚
が
ど
の
よ
う
に
言
語
化
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
丁
寧
に
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
情
や
感
覚
も
言
語
化
で
き
る
と
い
う

こ
と
が
実
感
で
き
る
。「
書
き
こ
と
ば
」
で
は
い
か
に
も
難
し
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
は
大
事
だ
。
そ
し
て
、
感
情

や
感
覚
を
あ
か
ら
さ
ま
に
、
つ
ま
り
直
接
的
に
表
現
し
な
く
て
も
表
現
で
き
る
こ
と
を
知
る
こ
と
も
大
事
だ
。

4

、
恋
人
に
会
い
た
い
と
直
接
的
に
言
語
化
す
る
の
で
は
な
く
、
恋
人
の
家
が
見
た
い
と
言
語
化
す
る
。
む
し
ろ
そ
の
、
直
接
的
に
あ
か
ら

さ
ま
に
言
語
化
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
詩
的
言
語
の

注
６

要
諦
が
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。「
あ
り
の
ま
ま
」
を
言
語
化
す
る
の、
で、
は、
な、
い、
言
語

化
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
非
あ
り
の
ま
ま
言
語
化
」
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
「
情
報
」
は
少
な
く
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と

は
重
要
だ
。

小
学
校
や
中
学
校
に
お
い
て
は
、「
詩
的
言
語
」
を
ひ
と
と
お
り
「
鑑
賞
」
す
る
と
「
そ
れ
で
は
実
際
に
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
の
短
歌
、
俳
句
は
「
定
型
詩
」
で
あ
り
、
だ
か
ら
お
も
し
ろ
い
と
い
う
面
も
あ
る
が
、
情
報
を
「
圧
縮
」
し
て
表
現
す
る
必
要
が
あ
る
。

言
語
量
に
制
限
な
く
「
情
報
」
を
言
語
化
す
る
こ
と
と
比
し
て
、
だ
い
ぶ
難
し
い
。

問
い
と
し
て
は
「
作
者
は
ど
う
感
じ
て
い
た
で
し
ょ
う
」
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
事
な
の
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
言
語
化
し
て
い
る
か
、

と
い
う
と
こ
ろ
だ
。
作
者
の
気
持
ち
を
想
像
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
そ
の
想
像
さ
れ
る
作
者
の
感
情
や
感
覚
が
ど
の
よ
う
に
言
語
化
さ
れ
て
い

る
か
を
探
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
の
機
能
、
言
語
が
感
情
や
感
覚
ま
で
も
表
現
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
あ
る
程
度
に
し
て
も

実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
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語
面
で
は
最
上
級
の
「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と
ば
」
を
読
む
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
日
本
語
で
は
あ
る
が
、
自
身
が
知
ら
な
い
日
本
語
が
あ
る
こ
と
に
気

づ
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
日
本
語
は
相
対
化
さ
れ
る
。「
相
対
化
」
は
自
身
が
絶
対
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
も
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ

と
い
っ
て
よ
い
。「
内
容
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
共
感
で
き
る
こ
と
／
共
感
で
き
な
い
こ
と
」
だ
ろ
う
か
。

時
空
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
は
「
今
、
こ
こ
」
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。「
今
、
こ
こ
」
が
最
優
先
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
時
に
、
非＝

「
今
、

こ
こ
」
は
そ
れ
だ
け
で
大
事
だ
と
も
い
え
る
。「
今
、
こ
こ
」
が
突
然
出
現
し
た
の
で
は
な
く
、「
今
、
こ
こ
」
に
至
る
【

Y

】
が
あ
る
、
と
い
う
こ

と
を
意
識
す
る
こ
と
は
大
事
だ
。
そ
れ
は
「
歴
史
」
を
意
識
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
「
歴
史
」
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
事
実
」
に
は
必

ず
人
間
が
関
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

3

、
し
ら
ず
し
ら
ず
の
う
ち
に
自
分
が
属
し
て
い
る
時
空
の
「
現
在
」

の
価
値
観
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
を
推
し
量
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
、
非＝

「
今
、
こ
こ
」
と
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
気
づ
く
。「
現
在
」
の
相
対
化
、

自
身
の
価
値
観
の
相
対
化
は
ど
う
し
て
も
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
個
人
が
具
体
的
に
経
験
し
て
き
た
こ
と
に
基
づ
い
て
判
断
を
す
る
。
そ
れ

は
「
必
然
」
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も④
自
身
が
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
経
験
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
つ
も
意
識
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
相
対
化
は
つ
ね
に
「
カ
ウ
ン
タ
ー
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
で
も
あ
る
し
、
自
身
の
言
説
に
つ
い
て
い
え
ば
、

注
４

反
証
可
能
性(fa

lsifia
b
ility

)

が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。「
カ
ウ
ン
タ
ー
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
は
馴な

染じ

み
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
医

療
の
分
野
に
お
け
る
「
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
、
筆
者
が
本
書
で
述
べ
て
い
る
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
筆
者
の
限
ら
れ
た
経
験
の
中
で
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
異
な
る
価
値
観
、

異
な
る
判
断
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
は
ず
だ
。
大
事
な
の
は
、
ま
ず
は
異
な
る
価
値
観
、
異
な
る
判
断
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
。
次
に
は
そ
の
異
な
る

価
値
観
、
異
な
る
判
断
に
ま
ず
は
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
は
誰
に
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
な
、
と

い
う
判
断
は
あ
っ
て
よ
い
が
、
自
身
が
い
つ
も
絶、
対、
に、
正
し
い
と
は
思
わ
な
い
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。

序
章
に
お
い
て
ま
ず
「
他
者
に
伝
え
た
い
情
報
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
言
語
化
す
る
と
い
う
モ
デ
ル
を
示
し
た
。
そ
こ
で
は
説
明
し
な
か
っ
た
が
、
筆

者
は
「
他
者
に
伝
え
た
い
情
報
」
に
は
、
あ
ま
り
感
情
を
含
ま
ず
、
他
者
に
伝
え
や
す
い
「
こ
と
が
ら
情
報
」
と
、
お
も
に
発
信
者
の
感
情
、
感
覚
に

か
か
わ
り
、
他
者
に
伝
え
に
く
い
面
を
も
つ
「
感
情
情
報
」
が
あ
る
、
と
い
う
モ
デ
ル
を
考
え
て
き
た
。

も
ち
ろ
ん
「
こ
と
が
ら
情
報
」
と
「
感
情
情
報
」
が(

Ⅰ

)

択
一
的
に

注
５

截せ
つ

然ぜ
ん

と
分
か
れ
る
は
ず
は
な
く
、「
こ
と
が
ら
情
報
」
に
は
情
的
な
「
感
情
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情
報
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
自
然
で
あ
ろ
う
。⑤
伝
統
的
な
和
歌
、
俳
諧
、
現
代
の
短
歌
、
俳
句
、
現
代
詩
は
「
感
情
情
報
」
の
「
純
度
」
が
た
か

い
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
れ
で
も
「
こ
と
が
ら
情
報
」
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
読
む
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。

中
学
校
、
高
等
学
校
の
教
科
書
に
和
歌
、
俳
諧
、
短
歌
、
俳
句
、
現
代
詩
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
育
の
場
で
「
感
情
情
報
」
を
盛

る
「
器
」
で
あ
る
「
詩
的
言
語
」
が
採
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
、
高
等
学
校
卒
業
後
は
、

「
詩
的
言
語
」
は
「
遠
い
」
も
の
に
な
っ
て
な
い
だ
ろ
う
か
。
短
歌
、
俳
句
を
作
っ
て
い
る
人
は
少
な
く
な
い
。
そ
う
い
う
方
々
は
、
ず
っ
と
「
詩
的
言

語
」
と
と
も
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
で
は
短
歌
や
俳
句
、
現
代
詩
の
実
作
者
で
は
な
い
人
も
「
詩
的
言
語
」
を
丁
寧
に
読
む
、
と
い
う
こ
と
を

試
み
る
と
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
感
情
や
感
覚
が
ど
の
よ
う
に
言
語
化
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
丁
寧
に
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
情
や
感
覚
も
言
語
化
で
き
る
と
い
う

こ
と
が
実
感
で
き
る
。「
書
き
こ
と
ば
」
で
は
い
か
に
も
難
し
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
は
大
事
だ
。
そ
し
て
、
感
情

や
感
覚
を
あ
か
ら
さ
ま
に
、
つ
ま
り
直
接
的
に
表
現
し
な
く
て
も
表
現
で
き
る
こ
と
を
知
る
こ
と
も
大
事
だ
。

4

、
恋
人
に
会
い
た
い
と
直
接
的
に
言
語
化
す
る
の
で
は
な
く
、
恋
人
の
家
が
見
た
い
と
言
語
化
す
る
。
む
し
ろ
そ
の
、
直
接
的
に
あ
か
ら

さ
ま
に
言
語
化
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
詩
的
言
語
の

注
６

要
諦
が
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。「
あ
り
の
ま
ま
」
を
言
語
化
す
る
の、
で、
は、
な、
い、
言
語

化
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
非
あ
り
の
ま
ま
言
語
化
」
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
「
情
報
」
は
少
な
く
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と

は
重
要
だ
。

小
学
校
や
中
学
校
に
お
い
て
は
、「
詩
的
言
語
」
を
ひ
と
と
お
り
「
鑑
賞
」
す
る
と
「
そ
れ
で
は
実
際
に
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
の
短
歌
、
俳
句
は
「
定
型
詩
」
で
あ
り
、
だ
か
ら
お
も
し
ろ
い
と
い
う
面
も
あ
る
が
、
情
報
を
「
圧
縮
」
し
て
表
現
す
る
必
要
が
あ
る
。

言
語
量
に
制
限
な
く
「
情
報
」
を
言
語
化
す
る
こ
と
と
比
し
て
、
だ
い
ぶ
難
し
い
。

問
い
と
し
て
は
「
作
者
は
ど
う
感
じ
て
い
た
で
し
ょ
う
」
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
事
な
の
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
言
語
化
し
て
い
る
か
、

と
い
う
と
こ
ろ
だ
。
作
者
の
気
持
ち
を
想
像
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
そ
の
想
像
さ
れ
る
作
者
の
感
情
や
感
覚
が
ど
の
よ
う
に
言
語
化
さ
れ
て
い

る
か
を
探
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
の
機
能
、
言
語
が
感
情
や
感
覚
ま
で
も
表
現
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
あ
る
程
度
に
し
て
も

実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
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語
面
で
は
最
上
級
の
「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と
ば
」
を
読
む
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
日
本
語
で
は
あ
る
が
、
自
身
が
知
ら
な
い
日
本
語
が
あ
る
こ
と
に
気

づ
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
日
本
語
は
相
対
化
さ
れ
る
。「
相
対
化
」
は
自
身
が
絶
対
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
も
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ

と
い
っ
て
よ
い
。「
内
容
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
共
感
で
き
る
こ
と
／
共
感
で
き
な
い
こ
と
」
だ
ろ
う
か
。

時
空
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
は
「
今
、
こ
こ
」
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。「
今
、
こ
こ
」
が
最
優
先
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
時
に
、
非＝

「
今
、

こ
こ
」
は
そ
れ
だ
け
で
大
事
だ
と
も
い
え
る
。「
今
、
こ
こ
」
が
突
然
出
現
し
た
の
で
は
な
く
、「
今
、
こ
こ
」
に
至
る
【

Y

】
が
あ
る
、
と
い
う
こ

と
を
意
識
す
る
こ
と
は
大
事
だ
。
そ
れ
は
「
歴
史
」
を
意
識
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
「
歴
史
」
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
事
実
」
に
は
必

ず
人
間
が
関
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

3

、
し
ら
ず
し
ら
ず
の
う
ち
に
自
分
が
属
し
て
い
る
時
空
の
「
現
在
」

の
価
値
観
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
を
推
し
量
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
、
非＝

「
今
、
こ
こ
」
と
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
気
づ
く
。「
現
在
」
の
相
対
化
、

自
身
の
価
値
観
の
相
対
化
は
ど
う
し
て
も
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
個
人
が
具
体
的
に
経
験
し
て
き
た
こ
と
に
基
づ
い
て
判
断
を
す
る
。
そ
れ

は
「
必
然
」
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も④
自
身
が
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
経
験
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
つ
も
意
識
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
相
対
化
は
つ
ね
に
「
カ
ウ
ン
タ
ー
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
で
も
あ
る
し
、
自
身
の
言
説
に
つ
い
て
い
え
ば
、

注
４

反
証
可
能
性(fa

lsifia
b
ility

)

が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。「
カ
ウ
ン
タ
ー
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
は
馴な

染じ

み
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
医

療
の
分
野
に
お
け
る
「
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
、
筆
者
が
本
書
で
述
べ
て
い
る
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
筆
者
の
限
ら
れ
た
経
験
の
中
で
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
異
な
る
価
値
観
、

異
な
る
判
断
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
は
ず
だ
。
大
事
な
の
は
、
ま
ず
は
異
な
る
価
値
観
、
異
な
る
判
断
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
。
次
に
は
そ
の
異
な
る

価
値
観
、
異
な
る
判
断
に
ま
ず
は
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
は
誰
に
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
な
、
と

い
う
判
断
は
あ
っ
て
よ
い
が
、
自
身
が
い
つ
も
絶、
対、
に、
正
し
い
と
は
思
わ
な
い
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。

序
章
に
お
い
て
ま
ず
「
他
者
に
伝
え
た
い
情
報
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
言
語
化
す
る
と
い
う
モ
デ
ル
を
示
し
た
。
そ
こ
で
は
説
明
し
な
か
っ
た
が
、
筆

者
は
「
他
者
に
伝
え
た
い
情
報
」
に
は
、
あ
ま
り
感
情
を
含
ま
ず
、
他
者
に
伝
え
や
す
い
「
こ
と
が
ら
情
報
」
と
、
お
も
に
発
信
者
の
感
情
、
感
覚
に

か
か
わ
り
、
他
者
に
伝
え
に
く
い
面
を
も
つ
「
感
情
情
報
」
が
あ
る
、
と
い
う
モ
デ
ル
を
考
え
て
き
た
。

も
ち
ろ
ん
「
こ
と
が
ら
情
報
」
と
「
感
情
情
報
」
が(

Ⅰ

)

択
一
的
に

注
５

截せ
つ

然ぜ
ん

と
分
か
れ
る
は
ず
は
な
く
、「
こ
と
が
ら
情
報
」
に
は
情
的
な
「
感
情
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問
二
、
二
重
傍
線
部
a
・
b
と
同
じ
用
法
の
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

a
「
れ
る
」

ア
、
写
真
を
見
る
と
昔
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。

イ
、
あ
ら
ゆ
る
国
か
ら
の
留
学
生
を
受
け
入
れ
る
。

ウ
、
あ
と
五
分
ほ
ど
で
校
長
先
生
が
到
着
さ
れ
る
。

エ
、
明
る
い
性
格
ゆ
え
に
弟
は
誰
も
に
好
か
れ
る
。

オ
、
複
雑
な
道
で
は
な
い
か
ら
迷
わ
ず
行
か
れ
る
。

b
「
よ
う
」

ア
、
次
の
演
奏
会
に
は
み
ん
な
で
出
場
し
よ
う
。

イ
、
母
の
笑
顔
は
ま
る
で
ひ
ま
わ
り
の
よ
う
だ
。

ウ
、
き
っ
と
こ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
喜
ば
れ
よ
う
。

エ
、
い
ま
ま
さ
に
日
が
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

オ
、
明
日
ま
で
に
こ
の
課
題
を
終
わ
ら
せ
よ
う
。

問
三
、
【

X

】
・
【

Y

】
に
入
る
こ
と
ば
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

X

ア
、
趣

イ
、
的

ウ
、
軸

エ
、
筋

オ
、
芯

Y

ア
、
イ
ン
フ
ラ

イ
、
コ
ミ
ッ
ト

ウ
、
ス
タ
ン
ス

エ
、
プ
ロ
セ
ス

オ
、
リ
リ
ー
ス

問
四
、(

Ⅰ

)

に
入
る
こ
と
ば
と
し
て
適
切
な
も
の
を
漢
字
二
字
で
答
え
な
さ
い
。
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HJ 2月10日

今
必
要
な
の
は
、「
情
報
」
と
そ
れ
を
言
語
化
し
た
「
言
語
表
現
」
を
セ
ッ
ト
に
し
て
、「
情
報
」
が
き
ち
ん
と
言
語
化
で
き
て
い
る
か
、
と
い
う
こ

と
を
丁
寧
に
吟
味
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、「《

A

》」
を
丁
寧
に
読
む
、
精
読
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
。
自
身
の
言
語
運
用

能
力
で
ど
こ
ま
で
が
理
解
で
き
て
、
ど
こ
か
ら
が
理
解
で
き
な
い
か
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

注
７

コ
ピ
ー
の
文
体
に
ま
ど
わ
さ
れ
ず
、

「
注
８

キ
ャ
ッ
チ
ー
」
で
あ
る
こ
と
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
ず
、
そ
う
し
た
こ
と
を
や
っ
て
み
る
の
が
大
事
だ
。

(

今
野
真
二
『
う
つ
り
ゆ
く
日
本
語
を
よ
む―

こ
と
ば
が
壊
れ
る
前
に
』〈
岩
波
書
店
〉
よ
り)

注
１
・
喧
伝…

…
盛
ん
に
い
い
ふ
ら
す
こ
と
。

注
２
・
黄
版…

…

岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
新
書
の
う
ち
、
一
九
七
七
年
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
。

注
３
・
青
版…

…

岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
新
書
の
う
ち
、
一
九
四
九
年
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
。

注
４
・
反
証
可
能
性…

…

あ
る
理
論
が
、
実
験
や
観
察
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
り
批
判
さ
れ
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

注
５
・
截
然…

…

は
っ
き
り
し
て
い
る
さ
ま
。

注
６
・
要
諦…

…

最
も
大
切
な
と
こ
ろ
。

注
７
・
コ
ピ
ー…

…

広
告
文
、
宣
伝
文
、
見
出
し
。

注
８
・
キ
ャ
ッ
チ
ー…

…

人
気
が
得
ら
れ
そ
う
で
あ
る
こ
と
。

問
一
、

1

～

4

に
入
る
こ
と
ば
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。(

た
だ
し
、
同
じ
も
の

は
使
え
な
い
。)

ア
、
そ
こ
で

イ
、
例
え
ば

ウ
、
ま
た

エ
、
し
た
が
っ
て

オ
、
で
は

カ
、
な
ぜ
な
ら
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HJ 2月10日

問
二
、
二
重
傍
線
部
a
・
b
と
同
じ
用
法
の
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

a
「
れ
る
」

ア
、
写
真
を
見
る
と
昔
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。

イ
、
あ
ら
ゆ
る
国
か
ら
の
留
学
生
を
受
け
入
れ
る
。

ウ
、
あ
と
五
分
ほ
ど
で
校
長
先
生
が
到
着
さ
れ
る
。

エ
、
明
る
い
性
格
ゆ
え
に
弟
は
誰
も
に
好
か
れ
る
。

オ
、
複
雑
な
道
で
は
な
い
か
ら
迷
わ
ず
行
か
れ
る
。

b
「
よ
う
」

ア
、
次
の
演
奏
会
に
は
み
ん
な
で
出
場
し
よ
う
。

イ
、
母
の
笑
顔
は
ま
る
で
ひ
ま
わ
り
の
よ
う
だ
。

ウ
、
き
っ
と
こ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
喜
ば
れ
よ
う
。

エ
、
い
ま
ま
さ
に
日
が
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

オ
、
明
日
ま
で
に
こ
の
課
題
を
終
わ
ら
せ
よ
う
。

問
三
、
【

X

】
・
【

Y

】
に
入
る
こ
と
ば
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

X

ア
、
趣

イ
、
的

ウ
、
軸

エ
、
筋

オ
、
芯

Y

ア
、
イ
ン
フ
ラ

イ
、
コ
ミ
ッ
ト

ウ
、
ス
タ
ン
ス

エ
、
プ
ロ
セ
ス

オ
、
リ
リ
ー
ス

問
四
、(

Ⅰ

)

に
入
る
こ
と
ば
と
し
て
適
切
な
も
の
を
漢
字
二
字
で
答
え
な
さ
い
。
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HJ 2月10日

今
必
要
な
の
は
、「
情
報
」
と
そ
れ
を
言
語
化
し
た
「
言
語
表
現
」
を
セ
ッ
ト
に
し
て
、「
情
報
」
が
き
ち
ん
と
言
語
化
で
き
て
い
る
か
、
と
い
う
こ

と
を
丁
寧
に
吟
味
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、「《

A

》」
を
丁
寧
に
読
む
、
精
読
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
。
自
身
の
言
語
運
用

能
力
で
ど
こ
ま
で
が
理
解
で
き
て
、
ど
こ
か
ら
が
理
解
で
き
な
い
か
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

注
７

コ
ピ
ー
の
文
体
に
ま
ど
わ
さ
れ
ず
、

「
注
８

キ
ャ
ッ
チ
ー
」
で
あ
る
こ
と
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
ず
、
そ
う
し
た
こ
と
を
や
っ
て
み
る
の
が
大
事
だ
。

(

今
野
真
二
『
う
つ
り
ゆ
く
日
本
語
を
よ
む―

こ
と
ば
が
壊
れ
る
前
に
』〈
岩
波
書
店
〉
よ
り)

注
１
・
喧
伝…

…

盛
ん
に
い
い
ふ
ら
す
こ
と
。

注
２
・
黄
版…

…

岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
新
書
の
う
ち
、
一
九
七
七
年
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
。

注
３
・
青
版…

…

岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
新
書
の
う
ち
、
一
九
四
九
年
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
。

注
４
・
反
証
可
能
性…

…

あ
る
理
論
が
、
実
験
や
観
察
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
り
批
判
さ
れ
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

注
５
・
截
然…

…

は
っ
き
り
し
て
い
る
さ
ま
。

注
６
・
要
諦…

…

最
も
大
切
な
と
こ
ろ
。

注
７
・
コ
ピ
ー…

…

広
告
文
、
宣
伝
文
、
見
出
し
。

注
８
・
キ
ャ
ッ
チ
ー…

…

人
気
が
得
ら
れ
そ
う
で
あ
る
こ
と
。

問
一
、

1

～

4

に
入
る
こ
と
ば
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。(

た
だ
し
、
同
じ
も
の

は
使
え
な
い
。)

ア
、
そ
こ
で

イ
、
例
え
ば

ウ
、
ま
た

エ
、
し
た
が
っ
て

オ
、
で
は

カ
、
な
ぜ
な
ら
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HJ 2月10日

問
九
、
傍
線
部
⑤
「
伝
統
的
な
和
歌
、
俳
諧
、
現
代
の
短
歌
、
俳
句
、
現
代
詩
」
と
あ
る
が
、
筆
者
の
考
え
る
、
こ
れ
ら
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
と
し
て

適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

１
、
作
者
が
自
分
の
感
情
を
ど
の
よ
う
に
言
語
で
表
現
し
て
い
る
か
を
作
品
か
ら
つ
か
も
う
と
す
る
こ
と
で
、
言
語
の
機
能
に
気
づ
け
る
。

２
、
書
き
こ
と
ば
で
感
情
や
感
覚
を
言
語
化
で
き
る
と
実
感
す
る
こ
と
で
、「
詩
的
言
語
」
を
ひ
と
と
お
り
「
鑑
賞
」
し
て
楽
し
む
こ
と
が
で

き
る
。

３
、「
非
あ
り
の
ま
ま
言
語
化
」
や
「
情
報
」
を
圧
縮
し
た
表
現
が
あ
る
と
い
う
特
徴
を
知
る
こ
と
で
、
短
歌
や
俳
句
な
ど
を
作
れ
る
よ
う
に

な
る
。

４
、
自
分
の
感
情
を
言
語
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
言
語
量
に
制
限
の
あ
る
定
型
詩
の
お
も
し
ろ
さ
が
分
か
る
。

５
、
こ
と
が
ら
情
報
の
中
に
「
感
情
情
報
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
中
で
、「
純
度
」
の
た
か
い
「
感
情
情
報
」
を
読
み
取
れ
る
。

問
十
、《

A

》
に
入
る
こ
と
ば
を
、
五
字
で
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
十
一
、
本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

１
、
専
門
外
の
「
学
術
書
」
か
ら
学
ぶ
と
い
う
経
験
を
し
て
こ
な
か
っ
た
筆
者
は
、
自
戒
を
込
め
て
学
び
方
を
詳
細
に
伝
え
て
い
る
。

２
、
大
学
生
に
と
っ
て
、「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と
ば
」
を
身
に
つ
け
る
に
は
、
自
分
の
専
門
外
の
「
学
術
書
」
を
読
む
の
が
も
っ
と
も
よ
い
。

３
、「
古
典
」
を
読
む
に
あ
た
り
、「
書
き
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
作
品
が
ど
れ
だ
け
時
空
を
超
え
た
も
の
か
を
感
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

４
、『
源
氏
物
語
』
を
学
ぶ
こ
と
は
就
職
活
動
で
役
に
は
立
た
な
い
が
、
学
問
に
励
ん
で
い
る
こ
と
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

５
、「
詩
的
言
語
」
を
扱
わ
な
い
人
で
も
「
詩
的
言
語
」
を
丁
寧
に
読
ん
で
み
る
こ
と
で
、
自
身
の
言
語
運
用
能
力
を
理
解
す
る
の
が
大
切
だ
。

６
、「
こ
と
が
ら
情
報
」
と
「
感
情
情
報
」
は
明
確
に
分
け
ら
れ
な
い
の
で
、
伝
え
た
い
「
情
報
」
は
常
に
正
確
に
伝
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。

７
、「
今
、
こ
こ
」
を
意
識
す
る
こ
と
で
、「
カ
ウ
ン
タ
ー
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
や
「
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
の
重
要
性
を
深
く
理
解
で
き
る
。

─ 19 ─

HJ 2月10日

問
五
、
傍
線
部
①
「
そ
う
い
う
場
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
場
の
こ
と
か
。「
～
場
。」
に
続
く
よ
う
に
文
中
の
こ
と
ば
を
二
十
字
で
抜
き
出
し
な
さ

い
。

問
六
、
傍
線
部
②
「
新
書
や
選
書
」
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
適
切
で
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

１
、
か
つ
て
と
比
較
す
る
と
、
現
在
は
わ
か
り
や
す
い
と
い
う
点
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

２
、
大
学
の
一
般
教
育
の
授
業
の
役
割
を
大
学
外
で
も
果
た
せ
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

３
、
日
常
の
こ
と
ば
と
論
文
上
の
書
き
こ
と
ば
の
中
間
の
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
た
。

４
、
新
鮮
な
内
容
を
な
る
べ
く
多
く
扱
う
た
め
に
、
以
前
は
難
解
な
内
容
も
平
易
に
な
っ
て
い
た
。

５
、
書
き
こ
と
ば
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
に
読
む
と
よ
い
も
の
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
。

問
七
、
傍
線
部
③
「
現
代
の
日
本
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
」
と
あ
る
が
、
こ
の
意
義
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
あ
る
か
を
説
明
し

た
次
の
文
の
空
欄
【

1

】
・
【

2

】
に
入
る
こ
と
ば
を
、
【

1

】
は
十
字
で
、
【

2

】
は
三
字
で
そ
れ
ぞ
れ
文
中
か
ら
抜
き
出
し

な
さ
い
。

【

1

】
の
存
在
を
認
識
し
た
り
、「
歴
史
」
を
意
識
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
現
代
日
本
語
や
自
分
の
価
値
観
を

【

2

】
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

問
八
、
傍
線
部
④
「
自
身
が
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
経
験
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
つ
も
意
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
」
と
あ
る

が
、
こ
の
意
識
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
つ
な
が
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
か
。
文
中
の
こ
と
ば
を
用
い
て
四
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。
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HJ 2月10日

問
九
、
傍
線
部
⑤
「
伝
統
的
な
和
歌
、
俳
諧
、
現
代
の
短
歌
、
俳
句
、
現
代
詩
」
と
あ
る
が
、
筆
者
の
考
え
る
、
こ
れ
ら
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
と
し
て

適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

１
、
作
者
が
自
分
の
感
情
を
ど
の
よ
う
に
言
語
で
表
現
し
て
い
る
か
を
作
品
か
ら
つ
か
も
う
と
す
る
こ
と
で
、
言
語
の
機
能
に
気
づ
け
る
。

２
、
書
き
こ
と
ば
で
感
情
や
感
覚
を
言
語
化
で
き
る
と
実
感
す
る
こ
と
で
、「
詩
的
言
語
」
を
ひ
と
と
お
り
「
鑑
賞
」
し
て
楽
し
む
こ
と
が
で

き
る
。

３
、「
非
あ
り
の
ま
ま
言
語
化
」
や
「
情
報
」
を
圧
縮
し
た
表
現
が
あ
る
と
い
う
特
徴
を
知
る
こ
と
で
、
短
歌
や
俳
句
な
ど
を
作
れ
る
よ
う
に

な
る
。

４
、
自
分
の
感
情
を
言
語
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
言
語
量
に
制
限
の
あ
る
定
型
詩
の
お
も
し
ろ
さ
が
分
か
る
。

５
、
こ
と
が
ら
情
報
の
中
に
「
感
情
情
報
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
中
で
、「
純
度
」
の
た
か
い
「
感
情
情
報
」
を
読
み
取
れ
る
。

問
十
、《

A

》
に
入
る
こ
と
ば
を
、
五
字
で
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
十
一
、
本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

１
、
専
門
外
の
「
学
術
書
」
か
ら
学
ぶ
と
い
う
経
験
を
し
て
こ
な
か
っ
た
筆
者
は
、
自
戒
を
込
め
て
学
び
方
を
詳
細
に
伝
え
て
い
る
。

２
、
大
学
生
に
と
っ
て
、「
ハ
ー
ド
な
書
き
こ
と
ば
」
を
身
に
つ
け
る
に
は
、
自
分
の
専
門
外
の
「
学
術
書
」
を
読
む
の
が
も
っ
と
も
よ
い
。

３
、「
古
典
」
を
読
む
に
あ
た
り
、「
書
き
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
作
品
が
ど
れ
だ
け
時
空
を
超
え
た
も
の
か
を
感
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

４
、『
源
氏
物
語
』
を
学
ぶ
こ
と
は
就
職
活
動
で
役
に
は
立
た
な
い
が
、
学
問
に
励
ん
で
い
る
こ
と
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

５
、「
詩
的
言
語
」
を
扱
わ
な
い
人
で
も
「
詩
的
言
語
」
を
丁
寧
に
読
ん
で
み
る
こ
と
で
、
自
身
の
言
語
運
用
能
力
を
理
解
す
る
の
が
大
切
だ
。

６
、「
こ
と
が
ら
情
報
」
と
「
感
情
情
報
」
は
明
確
に
分
け
ら
れ
な
い
の
で
、
伝
え
た
い
「
情
報
」
は
常
に
正
確
に
伝
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。

７
、「
今
、
こ
こ
」
を
意
識
す
る
こ
と
で
、「
カ
ウ
ン
タ
ー
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
や
「
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
の
重
要
性
を
深
く
理
解
で
き
る
。

─ 19 ─

HJ 2月10日

問
五
、
傍
線
部
①
「
そ
う
い
う
場
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
場
の
こ
と
か
。「
～
場
。」
に
続
く
よ
う
に
文
中
の
こ
と
ば
を
二
十
字
で
抜
き
出
し
な
さ

い
。

問
六
、
傍
線
部
②
「
新
書
や
選
書
」
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
適
切
で
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

１
、
か
つ
て
と
比
較
す
る
と
、
現
在
は
わ
か
り
や
す
い
と
い
う
点
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

２
、
大
学
の
一
般
教
育
の
授
業
の
役
割
を
大
学
外
で
も
果
た
せ
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

３
、
日
常
の
こ
と
ば
と
論
文
上
の
書
き
こ
と
ば
の
中
間
の
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
た
。

４
、
新
鮮
な
内
容
を
な
る
べ
く
多
く
扱
う
た
め
に
、
以
前
は
難
解
な
内
容
も
平
易
に
な
っ
て
い
た
。

５
、
書
き
こ
と
ば
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
に
読
む
と
よ
い
も
の
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
。

問
七
、
傍
線
部
③
「
現
代
の
日
本
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
」
と
あ
る
が
、
こ
の
意
義
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
あ
る
か
を
説
明
し

た
次
の
文
の
空
欄
【

1

】
・
【

2

】
に
入
る
こ
と
ば
を
、
【

1

】
は
十
字
で
、
【

2

】
は
三
字
で
そ
れ
ぞ
れ
文
中
か
ら
抜
き
出
し

な
さ
い
。

【

1

】
の
存
在
を
認
識
し
た
り
、「
歴
史
」
を
意
識
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
現
代
日
本
語
や
自
分
の
価
値
観
を

【

2

】
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

問
八
、
傍
線
部
④
「
自
身
が
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
経
験
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
つ
も
意
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
」
と
あ
る

が
、
こ
の
意
識
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
つ
な
が
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
か
。
文
中
の
こ
と
ば
を
用
い
て
四
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。
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