
こ
ん
に
ち
は
。
総
合
文
化
学
科
の
鈴
木
と
申
し
ま
す
。
今
日
は
ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
簡
単
に
自

己
紹
介
し
ま
す
と
、
私
は
愛
知
県
豊
田
市
と
い
う
と
こ
ろ
の
出
身
で
す
。
地
元
の
方
言
は
三
河
弁
と
い
う
言
葉
に
な
り
ま

す
。
有
名
ど
こ
ろ
で
言
う
と
、
徳
川
家
康
で
す
ね
。
徳
川
家
康
の
出
身
が
愛
知
県
岡
崎
市
と
言
い
ま
し
て
、
私
の
出
身
地

の
南
に
隣
接
し
て
い
る
市
で
す
け
れ
ど
も
、
徳
川
家
康
と
同
じ
方
言
に
な
り
ま
す
。
大
学
は
名
古
屋
に
行
き
ま
し
て
、
名

古
屋
弁
に
も
し
ば
ら
く
、
十
年
以
上
触
れ
て
い
ま
し
て
‘

-―
一
年
前
に
縁
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
ち
ら
、
西
宮
に
来
ま
し
た
。

で
す
の
で
、

今
日
は
関
西
弁
に
つ
い
て
お
話
す
る
ん
で
す
が
、
関
西
弁
、
実
は
私
し
ゃ
べ
れ
な
い
ん
で
す
ね
。
た
だ

一
応、

解
説
は
で
き
ま
す
の
で
。
あ
と
、
関
西
人
で
は
な
い
視
点
か
ら
見
た
関
西
弁
の
難
し
さ
に
つ
い
て
も
お
話
で
き
た
ら
な
と
。

今
日
お
越
し
の
方
に
お
聞
し
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

「私
は
関
西
弁
を
し
ゃ
べ
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
方
は
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
か
。
お
二
人
。
そ
う
で
す
か
。
そ
れ
以
外
は
皆
さ
ん
、
関
西
弁
で
す
ね
。
関
西
弁
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま

す
。
大
阪
の
関
西
弁
と
神
戸
の
関
西
弁
。
そ
れ
か
ら
姫
路
の
関
西
弁
、
和
歌
山
、
奈
良
、
滋
賀
の
関
西
弁
と
全
然
違
い
ま

す
か
ら
ね
。
ち
な
み
に
、
ご
主
人
は
ど
ち
ら
で
す
か
。

な
ぜ
関
西
弁
は
人
々
を
魅
了
す
る
の
か
？

第
七
回
平
成
二
十
八
（
二

0
ニ
ハ
）
年
十
一
月
十
九
日

鈴

木

基

伸

（
す
す
き
•
も
と
の
ぶ
）
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聴
講
生
:大
阪
市
。

鈴
木
:
大
阪
。
い
い
で
す
ね
、
大
阪
。
こ
ち
ら
の
方
は
ど
ち
ら
で
す
か
。

聴
講
生
二
只
都
。

鈴
木
~
京
都

。

素
晴
ら
し
い
で
す
ね

。

こ
ち
ら
の
方
は

。

聴
講
生
；
西
宮。

鈴
木

；
西
宮。

な
る
ほ
ど
。
今
大
阪
、
京
都
、
西
宮
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
似
て
い
る
よ
う
で

全
然
違
う
関
西
弁
を
話
し
ま
す
ね
。
ま
た
大
阪
の
中
で
も
、
摂
津
、
河
内
、
和
泉
で
全
然
違
い
ま
す
。

今
日
の
メ
イ
ン
に
な
る
の
は
、
関
西
弁
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
つ
い
て
で
す
。
あ
と
で
こ
れ
を
使
っ
て
や
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
木
琴
で
す
。
弾
け
な
い
で
す
け
れ
ど
（
笑
）
。
な
ぜ
木
琴
を
持
っ
て
き
た
か
と
い
う
と
、
関
西
弁
の
難
し
さ
は
、
語
尾

の、

「ー
ち
ゃ
う
」
と
か
、

「
1
で
す
が
な
」
と
か
、

「と
て
も
」
の
こ
と
を

「め
っ
ち
ゃ
」
と
か
言
う
と
か
、
そ
う
い
う
語
彙

的
な
こ
と
よ
り
も
、
ア
ク
セ
ン
ト
が
実
は
難
し
い
ん
で
す
ね
。
ア
ク
セ
ン
ト
と
は
、

音
の
高
さ
、
低
さ
の
こ
と
で
す
け
れ

ど
も
、
そ
の
音
の
古
向
さ
、
低
さ
を
、
あ
と
で
、
こ
の
木
琴
を
使
っ
て
や
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
関
西
弁
ク
イ
ズ
も
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
、
関
西
弁
を
話
す
人
で
も
み
ん
な
間
違
え
る
ん
で
す
よ
。

で
は
、
さ
っ
そ
く
始
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
今
日
の
テ
ー
マ

「関
西
弁
は
な
ぜ

ひ
と
び
と
を
魅
了
す
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
関
西
弁
は
人
気
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
ろ
し
い
で
す
か

ね
。
テ
レ
ビ
を
つ
け
れ
ば
、
関
西
弁
を
聞
か
な
い
日
は
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
関
西
弁
と
言
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え
ば
、
お
笑
い
で
す
ね
。
テ
レ
ビ
と
言
え
ば
、
お
笑
い
芸
人
な
わ
け
で
す
ね
。
お
笑
い
芸
人
と
言
う
と
、
地
位
が
低
い
よ

う
に
聞
こ
え
ま
す
け
れ
ど
も
、

今
の
テ
レ
ビ
業
界
、
マ
ス
コ
ミ
業
界
を
牛
耳
っ
て
い
る
の
は
、
お
笑
い
芸
人
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
お
笑
い
芸
人
は
司
会
を
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
司
会
を
す
る
か
ら
、
番
組
を

回
す
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、

参
加
者
全
員
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
お
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
し
、
そ
れ
か
ら
ひ
な
壇
と
い
っ

て
、
司
会
者
の
横
に
い
る
、

立
っ
て
ガ
イ
ド
と
か
す
る
と
い
う
役
割
の
人
も
い
ま
す
し
、
お
笑
い
芸
人
が
い
て
、
ア
イ
ド

ル
が
い
て
、
あ
と
俳
優
が
い
る
。
俳
優
は
、
ド
ラ
マ
と
か
に
出
て
い
る
。
じ
や
あ
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
は
誰
が
や
る
か
と
い
う

と
、
お
笑
い
芸
人
な
わ
け
で
す
か
ら
。
お
笑
い
芸
人
が
話
し
た
こ
と
が
流
行
語
に
な
っ
た
り
、
お
笑
い
芸
人
が
し
ゃ
べ
っ

た
こ
と
が
ニ
ュ

ー
ス
に
な
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
な
の
で
、
お
笑
い
芸
人
の
地
位
は
、

実
は
非
常
に
高
い
わ
け
で
す
が
、

そ
の
お
笑
い
芸
人
の
中
で
も
、
や
っ
ぱ
り
、
最
も
地
位
の
高
い
の
が
吉
本
の
芸
人
な
わ
け
で
す
。

吉
本
芸
人
が
話
す
関
西
弁
、
そ
の
関
西
弁
は
非
常
に
人
気
が
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
ま
た
実
際、

「ど
ん
な

方
言
が
好
き
で
す
か
」
と
い
う
と
、
だ
い
た
い
上
位
に
関
西
弁
が
き
ま
す
。
関
西
弁
と
か
、
あ
と
広
島
弁
と
か
、
博
多
弁
も

人
気
で
す
。
特
に
関
西
の
人
、
私
の
授
業
を
取
っ
て
い
る
学
生
に
聞
く
と
、

「自
分
は
関
西
弁
を
し
ゃ
べ
る
の
で
関
西
弁
が

好
き
」
で
す
け
れ
ど
も
、

「そ
れ
以
外
で
ど
ん
な
方
言
が
好
き
で
す
か
」
と
聞
く
と
、
だ
い
た
い
広
島
弁
か
博
多
弁
と
言
い
ま

す
ね
。
残
念
な
が
ら
、

三
河
弁
と
か
名
古
屋
弁
が
好
き
と
い
う
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
悲
し
い
で
す
ね
。
と
い
う
こ
と

で
関
西
弁
は
非
常
に
人
気
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
で
は
、
な
ぜ
関
西
弁
が
そ
こ
ま
で
人
気
が
あ
る
の
か
を
、
今
日

ご
説
明
で
き
た
ら
な
と
思
い
ま
す
。
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で
は
具
体
的
に
ア
ク
セ
ン
ト
の
話
に
入
る
前
に
、
関
西
弁
と
は
ど
ん
な
も
の
か
を
、
ま
ず
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

関
西
方
言
が
話
さ
れ
て
い
る
の
は
、
二
府
四
県
プ
ラ
ス
―
―
一軍
県
で
す
ね
。
京
都
、
大
阪
、
滋
賀
、
奈
良
、
兵
庫
、
和
歌
山
、

プ
ラ
ス
――
一軍
。
こ
う
い
う
話
を
す
る
時
に
、

一二
軍
は
東
海
三
県
と
関
西
の
挟
間
に
あ
る
の
で
、
非
常
に
か
わ
い
そ
う
な
士

地
で
す
よ
ね
。
関
西
弁
に
近
い
言
葉
を
話
す
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
関
西
の
人
か
ら
は

「ち
ょ
っ
と
、
お
前
、

違
う
だ
ろ
う
」

と
言
わ
れ
る
し
、
東
海
の
人
か
ら
は

「関
西
弁
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
か
ら
、

関
西
の
人
だ
よ
ね
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

一
応
‘
-
―
一軍
県
も
関
西
弁
を
し
ゃ
べ
る
地
域
と
し
て
含
め
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
関
西
弁
の
地
位
の
変
遷
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
ご
存
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
関
西
弁
は
上
方
語
と
も
呼

ば
れ
ま
す
。
上
方
漫
才
と
か
上
方
落
語
な
ん
て
言
っ
た
り
し
ま
す
よ
ね
。
言
葉
と
い
う
の
は
、

実
は
、
上
下
関
係
と
い
う

か
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
い
う
か
、
強
い
弱
い
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
世
界
で
一
番
強
い
言
語
と
言
え
ば
、
当
然
、

英
語
で
す

ね
。
方
―
＝
口
の
中
に
も
実
は
上
下
関
係
が
あ
り
ま
し
て
、
京
都
、
大
阪
で
話
さ
れ
て
い
る
言
葉
は
上
方
語
と
呼
ば
れ
、
他
の

方
言
に
く
ら
べ
地
位
が
高
か
っ
た
と
言
え
ま
す
。
江
戸
時
代
の
江
戸
、
つ
ま
り
今
の
東
京
で
は
、

当
時
徳
川
家
康
率
い
る

三
河
の
武
士
団
が
話
す
一
云
一河
弁
、
地
元
の
人
が
話
す
関
東
の
方
言
、
そ
れ
か
ら
お
公
家
さ
ん
な
ど
が
話
す
上
方
語
が
入
り

混
じ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
最
も
地
位
が
高
か
っ
た
の
が
上
方
語
で
す
。
歴
史
と
文
化
を
持
つ
こ
と
ば
が
強
い
ん

で
す
ね
、
や
っ
ぱ
り
。

一
番
上
に
上
方
語
が
あ
っ
て
、
そ
の
下
に一云
一河
弁
と
か
、
関
東
の
方
言
と
い
う
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が

形
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
明
治
に
な
っ
て
、

な
り
下
が
り
ま
す
。

標
準
語
が
設
定
さ
れ
ま
す
。
標
準
語
が
設
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

上
方
語
が

一
方
言
に

代
わ
り
に
、
東
京
方
言
、
正
確
に
は
山
の
手
言
葉
が
標
準
語
に
設
定
さ
れ
ま
す
。
で
す
の
で
、
江
戸
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時
代
は
古
向
い
威
信
を
誇
っ
て
い
た
上
方
語
で
す
け
れ
ど
も
、
明
治
以
降
に
は
一
方
言
と
成
り
下
が
り
、
あ
る
種
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
化
さ
れ
ま
し
た
。
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
あ
る
程
度
の
イ
メ
ー
ジ
が
植
え
つ
け
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
で
は
、
そ
の
関
西
方
言
に
は
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
か
を
、
レ
ジ
ュ
メ
の
第
二
節
で
見
て
も
ら
い
た

い
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
、

『パ
ー
マ
ン
』
っ
て
ご
存
じ
で
す
か
。
藤
子

・
F
・
不
二
雄
先
生
が
描
い
た

『パ
ー
マ
ン
』
と
い
う
漫
画
が
あ

る
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
も
な
り
ま
し
た
。
主
人
公
の
パ
ー
マ
ン
は
小
学
生
で
す
け
れ
ど
も
、
パ
ー

マ
ン
に
な
れ
る
帽
子
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
か
ぶ
る
と
特
殊
な
能
力
が
発
揮
さ
れ
て
、

空
を
飛
べ
た
り
、
悪
い
や
つ
を

倒
し
た
り
す
る
ん
で
す
け
ど
。
パ
ー
マ
ン
、
パ
ー
子
、
そ
れ
か
ら
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
ブ
ー
ビ
ー
と
い
う
キ
ャ
ラ
が
い
ま
す
。

さ
ら
に
ち
ょ
っ
と
太
っ
ち
ょ
の
パ
ー
や
ん
と
い
う
キ
ャ
ラ
も
い
ま
す
。
こ
の
パ
ー
や
ん
が
実
は
関
西
人
な
ん
で
す
。
パ
ー

ゃ
ん
は
、
ど
ん
な
人
物
か
と
い
う
と
、
結
構
、
ひ
ど
い
人
物
で
し
て
、
パ
ー
マ
ン
が
怒
っ
て
ま
す
ね
。「
パ
ー
マ
ン
の
つ
と

め
を
な
ん
と
思
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
力
は
正
義
を
守
る
た
め
も
の
だ
ぞ
」
と
言
っ
て
る
の
で
、
た
ぶ
ん
、
パ
ー
や
ん
は
そ

の
力
を
正
義
を
守
る
た
め
じ
ゃ
な
い
目
的
で
使
お
う
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、

「正
義
は
ち
ゃ
ん
と
守
っ
て
る

が
な
。
そ
の
合
間
に
ち
ょ
っ
と
ア
ル
バ
イ
ト
し
と
る
だ
け
や
。
正
義
だ
け
で
は
も
う
か
ら
ん
よ
っ
て
な
、
ア
ハ
ハ
ハ
」「
い

や
あ
ね
ぇ
」
と
い
う
ふ
う
に
、
パ
ー
子
か
ら

「
い
や
あ
ね
ぇ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
言
う
パ
ー
や
ん
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
は
、
ど
ん
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

聴
講
生
；
お
金
儲
け
を
：
・
：
・
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鈴
木
こ
て
う
で
す
ね
。
お
金
儲
け
を
し
よ
う
。「
正
義
だ
け
で
は
も
う
か
ら
ん
よ
っ
て
な
」
っ

て
言
っ
て
ま
す
か
ら
、
お

金
儲
け
を
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
本
来
の
目
的
で
は
な
い
こ
と
に
使
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
パ
ー
子
に
「
い
や
あ

ね
ぇ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
し
、
パ
ー
マ
ン
に
も
怒
ら
れ
て
い
る
。

レ
ジ
ュ
メ
に
は
、
関
西
弁
が
、

「あ
る
種
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
関
西
弁
が

一
方
言
に

な
り
下
が
っ
た
時
に
、
そ
の
他
の
方
言
と
同
じ
横
並
び
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
し
て
、
関
西
弁
は

関
西
弁
で
独
特
の
地
位
を
築
き
あ
げ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ど
う
い
う
地
位
か
と
言
う
と
、
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
関
西
人
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
関
西
弁
を
話
す
だ
け
で
、
こ
れ
は
こ
う
い
う
キ
ャ
ラ
な
ん
だ

き
ん
す
い
さ
と
し

と
い
う
イ
メ
）
ジ
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
金
水
敏
先
生
と
い
う
大
阪
大
学
の
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ

の
先
生
が
ご
自
身
の
本
の
中
で
、
関
西
人
キ
ャ
ラ
の
特
徴
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

笑
わ
せ
好
き
、
お
し
ゃ
べ
り
好
き
、
お
笑
い
好
き
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
け
ち
、
守
銭
奴
。
そ
れ
か
ら
食
通
、

食
い
し
ん
坊
。
そ
れ
か
ら
、
派
手
好
き
。
そ
う
で
す
ね
。
大
阪
の
お
ば
ち
ゃ
ん
と
言
う
と
、
（
胸
の
あ
た
り
を
指
さ
し
）
こ

の
へ
ん
に
動
物
園
に
い
る
よ
う
な
ト
ラ
だ
の
、
ヒ
ョ
ウ
だ
の
が
い
て
、
ヒ
ョ
ウ
柄
が
好
き
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
か
ら
、
好

色
、
下
品
。
ど
根
性
。
や
く
ざ
、
暴
力
団
、
こ
わ
い
。
こ
れ
、
私
が
言
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
金
水
先
生
が
言
っ

て
い
る
ん
で
す
か
ら
ね
（
笑
）
。
金
水
先
生
が
関
西
人
キ
ャ
ラ
の
特
徴
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
こ
う
い
う
特
徴
が
見
つ
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
関
西
の
人
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
と
か
、

実
際
に
そ
う
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
ん

で
す
ね
。
こ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
際
に
、
じ
や
あ
全
然
違
う
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い

わ
け
で
す
か
ら
、
あ
る
程
度
、
的
を
射
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
関
西
の
人
が
全
員
お
も
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し
ろ
い
と
か
、
関
西
の
人
が
全
員
派
手
か
と
か
、
関
西
の
人
が
全
員
食
通
か
と
い
う
わ
け
で
は
、
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
相
対
的
に
そ
う
い
う
人
が
多
い
と
。
そ
う
い
う
特
徴
が
関
西
弁
を
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
キ
ャ
ラ
付
け
が
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
関
西
弁
を
し
ゃ
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
ど
う

い
う
人
間
か
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

「関
西
弁
を
話
す
」
と
い
う
こ
と
が
記
号
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
世
の
中
に
あ
る
も
の
は
、

全
て
記
号
で
あ
る
と
も
言
え
ま
す
が
、
例
え
ば
、

矢
印
で
す
ね
。
道
を
歩
い
て
い
て
、
目

の
前
に
こ
う
い
う
、
こ
こ
へ
来
る
時
に
も
矢
印
が
描
い
て
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

矢
印
が
あ
っ
た
ら
、
そ
っ
ち
に
行
け

と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
ト
イ
レ
も
こ
う
い
う
絵
が
描
い
て
あ
っ
た
ら
、
こ
れ
は
女
で
は
な
く
て
男
と
か
、
そ
れ
か
ら
文

字
も
記
号
で
す
。
記
号
は
表
す
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
意
味
が
付
随
し
て
い
ま
す
。
関
西
弁
を
話
す
こ
と
そ
の
も
の
が

記
号
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
実
は
す
ご
い
こ
と
で
す
。
関
西
弁
以
外
で
そ
の
言
葉
を
話
し
た
と
し
て
も
、
ど
う
い
う
人
か

と
い
う
の
は
、
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
名
古
屋
弁
を
話
し
た
り
、
岡
山
弁
を
話
し
た
り
、
広
島
弁
を
話
し
た
と
し
て
も
、

そ
の
人
が
ど
う
い
う
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
る
か
は
伝
わ
り
に
く
い
わ
け
で
す
。
広
島
弁
は
、
ち
ょ
っ
と
、
や
く

ざ
か
な
と
、
ち
ょ
っ
と
こ
わ
い
か
な
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
の
方
言
が
意
味
づ
け
を
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の
関
西
弁
が
記
号
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ
け
関
西
弁
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
と
い
う
か
、
人
気
の
象
徴
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

さ
ら
に
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
映
画
で
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
主
人
公
が
い
ま
し
て
、
そ
の
ラ
イ
バ
ル
み
た
い
な
人
が

い
ま
す
よ
ね
。
主
人
公
は
、
何
弁
で
話
す
と
思
い
ま
す
か
。
何
で
も
い
い
ん
で
す
け
ど
、
ラ
ジ
オ
と
か
、
テ
レ
ビ
と
か
、
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何
弁
で
話
す
で
し
ょ
う
か
。

映
画
に
出
て
く
る
主
人
公
は
、

聴
講
生
五
因
西
弁
。

鈴
木
こ
て
う
で
す
ね
、
た
し
か
に
関
西
弁
を
話
す
主
人
公
も
い
ま
す
。
し
か
し
、

し
ま
す
。
な
ぜ
、
標
準
語
で
話
す
と
思
い
ま
す
か
。

聴
講
生
：
み
ん
な
に
わ
か
る
よ
う
に
。

鈴
木
こ
て
う
で
す
よ
ね
。
み
ん
な
に
わ
か
る
よ
う
に
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
主
人
公
に
感
情
移
入
で
き
な

い
と
い
け
な
い
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
貧
し
い
主
人
公
が

一
生
懸
命
働
い
て
出
世
し
て
い
く
と
い
う
ド
ラ
マ

が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
過
程
に
感
情
移
入
で
き
な
け
れ
ば
お
も
し
ろ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、

主
人
公
と
い
う
の
は

あ
る
意
味

「無
色
」
じ
ゃ
な
い
と
い
け
な
い
ん
で
す
。
も
の
す
ご
い
特
殊
な
キ
ャ
ラ
が
付
け
が
さ
れ
て
い
た
ら
、
そ
れ
は
感

情
移
入
で
き
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
N
H
K
の
テ
レ
ビ
小
説
は
、
舞
台
に
よ
っ
て
関
西
弁
を
話
し
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
も
、

普
通
の
夜
九
時
、
十
時
に
や
っ
て
い
る
テ
レ
ビ
だ
っ
た
ら
、
主
人
公
は
、
普
通
は
標
準
語
で
す
。
ラ
イ
バ
ル
、
脇
役
に
は

関
西
弁
を
使
う
人
が
結
構
出
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
皆
さ
ん
は
見
な
い
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

『名
探
偵
コ
ナ
ン
』
と

い
う
ア
ニ
メ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
コ
ナ
ン
は
標
準
語
で
話
す
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
コ
ナ
ン
の
ラ
イ
バ
ル
に
服
部
平
次

と
い
う
関
西
弁
を
話
す
キ
ャ
ラ
が
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
も
、

主
人
公
は
東
京
方
言
だ
け
れ
ど
も
、
脇
役
に
関
西
弁
を
話

す
キ
ャ
ラ
は
結
構
い
ま
す
。
で
は
、
こ
の
脇
役
の
関
西
弁
キ
ャ
ラ
は
何
を
す
る
か
と
い
う
と
、
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
な
特

徴
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。

『ド
カ
ベ
ン
』
の
岩
鬼
は
、
ど
根
性
キ
ャ
ラ
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
女
好
き
で
あ
っ
た
り
、

パ
ー
や
ん
の
正
義
の
味
方
な
の
に
金
儲
け
が
好
き
と
か
、
そ
う
い
う
主
人
公
の
役
割
が
陽
で
あ
っ
た
ら
、
関
西
弁
を
し
ゃ

一
般
的
に
は
主
人
公
は
標
準
語
で
話
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べ
る
ラ
イ
バ
ル
は
陰
の
役
割
で
す
ね
。
陰
が
あ
っ
て
、
陽
が
あ
る
。
陽
の
部
分
は
主
人
公
が
担
当
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

陰
の
部
分
は
関
西
弁
キ
ャ
ラ
が
担
っ
て
い
る
。
さ
っ
き
も
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
主
人
公
は
あ
る
程
度
、
感
情
移
入
で

き
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
無
色
透
明
の
標
準
語
を
話
し
て
、
清
廉
潔
白
で
嘘
を
つ
か
ず
に
、
イ
ケ
メ
ン
・

美
人
で
、
周
り

か
ら
好
か
れ
て
と
い
う
役
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
あ
る
程
度
感
情
移
入
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
人
間
本
来
の

全
て
を
表
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
で
す
よ
ね
。
誰
し
も
が
金
儲
け
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
し
、
誰
し
も
が

い
い
思
い
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
し
、
誰
し
も
が
嘘
を
つ
い
た
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
し
、
誰
し
も
が
人
を

妬
む
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
。
だ
か
ら
、

主
人
公
で
表
せ
な
い
人
間
の
陰
の
部
分
を
表
す
人
が
、
必
ず
必
要
に
な
っ
て

く
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
専
門
用
語
で

「ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
」
と
言
い
ま
す
。

レ
ジ
ュ
メ
の
第
一二
節
を
見
て
く
だ
さ
い
。
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
は
、

「原
始
民
族
の
神
話
な
ど
に
登
場
す
る
、
詐
術
や
い
た

ず
ら
で
秩
序
を
乱
す
神
話
的
形
象
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
神
様
に
ち
ょ
っ
か
い
を
出
す
人
み
た
い
な
も
の
で
す
ね
。
ま

さ
に
こ
れ
が
、
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
と
言
え
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
主
人
公
の
周
り
に
い
て
、

主
人
公
が
言
う
こ
と
が
で
き

な
い
嘘
だ
と
か
、
金
に
汚
い
部
分
だ
と
か
、
女
好
き
な
部
分
だ
と
か
、
暴
力
的
な
部
分
を
、
こ
の
人
が
表
す
わ
け
で
す
ね
。

陰
と
陽
の
部
分
が
合
体
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
深
み
の
あ
る
ド
ラ
マ
、
映
画
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ

の
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
が
い
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
ド
ラ
マ
は
な
ん
に
も
お
も
し
ろ
く
な
い
ん
で
す
ね
。
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
と

い
う
役
割
を
担
う
関
西
人
キ
ャ
ラ
が
あ
っ
て
初
め
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
深
み
が
出
て
く
る
と
言
え
ま
す
。
主
人
公
が
言
え

な
い
こ
と
を
関
西
弁
キ
ャ
ラ
が
代
弁
す
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
見
て
、
我
々
は
、
胸
の
す
く
思
い
を
す
る
わ
け
で
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
話
を

一
旦
ま
と
め
る
と
、
か
つ
て
上
方
語
で
あ
っ
た
関
西
弁
は
明
治
に
な
り
一
方
言
に

-179-



な
り
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
勢
力
が
弱
ま
ら
ず
に
、
あ
る
一
定
の
役
割
を
持
っ
て
メ
デ
ィ
ア
で
登

場
し
続
け
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

で
は
、
第
四
節
を
見
て
く
だ
さ
い
。
ち
ょ
っ
と
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の
方
は
ご
出
身
は

ど
ち
ら
で
す
か
。

聴
講
生
二
東
京
。

鈴
木
二
東
京
。
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。
す
み
ま
せ
ん
。
私
何
で
も
素
晴
ら
し
い
と
言
う
癖
が
あ
り
ま
し
て
。
で
は
、
こ

こ
に
、

「う
ど
ん
、
う
な
ぎ
、
う
ま
い
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
読
ん
で
も
ら
っ
て
い
い

で
す
か
。
読
む
だ
け
い
い
で
す
。

聴
講
生
ご
つ
ど
ん
、
う
な
ぎ
、
う
ま
い
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
。

鈴
木
函
糸
晴
ら
し
い
で
す
ね
。
じ
や
あ
、
京
都
の
方
で
す
ね
。
こ
の
、

「う
ど
ん
、
う
な
ぎ
、
う
ま
い
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
」
を
。

聴
講
生
二
つ
ど
ん
、
う
な
ぎ
、
う
ま
い
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
。

鈴
木

;
案
晴
ら
し
い
で
す
ね
。
私
の
目
か
ら
見
え
た
ん
で
す
け
ど
、
皆
さ
ん
に
見
え
に
く
い
と
思
う
の
で
、
お
二
人、

す
ぐ
、
終
わ
り
ま
す
の
で
前
に
来
て
も
ら
っ
て
い
い
で
す
か
。
皆
さ
ん
、
お
二
人
の
口
元
を
よ
く
見
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

口
元
で
す
。「
う
」
と
発
音
す
る
と
き
に
、
お
二
人
に
は
決
定
的
に
違
う
部
分
が
あ
り
ま
す
。
口
元
よ
ー
く
を
見
て
い
た
だ

き
た
い
ん
で
す
が
、
じ
や
あ
、
お
願
い
し
ま
す
。

聴
講
生
（
東
京
）
ご
つ
ど
ん
、
う
な
ぎ
、
う
ま
い
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
。
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鈴
木
二
じ
や
あ
、
お
願
い
し
ま
す
。

聴
講
生
（
京
都
）
ご
つ
ど
ん
、
う
な
ぎ
、
う
ま
い
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
。

鈴
木
二
ど
う
で
す
か
。
わ
か
り
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
、

見
え
に
く
か
っ
た
で
す
か
ね
。
も
う
一
回
、
や
っ
て
み
ま
す
。

よ
く
見
て
く
だ
さ
い
ね
。

聴
講
生
（
東
京
）
こ
っ
ど
ん
、
う
な
ぎ
、
う
ま
い
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
。

聴
講
生
（
京
都
）
ご
つ
ど
ん
、
う
な
ぎ
、
う
ま
い
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
。

鈴
木
二
ど
う
で
す
か
ね
。
じ
や
あ
、
も
う
一
回
。
何
か
違
い
わ
か
り
ま
す
か
。

聴
講
生

ニ
口
が
東
京
の
ほ
う
は
平
た
く
な
っ
て
い
る
。

鈴
木
こ
そ
う
で
す
。
こ
れ
、
全
部
、

音
に

「ウ
」
が
付
く
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、

実
は
日
本
語
の

「ア
イ
ウ
エ
オ
」
は
二

種
類
発
音
の
仕
方
が
あ
り
ま
す
。
唇
を
丸
め
て
発
音
す
る

「ウ
」
と、

唇
を
丸
め
な
い
で
発
音
す
る

「ウ
」が
あ
り
ま
す
。「
円

唇」

と

「平
唇」

と
言
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
語
の

「ウ
」
は
、
円
唇
の

「ウ
」
と
平
唇
の

「ウ
」
の
二
種
類
が
あ

り
ま
す
。
関
西
弁
は
、

「ウ
」
を
唇
を
丸
め
て
発
音
し
ま
す
。
関
東
で
は

「ウ
」
は
丸
め
ま
せ
ん
。
お
二
人
、
実
は
明
確
に
そ

の
違
い
が
出
て
い
ま
し
た
。
別
に
、
事
前
に
仕
込
ん
だ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
も
う

一
回
発
音
し
て
も
ら
っ
て
い
い

で
す
か
。

聴
講
生
（
東
京
）
ご
つ
ど
ん
、
う
な
ぎ
、
う
ま
い
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
。

聴
講
生
（
京
都
）
ご
つ
ど
ん
、
う
な
ぎ
、
う
ま
い
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
。

鈴
木
羞
木
京
出
身
の
こ
ち
ら
の
方
は
、

「ウ
」
と
言
う
時
に
、

歯
が
見
え
て
い
る
ん
で
す
。「
う
ど
ん
、
う
な
ぎ
、
う
ま
い
、
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ウ
ク
ラ
イ
ナ
」。

そ
れ
が
こ
ち
ら
の
京
都
の
方
が
発
音
す
る
と
き
は
、
歯
は
見
え
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
拍
手
）
こ
れ
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
母
音

の

「ウ
」
を
、
丁
寧
に
発
音
し
て
い
る
か
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
違
い
に
換
言
で
き
る
ん
で
す
ね
。
平
唇
の

「ウ
」
、

こ
れ
が
標
準
語
の

「ウ
」
で
す
。
日
本
語
の
五
母
音
は、

舌
の
前
後
の
位
置
と
、
口
の
開
き
具
合
と
、
そ
れ
か
ら
唇
の
丸
め

か
ら
で
き
て
い
ま
す
。「
ウ
」
と
言
う
時
は
、

舌
が
口
の
奥
の
方
に
引
っ
張
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。「
イ
」
は
舌
が
前
に
出

て
い
ま
す
。「
ウ
」
に
な
る
と
、

舌
が
引
っ
込
み
ま
す
。
舌
が
後
ろ
に
引
っ
込
む
と
、

自
然
と
唇
は
丸
ま
り
ま
す
。
そ
う
な

る
よ
う
に
、
人
間
の
体
は
で
き
て
い
る
ん
で
す
。
前
に
出
し
た
ら
、
広
が
り
ま
す
し
、
引
っ
張
れ
ば
丸
く
な
り
ま
す
。
な

の
で
、

「ウ
」
は
ち
ゃ
ん
と
発
音
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
円
唇
に
な
る
は
ず
な
ん
で
す
ね
。
で
は
、
な
ぜ
平
唇
の

「ウ
」
に
な
る

の
か
と
い
う
と
、

口
の
力
を
抜
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
舌
は
引
っ
込
め
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
唇
に
力
を
入
れ

て
い
な
い
。
じ
や
あ
、
ど
っ
ち
が
本
来
の

「ウ
」
か
と
い
う
と
、
も
ち
ろ
ん
円
唇
の

「ウ
」
で
す
。
そ
れ
が
古
い
日
本
語
の

「ウ
」
の
言
い
方
で
す
。
丁
寧
な
日
本
語
の

「ウ
」
と
も
言
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
関
西
弁
は
実
は
母
音
を
丁
寧
に
発
音
す
る

言
葉
な
ん
で
す
ね
。

「う
ど
ん
、
う
な
ぎ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
」、
ち
ゃ
ん
と
円
唇
で
発
音
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
標
準
語
で
よ
く
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

「あ
ぶ
な
い
」
と
か

「
こ
わ
い
」
と
か

「す
ご
い
」
を
、
標
準
語
と
言

い
ま
す
か
、
関
東
近
郊
で
は
、

「あ
ぶ
ね
え
」
と
か

「
こ
え
え
」
と
か

「す
げ
え
」
と
か
言
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
、

母
音
を
は
っ
き
り
発
音
し
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
現
象
で
す
。
関
西
弁
で
は
こ
の
よ
う
な
言
い
方
は
あ
ま
り
し
ま
せ

ん
。
最
近
の
関
西
の
若
者
は
、

「す
げ
え
」
と
か
言
っ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
、
基
本
的
に
は
し
な
い
と
言
え
ま
す
。
関
西
弁

は
標
準
語
と
い
う
か
、
関
東
の
方
言
に
比
べ
て
母
音
を
丁
寧
に
発
音
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
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そ
れ
か
ら
、
関
西
で
は
母
音
を
伸
ば
す
と
い
う
現
象
が
あ
り
ま
す
。
目
の
こ
と
を

「メ
ー
」、

手
の
こ
と
を

「テ
ー
」
、

歯
の
こ
と
を

「
ハ
ー
」
と
言
っ
た
り
し
ま
す
。
こ
れ
も
母
音
を
丁
寧
に
発
音
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
と
言
え
ま
す
。
と
い
う
こ

と
で
、
母
音
を
丁
寧
に
発
音
す
る
関
西
弁
。
も
っ
と
言
う
な
ら
ば
、
母
音
を
丁
寧
に
発
音
す
る
話
し
方
は
、
古
い
日
本
語

で
す
ね
。
な
の
で
、

古
い、

昔
な
が
ら
の
日
本
語
が
未
だ
に
残
っ
て
い
る
の
が
関
西
弁
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
は
、

今
日
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
と
こ
ろ
で
す
ね
。
じ
や
あ
、
ア
ク
セ
ン

ト
に
つ
い
て
、
簡
単
に
お
話
し
ま
す
ね
。
ア
ク
セ
ン
ト
っ
て
、
何
か
聞
い
た
こ
と
あ
り
ま
す
か
。

聴
講
生
~
音
の
高
低゚

鈴
木
こ
て
う
で
す
ね
。
音
の
高
低
。
例
え
ば
、
英
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
も
高
低
で
す
か
。

聴
講
生
訟
畑
弱
。

鈴
木
五
皿
弱
で
す
ね
。
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
も
と
も
と
は
、
強
い
か
弱
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
味
の
ア
ク
セ
ン
ト
っ
て

あ
り
ま
す
ね
。
味
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
る
ん
だ
っ
た
ら
、
塩
を
ち
ょ
っ
と
入
れ
る
と
か
、
七
味
入
れ
る
と
か
。
そ
れ
か

ら
、
洋
服
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
る
ん
だ
っ
た
ら
、
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
付
け
た
り
、
イ
ヤ
リ
ン
グ
を
付
け
た
り
、

髪
飾
り

を
付
け
た
り
し
ま
す
ね
。
音
の
ア
ク
セ
ン
ト
も
、
強
さ
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
例
え
ば
、

「大
手
前
大
学
」
っ
て

あ
り
ま
す
ね
。
ア
メ
リ
カ
人
は
、
日
本
人
が
言
う
よ
う
に

「大
手
前
大
学
」
と
は
言
え
な
い
ん
で
す
ね
。「
お
お
て
ま
え
だ

い
ガ
く
」
と、

「ガ
」
を
強
く
読
み
ま
す
。
英
語
を
話
す
人
に
よ
っ
て
、
こ
と
ば
と
い
う
の
は
、
ど
こ
か
に
強
弱
を
つ
け
な
い

と
気
持
ち
悪
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
、

「お
お
て
ま
え
だ
い
が
く
」
と
ど
こ
も
強
く
読
ま
な
い
と
、
気
持
ち
悪
い
と
感
じ
て
し
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ま
い
ま
す
。「
鈴
木
」
は

「す
ズ
き
」
、
「豊
田
」
は

「と
ヨ
た
」
、
「本
田
」
は

「ホ
ん
だ
」、
「川
崎
」
は

「か
わ
サ
き
」
と
読
み

ま
す
。
な
の
で
、
ど
こ
か
に
強
い
部
分
と
弱
い
部
分
を
つ
け
る
の
が
、
本
来
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
す
。
日
本
語
は
強
弱
ア
ク

セ
ン
ト
で
は
な
く
て
、

「高
い
」
か

「低
い
」
か
で
区
別
す
る
ア
ク
セ
ン
ト
で
す
ね
。

で
は
ち
ょ
っ
と

「だ
る
ま
さ
ん
が
こ
ろ
ん
だ
」
を
読
ん
で
も
ら
っ
て
い
い
で
す
か
。
ゆ
っ
く
り
発
音
し
て
く
だ
さ
い
。

「だ
ー
る
ー
ま
ー
さ
ー
ん
ー
が
ー
」
ぐ
ら
い
で
す
。
ち
ょ
っ
と
、

読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

聴
講
生
；
だ
る
ま
さ
ん
が
こ
ろ
ん
だ
。

鈴
木
：
も
っ
と
ゆ
っ
く
り
言
っ
て
く
だ
さ
い
。
だ
ー
る
ー
ま
ー
、
こ
れ
ぐ
ら
い
で
。

聴
講
生
；
だ
・
る
・
ま
・
さ
・
ん
・
が
•
こ
・
ろ
・
ん
・
だ

。

鈴
木
；
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。

聴
講
生
；
だ
・
る
・
ま
・
さ
・
ん
・
が
•
こ
・
ろ
・
ん
・
だ
。

鈴
木
こ
ち
ょ
っ
と
、
ア
ク
セ
ン
ト
が
変
わ
り
ま
し
た
ね
。

聴
講
生
；
だ
・
る
•
ま
・
さ
・
ん
・
が
•
こ
・
ろ
・
ん
・
だ
。

鈴
木
こ
ま
た
、

違
い
ま
す
ね
。
変
わ
り
ま
し
た
ね
。

聴
講
生
；
だ
・
る
・
ま
・
さ
・
ん
・
が
•
こ
・
ろ
・
ん
・
だ
。

鈴
木
二
は
い
。

聴
講
生
；
だ
る
ま
さ
ん
が
こ
ろ
ん
だ
。

鈴
木
：
か
わ
い
い
感
じ
で
す
ね
。
皆
さ
ん
、
お

一
人
お
一
人
、

「だ
る
ま
さ
ん
が
こ
ろ
ん
だ
」
の
言
い
方
が
変
わ
っ
て
い
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ま
し
た
け
れ
ど
も
、
音
の
古
向
さ
が
変
わ
っ
て
い
た
の
は
、
わ
か
り
ま
し
た
か
。
ど
う
い
う
音
の
変
化
に
な
っ
て
い
る
か
を

説
明
し
ま
す
。
ま
ず
、

「だ
る
ま
」
か
ら
い
き
ま
し
ょ
う
か
。「
だ
る
ま
」
、
こ
の
――
一
文
字
が
、
そ
れ
ぞ
れ
高
い
か
低
い
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
高
さ
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
は
、
高
高
高
な
の
か
、
高
低
低
、
低
高
高
、
低
高
低
、
高
低
高
、
低
低
低
、

低
低
高
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
れ
だ
と
思
い
ま
す
か
。
で
は
こ
こ
に
あ
る
木
琴
を
叩
き
な
が
ら
発
音
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
低
い
音
を

「ド
」
、
高
い
音
を

「
ミ
」
で
叩
き
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
か
。
ま
ず
、

「高
高
高
」
で
い
き
ま
し
ょ
う
か
。「
だ
る
ま
」
、
変
で
す
ね
。
じ
や
あ
、

「高
低
低
」
に
し
ま
し
ょ
う
か
。「
だ
る
ま
」
、
違
い

ま
す
ね
。「
高
高
低
」
、
「だ
る
ま
」。

違
い
ま
す
ね
。「
低
高
高
」
で
い
き
ま
し
ょ
う
。「
だ
る
ま
」。

こ
れ
で
す
ね
。
つ
ま
り
、

．
．
．
．
．
 

だ
る
ま
さ
ん
の

「だ
る
ま
」
は

「だ
る
ま
」
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、

「だ
る
ま
さ
ん
が
」
は、

「だ
る
ま
さ
ん
が
」
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、

「
こ
ろ
ん
だ
」
は
、
い
ろ
い
ろ
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、
私
は
、

「
こ
ろ
ん
だ
」
と

「低
高

•••••••• 

高
高
」
で
発
音
し
ま
す
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、

「だ
る
ま
さ
ん
が
こ
ろ
ん
だ
」
は、

「だ
る
ま
さ
ん
が
こ
ろ
ん
だ
」
と
い
う

よ
う
に
、

「低
高
高
高
高
高
低
高
高
高
」
と
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
文
字

一
っ
―
つ
に
高
低
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
る

の
が
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
す
。

で
は
実
際
の
関
西
弁
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
入
る
前
に
、
い
く
つ
か
ク
イ
ズ
を
し

た
い
と
思
い
ま
す
。「
た
ま
ご
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
ど
う
な
る
と
思
い
ま
す
か
。「
古
向
高
高
」
な
の
か
、

「低
高
裔
」
な
の
か
、

「高
低
高
」
な
の
か
、

「低
高
低
」
な
の
か
、
答
え
は
こ
う
な
り
ま
す
。

「た
ま
ご
」
で
す
ね
。
（
木
琴
で

「ド
ミ
ド
」
と
叩
く
）
。

じ
や
あ
、
こ
れ
は
ど
う
で
す
か
。「
に
し
の
み
や
」。

ゆ
っ
く
り
読
む
と
わ
か
り
や
す
い
で
す
ね
。「
に
ー
し
ー
の
ー
み
ー
や
」。

音
の
高
い
低
い
は
、
い
き
な
り
、

「や
れ
」
っ
て
言
わ
れ
る
と
、
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
れ
ど
も
。
要
は
、
音
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の
古
向
さ
、
低
さ
と
い
う
か
、
皆
さ
ん
に
声
帯
っ
て
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ギ
タ
ー
の
弦
み
た
い
な
も
の
だ
と

思
っ
て
く
だ
さ
い
。
ギ
タ
ー
の
弦
の
高
さ
、
低
さ
は
、
振
動
数
の
違
い
で
す
ね
。
振
動
数
が
少
な
い
と
、
音
っ
て
低
く
聞

こ
え
る
ん
で
す
。
振
動
数
が
多
い
と
高
く
聞
こ
え
ま
す
。
低
い
音
よ
り
高
い
音
の
ほ
う
が
、
喉
を
そ
れ
だ
け
絞
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、

「だ
ー
る
ー
ま
ー
さ
ー
ん
ー
が
」
と
言
う
時
、

「だ
」
の
時
は
、
若
干
、
喉
が
緩
ん
で
い
て
、

「る
ー
」
の
時
は
、
喉
が
絞
ま
っ
て
い
ま
す
。「
だ
ー
る
ー
ま
ー
さ
ー
ん
ー
が
」
で
す
。
実
際
、
言
っ
て
み
て
も
ら
っ
て
い
い

で
す
か
。
ア
ク
セ
ン
ト
と
か
音
声
は、

実
際
、
発
音
し
な
い
と
わ
か
ら
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
の
で
、
喉
に
意
識
を
集
中

し
て

「だ
ー
る
ー
ま
ー
」「
る
ー
ま
」
か
ら
喉
が
き
ゅ
っ
と
絞
ま
り
ま
す
。
あ
と
、
腹
筋
に
も
や
や
力
が
入
り
ま
す
か
ら
、
そ

の
辺
を
意
識
し
な
が
ら
、
発
音
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
い
き
ま
す
よ
。
私
が

「だ
る
ま
さ
ん
が
」
と
言
っ
た
あ
と
に

「は
い
」

と
言
い
ま
す
の
で
、
言
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
だ
ー
る
ー
ま
ー
さ
ー
ん
ー
が
、
は
い
：
・
・
:

聴
講
生
；
だ
る
ま
さ
ん
が
：
・
・
:

鈴
木
こ
J

ろ
ん
だ
。
は
い
。

聴
講
生
こ
J

ろ
ん
だ
。

鈴
木
こ
て
う
で
す
ね
。
わ
か
り
ま
し
た
か
。「
だ
ー
る
ー
ま
ー
さ
ー
ん
」「
る
ー
ま
ー
さ
ん
」
、
絞
ま
っ
て
い
る
。
絞
ま
っ

て
い
る
と
感
じ
た
ら
、
高
い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
に
し
の
み
や
」
で
す
け
ど
、

「に
ー
し
ー
の
ー
み
ー
や
」。

ど
う
で
し
ょ
う
。

「だ
ー
る
ー
ま
ー
さ
ー
ん
ー
が
」
と

一
緒
で
す
ね
。
な
の
で
、
こ
れ
も
、
こ
う
な
り
ま
す
ね
。「
に
し
の
み
や
」。

あ
と
、
お
も
し
ろ
い
の
が
、
ア
ク
セ
ン
ト
は
何
か
と
何
か
が
く
つ
つ
く
と
、
変
化
す
る
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、

「西
宮
大

学
」
な
ん
て
大
学
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
も
し
作
る
と
し
た
ら
。
大
学
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
、

「だ
い
が
く
」
で
、
こ
う
な

-186-



．
．
．
．
．
．
．
 

り
ま
す
ね
（
木
琴
で

「ド
ミ
ミ
ミ
」
と
叩
く
）
。「
に
し
の
み
や
」「
だ
い
が
く
」
で
す
。「
に
し
の
み
や
」
も

「だ
い
が
く
」
も、

ア
ク
セ
ン
ト
パ
タ
ー
ン
は
一
緒
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

「に
し
の
み
や
」
と

「だ
い
が
く
」
を
合
体
さ
せ
る
と
、
な
ん

．．．． 

と
、
ア
ク
セ
ン
ト
が
変
わ
り
ま
す
。
ど
う
な
り
ま
す
か
。「
に
し
の
み
や
だ
い
が
く
」
に
な
る
ん
で
す
ね
（
木
琴
で

「ド
ミ

．
．
．
．
．
 

ミ
ミ
ミ
ミ
ド
ド
ド
」
と
叩
く
）
。
単
純
に
く
つ
つ
け
た
ら
、

「に
し
の
み
や
だ
い
が
く
」
で
す
（
木
琴
で

「ド
ミ
ミ
ミ
ミ
ド
ミ

ミ
ミ
」
と
叩
く
）
。
変
で
す
ね
。「
に
し
の
み
や
」
と
く
つ
つ
く
こ
と
で
、

「だ
い
が
く
」
か

「だ
い
が
く
」
に
な
る
ん
て
す
ね
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
ク
セ
ン
ト
は
単
語
と
単
語
が
く
つ
つ
く
と
、
ア
ク
セ
ン
ト
が
変
わ
り
ま
す
。

で
は
関
西
弁
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
に
問
題
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
裏
面
を
見
て

く
だ
さ
い
。
ち
ょ
っ
と
多
い
で
す
け
れ
ど
も
、

全
部
で
き
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
か
ら
二
十
七
番
ま
で
単
語
が
書

い
て
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
、
川
、
夏
、
山
、
耳
、
船
、

傘
、
空
、
飲
む
、

来
る
、
水
、
風
、

鼻
、
虫
、
行
く
、

寝
る
、
雨
、

猿
、

名
前
、
魚
、
二
人
、

疲
れ、

涙
、
心
、
雀
、
ネ
ズ
ミ
、
う
し
ろ
、

薬
と
い
う
二
十
七
個
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
に
、

音
の

高
低
を
付
け
て
み
て
も
ら
い
た
い
ん
で
す
。
例
え
ば
、
川
。
標
準
語
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
関
西
弁
の
ア
ク
セ
ン
ト
で

す
よ
。
じ
や
あ
、
ち
ょ
っ
と
、
読
ん
で
も
ら
い
ま
し
ょ
う
か
ね
。「
川
」
は
関
西
弁
だ
と
、
ど
う
読
み
ま
す
か
。

聴
講
生
：
カ
ワ
。

鈴
木
三
そ
う
で
す
ね
。「
カ
ワ
」
で
す
ね
。「
カ
ワ
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
パ
タ
ー
ン
は
、
ど
う
な
り
ま
す
か
。
二
文
字
で
す
か
ら
、

「高
高
」
か、

「低
低
」
か、

「高
低
」
か、

「低
高」

か
の
四
種
類
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
れ
で
し
ょ
う
か
。
ゆ
っ
く
り
言
う
と

わ
か
り
や
す
で
す
ね
。

聴
講
生
五
向
低
。
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鈴
木
三
そ
う
で
す
。
「
高
低
」
で
す
。「
カ
ワ
」
で
す
。
そ
こ
の
1
か
ら
4
ま
で
は
、
同
じ
で
す
。
川
（
カ
ワ
）
、
夏
（
ナ
ツ
）
、

山
（
ヤ
マ
）
、
耳
（
ミ
ミ
）
で
す
。
す
べ
て
、

「高
低
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
す
。
で
は
、

「カ
ワ
、
ナ
ツ
、
ヤ
マ
、
ミ
ミ
」
み
た

い
に
、
片
仮
名
で
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
に
、
補
助
記
号
を
書
い
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
。
高
い
音
の
場
合
は
、
文
字
の

上
に
黒
丸
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
で
は
時
間
を
五
分
ほ
ど
取
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
間
に
関
西
弁
で
ど
う
い
う

ア
ク
セ
ン
ト
に
な
る
か
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

（五
分
後
）

は
い
、
じ
や
あ
、
答
え
合
わ
せ
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
は

「船
」
か
ら
で
す
ね
。「
船
、
傘
、

空、

飲
む
、

来
る
」
で
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
じ
ゃ
あ
、
読
ん
で
も
ら
っ
て
い
い
で
す
か
。

聴
講
生
こ
フ
ネ
。

鈴
木
は
低
い
。
フ
ネ
で
す
ね
。
じ
や
あ
、
カ
サ
、
ソ
ラ
、
ノ
ム
。

聴
講
生
：
カ
サ
、
ソ
ラ
、
ノ
ム
、
ク
ル
。

鈴
木
こ
て
う
で
す
ね
。「
フ
ネ
、
カ
サ
、
ソ
ラ
、
ノ
ム
、
ク
ル
」
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て

「低
高
」
の
ア

ク
セ
ン
ト
パ
タ
ー
ン
と
な
り
ま
す
。
標
準
語
だ
と
こ
れ
が
逆
に
な
り
ま
す
。「
フ
ネ
、
カ
サ
、
ソ
ラ
、
ノ
ム
、
ク
ル
」
で
す
。

「高
低
」
に
な
り
ま
す
。
さ
っ
き
や
っ
た

「川
、
夏
、
山
、
耳
」
も
、
標
準
語
と
関
西
弁
で
は
反
対
に
な
り
ま
す
。
で
は
全
て

の
二
文
字
の
単
語
が
関
西
と
関
東
で
逆
に
な
る
の
か
と
い
う
と
、
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
。
次
の

「水
、
風
、

鼻
、
虫
、
行

く
、
寝
る
」
は
そ
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
は
外
れ
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
こ
ち
ら
の
大
阪
出
身
の
方
に
、
読
ん
で
い
た
だ
い
て
い
い
で

す
か
。。
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聴
講
生
ニ
ミ
ズ
、
カ
ゼ
、
ハ
ナ
、
ム
シ
、
イ
ク
、
ネ
ル
。

鈴
木
；
は
い
、
い
い
で
す
ね
。
こ
ん
な
感
じ
に
な
り
ま
す
。
（
木
琴
で

「ミ
ミ
」
と
叩
く
）
こ
れ
は
ど
う
い
っ
た
ア
ク
セ

ン
ト
パ
タ
ー
ン
で
し
ょ
う
か
。

聴
講
生
？
水
平
。

鈴
木
三
そ
う
で
す
。
水
平
、
つ
ま
り

「高
高
」
で
す
。

「ミ
ズ
、
カ
ゼ
、
ハ
ナ
、
ム
シ
、
イ
ク
、
ネ
ル
」
で
す
。
こ
の

「
高
高
」

の
ア
ク
セ
ン
ト
パ
タ
ー
ン
で
す
が
、
私
は
発
音
で
き
な
い
ん
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
こ
の
ア
ク
セ
ン
ト
パ
タ
ー
ン
は

•••• 

標
準
語
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
東
京
出
身
の
方
は
読
め
な
い
と
思
い
ま
す
。「
ミ
ズ
」「
カ
ゼ
」
と
読
め
な
い
ん
で

す
。
標
準
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
は
、

「
一
文
字
目
と
2
文
字
目
の
音
の
高
さ
が
異
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
ル
ー

ル
が
あ
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、

二
文
字
だ
っ
た
ら
、
」
高
低
」
か
、
「
低
高
」
で
し
か
読
め
な
い
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
、

「ミ
ズ
、
カ
ゼ
、
ハ
ナ
、
ム
シ
、
イ
ク
、
ネ
ル
」
と、

「低
高
」
で
し
か
読
め
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら

「高
高
」
と
い
う
ア
ク
セ

ン
ト
パ
タ
ー
ン
は
逆
に
す
る
と
か
そ
う
い
う
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
標
準
語
に
は
そ
も
そ
も
そ
の
よ

う
な
ア
ク
セ
ン
ト
パ
タ
ー
ン
は
存
在
し
な
い
た
め
、
変
換
の
し
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

次
は
も
う
ち
ょ
っ
と
難
し
い
問
題
で
す
。「
雨
」「
猿
」
と
読
ん
で
い
た
だ
い
て
も
い
い
で
す
か
。。

．

．

 

聴
講
生
ニ
ア
メ
、
サ
ル
。

鈴
木
~
ご
出
身
は
ど
ち
ら
で
す
か

。

聴
講
生
；
名
古
屋
で
す
。
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鈴
木
；
名
古
屋。

ど
う
り
で
（
笑
）
。
関
西
弁
じ
ゃ
な
か
っ
た
で
す
も
ん
ね
。
で
は
こ
ち
ら
の
方
。
ご
出
身
は
ど
ち
ら
で

す
か
。

聴
講
生

品
四
宮。

鈴
木
：
西
宮
で
す
か
。
い
い
で
す
ね
。
で
は
お
願
い
し
ま
す
。

聴
講
生
ニ
ア
メ
、
サ
ル
。

鈴
木
こ
さ
す
が
、
西
宮
で
す
ね
。
い
い
で
す
ね
。
で
は
こ
ち
ら
の
方
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
ご
出
身
は
。

聴
講
生
？
大
阪
。

鈴
木
~
大
阪
で
す
か

。
最
高
で
す
。

で
は
お
願
い
し
ま
す

。

聴
講
生
ニ
ア
メ
ェ
、
サ
ル
ウ
。

鈴
木
二

素
睛
ら
し
い
で
す
ね
。
私
が
望
ん
だ
と
お
り
の
発
音
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

一
般
的
に
関
西
弁
で
は
、

「雨
」

「猿
」
は

「ア
メ
」「
サ
ル
」
と

「低
高
」
で
発
音
し
ま
す
。
で
す
が
、
以
前
は
、

今
の
方
が
お
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す

け
れ
ど
、

「ア
メ
ェ

」「
サ
ル
ゥ
」
と
い
う
よ
う
に
、

二
文
字
目
に
上
が
っ
た
あ
と
微
妙
に
下
が
り
ま
す
。
。
も
う

一
回
読
ん
で

い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
か
。「
サ
ル
」
を
お
願
い
し
ま
す
。

聴
講
生
こ
サ
ル
。

鈴
木
は
足
い
。「
サ
ル
ゥ
」
と
い
う
よ
う
に
、

「ル
」
の
中
で
下
が
っ
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
発

音
は
現
在
で
は
ほ
ぼ
廃
れ
て
い
ま
す
。
伝
統
的
な
関
西
弁
の
ア
ク
セ
ン
ト
パ
タ
ー
ン
の

―
つ
が
、
今
ま
さ
に
失
わ
れ
つ
つ

あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
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そ
れ
か
ら
、

「
名
前
」
「
魚
」

で
す
。

「ナ
マ
エ
」、「
サ
カ
ナ
」
と
な
り
ま
す
。
ア
ク
セ
ン
ト
は

「
高
高
裔
」

で
す
。
こ
れ
も
、

標
準
語
に
は
な
い
ア
ク
セ
ン
ト
パ
タ
ー
ン
で
す
。
そ
れ
か
ら

「
二
人
」「
疲
れ
」
は

「
フ
タ
リ
」「
ッ
カ
レ
」
、
と
な
り
、

「高

高
低
」
で
す
。
こ
れ
も
標
準
語
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
「
涙
」
「
心
」
で
す
ね
。
「
ナ
ミ
ダ
」
「
コ
コ
ロ
」
と
な
り
、
「
高

低
低
」
で
す
。
そ
れ
か
ら
、

「雀」

と

「鼠」

で
す
ね
。
で
は
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
も
ら
い
ま
し
ょ
う
か
。
じ
や
あ
、
京
都
の
方

に
。
お
願
い
し
ま
す
。

聴
講
生
ニ
ス
ズ
メ
、
ネ
ズ
ミ
。

鈴
木
ド
は
い
、
そ
う
で
す
ね
。
ち
ょ
っ
と
叩
い
て
み
ま
し
ょ
う
（
木
琴
で

「ド
ド
ミ
」
と
叩
く
）
。
こ
れ
も
、

一
拍
目
と

二
拍
目
の
高
さ
が
同
じ
で
す
か
ら
、
標
準
語
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東
京
の
人
は
読
め
ま
せ
ん
。「
低
低
高
」
で
す
ね
。
最
後

で
す
ね
。「
う
し
ろ
」
、
「薬」

で
す
が
、

「ウ
シ
ロ
」、「
ク
ス
リ
」
と
な
り
、

「低
高
低
」
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
長
々
と
や
っ
て
き
ま
し
た
が
、
何
が
言
い
た
い
か
と
い
う
と
、
関
西
弁
に
は
、
標
準
語
に
は
な
い
ア
ク
セ
ン

ト
パ
タ
ー
ン
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
ず
、
こ
の

「サ
ル
ゥ
」「
ア
メ
ェ

」
と
い
っ
た

「二
拍
目
拍
内
下
降
」

は
標
準
語
で
は
起
き
ま
せ
ん
。「
ミ
ズ
」「
カ
ゼ
」
と
い
っ
た

「
高
高
」

も
あ
り
ま
せ
ん
し
、

「ナ
マ
エ
」「
サ
カ
ナ
」
、
と
い
っ

た

「高
高
高
」
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、

「高
高
低
」
の

「
フ
タ
リ
」
、
「低
低
高
」
の

「
ス
ズ
メ
」
と
い
っ
た
ア

ク
セ
ン
ト
パ
タ
ー
ン
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
関
西
弁
に
は
標
準
語
に
は
な
い
ア
ク
セ
ン
ト
パ
タ
ー
ン
が
た
く
さ

ん
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ア
ク
セ
ン
ト
パ
タ
ー
ン
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
簡
単
に
言
え
ば
真
似
す
る
の
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
言
い
方
を
変
え
る
と
、
習
得
す
る
の
が
難
し

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ア
ク
セ
ン
ト
パ
タ
ー
ン
は
あ
る
程
度
の
規
則
が
あ
る
と
言
え
ま
す
が
、

実
際
に
そ
の
方
言
を
喋
ろ
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う
と
す
る
際
に
は
す
べ
て
暗
記
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
暗
記
す
る
ア
ク
セ
ン
ト
の
数
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
習
得
が

難
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
関
西
弁
は
習
得
す
る
の
が
難
し
い
方
言
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
難
し

さ
が
、
関
西
弁
の
魅
力
に
つ
な
が
っ
て
く
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
難
し
い
と
魅
力
が
出
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

な
ぜ
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
だ
と
思
い
ま
す
か
。

聴
講
生
？
本
人
し
か
し
ゃ
べ
れ
な
い
。

鈴
木
こ
て
れ
も
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
習
得
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
で
き
て
い
る
人
は
、
そ
れ
だ
け

の
能
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
で
き
て
簡
単
な
も
の
、
誰
で
も
で
き
て
当
た
り
前
と
い
う
の
は
、
で
き
て

も
別
に
す
ご
い
と
思
わ
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。
例
え
ば
、
折
り
紙
で
、

「鶴
が
折
れ
ま
す
」
と
い
う
の
は
、

「
へ
ぇ
ー
」
っ
て
感
じ

で
す
ね
。
で
も

「百
メ
ー
ト
ル
を
十

一
秒
で
走
れ
ま
す
」
と
言
え
ば

「す
ご
い
で
す
ね
！
」
と
な
り
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
は
そ

の
時
に
難
し
い
こ
と
が
で
き
る
能
力
が
あ
る
か
ら
、
高
い
能
力
が
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
難
し
い
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
、
そ
の
人
に
能
力
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
の
能

力
が

「魅
力
」
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、

「関
西
弁
は
真
似
す
る
の
が
難
し
い
」
↓
「
そ
の
難

し
い
関
西
弁
を
話
し
て
い
る
」
↓

「素
敵
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
（
笑
）
。
そ
し
て
、
そ
の
関
西
弁
を
真
似
し
よ
う
と
す
る
、

で
も
で
き
な
い
、
そ
う
す
る
と
ど
う
な
る
か
、
い
わ
ゆ
る

「な
ん
ち
ゃ
っ
て
関
西
弁
」「
エ
セ
関
西
弁
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
そ
の
方
言
に
魅
力
が
な
け
れ
ば

「な
ん
ち
ゃ
っ
て
」
や

「
エ
セ
」
は
誕
生
し
な
い
で
し
ょ
う
。

と
い
う
こ
と
で
、

今
回
の
公
開
講
座
の
結
論
と
し
ま
し
て
は
、

「関
西
弁
は
難
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
難
し
い

か
と
い
え
ば
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
パ
タ
ー
ン
が
豊
富
で
覚
え
る
の
が
大
変
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
の
難
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《論
文
》

し
さ
が
関
西
弁
を
魅
力
的
な
も
の
に
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
関
西
弁
話
者
の
皆
さ
ん
は
、
こ
れ
か
ら
も
誇

り
を
持
っ
て
関
西
弁
を
使
い
続
け
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
テ
レ
ビ
の
ド
ラ
マ
な
ど
で
関
西
人
じ
ゃ
な
い

俳
優
が
役
柄
上
関
西
人
を
演
じ
、

「
エ
セ
関
西
弁
」
を
話
し
て
い
る
の
を
聞
い
た
と
し
て
も
、
決
し
て
怒
ら
ず
、
温
か
い
目

で
見
守
っ
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
彼
ら
が
悪
い
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
関
西
弁
が
難
し
す
ぎ
る
ん
で
す
（
笑
）
。
本
日
の
公

開
講
座
は
以
上
と
な
り
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】
※

二
〇
＿
六
年
度
現
在

大
手
前
大
学
総
合
文
化
学
部
講
師
。
名
古
屈
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
閲
士
課
程
後
期
課
程
（
文
学
閲
士
）
専
門
分
野
は
言
語
学
・
日
本
語
学
。

名
古
屋
工
業
大
学
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー

（
留
学
生
に
対
す
る
日
本
語
教
育
）
、
愛
知
淑
徳
大
学
（
日
本
語
学
関
連
授
業
担
当
）
、
ヒ
ュ

ー
マ
ン
ア
カ

デ
ミ
ー
名
古
屋
駅
校
（
日
本
語
教
師
設
成
課
程
担
当
）

等
を
経
て
現
職
。

「ヤ
ス
イ
・
ニ
ク
イ
の
意
味
決
定
に
関
与
す
る
名
詞
旬
の
意
味
役
割
」
（二
0
一
四
年
大
手
前
大
学
論
集
）

「困
難
さ
を
表
す

『
に
く
い
』
と
『
づ
ら
い
』

は
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
か
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
考
察
と
分
析
ー
」

（二
0
一
五
年
大
手
前
大
学
論
集
）
な
ど

-193-




