
国
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た
か
お
か
ふ
み
あ
き

第
１
問
次
の
文
章
は
、
高
岡
文
章「
観
光
は『
見
る
』こ
と
で
あ
る
／
な
い

『
観
光
の
ま
な
ざ
し
』を
め
ぐ
っ
て
」の
一
部
で
、
ジ
ョ
ン
・
ア
ー
リ
を

は
じ
め
と
す
る
研
究
者
の
見
解
を
ふ
ま
え
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問
１
〜
６
）に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で

表
記
を
一
部
改
め
て
い
る
。（
配
点

４５
）

ア
ー
リ
は「
文
化
的
な
メ
ガ
ネ
」と
い
う
卓
抜
な
表
現
を
も
ち
い
て
、
見
る
こ
と
の
社
会
性
を
明
る
み
に
だ
し
て
い
る
。
ま
な
ざ
し
の
枠
組
は
規
範
や

様
式
と
い
っ
た
社
会
／
文
化
的
な
制
度
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
個
人
が
自
由
に
個
性
的
に
対
象
を
ま
な
ざ
し
て
い
る
訳
で

は
な
い
。
鈴
木
涼
太
郎
に
よ
れ
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
を
訪
れ
る
日
本
人
が
観
光
み
や
げ
と
し
て
好
む
の
は「
ベ
ト
ナ
ム
の
伝
統
文
化
」を
表
象
す
る
手
作
り

ザ
ッ
�
カ
で
あ
る
の
に
対
し
、
欧
米
か
ら
の
観
光
客
は「
東
洋
文
化
」を
表
象
す
る
美
術
品
と
し
て
の
大
型
の
壺
を
求
め
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
観
光

者
が
所
属
す
る
社
会
に
よ
っ
て
、
訪
問
地
へ
の
ま
な
ざ
し
が
異
な
っ
て
い
る
の
だ
。

山
口
誠
は
グ
ア
ム
を
訪
れ
る
日
本
人
観
光
客
の
多
く
が
楽
園
や
リ
ゾ
ー
ト
と
い
っ
た
グ
ア
ム
的
記
号
に
あ
ふ
れ
た
タ
モ
ン
湾
か
ら
一
歩
も
出
ず
、
そ

の
周
囲
に
ひ
ろ
が
る
多
様
な
現
実
へ
の
想
像
力
か
ら
目
を
背
け
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
人
は
フ
レ
ー
ム
を
と
お
し
て
も
の
を
見
る
。
何
か
を「
見
る
」こ

と
は
、
他
の
何
か
を「
見
な
い
」こ
と
で
も
あ
る
。
ま
な
ざ
し
に
は
常
に
選
別
が
と
も
な
っ
て
い
る
。

ま
な
ざ
し
の
線
引
き
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
は
ゲ
ス
ト
だ
け
で
は
な
い
。
橋
本
和
也
は
観
光
者
が
期
待
す
る（
押
し
つ
け
る
）イ
メ
ー
ジ
に
適
合
的
な

役
割
を
観
光
地
住
民
が
再
演
す
る
こ
と
は
、
観
光
と
い
う
荒
波
か
ら
自
ら
の
生
活
文
化
を
守
る
た
め
の
ホ
ス
ト
側
の「
戦
略
」で
も
あ
る
と
い
う
。

「（
注
�
）

刹
那
的
」で
あ
る
と
同
時
に（
で
あ
る
が
ゆ
え
に
）対
象
に
魅
力
を
感
じ
る
と
い
う
観
光
の
ま
な
ざ
し
の
暴
力
性
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
一
九

世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
世
界
各
地
で
お
こ
な
わ
れ
た（
注
�
）

万
国
博
覧
会
で
は
、
植
民
地
住
民
の「
展
示
」が
お
こ
な
わ
れ
た
。
悪
名
高
い「
人
間
動
物

園
」で
あ
る
。
見
る
主
体（
多
く
は
西
洋
の
男
性
）と
見
ら
れ
る
客
体（
多
く
は
非
西
洋
の
女
性
）の
あ
い
だ
に
は
乗
り
越
え
が
た
い
線
が
引
か
れ
て
い

て
、
ま
な
ざ
し
は
境
界
線
の
恣
意
性
を
見
え
づ
ら
く
し
、
そ
の
権
力
性
を
再
生
産
す
る
役
割
を
果
た
す
。

近
代
以
前
の
刑
罰
は
多
く
の
場
合
、
見
せ
し
め
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
は
格
好
の「
見
世
物
」で
あ
っ
た
。
現
代
で
も（
注
�
）

ダ
ー
ク
ツ
ー
リ
ズ
ム
と

名
を
変
え
て
、
お
ぞ
ま
し
い
も
の
へ
の
欲
望
が
観
光（
の
一
部
）を
支
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
Ａ
観
光
地
住
民
の「
戦
略
」は
常
に
綱
渡
り
で
あ
る
。
ア
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メ
リ
カ
の
社
会
学
者
デ
ィ
ー
ン
・
マ
キ
ャ
ー
ネ
ル
が『
ザ
・
ツ
ー
リ
ス
ト
』で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
観
光
者
は「
演
出
」に
飽
き
足
ら
ず
そ
の「
舞
台
裏
」を

あ
い
ろ

見
た
が
る
の
だ
か
ら
。
あ
り
の
ま
ま
を
見
せ
る
生
活
観
光
は
、
出
口
の
見
え
な
い （
注
�
）

隘
路
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
観
光
の
ま
な
ざ
し
が
全
域
化
し

て
い
く
。

Ｂ
観
光
に
お
い
て「
見
る
」こ
と
は
問
題
含
み
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
と
く
に「
す
る
」こ
と
と
の
対
比
に
お
い
て
、
価
値
の
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ

て
も
き
た
。

見
る
主
体
と
見
ら
れ
る
客
体
と
い
う
、
乗
り
越
え
が
た
い（
よ
う
に
み
え
た
）関
係
性
は
、
意
外
な
形
で
反
転
す
る
。
観
光
者
が
ま
な
ざ
す
の
は
、
た

い
て
い（
自
分
以
外
の
）人
び
と
の
生
活
実
践
や
そ
の
痕
跡
で
あ
る
。
偉
大
な
芸
術
、
壮
大
な
遺
跡
、
珍
し
い
風
習
、
初
め
て
出
会
う
食
文
化
な
ど
な

ど
。
観
光
の
場
面
に
お
い
て
彼
ら
は「
見
る
だ
け
」の
よ
そ
者
だ
。
こ
こ
で
は
見
ら
れ
る
側
、
つ
ま
り
生
活「
す
る
」側
が
主
役
で
あ
り
、
そ
れ
を「
見
る
」

側
は
観
客
に
す
ぎ
な
い
。
文
化
人
類
学
や
地
域
社
会
学
、
環
境
社
会
学
に
よ
る
地
域
研
究
／
観
光
研
究
は
、
生
活
者
の
視
点
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
く
。
そ

の
ぞ

の
土
地
に
暮
ら
し
働
く
人
び
と
こ
そ
が
当
事
者
な
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
生
活
や
文
化
を
覗
く
た
め
に
訪
れ
て
、
そ
そ
く
さ
と
立
ち
去
っ
て
い
く
観
光
者

た
ち
は
招
か
れ
ざ
る
客
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。

観
光
の
ま
な
ざ
し
に
お
け
る
消
費
主
義
や
薄
っ
ぺ
ら
さ
を
鋭
く
批
判
し
た
の
は
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
だ
っ
た
。
一
九
世
紀
の
な
か
ば
に
旅
行
が
変
容
し

た
と
彼
は
述
べ
る
。
か
つ
て
の
旅
人（
ト
ラ
ベ
ラ
ー
）が
没
落
し
た
か
わ
り
に
観
光
客（
ツ
ー
リ
ス
ト
）が
台
頭
し
た
。
そ
れ
は
、
旅
行
が「
自
分
の
か
ら

だ
を
動
か
す
ス
ポ
ー
ツ
か
ら
、
見
る
ス
ポ
ー
ツ
へ
と
変
化
し
た
」こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。「
す
る
」か
ら「
見
る
」へ
の
転
換
。
旅
は
能
動
的
で
命
が
け

の
行
為
か
ら
、
購
入
す
る
だ
け
の
お
気
楽
な
商
品
へ
と
、「
無
意
味
」で「
空
虚
」な
も
の
へ
と
成
り
さ
が
っ
た
と
彼
は
考
え
た
の
だ
っ
た
。

ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
の
嘆
き
を
時
代
錯
誤
と
笑
う
こ
と
は
た
や
す
い
。
彼
の
観
光
論
は
、
あ
た
か
も
理
想
的
で「
ほ
ん
と
う
の
」旅
が
ど
こ
か
に
存
在
す

る
か
の
よ
う
な
幻
想
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
後
続
の
観
光
研
究
に
お
け
る
お
定
ま
り
の
批
判
な
の
で
あ
る
が
、
Ｃ
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど

単
純
で
も
な
い
。

表
層
的
な
観
光
の
あ
り
か
た
へ
の
飽
き
足
ら
な
さ
や
批
判
は
、
現
実
に
観
光
の
形
を
大
き
く
変
え
て
き
た
。
従
来
の
大
衆
観
光
が
観
光
地
社
会
へ
の

無
理
解
や
無
関
心
と
い
っ
た
特
徴
を
帯
び
て
い
た
の
に
対
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
新
し
い
観
光
／
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
提
唱
さ
れ
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実
践
さ
れ
て
き
た
の
だ
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は「
体
験
」「
交
流
」「
学
習
」で
あ
る
。
地
元
住
民
の
案
内
に
よ
っ
て
現
地
を
歩
き
な
が
ら「
ほ
ん
も
の
」の
歴
史
や

文
化
を
学
ん
だ
り
、
農
村
や
漁
村
の
民
家
に
宿
泊
し
て「
そ
の
土
地
な
ら
で
は
」の
生
活
を
体
験
し
た
り
す
る
よ
う
な
、
活
動
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
提
供

さ
れ
て
い
る
。「
見
る
」観
光
か
ら「
す
る
」観
光
へ
の
転
換
は
、
個
人
旅
行
の
み
な
ら
ず
、
こ
ん
に
ち
で
は
修
学
旅
行
を
は
じ
め
と
す
る
団
体
旅
行
に
お

ぎ
お
ん

い
て
す
ら
主
要
な
メ
ニ
ュ
ー
と
な
り
つ
つ
あ
る
。（
注
�
）

冒
頭
に
述
べ
た
京
都
祇
園
の
着
物
観
光
は
、
こ
の
よ
う
な
動
向
の
延
長
線
上
に
お
い
て
こ
そ
、
よ
り

よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

近
年
、
観
光
現
象
だ
け
で
な
く
観
光
研
究
の
視
座
ま
で
も
が
更
新
を
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
研
究
対
象
と
し
て
の
観
光
が「
見
る
」か
ら「
す
る
」

へ
と
変
化
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
観
光
は
、
は
た
し
て
ほ
ん
と
う
に「
見
る
」こ
と
だ
っ
た
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
い
が
突
き
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
ア
ル
ン
・
サ
ル
ダ
ン
ハ
は
ア
ー
リ
の
ま
な
ざ
し
論
を
批
判
し
て
、「
観
光
者
は
、
泳
が
な
い
の
か
、
山
へ
登
ら
な
い
の
か
、
サ
ン

�
サ
ク
し
な
い
の
か
、
ス
キ
ー
を
し
な
い
の
か
」と
の
疑
問
を
�
テ
イ
し
た
。

観
光
研
究
は
、
ア
ー
リ
の
ま
な
ざ
し
論
を
乗
り
越
え
る
べ
く
理
論
的
な
発
展
を
試
み
て
き
た
。
観
光
に
お
け
る
身
体
性
や
ふ
る
ま
い
を
重
視
す
る
視

点
を「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
的
転
回
」と
呼
ぶ
。
視
覚
の
み
な
ら
ず
嗅
覚
や
聴
覚
、
触
覚
、
味
覚
な
ど
多
様
な
感
覚
と
の
連
関
に
お
い
て
観
光
を
と
ら
え
た

り
、
観
光
者
の
身
体
性
や
し
ぐ
さ
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
分
析
の
力
点
を
傾
け
た
り
す
る
よ
う
な
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
ア
ー
リ
自
身
も

ヨ
ー
ナ
ス
・
ラ
ー
ス
ン
の
助
力
を
え
て
改
訂
し
た『
観
光
の
ま
な
ざ
し
』第
三
版
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
め
ぐ
る
章
を
設
け
、
観
光（
研
究
）に
お
け
る
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
概
念
の
重
要
性
に
注
意
を
促
す
に
い
た
っ
て
い
る
。

観
光
は
も
は
や「
見
る
」こ
と
だ
け
で
説
明
で
き
る
ほ
ど
素
朴
な
行
為
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
ア
ー
リ
と
ラ
ー
ス
ン
は
、
視
覚
で
ど
こ
ま
で
説
明
で

き
る
か
と
い
え
ば「
そ
れ
に
は
限
界
が
あ
る
」と
認
め
つ
つ
も
、「
視
覚
が
観
光
体
験
の
中
心
に
あ
る
」と
食
い
下
が
る
。
彼
ら
に
し
た
が
え
ば「
見
る
」か

「
す
る
」か
の
二
者
択
一
は
不
毛
な
の
で
あ
っ
て
、
ま
な
ざ
し
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
Ｄ「
と
も
に
踊
る
」関
係
な
の
だ
。
観
光
の
ま
な
ざ
し
論
は
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
的
転
回
に
よ
っ
て
イ
ッ
�
ソ
ウ
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
取
り
込
み
つ
つ
生
き
長
ら
え
る
。

か
つ
て
、
人
類
学
者
た
ち
は
調
査
地
に
観
光
客
が
訪
れ
る
こ
と
を
毛
嫌
い
し
て
き
た
。「
文
明
に
毒
さ
れ
て
い
な
い
」「
未
踏
の
」伝
統
文
化
こ
そ
を
欲

望
す
る
ま
な
ざ
し
は
、
下
世
話
な
観
光
客
た
ち
を
巧
妙
に
排
除
し
て
き
た
の
だ
。「
観
光
者
を
見
な
い
技
術
」は
私
た
ち
に
も
心
当
た
り
が
あ
る
だ
ろ
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う
。
海
外
で
出
会
う
日
本
人
観
光
客
を
あ
え
て
見
な
い
ふ
り
を
し
た
り
、「
誰
も
な
い
風
景
」を
カ
メ
ラ
に
お
さ
め
る
た
め
に
観
光
客
が
通
り
過
ぎ
る
の

を
待
ち
続
け
た
り
と
い
っ
た
経
験
を
し
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
ゴ
フ
マ
ン
の
い
う「
儀
礼
的
無
関
心
」が
駆
使
さ
れ

て
い
て
、
互
い
が
互
い
の
観
光
を
邪
魔
し
な
い
よ
う
高
度
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、「
観
光
者
を
見
る
技
術
」も
巧
み
に
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
。
ア
ー
リ
は
、
山
の
頂
上
や
森
の
奥
な
ど
、
他
の
観
光
者
が
い
な
い
こ
と
が
そ
の
場

所
の
観
光
的
価
値
を
高
め
る
よ
う
な
状
況
を「
ロ
マ
ン
主
義
的
ま
な
ざ
し
」と
呼
び
、
そ
れ
に
対
し
て
、
他
の
観
光
者
も
同
じ
場
所
に
来
て
い
る
と
い
う

事
実
が
そ
の
場
所
の
観
光
的
価
値
を
高
め
る
状
況
を「
集
合
的
ま
な
ざ
し
」と
呼
ん
だ
。
後
者
に
お
い
て
は
、
他
者
の
存
在
が
愉
快
さ
、
祝
祭
的
気
分
、

活
況
を
与
え
る
。

他
者
を
排
除
す
る
ま
な
ざ
し
に
し
て
も
、
そ
れ
を
取
り
込
む
ま
な
ざ
し
に
し
て
も
、
こ
こ
で
は
他
者
の
身
体
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
吉
見
俊
哉

は『
都
市
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
』の
な
か
で
、
都
市
を
歩
く
人
の
身
体
性
に
い
ち
早
く
言
及
し
て
い
た
。
一
九
七
三
年
に（
注
�
）

パ
ル
コ
が
渋
谷
・
公
園
通
り

に
開
店
し
た
際
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
は「
す
れ
違
う
人
が
美
し
い
」で
あ
っ
た
。
パ
ル
コ
は
渋
谷
と
い
う
都
市
を
舞
台
、
そ
こ
を
歩
く
人
び
と
を
主
役
と

見
立
て
て
都
市
空
間
を
演
出
し
た
。
渋
谷
を
訪
れ
る
若
者
た
ち
が
ま
な
ざ
し
た
の
は
、
資
本
が
演
出
す
る
記
号
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
と
Ｅ「
と
も
に

踊
る
」身
体
な
の
で
あ
っ
た
。
吉
見
に
よ
れ
ば
、
都
市
は「「
見
る
こ
と
」と「
見
ら
れ
る
こ
と
」を
媒
介
す
る
役
割
」を
果
た
し
て
い
た
。

ゲ
ス
ト
は
他
の
ゲ
ス
ト
か
ら
だ
け
で
な
く
ホ
ス
ト
か
ら
も「
見
ら
れ
」て
い
る
。
ダ
リ
ヤ
・
マ
オ
ズ
は
観
光
者
が
地
元
住
民
を
ま
な
ざ
す
と
と
も
に
地

元
住
民
も
観
光
者
を
ま
な
ざ
す
の
だ
と
述
べ
て
、
そ
れ
を「
相
互
の
ま
な
ざ
し
」と
名
づ
け
た
。
こ
ん
に
ち
、
京
都
で
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

で
、（
注
�
）

オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
張
本
人
と
し
て
観
光
者
は
冷
た
い
視
線
を
浴
び
せ
ら
れ
て
い
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
は
、
観
光
者

を
こ
の
世
界
で
最
も
�
イ
ま
わ
し
い
存
在
と
み
な
し
た
。

Ｆ
観
光
に
お
け
る「
見
る
／
見
ら
れ
る
」を
考
え
る
う
え
で
、
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
は
示
唆
的
で
あ
る
。
動
物
の
リ
ア
ル
な
生
態
に
肉
迫
す
る
べ
く
、

お
り

人
び
と
は
車
に
乗
り
込
ん
で
特
等
席
を
確
保
す
る
。
動
物
た
ち
は
車
に
群
が
り
、
物
欲
し
げ
に
人
間
を
ま
な
ざ
す
。
人
間
は
ふ
た
た
び
動
物
園
の
檻
に

閉
じ
込
め
ら
れ
て
、
ま
な
ざ
し
の
対
象
と
な
る
。
か
つ
て
の
万
国
博
覧
会
と
は
違
っ
て
、
彼
ら
を
見
て
い
る
の
は
も
は
や
人
間
で
は
な
い
。

（２６０１―７）― ７ ―



（
注
）
�
「
刹
那
的
」で
あ
る
と
同
時
に（
で
あ
る
が
ゆ
え
に
）対
象
に
魅
力
を
感
じ
る
と
い
う
観
光
の
ま
な
ざ
し

本
文
よ
り
前
の
と
こ
ろ
で
、
歴
史
学
者
の

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ヴ
ェ
ル
ブ
シ
ュ
が
、
鉄
道
が
人
間
に
も
た
ら
し
た
知
覚
の
あ
り
方
に
つ
い
て「
対
象
を
そ
の
刹
那
的
性
格
の
ゆ
え
に
、
逆
に
魅
力

あ
る
も
の
と
見
な
す
知
覚
」と
指
摘
し
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
知
覚
の
あ
り
方
が
観
光
の
ま
な
ざ
し
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

�

万
国
博
覧
会

複
数
の
国
々
が
一
つ
の
場
所
に
集
い
、
自
国
の
技
術
や
生
産
品
を
展
示
す
る
催
し
。

�

ダ
ー
ク
ツ
ー
リ
ズ
ム

戦
跡
な
ど
、
人
び
と
を
襲
っ
た
不
幸
や
悲
劇
に
ま
つ
わ
る
場
所
を
観
光
地
と
し
て
訪
れ
る
こ
と
。

�

隘
路

狭
く
て
通
り
に
く
い
通
路
。

�

冒
頭
に
述
べ
た
京
都
祇
園
の
着
物
観
光

本
文
を
含
む
論
考
全
体
の
冒
頭
で
、
観
光
客
が
レ
ン
タ
ル
着
物
に
身
を
包
み
、
祇
園
を
歩
く
様
子
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。

�

パ
ル
コ

東
京
都
渋
谷
区
に
あ
る
複
合
商
業
ビ
ル
。
若
者
文
化
を
発
信
す
る
拠
点
と
さ
れ
た
。

�

オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム

観
光
客
の
著
し
い
増
加
に
よ
っ
て
、
住
民
の
生
活
や
自
然
環
境
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
。

（２６０１―８）― ８ ―



問
１

傍
線
部
�
〜
�
に
相
当
す
る
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１

〜

５

。

�

ザ
ッ
カ

１

�������
�

米
の
カ
カ
ク
が
変
動
す
る

�

機
械
を
カ
ド
ウ
さ
せ
る

�

ガ
イ
カ
を
獲
得
す
る

�

他
人
に
責
任
を
テ
ン
カ
す
る

�

サ
ン
サ
ク

２

�������

ぶ
ど
う

�

葡
萄
を
ア
ッ
サ
ク
す
る

�

サ
ク
ボ
ウ
を
め
ぐ
ら
す

�

文
章
を
テ
ン
サ
ク
す
る

�

解
決
の
道
を
モ
サ
ク
す
る

	

テ
イ
し
た

３

�������
�

オ
ン
テ
イ
を
合
わ
せ
る

�

記
念
品
を
ゾ
ウ
テ
イ
す
る

�

セ
ケ
ン
テ
イ
が
悪
い

�

ゼ
ン
テ
イ
条
件
を
確
認
す
る




イ
ッ
ソ
ウ

４

�������
�

店
内
の
カ
イ
ソ
ウ
工
事
を
行
う

�

ソ
ウ
ゴ
ン
な
建
物

�

事
件
の
ソ
ウ
サ
に
協
力
す
る

�

床
を
ソ
ウ
ジ
す
る

�

イ
ま
わ
し
い

５

�������
�

古
く
か
ら
の
キ
ン
キ
を
犯
す

�

キ
キ
迫
る
演
技

�

キ
グ
の
念
を
抱
く

�

大
会
を
キ
ケ
ン
す
る

（２６０１―９）― ９ ―



問
２

傍
線
部
Ａ「
観
光
地
住
民
の『
戦
略
』は
常
に
綱
渡
り
で
あ
る
」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

６

。

�

観
光
者
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
自
ら
の
文
化
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
観
光
地
住
民
の「
戦
略
」は
、
観
光
者
の
ま
な
ざ
し

が
観
光
者
の
所
属
す
る
社
会
の
制
度
に
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
他
者
の
文
化
の
受
容
を
強
い
ら
れ
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
。

�

何
を
ど
こ
ま
で
見
た
り
見
な
か
っ
た
り
す
る
か
と
い
う
観
光
者
の
選
別
に
対
応
し
て
い
く
観
光
地
住
民
の「
戦
略
」は
、
観
光
者
の
恣
意
に

よ
っ
て
観
光
の
対
象
が
変
わ
る
た
め
に
、
そ
の
ま
な
ざ
し
に
も
て
あ
そ
ば
れ
る
事
態
を
招
き
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
。

�

あ
り
の
ま
ま
の
現
実
を
見
た
が
る
観
光
者
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
観
光
地
住
民
の「
戦
略
」は
、
お
ぞ
ま
し
い
部
分
を
好
ん
で
観
光
の
対
象

と
す
る
観
光
者
の
ま
な
ざ
し
の
た
め
に
、
観
光
地
住
民
が
自
ら
の
手
で
そ
の
生
活
を
ゆ
が
め
て
し
ま
い
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
。

�

自
ら
の
生
活
文
化
を
守
る
た
め
に
観
光
者
の
期
待
に
応
え
て
演
技
を
す
る
観
光
地
住
民
の「
戦
略
」は
、
演
出
の
裏
側
を
も
見
よ
う
と
す
る

観
光
者
の
欲
望
の
た
め
に
、
観
光
者
が
期
待
す
る
も
の
を
際
限
な
く
生
活
の
な
か
で
見
せ
て
い
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
。

（２６０１―１０）― １０ ―



問
３

傍
線
部
Ｂ「
観
光
に
お
い
て『
見
る
』こ
と
は
問
題
含
み
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
と
く
に『
す
る
』こ
と
と
の
対
比
に
お
い
て
、
価
値
の
な
い
も
の

と
み
な
さ
れ
て
も
き
た
。」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一

つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

７

。

�

観
光
研
究
が
土
地
に
暮
ら
す
人
々
の
生
活
を
覗
く
た
め
だ
け
に
観
光
地
を
訪
れ
る
観
光
者
を
批
判
し
、
ま
た
、
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
が
旅
に

み
い
だ

命
を
か
け
て
き
た
旅
人
に
意
味
を
見
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
見
る
」主
体
の
位
置
づ
け
に
変
化
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
。

�

観
光
で
重
視
す
べ
き
は
観
光
地
住
民
の
生
活
を
体
験
す
る
こ
と
で
あ
り
、
旅
行
は
本
来「
す
る
」も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
観
光
研
究

や
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
、
観
光
に
お
け
る「
見
る
」こ
と
の
役
割
が
後
退
し
た
と
い
う
こ
と
。

�

そ
の
土
地
に
暮
ら
す
当
事
者
の
視
点
を
重
視
し
た
観
光
研
究
に
よ
っ
て
観
光
者
は
よ
そ
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
能
動
的
な
旅
を
充
実

し
た
も
の
と
捉
え
る
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
に
よ
っ
て「
見
る
」だ
け
の
観
光
が
軽
薄
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
。

�

自
ら
の
生
活
や
文
化
に
価
値
を
認
め
る
生
活
者
の
視
点
を
重
視
す
る
観
光
研
究
と
、「
す
る
」か
ら「
見
る
」へ
の
旅
行
の
変
容
を
嘆
く
ブ
ー

お
と
し

ア
ス
テ
ィ
ン
の
見
解
が
重
な
る
こ
と
で
、「
見
る
」側
の
観
光
者
が
無
意
味
な
存
在
に
貶
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
。

（２６０１―１１）― １１ ―



問
４

傍
線
部
Ｃ「
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
も
な
い
」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の

う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

８

。

�

表
層
的
な
観
光
へ
の
不
満
や
批
判
が
、
そ
の
土
地
の
生
活
を
体
験
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
人
気
の
観
光
商
品
に
押
し
上
げ
る
こ
と
に
つ
な
が

り
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
変
化
を
ふ
ま
え
る
こ
と
で
、
多
様
な
感
覚
と
の
連
関
に
お
い
て
観
光
を
捉
え
る
観
光
研
究
の
方
法
が
構
想
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
か
ら
。

�

表
層
的
な
観
光
へ
の
不
満
や
批
判
が
、
観
光
地
の
生
活
を
覗
く
だ
け
の
観
光
か
ら
観
光
地
社
会
の
実
際
を
体
験
し
よ
う
と
す
る
観
光
へ
の

転
換
を
促
し
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
変
化
と
並
行
し
て
、
観
光
者
の
ふ
る
ま
い
に
注
意
を
向
け
る
よ
う
な
か
た
ち
で
観
光
研
究
の
着
眼
点
が
改

め
ら
れ
て
い
っ
た
か
ら
。

�

表
層
的
な
観
光
へ
の
不
満
や
批
判
が
、
か
つ
て
の
旅
人
に
よ
る
能
動
的
な
旅
を
再
現
す
る
観
光
を
要
求
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に

こ
う
し
た
変
化
に
呼
応
し
て
、
観
光
は「
見
る
」こ
と
だ
け
で
説
明
で
き
る
行
為
で
は
な
い
と
い
う
新
た
な
認
識
を
観
光
研
究
に
も
た
ら
す
こ

と
に
な
っ
た
か
ら
。

�

表
層
的
な
観
光
へ
の
不
満
や
批
判
が
、
観
光
地
社
会
に
対
す
る
無
理
解
さ
を
反
省
し
た
新
し
い
観
光
を
実
践
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
さ

ら
に
こ
う
し
た
変
化
を
受
け
て
、
観
光
地
に
対
し
て
観
光
者
が
正
し
く
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
方
法
を
探
求
す
る
よ
う
な
観
光
研
究
の
創
出
に

つ
な
が
っ
た
か
ら
。

（２６０１―１２）― １２ ―



問
５

傍
線
部
Ｄ「『
と
も
に
踊
る
』」は
ア
ー
リ
と
ラ
ー
ス
ン
の『
観
光
の
ま
な
ざ
し
』第
三
版
か
ら
の
引
用
表
現
で
あ
り
、
筆
者
は
傍
線
部
Ｅ「『
と
も
に

踊
る
』」で
そ
の
表
現
を
再
度
用
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

解
答
番
号
は

９

。

�

傍
線
部
Ｄ
で
は
観
光
研
究
に
お
い
て
ま
な
ざ
し
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
重
要
な
視
点
で
あ
る
こ
と
を
表
し
、
傍
線
部
Ｅ
で
は
都
市
の
研
究

に
お
い
て
商
業
施
設
と
若
者
の
身
体
が
都
市
と
い
う
舞
台
を
考
え
る
う
え
で
と
も
に
重
要
な
対
象
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に「
と
も
に
踊
る
」と
い
う
表
現
は
、
複
数
の
視
点
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
新
し
い
研
究
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

�

傍
線
部
Ｄ
で
は
観
光
に
お
け
る
ま
な
ざ
し
が
観
光
者
の
身
体
と
関
わ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
、
傍
線
部
Ｅ
で
は
都
市
を
彩
る

イ
メ
ー
ジ
と
人
々
の
身
体
が
と
も
に
都
市
と
い
う
舞
台
を
形
作
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に「
と
も
に
踊
る
」と
い
う
表
現

は
、「
見
る
」人
が
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
行
為
す
る
存
在
で
あ
り
か
つ
他
者
の
ま
な
ざ
し
の
対
象
で
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

�

傍
線
部
Ｄ
で
は
他
の
観
光
者
と
と
も
に
あ
る
こ
と
が
観
光
地
の
価
値
を
高
め
る
と
い
う
観
光
の
あ
り
方
を
表
し
、
傍
線
部
Ｅ
で
は
都
市
を

歩
く
人
と
そ
れ
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
若
者
の
存
在
と
が
都
市
の
魅
力
を
高
め
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に「
と
も
に
踊
る
」

と
い
う
表
現
は
、
他
者
の
身
体
と
そ
れ
を「
見
る
」人
が
と
も
に
観
光
地
や
都
市
の
価
値
を
高
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

�

傍
線
部
Ｄ
で
は「
見
る
」人
と「
す
る
」人
と
が
互
い
に
高
度
な
や
り
取
り
を
行
っ
て
い
る
観
光
体
験
の
あ
り
よ
う
を
表
し
、
傍
線
部
Ｅ
で
は

「
見
る
」人
と「
見
ら
れ
る
」人
と
が
と
も
に
行
き
交
う
都
市
空
間
の
あ
り
よ
う
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に「
と
も
に
踊
る
」と
い
う
表
現

は
、
ふ
る
ま
い
と
ま
な
ざ
し
と
の
区
別
や
主
役
と
観
客
と
の
区
別
が
分
か
ち
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（２６０１―１３）― １３ ―



問
６

傍
線
部
Ｆ「
観
光
に
お
け
る『
見
る
／
見
ら
れ
る
』を
考
え
る
う
え
で
、
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
は
示
唆
的
で
あ
る
。」と
あ
る
が
、
文
章
中
に
示
さ
れ

た「
見
る
／
見
ら
れ
る
」の
事
例
と
の
関
係
に
お
い
て
、
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で「
示
唆
的
」で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
の
説

明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１０

。

�

グ
ア
ム
な
ど
の
リ
ゾ
ー
ト
で
は
、
ゲ
ス
ト
側
の「
文
化
的
な
メ
ガ
ネ
」を
通
し
た
ま
な
ざ
し
が
ホ
ス
ト
側
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
。
一
方
で
サ

フ
ァ
リ
パ
ー
ク
で
は
、
見
る
主
体
で
あ
る
人
間
の
欲
望
と
、
物
欲
し
げ
に
人
間
を
眺
め
る
動
物
の
欲
望
と
の
違
い
が
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
は
、
ゲ
ス
ト
側
の
ま
な
ざ
し
と
ホ
ス
ト
側
の
ま
な
ざ
し
と
の
非
対
称
性
を
考
え
さ
せ
る
点
で
示
唆
的
で
あ
る
。

�

植
民
地
住
民
の「
展
示
」で
は
、
見
る
主
体
と
見
ら
れ
る
客
体
が
恣
意
的
に
固
定
さ
れ
る
。
一
方
で
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
で
は
、
見
る
主
体
で

あ
る
人
間
が
動
物
の
暮
ら
す
場
に
入
っ
て
い
く
こ
と
で
、
動
物
の
欲
望
の
ま
な
ざ
し
に
さ
ら
さ
れ
る
客
体
に
も
な
る
。
こ
の
よ
う
に
サ
フ
ァ

リ
パ
ー
ク
は
、
見
ら
れ
る
側
に
強
い
ら
れ
る
一
方
的
な
ま
な
ざ
し
が
、
見
る
側
に
も
向
け
ら
れ
る
場
で
あ
る
点
で
示
唆
的
で
あ
る
。

�

観
光
研
究
で
は
、
見
ら
れ
る
側
の
観
光
地
住
民
の
生
活
が
重
視
さ
れ
、
見
る
側
の
観
光
者
は
そ
そ
く
さ
と
立
ち
去
る
よ
そ
者
と
み
な
さ
れ

る
。
同
様
に
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
に
お
い
て
も
、
主
役
は
そ
こ
に
暮
ら
す
動
物
で
あ
り
、
人
間
は
観
察
者
と
し
て
通
り
過
ぎ
る
だ
け
の
存
在
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
は
、
見
る
側
の
観
光
者
が「
招
か
れ
ざ
る
客
」で
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
点
で
示
唆
的
で
あ
る
。

�

観
光
の
現
場
で
は
、
観
光
者
は
他
の
観
光
者
を
見
る
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
他
の
観
光
者
か
ら
見
ら
れ
る
存
在
で
も
あ
る
。
同
様
に
サ

フ
ァ
リ
パ
ー
ク
で
も
、
動
物
を
見
る
他
の
客
の
邪
魔
を
し
な
い
よ
う
注
意
を
払
っ
た
り
、
他
の
客
と
一
緒
に
動
物
を
観
察
し
よ
う
と
し
た
り

す
る
。
こ
の
よ
う
に
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
は
、
観
光
者
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
に
注
意
を
促
す
点
で
示
唆
的
で
あ
る
。
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は
ち
か
い
み
み

第
２
問
次
の
文
章
は
、
蜂
飼
耳「
繭
の
遊
戯
」（
二
〇
〇
五
年
発
表
）の
一
節
で
あ
る
。
周
囲
の
大
人
た
ち
か
ら「
厄
介
者
」扱
い
さ
れ
て
い
る「
お
じ
さ

ん
」は
、
小
屋
に
籠
も
っ
て
何
か
を
作
っ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
小
屋
に
幼
い
こ
ろ
の「
わ
た
し
」は
よ
く
遊
び
に
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
読

ん
で
、
後
の
問
い（
問
１
〜
７
）に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で
本
文
の
上
に
行
数
を
付
し
て
あ
る
。（
配
点

４５
）

壁
に
、
ギ
タ
ー
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
。
触
り
た
い
。「
あ
れ
取
っ
て
」。
す
ぐ
に
は
取
っ
て
も
ら
え
な
い
。「
あ
れ
、
取
っ
て
よ
。
ち
ょ
っ
と
だ
け
」。

お
じ
さ
ん
は
、
取
る
か
ど
う
か
わ
ざ
と
迷
う
ふ
り
を
し
な
が
ら
、
金
具
を
外
し
ギ
タ
ー
を
下
ろ
す
。
受
け
取
り
、
抱
え
て
み
る
。
鳴
ら
し
て
み
る
。
ど

ま

ん
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
も
な
り
は
し
な
い
。
つ
ま
ら
な
い
と
い
う
よ
り
、
不
安
だ
っ
た
。
自
分
で
ば
ら
撒
い
た
お
か
し
な
音
に
、
自
分
で
不
安
に
な
る
の

だ
っ
た
。「
返
す
」「
も
う
、
い
い
の
」。

か
し

な
に
か
弾
い
て
よ
。
頼
む
と
弾
い
て
く
れ
る
。
い
つ
も
同
じ
曲
だ
。
最
後
ま
で
全
部
、
聞
い
た
こ
と
は
な
い
。
い
つ
も
途
中
で
、「
あ
れ
」と
首
を
傾

た
こ

ゆ
る

げ
る
。「
あ
れ
、
あ
れ
」。
凧
が
落
下
す
る
と
き
の
よ
う
に
、
見
え
な
い
糸
が
不
意
に
弛
み
は
じ
め
て
、
ぷ
つ
ん
と
止
ま
る
。「
あ
れ
、
わ
か
ら
な
く

な
っ
た
」。
い
つ
も
の
こ
と
だ
が
、
い
つ
も
、
が
っ
か
り
す
る
。
Ⅰ
が
っ
か
り
、
と
い
う
気
も
ち
に
は
、
か
わ
い
そ
う
だ
、
と
思
う
気
も
ち
が
混
ざ
っ

て
い
た
。
生
意
気
に
も
。
五
つ
や
六
つ
の
子
ど
も
で
も
、
そ
う
し
て
こ
っ
そ
り
、
大
人
を
哀
れ
む
と
き
が
あ
る
の
だ
。

気
ま
ず
く
な
り
、
い
つ
も
同
じ
質
問
を
す
る
。「
な
ん
て
い
う
曲
」。
つ
づ
き
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ど
ち
ら
に
も
わ
か
っ
て
い
て
、
暗
黙

の
了
解
な
の
に
、
お
じ
さ
ん
は
目
を
泳
が
せ
て
、
Ａ
音
を
探
す
ふ
り
を
す
る
。
心
を
こ
め
る
よ
う
に
爪
弾
く
。「（
注
�
）

ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
の
思
い
出
だ
よ
」。

ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
っ
て
な
に
、
と
は
聞
け
な
か
っ
た
。
思
い
出
と
い
う
か
ら
に
は
、
人
の
名
前
だ
ろ
う
。
き
っ
と
女
の
人
の
名
前
だ
。
そ
う
思
い
こ
み
、

恥
ず
か
し
さ
に
密
封
さ
れ
て
、
聞
け
な
い
の
だ
っ
た
。

お
じ
さ
ん
が
厄
介
者
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
仕
事
を
し
て
お
金
を
稼
ぐ
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
か
ら
だ
っ
た
。
と
は
い
え
、
働
か
な
く
て
も
済
む
よ

う
な
資
産
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
き
ど
き
、
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
手
な
ど
を
し
て
、
そ
の
と
き
に
必
要
な
分
だ
け
稼
ぐ
の
だ
っ
た
。
い
ま
で
い
う
と

こ
ろ
の
フ
リ
ー
タ
ー
だ
。
快
く
思
わ
な
い
人
は
親
戚
中
に
い
て
、
誰
彼
と
顔
を
合
わ
せ
る
た
び
、
叱
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
ち
ゃ
ん
と
仕
事
し
な

さ
い
。
も
っ
と
も
口
う
る
さ
い
の
は
、
お
じ
さ
ん
の
姉
、
つ
ま
り
、
わ
た
し
の
母
だ
っ
た
。
説
教
が
は
じ
ま
れ
ば
、
早
く
終
わ
ら
な
い
か
な
、
と
う
ん

�１０１５
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ざ
り
し
て
、
柱
の
陰
か
ら
見
て
い
た
。
大
人
に
怒
ら
れ
る
大
人
は
、
子
ど
も
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
お
じ
さ
ん
は
大
人
な
の
に
、
と
悔
し
か
っ
た
。

い
っ
た
い
、
な
に
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
お
じ
さ
ん
は
。
不
思
議
だ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
い
つ
で
も
、
忙
し
そ
う
に
し
て
い
る
か
ら
だ
。
自
分

こ
も

で
建
て
た
小
屋
と
い
う
繭
に
籠
り
、
で
も
、
眠
っ
て
は
い
な
い
。
じ
っ
と
し
て
は
い
な
い
。
い
つ
も
、
く
る
く
る
と
動
き
ま
わ
っ
て
い
る
。
器
械
を
い

じ
っ
た
り
、
な
に
か
組
み
立
て
た
り
、
切
っ
た
り
、
削
っ
た
り
と
。
不
思
議
だ
っ
た
。「
な
に
し
て
る
の
」と
聞
け
ば
必
ず
、「
仕
事
」と
い
う
答
え
が

め
つ
た

返
っ
て
く
る
。
い
つ
も
な
に
か
を
作
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
が
、
そ
の
成
果
が
見
え
る
か
た
ち
で
現
れ
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
の
だ
っ
た
。

「
い
つ
ま
で
も
親
の
ス
ネ
か
じ
っ
て
」。
あ
る
日
、
お
じ
さ
ん
の
姉
、
つ
ま
り
、
わ
た
し
の
母
が
大
声
を
上
げ
て
怒
り
は
じ
め
た
。
お
じ
さ
ん
は
耳
が

聞
こ
え
な
く
な
っ
た
鳥
の
よ
う
に
、
な
に
も
か
も
無
視
し
て
、（
注
�
）

母
屋
か
ら
す
っ
と
抜
け
て
行
っ
た
。「
お
母
さ
ん
、
な
ん
と
か
い
っ
て
よ
」「
い
っ
て
る

よ
、
い
つ
も
」「
お
母
さ
ん
が
甘
い
か
ら
よ
」「
も
う
わ
か
っ
た
、
あ
た
し
が
死
ね
ば
い
い
ん
で
し
ょ
、
じ
ゃ
あ
、
死
ぬ
よ
」。
祖
母
は
罵
り
な
が
ら
、
豆

む

け
ん
か

し
げ

の
殻
を
剝
い
た
。
豆
の
匂
い
は
喧
嘩
の
匂
い
。
い
や
に
な
り
、
庭
へ
出
て
、
小
屋
へ
と
歩
く
。
夜
風
が
あ
る
。（
注
�
）

南
天
の
繁
み
が
あ
た
ま
を
振
る
。
重
た

た
た

く
ざ
わ
つ
く
。
闇
の
な
か
に
四
角
く
切
り
取
ら
れ
た
お
じ
さ
ん
の
窓
。
叩
く
。
聞
こ
え
な
い
の
か
な
。
重
た
く
ざ
わ
つ
く
南
天
の
繁
み
。
も
う
少
し
強

く
叩
く
。

う
か
が

「
あ
た
し
だ
よ
」。
ほ
そ
く
開
い
た
。
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
虎
の
よ
う
に
、
外
の
よ
う
す
を
窺
う
。「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
、
喧
嘩
し
て
る
よ
」。
お
じ
さ

た
く
ら

ん
の
せ
い
だ
よ
、
と
は
口
に
し
な
い
。
お
じ
さ
ん
は
、
わ
た
し
が
な
に
か
企
ん
で
い
な
い
か
ど
う
か
、
じ
い
っ
と
目
を
ほ
そ
め
て
観
察
す
る
。
わ
た
し

は
そ
の
瞬
間
的
な
観
察
に
耐
え
る
。
な
に
も
な
い
と
わ
か
る
と
、
上
げ
て
く
れ
た
。
小
屋
の
な
か
は
、
い
つ
も
イ
ン
ド
の
匂
い
が
し
た
。
ア
ル
ハ
ン
ブ

ラ
が
わ
か
ら
な
い
と
同
様
、
イ
ン
ド
も
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
で
買
っ
て
き
た
ん
だ
、
と
見
せ
て
く
れ
た
お
香
の
包
み
の
上
で
、
目
ば
か
り

大
き
な
赤
い
顔
、
青
い
顔
が
見
つ
め
合
っ
て
い
る
。「
手
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
怖
い
」「
神
さ
ま
だ
よ
」「
こ
れ
が
」「
イ
ン
ド
の
」。

た

仏
壇
に
立
て
ら
れ
る
も
の
よ
り
、
ず
っ
と
長
く
て
甘
や
か
な
香
り
の
お
香
を
も
く
も
く
と
焚
き
、
お
じ
さ
ん
は
緑
色
の
瓶
の
液
体
を
飲
ん
で
い
た
。

「
そ
れ
な
に
」「（
注
�
）

シ
ー
ド
ル
」「
飲
み
た
い
な
」「
子
ど
も
の
飲
み
物
じ
ゃ
な
い
よ
」「
ち
ょ
っ
と
だ
け
」。
シ
ー
ド
ル
を
固
ま
り
の
よ
う
に
飲
み
こ
ん
で
、
お
じ

な

さ
ん
は
た
め
息
を
つ
く
。
シ
ー
ド
ル
を
舐
め
て
、
わ
た
し
も
た
め
息
を
つ
い
た
。
お
じ
さ
ん
に
隠
し
て
。
擦
り
切
れ
た
カ
ー
ペ
ッ
ト
の
上
に
、
さ
ま
ざ

か
け
ら

し
ま

か
さ

ま
な
色
の
ガ
ラ
ス
の
欠
片
。
赤
、
青
、
黄
、
緑
、
ピ
ン
ク
、
紫
、
だ
い
だ
い
、
縞
模
様
。
そ
ば
に
は
、
作
り
か
け
の
ラ
ン
プ
の
笠
の
よ
う
な
も
の
。

２０２５３０３５
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「
そ
う
だ
、
こ
れ
、
ど
う
思
う
」。
ベ
ッ
ド
の
隅
に
腰
掛
け
て
い
た
お
じ
さ
ん
が
、
力
な
く
立
ち
上
が
る
。
緊
張
す
る
。
意
見
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
な

は

ど
、
は
じ
め
て
だ
っ
た
か
ら
だ
。
汚
れ
た
壁
と
黒
い
本
棚
の
隙
間
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
の
は
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
絵
だ
っ
た
。
ガ
ラ
ス
は
す
べ
て
嵌
め

こ
ま
れ
、
完
成
品
の
よ
う
だ
っ
た
。
鳥
が
二
羽
、
空
を
渡
っ
て
い
く
と
こ
ろ
。「
ど
う
思
う
。
わ
か
る
か
な
、
鶴
だ
け
ど
」。

五
つ
や
六
つ
の
子
ど
も
の
目
に
も
、
そ
の
鶴
に
は
な
に
か
足
り
な
い
と
、
わ
か
っ
た
。
鶴
と
い
う
よ
り
、
も
っ
と
ず
ん
ぐ
り
し
た
鳥
に
見
え
る
。
翼

を
も
う
少
し
ほ
そ
く
長
く
し
た
ら
、
い
い
の
で
は
な
い
か
。
子
ど
も
の
目
に
も
、
そ
ん
な
意
見
が
浮
か
ぶ
ほ
ど
、
な
に
か
が
欠
け
て
い
た
。
い
ま
思
う

と
、
つ
ま
り
、
切
れ
が
な
か
っ
た
の
だ
。「
悪
く
な
い
よ
ね
」と
、
お
じ
さ
ん
。
い
い
、
と
い
っ
て
ほ
し
い
の
か
。
そ
れ
と
も
、
子
ど
も
は
思
っ
た
通
り

を
口
に
す
る
と
期
待
し
て
、
本
当
の
意
見
を
待
っ
て
い
る
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。「
悪
く
な
い
で
し
ょ
」。

Ｂ
そ
の
と
き
、
わ
た
し
の
な
か
で
む
く
む
く
と
目
を
覚
ま
し
た
の
は
、
母
に
似
た
も
の
だ
っ
た
。

「
あ
ひ
る
み
た
い
」。
お
じ
さ
ん
の
顔
が
内
側
か
ら
崩
れ
る
。「
鶴
っ
て
も
っ
と
、
ス
マ
ー
ト
だ
よ
」。
崩
れ
る
。
思
い
が
け
な
い
ほ
ど
、
あ
っ
さ
り

と
。
そ
れ
を
見
る
と
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
し
た
、
と
い
う
気
も
ち
に
な
っ
た
。
同
時
に
満
足
だ
っ
た
。
い
い
と
思
わ
な
い
も
の
を
、
い
い

と
は
い
え
な
い
。
い
っ
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
で
嫌
わ
れ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
し
か
た
な
い
と
、
に
わ
か
に
強
気
に
な
り
、
息
を
吐
い
た
。
満

が

足
と
孤
独
。
し
の
び
こ
ん
だ
蛾
が
、
押
せ
な
い
窓
を
押
し
て
暴
れ
、
し
き
り
に
乾
い
た
音
を
立
て
る
。
そ
の
と
き
、
わ
た
し
は
な
に
か
を
、
教
え
ら
れ

こ
う
よ
う

て
い
た
の
だ
。
で
も
、
そ
う
い
う
考
え
を
ひ
ろ
げ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
な
に
か
大
事
な
も
の
を
自
分
で
探
り
当
て
た
つ
も
り
に
な
り
、
昂
揚
し
て
い

せ
つ
け
ん

た
。
お
じ
さ
ん
の
手
に
こ
び
り
つ
く
、
石
鹼
で
は
落
と
せ
な
い
塗
料
。
眠
く
な
っ
た
ふ
り
を
し
て
、
小
屋
を
出
た
。

つ

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
今
度
は
陶
芸
の
虫
が
、
お
じ
さ
ん
に
取
り
憑
い
た
。
ど
こ
か
ら
土
を
運
ん
で
来
る
の
か
、
周
り
が
気
づ
い
た
と
き
に
は

い
り
ぐ
ち

も
う
、
小
屋
の
入
口
に
敷
い
た
古
い
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
の
上
に
、
大
小
の
器
が
い
く
つ
も
な
ら
ん
で
い
た
。「
絵
は
、
な
い
の
」「
絵
は
、
乾
か
し
て
か

い

ら
だ
よ
」。
そ
う
い
う
こ
と
の
す
べ
て
、
本
や
雑
誌
を
見
て
、
や
り
方
を
覚
え
る
の
だ
と
い
う
。「
あ
ん
な
に
器
用
な
ん
だ
っ
た
ら
、
少
し
は
活
か
せ
ば

つ
ぶ
や

い
い
よ
う
な
も
の
だ
け
ど
」。
母
が
い
な
い
と
き
祖
母
は
そ
ん
な
ふ
う
に
呟
い
た
。
で
も
、
母
が
い
て
、
母
に
責
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
決
し
て
そ
う

は
い
わ
な
い
。「
だ
っ
て
、
あ
た
し
が
産
ん
だ
ん
だ
か
ら
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」と
い
う
。「
焼
き
物
を
や
る
っ
て
い
っ
て
も
、
な
に
も
習
わ
な
い

で
、
そ
ん
な
我
流
で
や
っ
て
い
る
だ
け
じ
ゃ
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
仕
事
に
な
ん
か
な
ら
な
い
」と
、
母
。

４０４５５０５５

（２６０１―１８）― １８ ―



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

五
つ
や
六
つ
の
子
ど
も
に
と
っ
て
、
大
人
は
二
種
類
に
分
か
れ
る
。
遊
ん
で
く
れ
る
人
と
、
そ
う
で
な
い
人
。
お
じ
さ
ん
は
遊
ん
で
く
れ
る
ば
か
り

か
、
い
つ
も
な
に
か
を
熱
心
に
作
っ
て
い
た
。
他
の
大
人
た
ち
が
心
配
し
て
た
め
息
を
つ
く
ほ
ど
無
力
だ
と
は
、
思
え
な
い
の
だ
っ
た
。
小
屋
の
陰
に

あ
り

し
ゃ
が
ん
で
蟻
の
巣
を
見
て
い
る
と
、
壁
を
通
し
て
、
削
っ
た
り
切
っ
た
り
す
る
音
が
漏
れ
出
て
く
る
。
お
じ
さ
ん
は
確
か
に
、
な
に
か
し
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
は
、
わ
か
っ
た
。

「
ち
ょ
っ
と
、
ち
ょ
っ
と
」。
池
の
そ
ば
に
座
り
こ
み
、（
注
�
）

ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
を
探
し
て
い
た
ら
、
お
じ
さ
ん
に
呼
ば
れ
た
。
小
屋
の
窓
が
開
き
、
意
に
反
し

て
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
虎
の
よ
う
に
、
手
招
き
す
る
。
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
は
見
つ
か
ら
な
い
。
金
魚
が
上
が
っ
て
き
て
静
か
な
水
面
へ
口
を
つ
け
、
波
紋
を
ひ

ろ
げ
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
ど
こ
か
へ
飛
ん
で
い
っ
た
か
な
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
、
と
思
い
な
が
ら
答
え
る
。「
い
ま
行
く
」。
見
せ
た
い
も
の
が
あ
る
か
、

用
を
い
い
つ
け
る
か
、
ど
ち
ら
か
だ
。

の
ぞ

小
屋
を
覗
い
て
、
お
ど
ろ
い
た
。
奇
妙
な
か
た
ち
の
白
い
も
の
が
、
整
列
し
て
い
る
。
ど
れ
に
も
穴
が
ず
ら
り
と
開
い
て
い
て
、
笛
か
な
、
と
思

う
。「（
注
�
）

オ
カ
リ
ナ
だ
よ
」。
乾
か
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。「
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
作
っ
た
の
」と
い
う
と
、「
売
る
ん
だ
」。
秘
密
の
計
画
を
打
ち
明
け
て
、

声
を
ひ
そ
め
た
。「
だ
け
ど
、
ち
ゃ
ん
と
鳴
る
の
」「
鳴
る
よ
、
も
ち
ろ
ん
」。
信
用
し
な
い
で
い
る
と
、
お
じ
さ
ん
は「
試
作
品
」と
い
っ
て
、
箱
の
な
か

ふ
く
ろ
う

か
ら
、
完
成
し
た
水
色
の
オ
カ
リ
ナ
を
取
り
出
し
た
。
両
手
で
持
っ
て
、
口
を
つ
け
る
。
迷
子
の
梟
の
よ
う
な
音
。
塗
ら
れ
た
水
色
の
濃
淡
は
、
模

む
ら

様
の
よ
う
に
も
、
た
だ
の
斑
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
き
れ
い
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
布
で
吹
き
口
を
拭
い
、
わ
た
し
に
渡
し
た
。

吹
く
。
鳴
る
こ
と
は
鳴
る
。
で
も
、
ば
ら
ば
ら
の
音
。「
こ
れ
見
れ
ば
わ
か
る
よ
」と
い
っ
て
、
お
じ
さ
ん
は
こ
ま
か
く
折
っ
た
紙
切
れ
を
出
し
た
。

（
注
�
）

運
指
法
が
載
っ
て
い
た
が
、
見
て
も
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
鳴
ら
し
て
い
る
だ
け
で
も
、
三
つ
四
つ
の
音
階
に
、
た
ど
り
着
く
こ
と
は
で
き

る
。
欲
し
く
な
っ
た
。「
ち
ょ
う
だ
い
」と
頼
む
と
、
そ
の
願
い
を
聞
き
入
れ
る
か
ど
う
か
深
く
悩
む
、
と
い
う
ふ
り
を
し
な
が
ら
、「
じ
ゃ
あ
、
あ
げ

よ
う
」。
そ
れ
か
ら
、
取
り
出
さ
れ
る
別
の
木
箱
。
古
び
た
木
箱
色
の
つ
い
た
オ
カ
リ
ナ
が
、
い
く
つ
も
息
を
殺
し
て
夜
明
け
の
玉
子
の
よ
う
に
じ
っ

と
し
て
い
た
。「
い
っ
ぱ
い
あ
る
か
ら
」。
勝
ち
誇
っ
た
よ
う
に
わ
ら
う
。

Ⅱ
す
ご
い
、
と
思
い
な
が
ら
、
が
っ
か
り
し
た
。
こ
ん
な
ふ
う
に
自
分
の
手
で
オ
カ
リ
ナ
を
作
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
オ
カ
リ
ナ
を
作
れ
な
い
他

か

の
大
人
た
ち
か
ら
、
怒
ら
れ
つ
づ
け
、
文
句
を
い
わ
れ
つ
づ
け
る
の
か
、
と
。
拾
っ
た
枝
で
池
の
水
を
搔
き
ま
わ
し
な
が
ら
、
あ
た
ま
を
悩
ま
せ
た
。

６０６５７０７５
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つ
な

他
の
人
た
ち
か
ら
見
れ
ば
意
味
が
薄
い
こ
と
を
、
自
分
の
熱
意
だ
け
で
つ
づ
け
る
。
ど
こ
へ
繫
が
っ
て
い
く
の
か
、
わ
か
り
も
し
な
い
ま
ま
。
Ｃ
触

角
の
取
れ
た
虫
。
方
向
感
覚
を
破
壊
さ
れ
た
鳥
。
そ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
、
と
。
お
じ
さ
ん
の
心
配
を
し
な
が
ら
、
自
分
も
晴
れ
な
い

霧
に
つ
つ
ま
れ
た
。
オ
カ
リ
ナ
ど
こ
ろ
か
、
な
に
も
作
れ
な
い
自
分
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
、
と
。

だ
れ
も
い
な
い
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
オ
カ
リ
ナ
を
吹
く
。
Ｄ
曲
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
ば
ら
ば
ら
の
音
。
吹
い
て
い
る
と
、
身
体
の
表
面
が
分

厚
く
剝
が
れ
落
ち
る
気
が
す
る
。
そ
れ
を
拾
い
集
め
る
べ
き
か
ど
う
か
、
わ
か
ら
な
い
。
捨
て
て
お
い
て
い
い
、
殻
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
じ
さ
ん
は
、
た
く
さ
ん
の
オ
カ
リ
ナ
を
、
バ
ザ
ー
で
売
る
と
い
う
の
だ
っ
た
。
運
指
法
の
説
明
も
つ
け
て
、
と
そ
れ
が
す
ご
い
ア
イ
デ
ア
で
あ
る
か

の
よ
う
に
、
い
う
の
だ
っ
た
。

（
注
）
�

ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
の
思
い
出

ギ
タ
ー
の
曲
名
。
ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
は
ス
ペ
イ
ン
に
あ
る
宮
殿
の
名
前
。

�

母
屋

住
居
の
な
か
で
、
生
活
の
主
な
場
と
な
っ
て
い
る
建
物
。

�

南
天

小
さ
な
赤
い
実
を
つ
け
る
低
木
。

�

シ
ー
ド
ル

リ
ン
ゴ
の
果
汁
を
発
酵
さ
せ
た
発
泡
酒
。

�

ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ

池
や
沼
に
す
む
昆
虫
。

�

オ
カ
リ
ナ

鳥
の
形
を
模
し
た
土
製
の
笛
。

�

運
指
法

楽
器
を
演
奏
す
る
と
き
の
指
の
運
び
方
。

８０

（２６０１―２０）― ２０ ―



問
１

傍
線
部
Ａ「
音
を
探
す
ふ
り
を
す
る
。
心
を
こ
め
る
よ
う
に
爪
弾
く
。」と
あ
る
が
、
こ
こ
で「
わ
た
し
」が
捉
え
て
い
る
お
じ
さ
ん
の
様
子
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１１

。

�

自
分
が
途
中
ま
で
し
か
弾
け
な
い
こ
と
を
取
り
繕
う
た
め
に
、
弦
を
鳴
ら
し
、
身
を
入
れ
て
曲
の
続
き
を
思
い
出
そ
う
と
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
見
せ
て
い
る
。

�

弾
き
切
る
こ
と
こ
そ
で
き
な
い
が
大
切
な
曲
で
あ
る
こ
と
を「
わ
た
し
」に
伝
え
る
た
め
に
、
記
憶
を
た
ど
っ
て
、
一
音
一
音
探
る
か
の
よ

う
に
見
せ
て
い
る
。

�

曲
が
弾
け
な
く
て
気
落
ち
し
て
い
る
こ
と
を「
わ
た
し
」に
悟
ら
せ
な
い
た
め
に
、
曲
を
想
起
し
つ
つ
、
追
憶
に
ひ
た
っ
て
い
る
か
の
よ
う

に
見
せ
て
い
る
。

�

曲
を
弾
き
通
せ
な
く
て
体
面
を
失
っ
た
落
胆
を
隠
す
た
め
に
、
あ
ら
た
め
て
丁
寧
に
曲
を
弾
こ
う
と
し
、
深
い
思
い
入
れ
が
あ
る
か
の
よ

う
に
見
せ
て
い
る
。

（２６０１―２１）― ２１ ―



問
２

傍
線
部
Ｂ「
そ
の
と
き
、
わ
た
し
の
な
か
で
む
く
む
く
と
目
を
覚
ま
し
た
の
は
、
母
に
似
た
も
の
だ
っ
た
。」と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の「
わ
た

し
」に
起
こ
っ
た
心
の
動
き
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１２

。

�

自
分
の
作
品
に
不
足
し
て
い
る
点
が
な
い
か
を
気
に
し
て
い
る
お
じ
さ
ん
が
情
け
な
く
な
り
、
あ
え
て
厳
し
い
意
見
を
述
べ
て
お
じ
さ
ん

に
反
省
を
迫
り
た
い
と
思
っ
た
。

�

作
品
の
出
来
の
良
さ
を
疑
わ
ず
高
い
評
価
を
期
待
す
る
お
じ
さ
ん
に
違
和
感
が
芽
ば
え
、
よ
い
作
品
で
は
な
い
と
い
う
意
見
を
相
手
を
傷

つ
け
て
で
も
伝
え
た
い
と
思
っ
た
。

�

自
分
の
作
品
に
自
信
が
な
い
様
子
で
あ
る
お
じ
さ
ん
に
い
ら
だ
ち
を
覚
え
、
作
品
の
出
来
ば
え
に
対
す
る
失
望
感
か
ら
も
自
分
が
気
づ
い

た
欠
点
を
告
げ
よ
う
と
思
っ
た
。

�

作
品
の
完
成
度
が
高
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
よ
い
評
価
を
求
め
る
お
じ
さ
ん
に
現
実
を
突
き
つ
け
た
い
気
持
ち
が
生
じ
、
感
じ
た
こ
と

を
率
直
に
伝
え
よ
う
と
思
っ
た
。

（２６０１―２２）― ２２ ―



問
３

本
文
２２
行
目
か
ら
２７
行
目
と
５１
行
目
か
ら
５６
行
目
の
二
箇
所
に
は
、
お
じ
さ
ん
の
生
き
方
に
対
す
る
母
と
祖
母
と
の
姿
勢
の
違
い
が
表
れ
て
い

る
。
そ
の
違
い
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１３

。

�

お
じ
さ
ん
の
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
母
は
生
計
を
立
て
る
た
め
に
独
学
で
な
く
き
ち
ん
と
技
術
と
し
て
習
得
す
べ
き
と
主
張
し
て
い

る
の
に
対
し
、
祖
母
は
い
つ
か
は
実
力
を
見
せ
る
だ
ろ
う
と
期
待
し
て
い
る
。

�

お
じ
さ
ん
の
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
母
は
家
族
の
負
担
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
や
め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
に
対
し
、
祖

母
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
負
担
で
は
な
い
か
ら
か
ま
わ
な
い
と
認
め
て
い
る
。

�

お
じ
さ
ん
の
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
母
は
そ
の
価
値
を
認
め
ず
に
仕
事
を
し
て
収
入
を
得
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
に
対
し
、

祖
母
は
素
質
が
仕
事
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
も
っ
た
い
な
く
思
っ
て
い
る
。

�

お
じ
さ
ん
の
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
母
は
祖
母
が
も
っ
と
厳
し
く
叱
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
に
対
し
、
祖
母
は
も
う
ど
う
し

よ
う
も
な
い
の
で
こ
れ
以
上
は
叱
っ
て
も
し
か
た
が
な
い
と
諦
め
て
い
る
。

（２６０１―２３）― ２３ ―



問
４

波
線
部
Ⅰ「
が
っ
か
り
、
と
い
う
気
も
ち
に
は
、
か
わ
い
そ
う
だ
、
と
思
う
気
も
ち
が
混
ざ
っ
て
い
た
。」、
波
線
部
Ⅱ「
す
ご
い
、
と
思
い
な
が

ら
、
が
っ
か
り
し
た
。」と
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の「
が
っ
か
り
」に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次

の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１４

。

�

波
線
部
Ⅰ
で
は
、
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
達
成
で
き
ず
子
ど
も
の
期
待
を
裏
切
る
お
じ
さ
ん
に
同
情
し
て
い
た
が
、
波
線
部
Ⅱ
で
は
、

お
じ
さ
ん
が
独
学
で
創
作
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
優
れ
た
作
品
を
生
み
出
し
て
人
を
感
動
さ
せ
ら
れ
な
い
た
め
に
家

族
か
ら
怒
ら
れ
て
ば
か
り
い
る
こ
と
を
や
る
せ
な
く
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

�

波
線
部
Ⅰ
で
は
、
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
や
り
通
せ
な
い
お
じ
さ
ん
の
意
志
の
弱
さ
を
情
け
な
く
思
っ
て
い
た
が
、
波
線
部
Ⅱ
で
は
、

お
じ
さ
ん
が
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
作
り
出
す
能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
か
に
絞
っ
て
そ
れ
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
は
し
な
い
た
め
に

大
人
に
は
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
こ
と
を
悔
し
く
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

ふ
び
ん

�

波
線
部
Ⅰ
で
は
、
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
向
上
し
な
く
て
も
よ
い
と
思
っ
て
い
る
お
じ
さ
ん
を
不
憫
に
思
っ
て
い
た
が
、
波
線
部
Ⅱ
で

は
、
お
じ
さ
ん
が
人
を
感
心
さ
せ
る
も
の
を
作
る
資
質
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
母
や
祖
母
に
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
な
い

た
め
に
家
族
か
ら
罵
ら
れ
報
わ
れ
な
い
こ
と
を
無
念
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

�

波
線
部
Ⅰ
で
は
、
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
中
途
半
端
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
お
じ
さ
ん
を
気
の
毒
に
思
っ
て
い
た
が
、
波
線
部
Ⅱ
で
は
、

お
じ
さ
ん
が
自
分
自
身
の
手
で
も
の
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
自
活
し
て
は
い
な
い
た
め
に
大
人
か
ら
は

叱
責
さ
れ
価
値
を
認
め
ら
れ
ず
に
い
る
こ
と
を
残
念
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

（２６０１―２４）― ２４ ―



問
５

本
文
の
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１５

。

�

「
繭
に
籠
り
」（
１９
行
目
）、「
耳
が
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
鳥
の
よ
う
に
」（
２２
〜
２３
行
目
）、「
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
虎
の
よ
う
に
」（
２８
行
目
）は
、

い
ず
れ
も
お
じ
さ
ん
が
不
本
意
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
比
喩
で
表
し
て
い
る
。

�

「
叩
く
。
聞
こ
え
な
い
の
か
な
。
重
た
く
ざ
わ
つ
く
南
天
の
繁
み
。
も
う
少
し
強
く
叩
く
。」（
２６
〜
２７
行
目
）は
、「
わ
た
し
」が
お
じ
さ
ん

の
小
屋
を
訪
れ
た
体
験
を
そ
の
時
点
に
立
っ
て
臨
場
感
を
も
っ
て
表
し
て
い
る
。

�

「
そ
の
と
き
、
わ
た
し
は
な
に
か
を
、
教
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。」（
４８
〜
４９
行
目
）は
、
語
り
手「
わ
た
し
」が
幼
少
期
の
体
験
を
振
り
返

り
、
現
在
の
視
点
か
ら
の
解
釈
も
加
え
て
語
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

�

「
オ
カ
リ
ナ
が
、
い
く
つ
も
息
を
殺
し
て
夜
明
け
の
玉
子
の
よ
う
に
じ
っ
と
し
て
い
た
」（
７３
〜
７４
行
目
）は
、
オ
カ
リ
ナ
を
玉
子
に
な
ぞ
ら

え
る
と
と
も
に
擬
人
法
を
用
い
て
、
お
じ
さ
ん
の
作
品
を
印
象
的
に
表
し
て
い
る
。

（２６０１―２５）― ２５ ―



問
６

傍
線
部
Ｃ「
触
角
の
取
れ
た
虫
。
方
向
感
覚
を
破
壊
さ
れ
た
鳥
。
そ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
、
と
。
お
じ
さ
ん
の
心
配
を
し
な
が

ら
、
自
分
も
晴
れ
な
い
霧
に
つ
つ
ま
れ
た
。」と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の「
わ
た
し
」の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１６

。

�

行
き
先
が
見
え
な
い
ま
ま
で
進
ん
で
い
く
お
じ
さ
ん
の
生
き
方
に
つ
い
て
問
う
な
か
で
、
お
じ
さ
ん
の
現
状
を
、
ひ
と
ご
と
で
は
な
く
自

分
自
身
の
生
き
方
に
も
関
わ
る
も
の
と
し
て
受
け
止
め
て
と
ま
ど
っ
て
い
る
。

�

知
覚
の
一
部
を
失
っ
た
生
き
物
に
お
じ
さ
ん
の
あ
り
方
を
重
ね
る
な
か
で
、
お
じ
さ
ん
の
苦
労
に
寄
り
添
う
こ
と
も
支
え
に
な
る
こ
と
も

で
き
な
い
自
分
が
、
お
じ
さ
ん
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
悩
ん
で
い
る
。

�

衝
動
に
突
き
動
か
さ
れ
て
迷
走
し
て
い
る
お
じ
さ
ん
の
姿
を
見
る
な
か
で
、
お
じ
さ
ん
が
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
く
か
わ
か
ら
ず
、
そ
れ
に

振
り
回
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
自
分
た
ち
の
こ
と
も
不
安
に
思
っ
て
い
る
。

�

本
当
に
や
り
た
い
こ
と
が
見
つ
か
ら
ず
に
も
が
く
お
じ
さ
ん
の
苦
し
さ
に
つ
い
て
考
え
る
な
か
で
、
い
つ
も
周
囲
の
大
人
に
否
定
さ
れ
文

句
を
言
わ
れ
続
け
る
お
じ
さ
ん
の
内
心
を
測
り
か
ね
、
途
方
に
暮
れ
て
い
る
。

（２６０１―２６）― ２６ ―



問
７

傍
線
部
Ｄ「
曲
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
ば
ら
ば
ら
の
音
。
吹
い
て
い
る
と
、
身
体
の
表
面
が
分
厚
く
剝
が
れ
落
ち
る
気
が
す
る
。
そ
れ
を
拾

い
集
め
る
べ
き
か
ど
う
か
、
わ
か
ら
な
い
。
捨
て
て
お
い
て
い
い
、
殻
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。」と
あ
る
が
、「
わ
た
し
」は
結
末
部
分
で

ど
の
よ
う
な
心
境
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番

号
は

１７

。

�

冒
頭
の「
わ
た
し
」は
、
自
ら
が
ギ
タ
ー
を
弾
け
な
い
こ
と
に
気
づ
く
と
お
じ
さ
ん
に
代
わ
り
に
弾
く
よ
う
に
頼
ん
で
い
た
。
そ
れ
に
対
し

て
結
末
部
分
の「
わ
た
し
」は
、
お
じ
さ
ん
か
ら
離
れ
て
誰
も
い
な
い
と
こ
ろ
で
オ
カ
リ
ナ
を
吹
い
て
お
り
、
自
分
を
保
護
し
て
く
れ
る
存
在

が
い
る
こ
と
の
安
心
感
を
恐
る
恐
る
で
は
あ
る
も
の
の
手
放
そ
う
と
し
つ
つ
あ
る
。

�

冒
頭
の「
わ
た
し
」は
、
ギ
タ
ー
を
弾
い
た
り
作
品
を
見
せ
て
く
れ
た
り
し
て
一
緒
に
遊
ん
で
く
れ
る
お
じ
さ
ん
の
小
屋
の
な
か
で
充
足
感

を
得
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
結
末
部
分
の「
わ
た
し
」は
、
オ
カ
リ
ナ
を
小
屋
の
外
で
吹
い
て
い
る
よ
う
に
居
心
地
の
よ
い
場
所
か
ら
あ
え

て
抜
け
出
し
た
こ
と
で
、
自
分
の
道
を
進
ん
で
い
く
こ
と
の
不
安
を
実
感
し
つ
つ
あ
る
。

さ

�

冒
頭
の「
わ
た
し
」は
、
思
う
よ
う
に
ギ
タ
ー
が
弾
け
な
い
お
じ
さ
ん
を
見
て
哀
れ
む
な
ど
物
事
を
醒
め
た
目
で
見
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
て
結
末
部
分
の「
わ
た
し
」は
、
つ
い
に
オ
カ
リ
ナ
を
作
り
上
げ
た
お
じ
さ
ん
の
熱
心
さ
に
触
れ
た
こ
と
で
、
興
味
が
持
て
る
か
ど

う
か
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
挑
戦
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
迷
い
つ
つ
あ
る
。

�

冒
頭
の「
わ
た
し
」は
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
な
ら
な
い
ギ
タ
ー
の
音
の
と
り
と
め
の
な
さ
に
不
安
を
感
じ
て
す
ぐ
に
手
放
し
て
い
た
。
そ
れ
に

対
し
て
結
末
部
分
の「
わ
た
し
」は
、
オ
カ
リ
ナ
の
音
が
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
も
な
お
吹
き
続
け
て
お
り
、
心
も
と
な
さ
を
覚

え
な
が
ら
も
自
身
の
価
値
観
が
揺
ら
ぎ
始
め
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
あ
る
。

（２６０１―２７）― ２７ ―



第
３
問
わ
か
り
や
す
い
言
葉
づ
か
い
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
書
く
と
い
う
課
題
を
与
え
ら
れ
た
Ｕ
さ
ん
は
、
か
つ
て
外
来
語
を
わ
か
り
や
す
く
言

い
換
え
る
提
案
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
興
味
を
持
ち
、
そ
の
こ
と
を
例
に【
文
章
】を
ま
と
め
て
い
る
。【
資
料
Ⅰ
】と【
資
料
Ⅱ
】は
、
集
め
た
資
料
を

Ｕ
さ
ん
が
ま
と
め
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問
１
〜
３
）に
答
え
よ
。（
配
点

２０
）

【
文
章
】（
段
落
に
�
〜
�
の
番
号
を
付
し
て
あ
る
。）

�

言
い
た
い
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
は
、
語
句
を
言
い
換
え
た
ほ
う
が
よ
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
外
来
語
を
取
り
上

げ
た
い
。【
資
料
Ⅰ
】は
、
二
〇
〇
三
年
当
時
、
あ
ま
り
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
外
来
語
に
つ
い
て
、
わ
か
り
や
す
い
言
い
換
え
が
提
案
さ
れ
た
と

き
の
意
識
調
査
の
結
果
で
あ
る
。（
Ⅹ
）こ
こ
で
は「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」と
い
う
語
に
注
目
し
て
、
言
い
換
え
の
意
義
に
つ
い
て
考
え

る
。

�

【
資
料
Ⅱ
】は
、「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」の
言
い
換
え
に
つ
い
て
の
提
案
で
あ
る
。「
納
得
診
療
」や「
説
明
と
同
意
」と
言
い
換
え
る

と
、「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」と
は
、
医
師
の
十
分
な
説
明
を
も
と
に
患
者
が
納
得
し
た
り
同
意
し
た
り
し
て
、
両
者
が
医
療
に
臨
む
こ

と
を
表
す
語
句
だ
と
わ
か
る
。
診
療
場
面
で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
、
そ
の
概
念
は
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
言
い

換
え
の
提
案
は
、
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
Ａ
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

�

こ
の
提
案
か
ら
二
〇
年
近
く
た
っ
た
今
、
言
い
換
え
が
必
要
な
い
ほ
ど
定
着
し
た
外
来
語
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
外
来
語
を
わ
か
り
や
す

く
言
い
換
え
る
必
要
性
が
今
後
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
る
外
来
語
が
そ
の
ま
ま
一
般
的
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
の
変
化
に

あ
わ
せ
て
別
の
新
し
い
外
来
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
Ｂ
時
代
が
進
ん
で
も
社
会
全
体
と
し
て
外
来
語
の
増
加
を
当
然
だ

と
考
え
る
人
が
大
き
く
増
え
る
と
は
限
ら
な
い
。
意
味
の
伝
わ
り
に
く
そ
う
な
外
来
語
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
も
言
い
換
え
た
ほ
う
が
よ
い
場

合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

�

今
回
は
外
来
語
の
言
い
換
え
を
例
に
、
わ
か
り
や
す
い
言
葉
づ
か
い
の
重
要
性
に
つ
い
て
考
え
た
。
今
後
も
外
来
語
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て

い
き
た
い
。

（２６０１―２８）― ２８ ―



【資料Ⅰ】外来語に関する意識の調査
調査年：２００３年 調査対象：満１５歳以上の男女 調査有効数：３０８７人
図の数字は％。四捨五入のため合計が１００％にならない場合がある。

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

インフォームドコンセント

これまで日本語になかった物事や考え方を表す次の語について、あなたは、言い換えない
で外来語のまま使ったほうがよいと思いますか。

そう思う そうは思わない どちらとも言えない わからない

16.7

10.6

15.2 54.7 13.4

40.8 35.2 13.4

66.5 19.8 9.1 4.6

図１ 外来語のまま使ったほうがよいか

グ ロ ー バ ル/地 球 規 模

デイサービス/日帰り介護

インフォームドコンセント/
納得診療

国立国語研究所の｢外来語言い換え提案｣では、次のような｢言い換え語｣を提案しています｡
あなたは、｢言い換え語｣と、もとの外来語とではどちらがわかりやすいと思いますか。

どちらとも
いえない

わからない

6.1

もとの外来語が
わかりやすい

｢言い換え語｣が
わかりやすい

3.1

16.5 65.5 12.0

48.4 40.8

27.0 56.3 11.3

7.8

5.4

図２ 「言い換え語」のわかりやすさ

60　歳以上

50　代

40　代

30　代

20　代

10　代

もとの外来語が
わかりやすい

｢言い換え語｣が
わかりやすい

どちらとも
いえない

わからない

3.5

2.5

2.9

4.1

20.1 50.3 21.7 7.9

22.3 56.0 18.2

21.9 60.9 14.8

19.5 66.3 11.4

15.6 68.6 11.6

11.2 70.7 10.37.7

図３ 図２の調査のうち「インフォームドコンセント」についての年代別回答

（国立国語研究所『外来語に関する意識調査（全国調査）』をもとに作成）
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【資料Ⅱ】「インフォームドコンセント」の言い換え提案（２００６年）

インフォームドコンセント

【言い換え語】 納得診療 説明と同意

【用例】

この病院は
納 得 診 療

インフォームドコンセントを重視し、患者中心の医療の実践をうたっ

ている。

子供の移植患者に対しての
説 明 と 同 意

インフォームドコンセントは昨春から一度でよいとさ

れている。

【意味説明】

十分な説明を受けた上での同意

【手引き】

�１９８０年代から日本でも使われるようになった語で、１９９０年に日本医師会が、日

本の医療への導入と普及の必要性を指摘したことなどをきっかけに、一般に広ま

り始めた。

�医療を中心に、現代社会における重要概念として、普及定着が望まれているが、

現状では意味を理解している人は少ないので、言い換えや説明付与などの必要性

は高い。

�診療場面において使われることが多く、患者の納得に基づく診療行為を表したい

場合は、「納得診療」という言い換えが分かりやすい。また、患者の納得という行

為を前面に出すことによって、患者の視点からこの概念を見ることを促す効果も

期待でき、概念の普及にも役立つと考えられる。

（国立国語研究所「外来語」委員会編『分かりやすく伝える外来語言い換え手引き』をもとに作
成）
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問
１

Ｕ
さ
ん
は
、「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」と
い
う
語
に
注
目
す
る
理
由
を
明
確
に
す
る
た
め
、【
文
章
】の
�
段
落
の（
Ｘ
）に
文
を
書
き

加
え
る
こ
と
に
し
た
。
書
き
加
え
る
文
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１８

。

�

図
１
が
示
す
と
お
り
、
特
に「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」に
つ
い
て
は
、
他
の
語
に
比
べ
て
多
く
の
人
が
外
来
語
の
ま
ま
使
用
す
る

ほ
う
が
よ
い
と
し
て
い
る
。

�

図
１
と
図
２
が
示
す
と
お
り
、
特
に「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」に
つ
い
て
は
、
外
来
語
の
言
い
換
え
を
肯
定
的
に
捉
え
る
人
の
割

合
が
他
の
語
よ
り
多
い
。

�

図
２
と
図
３
が
示
す
と
お
り
、
特
に「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」に
つ
い
て
は
、「
言
い
換
え
語
」に
対
す
る
年
代
ご
と
の
意
識
の
差

が
他
の
語
よ
り
大
き
い
。

�

図
３
が
示
す
と
お
り
、
特
に「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」に
つ
い
て
は
、
も
と
の
外
来
語
の
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
と
す
る
割
合

が
、
年
代
が
下
が
る
ほ
ど
高
い
。
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問
２

Ｕ
さ
ん
は
、【
文
章
】の
傍
線
部
Ａ「
意
義
が
あ
っ
た
」に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
示
す
た
め
、
表
現
を
修
正
す

る
こ
と
に
し
た
。
修
正
す
る
表
現
の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１９

。

�

医
療
現
場
で
医
師
の
言
葉
が
患
者
に
わ
か
り
や
す
く
伝
わ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
外
来
語
を
身
近
な
日
本
語
に
言
い
換
え
る
と
い
う

発
想
を
広
め
よ
う
と
す
る
点
で
意
義
の
あ
る
試
み
だ
っ
た

�

医
師
の
責
任
を
明
確
に
し
て
患
者
を
安
心
さ
せ
る
と
と
も
に
、
医
師
の
使
う
外
来
語
を
患
者
が
適
切
に
理
解
し
た
場
合
の
効
果
を
社
会
に

伝
え
よ
う
と
す
る
点
で
意
義
の
あ
る
試
み
だ
っ
た

�

医
師
と
患
者
の
両
方
の
立
場
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
患
者
の
訴
え
を
医
師
が
十
分
に
理
解
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
の
重
要
性
を
確
認
し

て
い
こ
う
と
す
る
点
で
意
義
の
あ
る
試
み
だ
っ
た

�

医
療
に
お
け
る
医
師
の
説
明
や
患
者
の
納
得
の
必
要
性
を
重
視
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
外
来
語
の
表
し
て
い
る
概
念
を
社
会
に
定
着
さ
せ

よ
う
と
す
る
点
で
意
義
の
あ
る
試
み
だ
っ
た

（２６０１―３２）― ３２ ―



問
３

Ｕ
さ
ん
は
、【
資
料
Ⅲ
】を
用
い
て【
文
章
】の
�
段
落
の
主
張
に
根
拠
を
加
え
、
さ
ら
に【
文
章
】の
全
体
を
整
え
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
を
読

ん
で
、
後
の
�
・
�
の
問
い
に
答
え
よ
。

【資料Ⅲ】外来語に関する意識の２００２年と２０２２年の比較

調査対象：満２０歳以上の男女

調査有効数：２００２年は１２９５人、２０２２年は１１５２人

85
77 74

86

69

76

60

78

49

64

44

(％)

42

20　代

【2002　年】(全体　63％) 2022　年(全体　64％)
30　代

【20　代】
40　代

【2002　年調査】
2022　年調査

【30　代】
50　代

【40　代】
60　代

【50　代】
70　代

【60　歳以上】
80　歳以上

図４ 「外来語が増えるのは当然だ」とする人の割合

【図についてのメモ】

・図では、次の二つの考え方のうちＡに賛成した人の割合を示してい

る。

Ａ：新しい物や考え方が入ってくるから、外来語が増えるのは当

然だ

Ｂ：新しい物や考え方が入ってきたら、外国語を日本語に訳して

使うほうがよい

・図の横軸では生まれた年を基準にして同じ世代が同じ位置に示され

ている。例えば、【２００２年調査】の【２０代】と２０２２年調査の４０代

は、生まれた年を基準にすれば同じ世代なので、同じ位置に示され

ている。

・回答者全体のうちＡに賛成した人の割合は、２００２年と２０２２年でそ

れぞれ６３％、６４％である。

（NHK放送文化研究所『放送研究と調査』２０２２年１２月号をもとに作成）
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�

Ｕ
さ
ん
は
、【
文
章
】の
�
段
落
の
傍
線
部
Ｂ「
時
代
が
進
ん
で
も
社
会
全
体
と
し
て
外
来
語
の
増
加
を
当
然
だ
と
考
え
る
人
が
大
き
く
増

え
る
と
は
限
ら
な
い
」と
い
う
主
張
の
根
拠
を
明
確
に
す
る
た
め
、【
資
料
Ⅲ
】を
用
い
よ
う
と
考
え
た
。【
資
料
Ⅲ
】か
ら
読
み
取
れ
る
根
拠
と

し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２０

。

�

二
〇
〇
二
年
と
二
〇
二
二
年
の
六
〇
代
以
上
を
除
く
各
年
代
に
つ
い
て
、
同
じ
年
代
ど
う
し
を
比
較
す
る
と
、
外
来
語
が
増
え
る
の
は

当
然
だ
と
回
答
し
た
人
の
割
合
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
。

�

二
〇
〇
二
年
と
二
〇
二
二
年
の
ど
ち
ら
の
調
査
に
お
い
て
も
、
回
答
者
全
体
の
う
ち
外
来
語
が
増
え
る
の
は
当
然
だ
と
回
答
し
た
人
の

割
合
は
六
割
程
度
し
か
な
く
、
著
し
い
差
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

�

二
〇
〇
二
年
の
調
査
と
比
較
す
る
と
、
二
〇
二
二
年
の
調
査
で
は
、
生
ま
れ
た
年
を
基
準
に
し
た
同
じ
世
代
に
お
い
て
、
外
来
語
が
増

え
る
の
は
当
然
だ
と
回
答
し
た
人
の
割
合
が
低
い
場
合
が
多
い
こ
と
。

�

二
〇
〇
二
年
の
六
〇
歳
以
上
と
比
較
す
る
と
、
二
〇
二
二
年
の
六
〇
代
、
七
〇
代
、
八
〇
歳
以
上
の
各
年
代
で
は
、
外
来
語
が
増
え
る

の
は
当
然
だ
と
回
答
し
た
人
の
割
合
が
低
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
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�

さ
ら
に
Ｕ
さ
ん
は【
文
章
】全
体
を
読
み
直
し
、
加
筆
・
修
正
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
を
書
き
留
め
た
。
加
筆
の
方
針
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
、
修
正
の
方
針
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
選

べ
。
加
筆
の
方
針
に
つ
い
て
の
解
答
番
号
は

２１

、
修
正
の
方
針
に
つ
い
て
の
解
答
番
号
は

２２

。

�

か
つ
て
言
い
換
え
を
求
め
ら
れ
た
外
来
語
が
そ
の
後
ど
れ
だ
け
定
着
し
た
か
を
示
す
た
め
、【
資
料
Ⅰ
】と【
資
料
Ⅱ
】を
も
と
に
、
言
い

換
え
語
に
対
す
る
人
々
の
意
識
の
変
化
に
つ
い
て
説
明
す
る
文
章
を
�
段
落
に
加
筆
す
る
。

�

言
い
換
え
の
提
案
が
ど
の
よ
う
な
形
で
実
践
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
示
す
た
め
、【
資
料
Ⅱ
】を
も
と
に
、
用
例
を
挙
げ
た
り
手
引

き
を
加
え
た
り
と
い
う
工
夫
が
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
文
章
を
	
段
落
に
加
筆
す
る
。

�

外
来
語
の
言
い
換
え
が
現
在
で
は
よ
り
一
層
重
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
、【
資
料
Ⅲ
】を
も
と
に
、
外
来
語
を
頻
繁
に
使
う

人
が
増
加
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
文
章
を


段
落
に
加
筆
す
る
。

�

与
え
ら
れ
た
課
題
に
対
し
て
の
結
論
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
�
段
落
の
末
尾
の
文
を「
一
つ
一
つ
の
外
来
語
の
意
味
を
適
切

に
理
解
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。」と
修
正
す
る
。

�

与
え
ら
れ
た
課
題
に
対
し
て
の
結
論
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
�
段
落
の
末
尾
の
文
を「
伝
え
る
相
手
や
目
的
に
応
じ
て
語
句

を
使
い
分
け
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。」と
修
正
す
る
。

�

与
え
ら
れ
た
課
題
に
対
し
て
の
結
論
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
�
段
落
の
末
尾
の
文
を「
医
師
の
使
う
用
語
の
概
念
が
患
者
に

伝
わ
る
か
に
注
目
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。」と
修
正
す
る
。
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�
�
�

�

�
�
�
�

�
�
�
�
�

あ
り
あ
け

わ
か
れ

第
４
問
次
の
文
章
は
、
い
ず
れ
も
物
語
の
一
節
で
、【
文
章
Ⅰ
】は『
在
明
の
別
』、【
文
章
Ⅱ
】は『
源
氏
物
語
』若
菜
下
の
巻
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
ん

で
、
後
の
問
い（
問
１
〜
３
）に
答
え
よ
。（
配
点

４５
）

お
お
い
ぎ
み

【
文
章
Ⅰ
】
右
大
臣
の
娘
で
あ
る
大
君
は
、
夫
で
あ
る
左
大
臣
の
子
を
妊
娠
し
て
い
る
。
一
方
、
右
大
臣
の
妹
で
あ
る
女
君
は
、
か
つ
て
契
り
を
交

わ
し
た
左
大
臣
と
の
関
係
が
途
絶
え
、
苦
悩
を
深
め
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
、
大
君
が
病
に
な
り
命
が
危
う
く
な
っ
た
た
め
、
僧
が
呼
ば
れ

き
と
う

て
祈
禱
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ざ

す

お
と
ど

（
注
�
）

山
の
座
主
、
慌
て
参
り
た
ま
へ
り
。
御
枕
上
に
呼
び
入
れ
き
こ
え
て
、
右
の
大
臣
、
御
手
を
す
り
て
、
仏
に
も
の
申
す
や
う
に
、「
た
だ
、
い
ま
ひ

と
た
び
、
目
を
見
合
は
せ
た
ま
へ
。
あ
ま
た
は
べ
る
中
に
、
何
の
契
り
に
か
、
�
い
は
け
な
く
よ
り
た
ぐ
ひ
な
く
思
ひ
そ
め
は
べ
り
に
し（
注
�
）

闇
を
、
さ

ず

ず

も

り
や
う
ひ
や
く
ゆ
じ
ゆ
ん
な
い

む
し
よ
す
い
ぐ
ゑ
ん

ら
に（
注
�
）

晴
る
け
は
べ
ら
ぬ
」と
、
泣
き
ま
ど
ひ
た
ま
ふ
に
、
い
と
静
か
に
数
珠
押
し
揉
み
た
ま
ひ
て
、「 （
注
�
）

令
百
由
旬
内
、
無
諸
衰
患
」と
読
み
ａ
た
ま

あ

へ
る
御
声
、
は
る
か
に
澄
み
の
ぼ
る
心
地
す
る
に
、
変
は
り
ゆ
く
御
け
し
き
、
い
さ
さ
か
直
り
て
、
目
を
わ
づ
か
に
見
開
け
た
ま
へ
り
。
あ
る
か
ぎ

ず
き
や
う

り
、
�
な
か
な
か（
注
	
）

手
ま
ど
ひ
を
し
て
、「
誦
経
よ
、
何
よ
」と
ま
ど
ひ
た
ま
ふ
に
、
な
ほ
心
あ
る
人
と
も
見
え
ず
、
御
か
た
ち
も
変
は
り
た
る
や
う
に

ね
た

わ

て
、
そ
の
人
と
も
見
え
た
ま
は
ず
。
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
け
近
き
も
の
か
ら
、
妬
げ
な
る
ま
み
の
け
し
き
、
左
の
大
臣
は
さ
や
う
に
も
分
き
た
ま
は

お
ぼ

ず
、
父
殿
ぞ
、
い
と
あ
や
し
う
、「
思
ひ
か
け
ぬ
人
に
も
似
た
ま
へ
る
か
な
」と
心
得
ず
思
さ
る
る
に
、
う
ち
み
じ
ろ
き
て
、

さ
ま
ざ
ま
に
朝
夕
こ
が
す
胸
の
う
ち
を
い
づ
れ
の
か
た
に
し
ば
し
晴
る
け
む

た
が

か
た
ぶ

と
の
た
ま
ふ
け
は
ひ
、
い
さ
さ
か
そ
の
人
に
も
あ
ら
ず
、
違
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
を
、
父
大
臣
の
み
ぞ
、
か
へ
す
が
へ
す「
あ
や
し
」と
傾
か
れ
た
ま
ふ
。

さ
て
、
わ
が
御
心
お
は
せ
ね
ば
、
ま
た
消
え
入
り
つ
つ
、
さ
ら
に
と
ま
る
べ
く
も
お
は
せ
ぬ
を
、「
今
は
け
し
う
ｂ
お
は
せ
じ
」と
お
し
静
め
つ

か

や
く
し

ず

い

わ
ら
は

つ
、
い
た
く
嗄
れ
た
る
御
声
や
め
て
、 （
注


）

薬
師
の
呪
を
か
へ
す
が
へ
す
読
み
た
ま
ふ
に
、
御
も
の
の
け
現
れ
出
で
て
、
小
さ
き
童
に（
注
�
）

駆
り
移
さ
れ
ぬ
。

ぞ

�
呼
ば
ひ
の
の
し
る
声
に
、
今
ぞ
御
心
出
で
来
る
に
や
、
人
々
の
ま
も
り
ｃ
き
こ
ゆ
る
を
、「
は
し
た
な
し
」と
思
し
て
御
衣
を
引
き
ふ
た
ぎ
た
ま

ふ
。
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〔
人
物
関
係
図
〕

右
大
臣

大

君

�� 「
父
殿
」

「
父
大
臣
」 ��

女

君左

大

臣

ひ
え
い
ざ
ん
え
ん
り
や
く
じ

（
注
）
�

山
の
座
主

比
叡
山
延
暦
寺
の
最
高
位
に
あ
る
僧
。

�

闇

子
を
思
う
あ
ま
り
に
分
別
を
失
う
親
心
の
た
と
え
。「
人
のご

親
の
心
は
闇
に
あ
ら
ね
ど
も
子
を
思
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
」（『
後

せ
ん撰
和
歌
集
』）に
よ
る
。

�

晴
る
け

下
二
段
活
用
動
詞「
晴
る
く
」の
連
用
形
。

ほ

け
き
よ
う

	

令
百
由
旬
内
、
無
諸
衰
患

『
法
華
経
』の
一
節
。
周
囲
か
ら
衰

え
や
患
い
を
な
く
す
と
い
う
内
容
。




手
ま
ど
ひ

慌
て
ふ
た
め
く
様
子
。

�

薬
師
の
呪

薬
師
如
来
の
力
に
よ
っ
て
病
気
を
治
す
呪
文
。

�

駆
り
移
さ
れ
ぬ

「
駆
り
移
す
」は
、
も
の
の
け
を
病
人
か
ら
離

し
て
他
の
人
に
乗
り
移
ら
せ
る
こ
と
。

【
文
章
Ⅱ
】
光
源
氏（
本
文
で
は「
院
」）は
、
病
に
な
り
生
死
の
境
を
さ
ま
よ
う
妻
を
救
お
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
病
に
は
、
か
つ
て
の
光
源
氏
の
恋
人

で
あ
り
、
今
は
亡
き
女
性
が
関
わ
っ
て
い
た
。

院
も
、「
た
だ
、
い
ま
ひ
と
た
び
、
目
を
見
合
は
せ
た
ま
へ
。
い
と
あ
へ
な
く
限
り
な
り
つ
ら
む
ほ
ど
を
だ
に
え
見
ず
な
り
に
け
る
こ
と
の
悔
し
く

悲
し
き
を
」と
思
し
ま
ど
へ
る
さ
ま
、
と
ま
り
た
ま
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ぬ
を
見
た
て
ま
つ
る
心
地
ど
も
、
た
だ
推
し
は
か
る
べ
し
。
い
み
じ
き
御
心
の

こ

う
ち
を
仏
も
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
や
、
月
ご
ろ
さ
ら
に
現
れ
出
で
来
ぬ
も
の
の
け
、
小
さ
き
童
に
移
り
て
呼
ば
ひ
の
の
し
る
ほ
ど
に
、
や
う
や
う

生
き
出
で
た
ま
ふ
に
、
う
れ
し
く
も
ゆ
ゆ
し
く
も
思
し
騒
が
る
。

て
う

ひ
と

い
み
じ
く （
注

）

調
ぜ
ら
れ
て
、「
人
は
み
な
去
り
ね
。
院
一
と
こ
ろ
の
御
耳
に
聞
こ
え
む
。
お
の
れ
を
、
月
ご
ろ
、
調
じ
わ
び
さ
せ
た
ま
ふ
が
情
け
な
く
つ
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ら
け
れ
ば
、
同
じ
く
は
思
し
知
ら
せ
む
と
思
ひ
つ
れ
ど
、
さ
す
が
に
命
も
た
ふ
ま
じ
く
身
を
く
だ
き
て
思
し
ま
ど
ふ
を
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
今
こ
そ

か
く
い
み
じ
き
身
を
受
け
た
れ
、
い
に
し
へ
の
心
の
残
り
て
こ
そ
か
く
ま
で
も
参
り
来
た
る
な
れ
ば
、
も
の
の
心
苦
し
さ
を
え
見
過
ぐ
さ
で
、
つ
ひ
に

現
れ
ぬ
る
こ
と
。
さ
ら
に
知
ら
れ
じ
と
思
ひ
つ
る
も
の
を
」と
て
、
髪
を
振
り
か
け
て
泣
く
け
は
ひ
、
た
だ
、（
注
�
）

昔
見
た
ま
ひ
し
も
の
の
け
の
さ
ま
と
見

え
た
り
。

（
注
）
�

調
ぜ
ら
れ
て

「
調
ず
」は
、
こ
こ
で
は
祈
禱
に
よ
っ
て
退
散
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
。

�

昔
見
た
ま
ひ
し
も
の
の
け

こ
の
も
の
の
け
は
、
以
前
に
も
光
源
氏
の
前
に
現
れ
て
い
た
。

（２６０１―３８）― ３８ ―



問
１

傍
線
部
�
〜
�
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２３

〜

２５

。

�

い
は
け
な
く
よ
り

２３

�������
�

か
わ
い
ら
し
い
の
で

�

幼
い
こ
ろ
か
ら

�

言
い
表
せ
な
い
ほ
ど

�

他
の
子
よ
り
も

�

な
か
な
か

２４

�������
�

か
え
っ
て

�

ひ
た
す
ら

�

た
ち
ま
ち

�

一
斉
に

�

呼
ば
ひ
の
の
し
る

２５

�������
�

近
づ
き
な
が
ら
悪
口
を
言
う

�

泣
き
な
が
ら
恋
い
慕
う

�

大
声
を
出
し
て
叫
び
続
け
る

�

名
前
を
呼
ん
で
祈
禱
す
る

（２６０１―３９）― ３９ ―



問
２

波
線
部
ａ
〜
ｃ
の
敬
語
の
説
明
の
組
合
せ
と
し
て
正
し
い
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２６

。

�

�����
ａ

書
き
手（
作
者
）か
ら
山
の
座
主
へ
の
敬
意
を
示
す
尊
敬
語
で
あ
る
。

ｂ

山
の
座
主
か
ら
右
大
臣
へ
の
敬
意
を
示
す
丁
寧
語
で
あ
る
。

ｃ

人
々
か
ら
大
君
へ
の
敬
意
を
示
す
尊
敬
語
で
あ
る
。

�

�����
ａ

書
き
手（
作
者
）か
ら
山
の
座
主
へ
の
敬
意
を
示
す
尊
敬
語
で
あ
る
。

ｂ

山
の
座
主
か
ら
大
君
へ
の
敬
意
を
示
す
尊
敬
語
で
あ
る
。

ｃ

書
き
手（
作
者
）か
ら
大
君
へ
の
敬
意
を
示
す
謙
譲
語
で
あ
る
。

�

�����
ａ

書
き
手（
作
者
）か
ら
山
の
座
主
へ
の
敬
意
を
示
す
尊
敬
語
で
あ
る
。

ｂ

山
の
座
主
か
ら
右
大
臣
へ
の
敬
意
を
示
す
丁
寧
語
で
あ
る
。

ｃ

書
き
手（
作
者
）か
ら
大
君
へ
の
敬
意
を
示
す
謙
譲
語
で
あ
る
。

�

�����
ａ

書
き
手（
作
者
）か
ら
左
大
臣
へ
の
敬
意
を
示
す
尊
敬
語
で
あ
る
。

ｂ

山
の
座
主
か
ら
右
大
臣
へ
の
敬
意
を
示
す
丁
寧
語
で
あ
る
。

ｃ

書
き
手（
作
者
）か
ら
大
君
へ
の
敬
意
を
示
す
謙
譲
語
で
あ
る
。

�

�����
ａ

書
き
手（
作
者
）か
ら
左
大
臣
へ
の
敬
意
を
示
す
尊
敬
語
で
あ
る
。

ｂ

山
の
座
主
か
ら
大
君
へ
の
敬
意
を
示
す
尊
敬
語
で
あ
る
。

ｃ

人
々
か
ら
大
君
へ
の
敬
意
を
示
す
尊
敬
語
で
あ
る
。

（２６０１―４０）― ４０ ―



問
３

Ａ
さ
ん
の
ク
ラ
ス
で
は【
文
章
Ⅰ
】を
読
ん
だ
後
、
そ
れ
が【
文
章
Ⅱ
】の
影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
た
こ
と
を
学
ん
だ
。
次
に
示
す
の
は
、
二
つ
の

文
章
の
共
通
点
と
相
違
点
に
つ
い
て
、
生
徒
た
ち
が
グ
ル
ー
プ
内
で
話
し
合
っ
て
い
る
授
業
の
様
子
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
み
、
後
の
�
〜
�
の
問

い
に
答
え
よ
。

生
徒
Ａ

【
文
章
Ⅰ
】も【
文
章
Ⅱ
】も
、
も
の
の
け
と
そ
れ
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
女
性
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
他
に
、「
た
だ
、
い
ま
ひ
と
た

び
、
目
を
見
合
は
せ
た
ま
へ
」と
い
う
言
葉
の
一
致
な
ど
、
表
現
が
共
通
し
て
い
る
点
も
見
ら
れ
ま
す
。

生
徒
Ｂ

そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
に
、「
小
さ
き
童
」が
登
場
し
て
い
る
点
も
共
通
し
て
い
ま
す
。
病
の
原
因
で
あ
る
も
の
の
け
を「
小
さ
き
童
」

に
移
す
こ
と
で
、
病
人
を
治
療
す
る
方
法
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
よ
。

生
徒
Ｃ

た
し
か
に
多
く
の
共
通
点
が
あ
り
ま
す
ね
。
次
に
、【
文
章
Ⅰ
】と【
文
章
Ⅱ
】の
相
違
点
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

生
徒
Ｄ

【
文
章
Ⅱ
】で
は
、
童
に
移
さ
れ
た
も
の
の
け
が

Ｘ

と
言
っ
て
い
ま
す
。

生
徒
Ｅ

自
分
の
思
い
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
で
は
、【
文
章
Ⅰ
】の
も
の
の
け
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
い
る
で
し
ょ

う
か
。

生
徒
Ａ

も
の
の
け
は
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。

生
徒
Ｂ

あ
れ
、
こ
の
和
歌
は「
目
を
わ
づ
か
に
見
開
け
」た
大
君
が
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
の
で
す
か
。

生
徒
Ｃ

和
歌
の
表
現
か
ら
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。「
朝
夕
こ
が
す
胸
の
う
ち
」や「
い
づ
れ
の
か
た
に
し
ば
し
晴
る
け
む
」と
あ
り
ま
す
よ
。

だ
か
ら
、
こ
れ
は

Ｙ

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

生
徒
Ｄ

な
る
ほ
ど
、
そ
の
と
お
り
で
す
ね
。
和
歌
の
前
後
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、【
文
章
Ⅰ
】で
は
、

Ｚ

。

生
徒
Ｅ

【
文
章
Ⅱ
】に
比
べ
る
と
、【
文
章
Ⅰ
】で
は
も
の
の
け
を
め
ぐ
る
状
況
が
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
い
ま
す
ね
。【
文
章
Ⅰ
】は
過
去
の
作
品

を
取
り
入
れ
な
が
ら
も
、
独
自
の
場
面
を
作
り
出
し
た
と
言
え
そ
う
で
す
。

（２６０１―４１）― ４１ ―



�

空
欄

Ｘ

に
入
る
発
言
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２７

。

�

ま
わ
り
の
者
が
み
な
自
分
を
恐
れ
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
せ
め
て
光
源
氏
に
は
反
省
し
て
い
る
気
持
ち
を
分
か
っ
て
も
ら
い
た
く

て
こ
う
し
て
姿
を
現
し
た
の
だ

�

妻
の
た
め
に
自
分
に
謝
ろ
う
と
す
る
光
源
氏
を
憎
ら
し
く
思
う
の
に
、
そ
れ
で
も
光
源
氏
へ
の
愛
情
は
昔
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
知
ら

せ
た
く
て
こ
こ
に
来
て
し
ま
っ
た

�

光
源
氏
の
妻
が
こ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
な
ほ
ど
苦
し
ん
で
い
る
様
子
を
間
近
で
見
た
い
の
で
、
長
年
続
く
恨
み
の
心
を
持
っ
た

ま
ま
こ
こ
に
や
っ
て
来
た
の
だ

�

自
分
が
も
の
の
け
と
な
っ
て
取
り
つ
い
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
の
に
、
光
源
氏
の
い
た
わ
し
い
姿
を
見
過
ご
す
こ
と
が

で
き
ず
に
姿
を
現
し
て
し
ま
っ
た

（２６０１―４２）― ４２ ―



�

空
欄

Ｙ

に
入
る
発
言
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２８

。

�

も
の
の
け
の
和
歌
で
、
退
治
さ
れ
る
無
念
を
詠
ん
で
い
て
、
こ
れ
以
上
の
祈
禱
は
や
め
る
よ
う
頼
ん
で
い
る

�

も
の
の
け
の
和
歌
で
、
激
し
い
嫉
妬
に
よ
る
つ
ら
さ
を
詠
ん
で
い
て
、
そ
れ
を
ぶ
つ
け
る
先
を
求
め
て
い
る

�

大
君
の
和
歌
で
、
左
大
臣
へ
の
愛
情
を
詠
ん
で
い
て
、
そ
の
思
い
を
も
の
の
け
に
分
か
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る

�

大
君
の
和
歌
で
、
熱
に
う
な
さ
れ
る
苦
痛
を
詠
ん
で
い
て
、
そ
の
原
因
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る

（２６０１―４３）― ４３ ―



�

空
欄

Ｚ

に
入
る
発
言
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２９

。

�

大
君
の
顔
つ
き
が
穏
や
か
に
な
っ
て
、
右
大
臣
は
大
君
が
一
命
を
と
り
と
め
た
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
左
大
臣
は
も
の
の
け
が
ま
だ

取
り
つ
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
ま
す
ね
。
大
君
は
も
の
の
け
か
ら
解
放
さ
れ
ず
、
死
を
覚
悟
し
て
出
家
を
決
意
し
て
い
ま
す

�

大
君
の
顔
つ
き
が
苦
し
み
に
満
ち
た
も
の
に
な
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
君
を
憎
む
の
は
女
君
の
仕
業
だ
と
左
大
臣
は
気
づ
い
て
い

ま
す
ね
。
大
君
は
も
の
の
け
か
ら
解
放
さ
れ
ず
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
右
大
臣
は
着
物
を
引
き
か
ぶ
っ
て
悲
し
み
に
暮
れ
て
い
ま
す

�

大
君
の
顔
つ
き
が
他
の
人
に
重
な
っ
て
見
え
て
、
右
大
臣
と
左
大
臣
は
そ
れ
が
誰
な
の
か
怪
し
ん
で
い
る
け
れ
ど
、
女
君
だ
と
は
気
づ

い
て
い
な
い
で
す
ね
。
大
君
は
も
の
の
け
か
ら
解
放
さ
れ
て
我
に
返
り
、
苦
し
む
姿
を
皆
に
見
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す

�

大
君
の
顔
つ
き
が
ま
る
で
別
人
の
よ
う
に
な
っ
て
、
左
大
臣
は
気
づ
い
て
い
な
い
け
れ
ど
、
右
大
臣
は
そ
の
様
子
が
ま
さ
し
く
女
君
の

も
の
だ
と
気
づ
い
て
い
ま
す
ね
。
大
君
は
も
の
の
け
か
ら
解
放
さ
れ
た
後
、
正
気
を
取
り
戻
し
て
気
恥
ず
か
し
そ
う
に
し
て
い
ま
す

（２６０１―４４）― ４４ ―



�
�

�
�
�
�

�
�

み
な
が
わ
き
え
ん

第
５
問
次
の【
文
章
Ⅰ
】は
、『
論
語
』の
一
節
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
江
戸
時
代
の
漢
学
者
で
あ
る
皆
川
淇
園（
一
七
三
五
―
一
八
〇
七
）が
著
し
た
注
釈

た
な
か
り
ど
う

で
あ
り
、【
文
章
Ⅱ
】は
、
淇
園
の
弟
子
で
あ
る
田
中
履
堂（
一
七
八
五
―
一
八
三
〇
）が
著
し
た
読
書
論
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問

１
〜
６
）に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で
返
り
点
・
送
り
仮
名
を
省
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。（
配
点

４５
）

【
文
章
Ⅰ
】

ハ
ク

テ

ヲ

ス

ク

ビ
テ

し
ル

ヲ

ト

か
ト

ハ
ク

リ

ト

ハ
ク

子
曰
、「（
注
�
）
賜
也
、�女
以
�
予
為
�
多
学
而
識
�
之
者
�
与
。」こ

た
ヘ
テ
対
曰
、「然
。 	
非
与
。」曰
、

ハ

テ

ク
ト

ヲ

「
非
也
。予
（
注


）
一
以
貫
�
之
。」

（『
論
語
』に
よ
る
）

け
だ
シ

ニ

ク
ニ

ノ

ス
ル

ヲ

ヲ

タ
リ

ス
ニ

ク

ビ

ヲ

ま
タ

ク

（
注
�
）
夫
子
蓋
常
聞
�
子
貢
称
�
夫
子
�
之
言
、似
�
為
�
多
学
�（
注
�
）
諸
経
� ａ
又
能
強

シ
テ

リ

ノ

ヲ

リ
テ

テ

ル

ス
ヲ

ノ

ヲ

ト

ノ

ニ

シ
テ

ノ

ヲ

テ

ヲ

記
識
�
其
文
�
因
以
得
�
成
�
其
徳
�
者
。是
故
Ａ

夫
子
（
注
�
）
擬
��
言
其
意
�
以

た
づ
ヌ
ル
訊
�
之

ハ
ク

ハ

テ

ク
ト

ヲ

は

カ
ラ

リ
テ

ヲ

メ

ニ

は
う

也
。「曰
、『非
也
。予
一
以
貫
�
之
』」
者
、

フ
コ
コ
ロ
ハ
言
学
問
之
法
、不
�
可
�
貪
�
多
務
�
博
、 （

注
�
）

龐

ざ
つ

ツ
テ

ノ

ヲ

ダ

テ

ヲ

ヲ

雑
冗

ニ
シ
テ
乱
、反

く
ら
ク
ス
闇
�
其
智
�
唯
得
�
一
要
道
�

ト
ス
ル
ノ
ミ
ト
主
�
之
。

え
き
か
い

（
皆
川
淇
園『
論
語
繹
解
』に
よ
る
）

（
注
）
�

賜

孔
子
の
門
人
で
あ
る
子
貢
。
賜
は
名
。

�

諸
経

『
詩
経
』『
書
経
』と
い
っ
た
儒
教
の
古
典
。




一
以

一
つ
の
こ
と
で
。

�

擬
言

推
し
量
っ
て
言
う
。

�

夫
子

先
生
。
こ
こ
で
は
孔
子
の
こ
と
。

�

龐
雑
冗
乱

雑
然
と
し
て
ま
と
ま
り
が
な
い
。

（２６０１―４６）― ４６ ―



�
�

�
�

【
文
章
Ⅱ
】

フ

ム
ヲ

ヲ

ひ
び
ニ

ミ

ヲ

カ

ニ

リ

ル
ニ

ヲ

レ

淇
園
（
注
�
）
先
師
�

毎
謂
�
読
�
書
、「 Ｂ
日
読
��

を
フ
ル
ハ
了
数
紙
	
不
�
如


日
知
��
得
数
字
�
此

テ

う

く
わ
い
ニ

ダ

び
ん

リ
テ

タ

フ

ニ

カ

ニ

レ

似
�
迂
回
	

か
へ
ツ
テ
還
甚

（
注
�
）

便
せ
ふナ
リ
ト
捷
。」余
因
又
云
、「（
注

）
粗
��

ス
ル
ハ
渉
万
巻
	
不
�
如


精
��

ス
ル
ニ
通
一
巻
�
此

テ

け
ふ

あ
い
ニ

ま
タ

ハ

ニ

ヒ
テ

ク

ム

ヲ

ヲ

テ

シ

ト

す
な
は
チ
き
む

せ
ん
ス

ヲ

似
�
狭
隘
	 ｂ
亦
実
博

ナ
リ
ト
達
。」世
謂
�
多
読
�
書
者
	
以
為
�
博
学
	
輒

（
注
１０
）

欽
��
羨
之
�
不
�

ラ

レ
ハ

レ

ル
ヲ

カ
ラ

フ

ト

ニ

知
�
是
此
多

ニ
シ
テ
識
、不
�
可
�
謂
�
博
。 Ｃ
博
者
莫
所
不
通
達
之
謂
、精
��

ス
ル
モ
通
一
書
	

タ

シ

ス

ト

亦
可
�
称
�
博
学
�

（
田
中
履
堂『
学
資
談
』に
よ
る
）

（
注
）
�

先
師

す
で
に
亡
く
な
っ
た
先
生
。



粗
渉

大
ざ
っ
ぱ
に
目
を
通
す
。

�

便
捷

早
道
で
あ
る
。

１０

欽
羨

敬
い
あ
こ
が
れ
る
。

（２６０１―４７）― ４７ ―



問
１

波
線
部
�
〜
�
の
こ
こ
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答

番
号
は

３０

〜

３２

。

�
「
女
」

３０

�������
�

か
れ

�

だ
れ

�

あ
な
た

�

む
す
め

�
「
非
与
」

３１

�������
�

ち
が
う
の
で
す
か

�

そ
む
く
の
で
す
か

�

け
な
さ
れ
る
の
で
す
か

�

ま
ち
が
わ
れ
た
の
で
す
か

�
「
毎
」

３２

�������
�

た
ま
た
ま

�

と
き
お
り

�

と
り
わ
け

�

つ
ね
づ
ね

（２６０１―４８）― ４８ ―



た
ず

問
２

傍
線
部
Ａ「
夫
子
擬
��
言
其
意
�
以
訊
�
之
也
」に
つ
い
て
、
孔
子
が
子
貢
の
考
え
を「
擬
言
」し
て
訊
ね
た
理
由
を
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
推

測
し
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３３

。

�

子
貢
の
日
頃
の
言
動
に
は
、「
先
生
は
古
典
を
多
く
学
ん
で
そ
の
内
容
を
よ
く
覚
え
る
こ
と
よ
り
も
、
人
徳
の
完
成
を
追
求
し
て
い
る
の

だ
」と
考
え
て
い
る
ふ
し
が
見
受
け
ら
れ
た
か
ら
。

�

子
貢
の
日
頃
の
言
動
に
は
、「
先
生
が
古
典
を
多
く
学
ん
で
そ
の
内
容
を
よ
く
覚
え
る
の
は
、
学
者
と
し
て
の
名
声
を
獲
得
す
る
た
め
だ
」

と
考
え
て
い
る
ふ
し
が
見
受
け
ら
れ
た
か
ら
。

	

子
貢
の
日
頃
の
言
動
に
は
、「
先
生
は
古
典
を
多
く
学
ん
で
そ
の
内
容
を
よ
く
覚
え
る
こ
と
で
、
有
徳
者
を
心
服
さ
せ
た
の
だ
」と
考
え
て

い
る
ふ
し
が
見
受
け
ら
れ
た
か
ら
。

�

子
貢
の
日
頃
の
言
動
に
は
、「
先
生
は
古
典
を
多
く
学
ん
で
そ
の
内
容
を
よ
く
覚
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
格
を
完
成
さ
せ
た
の
だ
」と
考
え

て
い
る
ふ
し
が
見
受
け
ら
れ
た
か
ら
。

（２６０１―４９）― ４９ ―



問
３

傍
線
部
Ｂ「
日
読
��
了
数
紙
�
不
�
如
�
日
知
��
得
数
字
�
」の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
	
の
う
ち
か
ら
一
つ
選

べ
。
解
答
番
号
は

３４

。

�

漢
文
の
書
物
を
読
む
う
え
で
、
日
々
数
ペ
ー
ジ
の
文
章
を
何
度
も
音
読
す
る
よ
り
も
、
日
々
数
文
字
か
ら
成
る
句
を
確
実
に
覚
え
て
い
く

ほ
う
が
よ
い
。




漢
文
の
書
物
を
読
む
う
え
で
、
日
々
数
ペ
ー
ジ
の
文
章
を
た
だ
読
み
通
す
よ
り
も
、
日
々
数
文
字
の
漢
字
の
意
味
や
用
法
を
理
解
し
て
い

く
ほ
う
が
よ
い
。

�

漢
文
の
書
物
を
読
む
う
え
で
、
日
々
数
文
字
か
ら
成
る
句
を
確
実
に
暗
記
す
る
よ
り
も
、
日
々
数
ペ
ー
ジ
の
長
い
文
章
を
多
読
す
る
ほ
う

が
よ
い
。

	

漢
文
の
書
物
を
読
む
う
え
で
、
日
々
数
文
字
の
漢
字
の
意
味
や
用
法
を
習
得
す
る
よ
り
も
、
日
々
数
ペ
ー
ジ
の
文
章
を
繰
り
返
し
読
む
ほ

う
が
よ
い
。

（２６０１―５０）― ５０ ―



問
４

傍
線
部
Ｃ「
博
者
莫
所
不
通
達
之
謂
」の
返
り
点
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
と
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３５

。

い
ひ

�

博
者
莫
�
所
�
不
�
通
達
�
之
謂
�

博
は
通
達
せ
ざ
る
所
の
謂
莫
く

	

博
者
莫
�
所
�
不
�
通
達
�
之
謂

博
は
通
達
せ
ざ
る
所
莫
き
の
謂
に
し
て

い




博
者
莫
�
所
�
不
�
通
達
之
謂
�

博
は
通
達
の
謂
は
ざ
る
所
莫
く

�

博
者
莫
�
所
�
不
�
通
達
之
謂
�

博
は
通
達
を
之
れ
謂
は
ざ
る
所
莫
く
し
て

問
５

二
重
傍
線
部
ａ「
又
」、
ｂ「
亦
」と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る「
ま
た
」と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
た
だ
し
、
同
じ
も
の
を
繰
り
返
し
選
ん
で
も
よ
い
。
ａ「
又
」の
解
答
番
号
は

３６

。
ｂ「
亦
」の
解
答
番
号
は

３７

。

�

こ
れ
は
ま
た
と
な
い
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
だ
。

	

校
長
ま
た
は
教
頭
が
説
明
に
来
る
は
ず
だ
。




勝
負
で
は
、
運
も
ま
た
実
力
の
う
ち
で
あ
る
。

�

友
で
あ
り
、
そ
の
う
え
ま
た
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
。

（２６０１―５１）― ５１ ―



問
６
【
文
章
Ⅰ
】か
ら
読
み
取
れ
る
皆
川
淇
園
の
学
問
に
対
す
る
考
え
方
と
、【
文
章
Ⅱ
】か
ら
読
み
取
れ
る
田
中
履
堂
の
読
書
に
対
す
る
考
え
方
を
説

明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３８

。

�

皆
川
淇
園
は
、
学
問
で
は
、
要
点
を
ま
ず
把
握
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
個
別
の
事
例
を
分
析
す
べ
き
だ
と
説
い
て
い
る
。
田
中
履
堂
は
、

読
書
に
よ
っ
て
多
く
の
具
体
的
な
事
柄
を
知
っ
て
、
そ
れ
ら
全
て
を
貫
通
す
る
法
則
を
発
見
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
説
い
て
い
る
。
演
繹
的

に
学
ぶ
の
か
帰
納
的
に
学
ぶ
の
か
と
い
う
点
で
、
両
者
の
考
え
は
対
立
し
て
い
る
。

�

皆
川
淇
園
は
、
学
問
で
は
、
鍵
と
な
る
部
分
を
素
早
く
見
極
め
て
、
そ
れ
を
広
く
適
用
し
て
要
領
よ
く
学
ぶ
べ
き
だ
と
説
い
て
い
る
。
田

中
履
堂
は
、
一
冊
の
書
物
を
精
読
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
学
問
の
土
台
を
じ
っ
く
り
と
築
く
こ
と
が
大
切
だ
と
説
い
て
い
る
。
学
び
に
お
い

て
効
率
を
重
視
す
る
の
か
否
か
と
い
う
点
で
、
両
者
の
考
え
は
対
立
し
て
い
る
。

�

皆
川
淇
園
は
、
学
問
で
は
、
精
密
な
分
析
を
通
じ
て
、
現
実
の
問
題
に
応
用
で
き
る
原
理
を
抽
出
す
べ
き
だ
と
説
い
て
い
る
。
田
中
履
堂

は
、
現
実
の
問
題
の
解
決
に
つ
な
が
る
知
識
を
集
積
す
る
た
め
に
は
、
様
々
な
分
野
に
関
係
す
る
書
物
の
熟
読
が
大
切
だ
と
説
い
て
い
る
。

学
び
に
お
け
る
実
用
性
を
重
ん
ず
る
点
で
、
両
者
の
考
え
は
通
底
し
て
い
る
。

�

皆
川
淇
園
は
、
学
問
で
は
、
雑
多
な
知
識
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
基
軸
と
な
る
要
点
を
把
握
す
べ
き
だ
と
説
い
て
い
る
。
田
中
履
堂

は
、
多
く
の
書
物
を
乱
読
す
る
よ
り
も
、
一
冊
の
書
物
を
隅
々
ま
で
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
説
い
て
い
る
。
学
び
に
お
い
て
多
く

の
知
識
を
得
る
こ
と
に
重
き
を
置
か
な
い
点
で
、
両
者
の
考
え
は
通
底
し
て
い
る
。

（２６０１―５２）― ５２ ―


