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一　

次
の
文
章
の　
　
　

線
①
～
④
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
、
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
し
な
さ
い
。
ま
た
、
文
章
中
の
漢
字
の
間ま

違ち
が

い
を
１
か
所
ぬ
き

出
し
、
正
し
い
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

　
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感か

ん

染せ
ん

症し
ょ
うの

影え
い

響き
ょ
うで

、
新
た
な
環か

ん

境き
ょ
う

問
題
が
生
じ
た
。
そ
の
中
の
一
つ
に
、
フ
ラ
ワ
ー
ロ
ス
が
あ
る
。

　

フ
ラ
ワ
ー
ロ
ス
と
は
、
ま
だ
使
用
で
き
る
の
に
①ス

て
ら
れ
る
生
花
の
こ
と
だ
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
経
済
活
動
が
縮
小
し
、
成
人
式

や
結け

っ

婚こ
ん

式
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
の
数
が
②ゲ

ン
シ
ョ
ウ
し
た
こ
と
に
よ
り
、
花
を
使
う
機
回
や
場
所
が
な
く
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ロ
ス
を

③改
善
す
る
た
め
、
国
や
地
方
④自

治
体
、
民
間
企き

業ぎ
ょ
うな

ど
で
、
様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ
ワ
ー
ロ
ス
の
改
善
に
は
個

人
の
努
力
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
今
後
は
、
消
費
者
一
人
一
人
が
積
極
的
に
花
を
買
っ
て
い
く
こ
と
も
必
要
だ
。
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二　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
字
数
制
限
の
あ
る
問
い
は
、
句
読
点
や
記
号
も
１
字
に
数
え
ま
す
。）

　

長
崎
県
五
島
列
島
の
中
学
校
に
通
う
三
年
生
の
サ
ト
ル
は
、
産
休
に
入
る
音
楽
教
師
の
代
わ
り
に
や
っ
て
き
た
柏

か
し
わ

木ぎ

先
生
が
顧こ

問も
ん

を
受
け
持
つ
合
唱
部
に
興
味
を
持

つ
。
合
唱
部
に
入
部
し
た
い
こ
と
を
両
親
に
告
げ
る
が
、
家
族
が
か
か
え
て
い
る
「
あ
る
事
情
」
か
ら
反
対
さ
れ
て
い
る
。

　

布ふ

団と
ん

に
横
た
わ
っ
て
古
い
天て

ん

井じ
ょ
うを

見
な
が
ら
僕ぼ

く

は
ま
よ
っ
た
。
ま
だ
今
な
ら
、
入
部
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
気
が
変
わ
っ
た
と
柏

木
先
生
に
言
え
ば
い
い
。
す
こ
し
は
ず
か
し
い
け
ど
、
そ
れ
ほ
ど
怒お

こ

ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
合
唱
部
の
こ
と
を
か
ん
が
え
て
い
る
う
ち
に
、

鞄か
ば
んに

入
れ
っ
ぱ
な
し
に
し
て
い
る
Ｃ
Ｄ
│
Ｒ
の
こ
と
を
お
も
い
だ
し
た
。
布
団
か
ら
起
き
上
が
り
、
鞄
を
さ
ぐ
る
と
、
そ
れ
が
出
て
く
る
。
長は

谷せ

川が
わ

コ
ト
ミ
か
ら
受
け
取
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

　
※『

Ｎ
コ
ン
課
題
曲
・
手
紙
』。
白
い
円え

ん

盤ば
ん

に
マ
ジ
ッ
ク
で
そ
う
書
か
れ
て
い
た
。

　

合
唱
部
を
や
め
る
と
し
た
ら
、
聴き

く
ひ
つ
よ
う
は
な
い
け
れ
ど
、
た
め
し
に
Ｃ
Ｄ
ラ
ジ
カ
セ
に
セ
ッ
ト
し
て
み
る
。
再
生
ボ
タ
ン
を
押お

す
と
、

ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
歌
声
が
流
れ
だ
し
た
。

　

今
日
の
放
課
後
、
第
二
音
楽
室
に
行
っ
て
み
る
と
、
大
勢
の
合
唱
部
員
が
い
た
。
新
旧
の
部
員
た
ち
は
顔
な
じ
み
同
士
で
あ
つ
ま
り
雑
談
に

Ⅰ

を
さ
か
せ
て
い
た
が
、
僕ぼ

く

は
当
然
な
が
ら
話
し
相
手
も
お
ら
ず
、
だ
れ
の
邪じ

ゃ

魔ま

も
し
な
い
よ
う
に
隅す

み

っ
こ
の
掃そ

う

除じ

用
具
入
れ
の
そ
ば
に

立
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
僕
を
あ
わ
れ
ん
だ
の
か
、
長
谷
川
コ
ト
ミ
が
ち
か
づ
い
て
く
る
な
ん
て
こ
と
は
完
全
に
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
。

「
桑く

わ

原ば
ら

く
ん
、
さ
ぼ
ら
ん
や
っ
た
ね
、
よ
か
っ
た
あ
」

510
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「
あ
、
ど
、
ど
う
も
…
…
」

　

長
谷
川
コ
ト
ミ
は
周
囲
を
な
が
め
る
。

「
お
お
か
ね
え
。
き
ゅ
う
に
人
が
ふ
え
た
け
ん
ね
え
。
今
日
か
ら
も
う
練
習
す
る
と
や
ろ
か
」

　

ど
の
よ
う
な
返
事
を
す
れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
ず
、
沈ち

ん

黙も
く

が
な
が
く
な
る
。
和わ

気き

藹あ
い

々あ
い

と
周
囲
が
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
。
僕
た
ち
の
間
に
あ
る
無

言
が
よ
け
い
に
際
だ
っ
た
。
何
か
発
言
し
な
く
て
は
と
あ
せ
っ
た
僕
は
、
と
に
か
く
声
に
出
し
て
み
る
。

「
え
っ
と
、
そ
の
…
…
」

「
な
ん
？
」

「
用
事
が
あ
っ
て
、
今
日
は
も
う
、
帰
ら
ん
ば
い
け
ん
と
け
ど
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
か
な
…
…
」

「
用
事
っ
て
？
」

　
①か

ま
ぼ
こ
工
場
ま
で
、

Ｘ

に
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

　

し
か
し
、
兄
の
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
説
明
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
？

　

口
ご
も
っ
て
い
た
ら
、
長
谷
川
コ
ト
ミ
が
先
に
口
を
ひ
ら
い
た
。

「
帰
っ
て
も
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
ば
い
。
先
生
に
は
私
か
ら
言
っ
と
く
け
ん
」

「
う
ん
、
ご
め
ん
」

「
よ
か
よ
」

　

Ⅱ

が
じ
ん
わ
り
と
温
か
く
な
る
よ
う
な
や
さ
し
い
笑
み
だ
っ
た
。
中
学
一
年
生
の
と
き
、
寝ね

た
ふ
り
を
し
て
い
る
最
中
に
聞
い
て
し
ま
っ

152025
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た
彼か

の

女じ
ょ

の
ひ
と
り
ご
と
は
、
も
し
か
し
た
ら
僕
の
聞
き
ま
ち
が
い
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
そ
う
だ
、
桑
原
く
ん
、
ち
ょ
っ
と
ま
っ
と
っ
て
。
そ
こ
に
お
っ
て
ね
。
う
ご
か
ん
で
よ
？
」

　

長
谷
川
コ
ト
ミ
は
そ
う
言
う
と
、
第
二
音
楽
室
の
隅
っ
こ
に
置
い
て
い
た
自
分
の
鞄
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
な
に
か
を
取
り
出
し
て
も
ど
っ
て

く
る
。

「
は
い
、
こ
れ
、
持
っ
て
い
っ
て
」

　

彼
女
の
手
に
は
、
透と

う

明め
い

な
う
す
い
ケ
ー
ス
に
入
っ
た
Ｃ
Ｄ
│
Ｒ
が
に
ぎ
ら
れ
て
い
る
。

　

白
い
円
盤
に
マ
ジ
ッ
ク
で
『
Ｎ
コ
ン
課
題
曲
・
手
紙
』
と
書
い
て
あ
っ
た
。

「
な
ん
、
こ
れ
？
」

「
私
た
ち
が
練
習
す
る
曲
。
練
習
に
参
加
せ
ん
で
も
、
く
り
か
え
し
聴
い
と
け
ば
よ
か
け
ん
」

　

柏
木
先
生
の
ピ
ア
ノ
に
合
わ
せ
て
歌
っ
た
も
の
を
、
録
音
し
て
作
っ
た
Ｃ
Ｄ
な
の
だ
と
説
明
を
う
け
る
。

「
こ
れ
、
一
枚
し
か
な
か
と
？　

パ
ソ
コ
ン
で
コ
ピ
ー
し
て
、
こ
れ
は
返
し
た
ほ
う
が
よ
か
よ
ね
？
」

「
桑
原
く
ん
、
そ
う
い
う
こ
と
で
き
る
と
？　

パ
ソ
コ
ン
に
く
わ
し
い
？
」

「
ふ
つ
う
だ
と
お
も
う
け
ど
…
…
」

　

長
谷
川
コ
ト
ミ
が
顔
を
寄
せ
て
言
っ
た
。

「
じ
ゃ
あ
、
そ
の
う
ち
、
パ
ソ
コ
ン
の
こ
と
で
質
問
す
る
か
も
し
れ
ん
」

　

す
こ
し
う
つ
む
き
か
げ
ん
だ
っ
た
せ
い
か
、
彼
女
の
目
元
は
前ま

え

髪が
み

に
か
く
れ
て
、
表
情
が
よ
く
見
え
な
か
っ
た
。

30354045
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「
な
ん
で
も
聞
い
て
」
と
返
事
を
し
て
、
腕う

で

時
計
を
見
る
と
、
兄
の
お
む
か
え
に
行
か
な
く
て
は
い
け
な
い
時
間
だ
っ
た
か
ら
、
い
そ
い
で
第
二

音
楽
室
を
飛
び
だ
し
た
。

　

夜
が
明
け
て
、
山
の
稜

り
ょ
う

線せ
ん

が
朝
日
に
う
か
ぶ
。
僕
は
布
団
を
抜ぬ

け
出
し
て
、
窓
を
あ
け
た
。

「
よ
か
よ
、
お
母
さ
ん
が
む
か
え
に
行
く
け
ん
」

　

台
所
で
母
が
朝
食
の
支し

度た
く

を
し
な
が
ら
言
っ
た
。
つ
い
さ
っ
き
、
ま
だ
味み

噌そ

汁し
る

を
つ
く
り
は
じ
め
た
ば
か
り
の
母
に
僕
は
宣
言
し
た
の
だ
。
入

部
を
と
り
け
し
た
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
。

「
一
日
お
き
じ
ゃ
な
く
て
も
よ
か
。
毎
日
、
行
っ
て
こ
ん
ね
。
ア
キ
オ
の
お
く
り
む
か
え
な
ら
、
ず
ー
っ
と
し
よ
っ
た
こ
と
や
も
ん
。
小
学
生
の

と
き
に
く
ら
べ
た
ら
、
今
の
ア
キ
オ
は
、
お
と
な
し
か
も
ん
よ
。
い
ろ
ん
な
こ
と
ば
学
習
し
た
け
ん
ね
、
パ
ニ
ッ
ク
で
あ
ば
れ
だ
す
こ
と
も
、
も

う
あ
ん
ま
り
な
く
な
っ
た
し
。
サ
ト
ル
は
好
き
に
せ
ん
ね
」

　
②僕

は
母
の
苦
労
を
し
っ
て
い
た
。
兄
が
小
学
校
に
入
学
す
る
前
は
、
発
達
障
害
に
関
す
る
知
識
が
世
間
に
浸し

ん

透と
う

し
て
い
な
か
っ
た
。
兄
が
み

ん
な
と
お
な
じ
こ
と
を
で
き
な
い
の
は
、
母
の
し
つ
け
が
な
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
、
当
時
は
存
命
だ
っ
た
祖
母
に
責
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た

と
い
う
。

「
ア
キ
オ
に
愛
情
ば
そ
そ
が
ん
や
っ
た
け
ん
、
あ
が
ん
な
っ
た
ち
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
は
言
わ
れ
た
と
よ
。
ひ
ど
か
ね
え
。
こ
が
ん
、
好
き
と
に
ね

え
」

　

母
は
本
で
自じ

閉へ
い

症し
ょ
うの

こ
と
を
し
ら
べ
て
、
そ
れ
が
生
ま
れ
つ
き
の
脳
の
障
害
で
あ
る
こ
と
を
し
っ
た
。
自
分
で
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
み
、 505560
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兄
に
ひ
と
つ
ず
つ
物
事
を
お
し
え
た
。

「
お
む
か
え
に
い
く
の
も
、
た
の
し
み
ば
い
。
お
父
さ
ん
は
、
私
が
説
得
し
と
く
け
ん
、
サ
ト
ル
は
部
活
に
行
か
ん
ね
」

「
よ
か
と
？
」

「
部
活
に
で
も
は
い
ら
ん
ば
、
あ
ん
た
、
友
だ
ち
で
き
ん
ば
い
。
あ
ん
た
が
結け

っ

婚こ
ん

す
る
と
は
も
う
あ
き
ら
め
と
る
け
ど
ね
、
友
だ
ち
く
ら
い
は
で

き
ん
と
い
か
ん
ば
い
」

　
③な

ん
だ
か
い
ろ
い
ろ
と
ひ
ど
い
け
ど
、
全
体
的
に
は
母
の
気
持
ち
が
つ
た
わ
っ
て
き
た
。

「
う
ん
、
ご
め
ん
」

「
あ
ん
た
、
ご
め
ん
ち
言
う
と
は
や
め
ん
ね
。
そ
う
い
う
と
き
は
、
あ
り
が
と
う
ち
言
う
と
よ
」

「
そ
う
か
、
あ
り
が
と
う
」

　

洗
面
所
で
顔
を
あ
ら
っ
て
き
た
兄
が
、
居
間
の
テ
レ
ビ
の
前
に
す
わ
る
。
朝
の
番
組
で
流
れ
る
占う

ら
ない

コ
ー
ナ
ー
は
、
兄
の
心
を
つ
か
ん
で
は
な

さ
な
い
。
母
が
お
椀わ

ん

に
味
噌
汁
を
よ
そ
い
な
が
ら
僕
に
聞
い
た
。

「
サ
ト
ル
、
昨
日
は
お
父
さ
ん
に
言
わ
れ
て
、
ち
ょ
っ
と
迷
い
よ
っ
た
や
ろ
？　

ど
う
し
て
急
に
、
気
が
変
わ
っ
た
と
？
」

「
な
ん
で
か
な
。
わ
か
ら
ん
」

　

僕
は
そ
う
は
ぐ
ら
か
す
。

　

ほ
ん
と
う
は
、
昨
晩
、
Ｃ
Ｄ
│
Ｒ
に
収
録
さ
れ
て
い
た
歌
を
聴
い
て
、
僕
は
決
め
た
の
だ
。

「
な
ん
で
や
ろ
ー
ね
。
わ
か
ら
ん
け
ど
、
僕
は
合
唱
部
に
入
る
っ
た
い
。
み
ん
な
で
歌
い
た
か
っ
さ
」

　

身み

支じ

度た
く

を
整
え
て
、
兄
と
い
っ
し
ょ
に
家
を
出
た
。
お
む
か
え
は
母
が
引
き
受
け
た
け
れ
ど
、
工
場
ま
で
兄
を
送
る
の
は
僕
の
担
当
だ
。
兄
の

657075
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姿
が
か
ま
ぼ
こ
工
場
に
消
え
る
の
を
見
届
け
て
、
自
転
車
に
ま
た
が
り
、
学
校
に
む
か
っ
て
ペ
ダ
ル
を
こ
い
だ
。

　

教
室
に
入
っ
て
自
分
の
席
に
つ
く
と
、
と
な
り
の
席
の
三
田
村
リ
ク
か
ら
話
し
か
け
ら
れ
た
。
巨き

ょ

漢か
ん

の
彼
が
僕
の
い
る
ほ
う
に
む
か
っ
て
体
を

か
た
む
け
る
と
、
山
が
の
し
か
か
っ
て
く
る
よ
う
な
威い

圧あ
つ

感か
ん

が
あ
っ
た
。

「
桑
原
、
お
ま
え
も
合
唱
部
に
入
っ
た
と
や
ろ
？　

昨
日
、
途と

中ち
ゅ
うで

帰
っ
た
よ
な
？
」

「
あ
、
う
ん
…
…
」

　

緊き
ん

張ち
ょ
うし

な
が
ら
返
事
を
す
る
。
最
後
ま
で
第
二
音
楽
室
に
い
な
か
っ
た
こ
と
を
責
め
ら
れ
て
、
さ
っ
そ
く
い
じ
め
に
あ
う
の
だ
な
と
絶
望
す

る
。
さ
き
ほ
ど
母
に
入
部
の
決
意
を
語
っ
た
ば
か
り
な
の
に
、
は
や
く
も
退
部
の
文
字
が

Ⅲ

に
ち
ら
つ
い
た
。
三
田
村
リ
ク
は
、
鞄
か
ら

四よ
ん

百ひ
ゃ
く

字じ

詰づ

め
の
原げ

ん

稿こ
う

用
紙
数
枚
を
取
り
出
し
て
僕
の
机
に
置
い
た
。

「
合
唱
部
全
員
に
宿
題
が
出
た
っ
さ
。
十
五
年
後
の
自
分
あ
て
に
手
紙
ば
書
け
っ
て
。
お
ま
え
、
途
中
で
帰
っ
た
け
ん
、
原
稿
用
紙
ば
も
ら
っ
と

ら
ん
や
ろ
？　

俺
が
も
ら
っ
と
っ
た
け
ん
。
ち
な
み
に
、
提
出
は
せ
ん
で
よ
か
ら
し
い
ぞ
」

　

説
明
を
う
け
な
が
ら
原
稿
用
紙
を
見
つ
め
る
。
そ
れ
か
ら
、
は
っ
と
気
づ
い
て
、
彼か

れ

を
見
る
。

④　「
あ
、
あ
り
が
と
う
！
」

　

僕
が
そ
う
言
う
と
、
三
田
村
リ
ク
は
「
よ
か
よ
か
」
と
手
を
ふ
っ
た
。

（
中
田
永
一
『
く
ち
び
る
に
歌
を
』
よ
り
）

※
『
Ｎ
コ
ン
課
題
曲
・
手
紙
』
… 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
全
日
本
音
楽
教
育
研
究
会
が
主し

ゅ

催さ
い

す
る
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
の
こ
と
。
通
称
は
Ｎ
コ
ン
。「
手
紙
」

は
、
２
０
０
８
年
度
の
課
題
曲
。

808590
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問
一　

Ⅰ

（
11
行
目
）
に
入
る
適
当
な
言
葉
を
、
漢
字
１
字
で
答
え
な
さ
い
。

問
二　

Ⅱ

（
29
行
目
）、

Ⅲ

（
84
行
目
）
に
入
る
適
当
な
言
葉
を
、
次
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
１
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

足　
　
　

イ　

頭　
　
　

ウ　

手　
　
　

エ　

鼻　
　
　

オ　

胸　
　
　

カ　

腹　
　
　

キ　

目

問
三　
　
　
　

線
①
「
か
ま
ぼ
こ
工
場
ま
で
、

Ｘ

に
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
」（
23
行
目
）
と
あ
り
ま
す
が
、

Ｘ

に
入
る
言
葉
を

本
文
中
か
ら
６
字
で
ぬ
き
出
し
答
え
な
さ
い
。

問
四　
　
　
　

線
②
「
僕
は
母
の
苦
労
を
し
っ
て
い
た
」（
55
行
目
）
と
あ
り
ま
す
が
、
母
は
ア
キ
オ
と
向
き
合
う
た
め
に
ど
の
よ
う
な
苦
労
を
し

た
の
か
。
70
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。
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問
五　
　
　
　

線
③
「
な
ん
だ
か
い
ろ
い
ろ
と
ひ
ど
い
け
ど
、
全
体
的
に
は
母
の
気
持
ち
が
つ
た
わ
っ
て
き
た
」（
66
行
目
）
と
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
か
所
の
説
明
と
し
て
最
適
な
も
の
を
次
か
ら
１
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

母
は
、
聞
こ
え
が
悪
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
が
、
自
分
の
意
志
で
部
活
を
頑
張
り
た
い
と
言
い
出
し
た
サ
ト
ル
を
応お

う

援え
ん

し
、
送
り
出
し

て
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。

イ　

母
は
、
自
分
の
代
わ
り
に
兄
の
面め

ん

倒ど
う

を
見
な
が
ら
も
、
部
活
で
し
か
居
場
所
の
な
い
サ
ト
ル
を
か
わ
い
そ
う
に
思
い
、
わ
が
ま
ま
を
聞

い
て
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。

ウ　

母
は
、
サ
ト
ル
の
内
気
な
性
格
で
は
、
部
活
に
も
き
っ
と
な
じ
め
な
い
の
だ
ろ
う
と
落ら

く

胆た
ん

し
つ
つ
も
笑
い
話
に
変
え
て
な
ぐ
さ
め
よ
う

と
し
て
い
る
。

エ　

母
は
、
表
向
き
は
サ
ト
ル
の
入
部
に
賛
成
し
て
い
る
が
、
兄
の
お
む
か
え
に
行
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
こ
と
が
、
と
げ
の
あ
る
言

葉
に
表
れ
て
い
る
。

オ　

母
は
、
サ
ト
ル
が
長
谷
川
コ
ト
ミ
に
恋
を
し
て
い
る
こ
と
を
察
し
て
、
サ
ト
ル
の
入
部
を
仕
方
な
く
認
め
、
嫌い

や

味み

を
言
い
な
が
ら
も
、

活
動
を
見
守
ろ
う
と
し
て
い
る
。

問
六　

本
文
中
の
Ａ
部
分
（
72
行
目
～
80
行
目
）
か
ら
、
表
現
技
法
が
使
わ
れ
て
い
る
か
所
を
16
字
で
ぬ
き
出
し
、
最
初
の
５
字
を
答
え
な
さ
い
。
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問
七　
　
　
　

線
④
「
あ
、
あ
り
が
と
う
！
」（
89
行
目
）
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
と
き
の
サ
ト
ル
の
気
持
ち
と
し
て
、
最
適
な
も
の
を
次
か
ら
１

つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

入
部
早
々
に
し
て
、
学
校
内
で
有
名
な
い
じ
め
っ
子
の
リ
ク
に
急
に
親
切
に
さ
れ
、
驚お

ど
ろき

を
か
く
せ
な
い
で
い
る
。

イ　

話
し
た
こ
と
の
な
い
リ
ク
に
急
に
話
し
か
け
ら
れ
、
い
じ
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
身
構
え
て
い
る
。

ウ　

退
部
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
部
員
に
親
切
に
さ
れ
て
、
も
う
一
度
合
唱
を
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

エ　

い
じ
め
に
あ
う
こ
と
を
覚か

く

悟ご

し
て
い
た
が
、
合
唱
部
の
一
員
と
し
て
認
識
し
て
く
れ
て
い
て
う
れ
し
く
思
っ
て
い
る
。

オ　

リ
ク
か
ら
原
稿
用
紙
を
渡
さ
れ
、
部
員
と
と
も
に
手
紙
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
喜
び
を
感
じ
て
い
る
。

問
八　

こ
の
文
章
は
出
来
事
が
起
こ
っ
た
順
番
通
り
に
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
起
こ
っ
た
順
番
通
り
に
書
か
れ
て
い
る
説
明
と
し
て
最
適
な
も
の
を

次
か
ら
１
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

サ
ト
ル
は
、
家
で
鞄
に
入
れ
っ
ぱ
な
し
に
し
て
い
る
Ｃ
Ｄ
│
Ｒ
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
次
の
日
、
用
事
が
あ
っ
て
部
活
を
早
退
し
た
。

イ　

サ
ト
ル
は
、
用
事
が
あ
っ
て
部
活
を
早
退
し
た
日
、
第
二
音
楽
室
で
長
谷
川
コ
ト
ミ
の
ひ
と
り
ご
と
を
聞
い
て
し
ま
っ
た
。

ウ　

サ
ト
ル
は
、
母
か
ら
入
部
の
許
し
を
得
た
が
、
入
部
し
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
一
週
間
前
に
Ｃ
Ｄ
│
Ｒ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
歌
を
聴き

い
た
と
き
だ
っ
た
。

エ　

サ
ト
ル
は
、
リ
ク
か
ら
原
稿
用
紙
を
も
ら
っ
た
日
の
放
課
後
、
部
活
に
参
加
し
、
課
題
曲
で
あ
る
『
手
紙
』
を
歌
っ
た
。

オ　

サ
ト
ル
は
、
兄
の
お
む
か
え
の
た
め
に
部
活
を
早
退
し
た
次
の
日
に
、
リ
ク
か
ら
合
唱
部
の
宿
題
で
あ
る
原
稿
用
紙
を
受
け
取
っ
た
。
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三　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
字
数
制
限
の
あ
る
問
い
は
、
句
読
点
や
記
号
も
１
字
に
数
え
ま
す
。）

　

私
た
ち
に
と
っ
て
「
国
語
」
は
、
す
な
わ
ち
、
日
本
語
を
指
す
の
が
当
た
り
前
だ
。
学
校
の
授
業
で
「
国
語
」
と
い
え
ば
、
日
本
語
を
勉
強
す

る
科
目
を
指
す
。
し
か
し
、
考
え
て
み
る
と
「
国
語
」
は
ど
の
国
の
言
語
に
も
当
て
は
ま
る
。
だ
か
ら
、
外
国
の
人
に
「
国
語
と
は
日
本
語
の
こ

と
だ
」
と
言
う
と
、
ち
ょ
っ
と
、
笑
わ
れ
て
し
ま
う
。
必
ず
、「
私
の
国
で
も
、
国
の
こ
と
ば
が
国
語
で
す
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

「
国
語
」
と
い
う

※
１概が
い

念ね
ん

は
意
外
に
新
し
く
、
明
治
時
代
に
上う

え

田だ

万か
ず

年と
し

と
い
う
学
者
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
。

（
中
略
）

「
標
準
語
」
と
は
、
こ
の
「
国
語
」
を
具
体
的
に
し
た
概
念
だ
。
話
し
こ
と
ば
に
も
と
づ
い
た
「
国
語
」
を
考
え
る
場
合
、
ど
の
話
し
こ
と
ば
を

基
準
に
す
る
か
が
問
題
に
な
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
学
者
や
政
治
家
、
文
学
者
は
、「
東
京
語
」
を
基
準
に
す
る
べ
き
だ
と
考
え
た
。
上
田
も
、
明

治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
の
「
標
準
語
に
就つ

き
て
」
と
い
う
論
文
で
、「
教
育
あ
る
東
京
人
の
話
す
こ
と
ば
」
を
標
準
語
に
す
る
べ
き
だ
と
主
張

し
た
。

　

実
は
、「
教
育
あ
る
東
京
人
の
話
す
こ
と
ば
」
の
「
東
京
人
」
は
男
性
で
あ
る
こ
と
が
当
然
視
さ
れ
て
い
た
。
国
語
学
者
の
岡お

か

野の

久ひ
さ

胤た
ね

は
、
明

治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
の
「
標
準
語
に
就
い
て
」
と
い
う
論
文
で
、
標
準
語
は
「
中
流
社
会
の
男
子
の
こ
と
ば
」
だ
と
書
い
て
い
る
。

「
教
育
あ
る
」
や
「
中
流
社
会
」
に
よ
っ
て
「
国
語
」
か
ら
排は

い

除じ
ょ

さ
れ
た
の
は
、「
べ
ら
ん
め
ぇ
言
葉
」
と
呼
ば
れ
た
、
東
京
の
下
町
や
職
人
の

こ
と
ば
だ
。「
男
子
の
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
の
は
、
女
性
が
使
う
言
葉
づ
か
い
だ
。
そ
し
て
、「
東
京
人
」
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
の

が
、
東
京
以
外
で
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
づ
か
い
で
あ
る
。「
標
準
語
」
の
選
択
に
は
、
す
で
に
、
社
会
階
級
、
※
２ジ

ェ
ン
ダ
ー
、
地
域
の
区
別
が
含ふ

く

5 10 
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ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
区
別
は
、「
標
準
語
」
を
〈
教
育
あ
る
東
京
男
子
〉
と
い
う
※
３ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
結
び
付
け
、「
そ
れ
以
外
の
言

葉
づ
か
い
」
を
〈
教
育
の
な
い
非
東
京
人
や
女
性
〉
と
結
び
付
け
た
。

　

な
ん
て
こ
と
は
な
い
。
①学

者
や
政
治
家
、
文
学
者
と
い
っ
た
、「
何
が
標
準
語
か
」
を
決
め
る
こ
と
の
で
き
る
人
た
ち
が
、
自
分
た
ち
が
使
っ

て
い
る
話
し
こ
と
ば
を
「
標
準
」
に
し
た
の
だ
。

　

本
書
で
は
、こ
の
よ
う
に
「
標
準
語
が
正
し
い
国
語
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
、「
標
準
語
※
４イデ

オ
ロ
ギ
ー
」
と
呼
ぶ
。
標
準
語
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

は
、「
教
育
あ
る
東
京
男
子
」
が
、
自
分
た
ち
が
使
っ
て
い
る
こ
と
ば
を
基
準
に
す
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
話
し
方
を
変
え
ず
に
正
し
い
国
語

の
話
し
手
に
な
る
と
い
う
特
権
を
得
た
言
語
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
。

　

東
京
語
に
高
い
価
値
が
与
え
ら
れ
る
と
、東
京
以
外
の
地
域
の
こ
と
ば
は
、国
語
の
成
立
を
じ
ゃ
ま
す
る
「
方
言
」
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
み
ん
な
で
「
ひ
と
つ
の
国
語
」
を
話
そ
う
と
し
て
い
る
時
に
、そ
う
で
な
い
「
方
言
」
を
使
う
べ
き
で
は
な
い
。
明
治
時
代
以
降
の
「
方
言
」

と
は
、「
国
語
＝
標
準
語
」
の
成
立
を
さ
ま
た
げ
る
言
葉
づ
か
い
と
し
て
、
最
初
か
ら
否
定
的
な
概
念
と
し
て
誕
生
し
た
の
だ
。

「
標
準
語
」
と
「
方
言
」
に
は
、
区
別
だ
け
で
な
く
優ゆ

う

劣れ
つ

が
と
も
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
区
別
と
い
う
も
の
が
、
差
別
す
る
た
め
の
区
別
で
あ

る
場
合
が
多
い
か
ら
だ
。
日
本
全
国
に
混
在
し
て
い
た
地
域
語
の
中
で
、「
東
京
語
」
と
「
非
東
京
語
」
の
間
に
境
界
線
を
引
き
、「
優
れ
た
標
準

語
」
に
対
し
て
「
劣お

と

っ
た
方
言
」
を
差
別
す
る
。

　
「
方
言
」
誕
生
の
経け

い

緯い

は
、
あ
る
言
葉
づ
か
い
が
権け

ん

威い

を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
他
の
言
葉
づ
か
い
を
否
定
す
る
こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
有
効
な
方

法
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
教
育
あ
る
東
京
男
子
の
良
い
こ
と
ば
か
ら
標
準
語
が
で
き
ま
し
た
」
と
言
う
だ
け
で
な
く
、「
実
は
、
東
京
以

15 20 25

②
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外
の
こ
と
ば
は
、
教
育
の
な
い
人
が
使
う
劣
っ
た
こ
と
ば
だ
っ
た
の
で
す
」
と
言
う
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。

　

け
れ
ど
も
、「
教
育
あ
る
東
京
人
」
も
、い
ろ
い
ろ
な
話
し
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、当
時
東
京
で
勉
強
し
て
い
た
人
の
多
く
は
、

東
京
以
外
の
地
域
か
ら
上
京
し
て
来
た
人
た
ち
だ
っ
た
か
ら
だ
。

　

そ
の
た
め
、「

Ｘ

」
の
創
成
を
考
え
て
い
た
人
た
ち
は
、
標
準
語
は
自
分
た
ち
が
「

Ｙ

」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
東
京

で
話
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
が
あ
ま
り
に
も
多
様
だ
っ
た
の
で
、
人
々
の
努
力
で
自
然
に
標
準
語
が
成
立
す
る
の
は
不
可
能
だ
と
思
っ
た
の
だ
。

　

上
田
万
年
も
、明
治
三
三
（
一
九
〇
〇
）
年
に
書
い
た
「
内
地
雑
居
後
に
於お

け
る
語
学
問
題
」
と
い
う
論
文
で
、一
日
も
早
く
東
京
語
を
標
準
語
、

す
な
わ
ち
、
国
語
に
決
め
て
、
標
準
語
の
文
法
書
や
辞
書
を
出
し
、
そ
れ
を
全
国
の
小
学
校
で
使
わ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

　

さ
っ
そ
く
、
同
年
の
小
学
校
令
改
正
で
「
国
語
科
」
と
い
う
科
目
が
設
け
ら
れ
、
明
治
三
七
（
一
九
〇
四
）
年
の
第
一
期
国
定
教
科
書
『
尋じ

ん

常じ
ょ
う

小し
ょ
う

学が
く

読と
く

本ほ
ん

』、
今
で
い
う
、
小
学
校
の
国
語
の
教
科
書
で
は
、
東
京
の
中
流
社
会
で
使
わ
れ
て
い
る
話
し
こ
と
ば
を
国
語
と
し
て
教
え
る
こ
と
が

明
言
さ
れ
た
。

　

そ
の
た
め
、
学
校
現
場
で
は
、「
標
準
語
」
を
話
す
こ
と
は
正
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、「
方
言
」
を
話
す
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が

芽
生
え
た
。
そ
の
結
果
、
学
校
で
地
域
の
こ
と
ば
を
使
っ
た
子
ど
も
を
あ
か
ら
さ
ま
に
罰ば

っ

す
る
制
度
ま
で
登
場
し
た
。

　

た
と
え
ば
沖
縄
で
は
、
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
ご
ろ
か
ら
、
学
校
で
方
言
を
話
す
た
び
に
「
方ほ

う

言げ
ん

札ふ
だ

」
を
渡
し
、
木
札
の
数
に
よ
っ
て
素

行
点
が
引
か
れ
た
。
勉
強
よ
り
も
素
行
に
よ
る
落
第
者
が
続
出
し
て
、
恐き

ょ
う

怖ふ

の
毎
日
だ
っ
た
と
い
う
（
外
間
一
九
八
一
）。

　
③方

言
の
否
定
は
方
言
の
話
し
手
に
理り

不ふ

尽じ
ん

な
差
別
を
も
た
ら
し
た
。
著
名
な
作
家
た
ち
も
、
そ
の
時
の
思
い
を
述
べ
て
い
る
。

30 35 40 



― A－ 14 ―

　

一
九
二
〇
年
代
に
青
森
か
ら
上
京
し
た
石
坂
洋
次
郎
は
、「
標
準
語
が
自
由
に
し
ゃ
べ
れ
な
い
た
め
に
、
ず
い
ぶ
ん

※
５卑ひ

屈く
つ

な
思
い
を
さ
せ
ら
れ

た
」。
一
九
五
〇
年
代
に
上
京
し
た
井
上
ひ
さ
し
は
、「
上
京
し
て
か
ら
一
年
ぐ
ら
い
の
間
、
軽
度
の

※
６吃き
つ

音お
ん

症し
ょ
うに

か
か
っ
た
」。
立
松
和
平
が
、
栃

木
な
ま
り
が
恥
ず
か
し
く
て
「
ラ
イ
ス
」
を
注
文
で
き
な
か
っ
た
の
は
一
九
六
〇
年
代
で
あ
る
（
熊
谷
二
〇
一
一
）

　

昔
の
人
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
経
験
を
し
た
こ
と
を
知
っ
て
、
若
い
読
者
の
中
に
は
驚お

ど
ろく

方
も
い
る
だ
ろ
う
。
④現

在
で
は
、
方
言
に
も
っ
と
プ

ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
人
が
多
い
。「
方
言
萌も

え
」
や
「
方
言
ア
イ
ド
ル
」
だ
け
で
な
く
、
後
で
取
り
上
げ
て
い
る
、
若
者
が
自
分
の
出
身
地

で
は
な
い
地
域
の
方
言
を
使
う
「
方
言
コ
ス
プ
レ
」
も
あ
る
（
田
中
二
〇
一
一
）。

Ⅰ

、
京
都
出
身
で
は
な
い
話
し
手
が
、「
き
れ
い
ど
す
ぇ
」

な
ど
と
言
う
場
合
だ
。

　

方
言
の
評
価
が
上
が
っ
た
理
由
は
い
ろ
い
ろ
挙
げ
ら
れ
る
。

Ⅱ

、
ひ
と
つ
だ
け
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
方
言
が
変
化
し
て
標
準
語

に
近
づ
い
た
か
ら
、
方
言
の
価
値
が
上
が
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、「
方
言
」
と
い
う
言
葉
づ
か
い
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
か
に
関
係
な
く
、
方
言
に
対
す
る
価
値
が
下
が
っ
た
り
上
が
っ
た
り
し
た
。「
方
言
は
恥
ず
か
し
い
」
と
か
「
方
言
は
カ
ッ
コ
イ
イ
」

な
ど
の
、「
方
言
」
と
い
う
言
葉
づ
か
い
に
対
す
る
「
言
語
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
は
、そ
の
言
葉
づ
か
い
自
体
の
特と

く

徴ち
ょ
うに

関
わ
り
な
く
作
ら
れ
る
の
だ
。

「
言
語
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」は「
話
し
方
に
つ
い
て
語
る
こ
と
ば
」に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
方
言
に
対
す
る
言
語
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
作
り
出
し
た
の
は
、
人
々
の
「
方
言
に
つ
い
て
語
る
こ
と
ば
」
だ
。
つ
ま
り
、
方
言
に
対
す
る
評
価
が
変
わ
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
「
方
言
に

つ
い
て
語
る
こ
と
ば
」
が
変
わ
っ
た
か
ら
だ
。

　

な
ぜ
、
変
わ
っ
た
の
か
。
ひ
と
つ
に
は
、
時
代
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
変
わ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。「
方
言
は
恥
ず
か
し
い
」
と
い

45 5055
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う
評
価
が
優
勢
だ
っ
た
一
九
六
〇
年
代
ま
で
は
、
標
準
語
の
成
立
が
急
務
だ
っ
た
た
め
に
、
方
言
を
否
定
す
る
発
言
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
以
降
は
、

標
準
語
が
普ふ

及き
ゅ
うし

た
た
め
に
、
こ
ん
ど
は
多
様
な
言
葉
づ
か
い
を
求
め
て
、
方
言
を
再
評
価
す
る
発
言
が
増
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
言
葉
づ

か
い
に
対
す
る
評
価
は
、
各
々
の
時
代
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
変
化
す
る
の
だ
。（

中
村
桃
子
『「
自
分
ら
し
さ
」
と
日
本
語
』
よ
り
）

※
１　

概
念
…
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
大
ま
か
な
意
味
内
容
。

※
２　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
…
男
ら
し
さ
、
女
ら
し
さ
と
い
っ
た
、
社
会
的
・
文
化
的
に
つ
く
ら
れ
た
性
差
（
男
女
の
性
別
に
よ
る
違
い
）。

※
３　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
… 
一
人
の
人
間
の
個
性
。
ま
た
、
自
分
が
そ
の
よ
う
な
独
自
性
を
持
っ
た
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
で
あ
る
と
い
う

確
信
。
自
己
同
一
性
。

※
４　

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
…
①
歴
史
的
・
社
会
的
に
全
体
と
し
て
規
定
さ
れ
た
考
え
方
の
型
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②
政
治
、
社
会
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
。
思
想
傾
向
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
本
文
は
①
の
意
味
。

※
５　

卑
屈
…
必
要
以
上
に
自
分
を
い
や
し
め
る
こ
と
。

※
６　

吃
音
症
…
音
声
が
ど
も
る
病
気
。

問
一　

Ⅰ

（
52
行
目
）・

Ⅱ

（
57
行
目
）
に
当
て
は
ま
る
語
句
を
次
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
１
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

た
と
え
ば　
　
　

イ　

と
こ
ろ
で　
　
　

ウ　

ま
た　
　
　

エ　

し
か
し　
　
　

オ　

も
し

60



― A－ 16 ―

問
二　
　
　
　

線
「
価
値
」（
22
行
目
）
と
同
じ
熟
語
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
次
か
ら
１
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

難
易　
　
　

イ　

広
告　
　
　

ウ　

移
動　
　
　

エ　

骨
折　
　
　

オ　

無
人

問
三　
　
　
　

線
①
「
学
者
や
政
治
家
、
文
学
者
と
い
っ
た
、『
何
が
標
準
語
か
』
を
決
め
る
こ
と
の
で
き
る
人
た
ち
」（
17
行
目
）
と
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
部
分
を
言
い
か
え
た
言
葉
を
本
文
中
か
ら
さ
が
し
、
８
字
で
ぬ
き
出
し
答
え
な
さ
い
。

問
四　
　
　
　

線
②
「『
方
言
』
誕
生
の
経
緯
」（
28
行
目
）
と
あ
り
ま
す
が
、
標
準
語
に
対
し
て
方
言
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
づ
か
い
と
し
て
生
ま
れ

た
の
か
。
そ
の
答
え
と
な
る
１
文
を
本
文
中
か
ら
ぬ
き
出
し
、
最
初
の
５
字
を
答
え
な
さ
い
。

問
五　

Ｘ

（
33
行
目
）・

Ｙ

（
33
行
目
）
に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
適
な
も
の
を
次
か
ら
１
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

Ｘ
　

方
言　
　

Ｙ
　

廃は
い

止

イ　

Ｘ
　

国
語　
　

Ｙ
　

廃
止

ウ　

Ｘ
　

方
言　
　

Ｙ
　

制
定

エ　

Ｘ
　

国
語　
　

Ｙ
　

制
定

オ　

Ｘ
　

言
葉　
　

Ｙ
　

分
別
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問
六　
　
　
　

線
③
「
方
言
の
否
定
は
方
言
の
話
し
手
に
理
不
尽
な
差
別
を
も
た
ら
し
た
」（
44
行
目
）
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
の
例
と
し
て
、
適4

切
で
な
い

4

4

4

4

も
の
を
次
か
ら
１
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

沖
縄
で
は
勉
強
が
で
き
て
も
方
言
の
せ
い
で
落
第
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

イ　

国
定
教
科
書
『
尋
常
小
学
校
読
本
』
を
使
用
し
な
い
小
学
校
は
罰
を
受
け
て
い
た
。

ウ　

石
坂
洋
次
郎
は
、
な
ま
り
の
な
い
言
葉
が
話
せ
ず
、
肩
身
の
せ
ま
い
思
い
を
し
て
い
た
。

エ　

井
上
ひ
さ
し
は
自
身
の
方
言
を
恥
じ
て
、
軽
度
の
吃
音
症
に
か
か
っ
て
い
た
。

オ　

立
松
和
平
は
方
言
を
使
用
す
る
こ
と
を
た
め
ら
い
、
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
し
た
。

問
七　
　
　
　

線
④
「
現
在
で
は
、
方
言
に
も
っ
と
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
人
が
多
い
」（
48
～
49
行
目
）
と
あ
り
ま
す
が
、
マ
イ
ナ
ス
だ
っ

た
方
言
の
イ
メ
ー
ジ
が
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
か
所
を
20
字
で
ぬ
き
出
し
、
最
初
の
５
字
を
答
え
な
さ

い
。
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問
八　

本
文
の
内
容
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
適
な
も
の
を
次
か
ら
１
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

１
９
６
０
年
代
の
日
本
で
は
、
方
言
を
話
す
と
罰
せ
ら
れ
る
地
域
が
あ
っ
た
。

イ　

東
京
以
外
の
地
域
か
ら
上
京
し
て
き
た
人
た
ち
は
、
方
言
し
か
話
せ
な
か
っ
た
。

ウ　
「
国
語
」
と
「
標
準
語
」
は
「
東
京
語
」
を
基
準
に
つ
く
ら
れ
た
。

エ　

近
年
の
方
言
は
標
準
語
に
近
づ
き
、
価
値
が
上
が
っ
て
き
て
い
る
。

オ　

多
様
な
言
葉
づ
か
い
は
、
現
在
で
も
そ
の
評
価
は
低
い
ま
ま
で
あ
る
。

問
九　

方
言
の
よ
う
に
、
一
定
の
言
葉
づ
か
い
の
評
価
が
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
身
近
な
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
あ
な
た
の
考
え

を
100
字
で
書
き
な
さ
い
。
た
だ
し
、
例
は
方
言
以
外
に
す
る
こ
と
。










