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問
題
は

1
か
ら

5
ま
で
で
、
19
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

2　

検
査
時
間
は
五
〇
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
五
〇
分
で
す
。

3　

声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

4　

答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
Ｈ
Ｂ
又
は
Ｂ
の
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）
を
使
っ
て
明
確
に
記
入
し
、 

解
答
用
紙
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

5　

答
え
は
特
別
の
指
示
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
各
問
の
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、
答
え
に
字
数
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、

や 

や

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
一
字
と
数
え
な
さ
い
。

6　

答
え
は
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

7　

答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。

8　

受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
書
き
、
そ
の
数
字
の

の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

9　

解
答
用
紙
は
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
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次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

⑴　

役
員
と
し
て
敏
腕
を
発
揮
す
る
。

⑵　

よ
く
学
び
、
且
つ
よ
く
遊
ぶ
。

⑶　

岩
礁
に
す
む
生
き
物
を
調
べ
る
。

⑷　

人
類
の
未
踏
の
地
を
開
拓
す
る
。

⑸　

困
難
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
、
克
己
心
を
養
う
。

1

次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
か
た
か
な
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷
書
で
書
け
。

⑴　

交
差
点
の
リ
ッ
キ
ョ
ウ
を
渡
る
。

⑵　

親
鳥
が
ス
バ
コ
に
戻
っ
て
き
た
。

⑶　

学
校
の
エ
ン
カ
ク
を
調
べ
、
年
表
に
ま
と
め
る
。

⑷　

三
日
間
で
ノ
べ
五
千
人
も
が
入
場
し
た
。

⑸　

山
奥
の
チ
ョ
ス
イ
チ
で
釣
り
を
す
る
。

2
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊

印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

一
年
中
休
み
な
く
田
畑
で
働
い
て
き
た
祖
父
が
、
病
院
に
運
ば
れ
た
と
い
う

知
ら
せ
が
入
っ
た
。
駆
け
つ
け
る
私
（
瑞み

ず

穂ほ

）
の
頭
の
中
に
、
ぱ
っ
と
赤
い
花

の
映
像
が
広
が
っ
て
消
え
た
。
幼
い
頃
に
預
け
ら
れ
て
い
た
祖
父
母
の
家
の
畑

で
見
た
レ
ン
ゲ
草
と
は
ま
た
別
の
花
だ
っ
た
。

面
会
時
間
が
過
ぎ
、
自
分
が
付
き
添
う
と
頑か

た
く

な
に
主
張
す
る
母
を
病
室
に
残
し
、

私
は
祖
母
と
あ
の
大
き
な
家
に
帰
る
こ
と
に
し
た
。
助
手
席
の
祖
母
は
や
っ
ぱ
り
小

さ
か
っ
た
。
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
が
包
帯
み
た
い
で
痛
々
し
い
。

祖
母
と
ふ
た
り
で
戻
っ
た
家
も
小
さ
く
感
じ
ら
れ
て
私
は
戸
惑
っ
た
。
古
い
農
家

だ
か
ら
、
立
派
だ
と
は
い
わ
ぬ
ま
で
も
堂
々
と
し
て
い
た
。
そ
れ
が
な
ん
だ
か
急
に

み
す
ぼ
ら
し
く
見
え
て
し
ま
う
。
そ
の
、
み
す
ぼ
ら
し
い
と
い
う
言
葉
に
自
分
で

ぞ
っ
と
す
る
。
貧
し
い
と
か
、
ち
っ
ぽ
け
な
と
か
、
そ
う
い
う
の
と
は
違
う
。
襖ふ

す
ま

が
煤す

す

け
て
い
る
よ
う
な
感
じ
、
電
灯
の
笠か

さ

の
上
の
埃ほ

こ
り

が
拭
い
切
れ
て
い
な
い
感
じ
。

歳と
し

を
と
っ
た
ふ
た
り
に
は
大
き
な
家
が
手
に
負
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。
家
が
悪

い
の
で
は
な
く
、
つ
ま
り
、
住
む
人
が
家
に
追
い
つ
か
な
く
な
っ
た
。

翌
朝
、
し
ば
ら
く
迷
っ
た
け
れ
ど
、
会
社
を
休
む
こ
と
に
し
た
。
祖
父
の
具
合
は

悪
く
は
な
さ
そ
う
だ
し
、
こ
の
家
か
ら
で
も
出
勤
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

で
も
、
も
う
少
し
こ
こ
に
い
て
祖
母
の
役
に
立
ち
た
か
っ
た
。
私
は
あ
の
頃
の
何
も

で
き
な
い
幼
児
で
は
な
い
。
祖
母
に
は
き
つ
く
な
っ
た
掃
除
の
手
伝
い
く
ら
い
は
で

き
る
。
そ
れ
に
、　

こ
こ
に
い
る
間
に
赤
い
花
の
呼
ぶ
声
を
も
う
一
度
聞
き
た
い
と 

も
思
っ
た
。

赤
い
花
、
赤
い
花
、
と
歌
う
よ
う
に
繰
り
返
し
な
が
ら
私
は
欄
間
や
高
い
簞た

ん

笥す

の

上
に
は
た
き
を
か
け
、
障
子
の
桟
を
拭
き
、
床
に
雑
巾
を
か
け
た
。
家
は
ま
だ
ま
だ

3 ⑴

ａ

＊

半
分
も
き
れ
い
に
な
ら
な
い
。
赤
い
花
の
正
体
も
つ
か
め
な
い
。
レ
ン
ゲ
草
よ
り
大

き
く
て
、
華
や
か
で
、
甘
い
匂
い
が
す
る
。
祖
母
に
聞
い
て
も
知
ら
な
い
と
い
う
。

久
し
ぶ
り
に
こ
の
家
の
中
を
じ
っ
く
り
と
見
て
ま
わ
っ
て
、
台
所
に
日
め
く
り
カ

レ
ン
ダ
ー
が
か
け
て
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
一
日
に
一
枚
、
花
の
絵
が
描
か

れ
、
あ
と
は
日
に
ち
を
表
す
数
字
と
、
そ
の
横
に
小
さ
く
曜
日
が
入
っ
て
い
る
だ
け

だ
。
カ
レ
ン
ダ
ー
は
い
ら
ん
、
と
い
っ
て
い
た
祖
父
の
力
強
か
っ
た
口
ぶ
り
を
思
い

出
す
。

そ
う
だ
よ
ね
、
と
私
は
光
の
射さ

さ
な
い
台
所
で
コ
ッ
プ
に
水
を
汲く

み
な
が
ら
、
声

に
出
し
て
み
る
。
祖
父
が
カ
レ
ン
ダ
ー
を
気
に
し
な
か
っ
た
分
、
祖
母
が
ひ
そ
か
に

気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
。　

一
日
分
の
日
に
ち
と
、

隣
に
曜
日
が
寄
り
添
う
よ
う
に
書
か
れ
た
カ
レ
ン
ダ
ー
は
、
一
日
一
日
だ
け
を
眺
め

て
暮
ら
し
て
い
た
祖
父
母
に
よ
く
似
合
っ
た
。

午
後
の
面
会
時
間
を
待
っ
て
病
院
を
訪
ね
る
と
、
祖
父
も
母
も
静
か
な
顔
を
し
て

い
た
。
念
の
た
め
に
祖
父
は
し
ば
ら
く
入
院
す
る
こ
と
に
な
る
そ
う
だ
。

「
な
ん
で
も
ね
ん
や
、
大
げ
さ
な
ん
や
。」

祖
父
は
寝
た
ま
ま
笑
っ
て
み
せ
、
そ
れ
か
ら
真
顔
に
な
っ
て
私
に
い
っ
た
。

「
瑞
穂
、
仕
事
は
ど
う
し
た
。」

「
あ
、
今
日
は
ち
ょ
っ
と
。」

「
休
ん
だ
ん
か
。」

祖
父
の
太
い
眉
が
寄
せ
ら
れ
る
。
気
に
入
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

「
明
日
は
行
く
よ
。」

私
が
い
う
と
、
傍は

た

か
ら
祖
母
も
口
添
え
し
て
く
れ
た
。

「
じ
い
さ
ん
を
心
配
し
て
休
ん
で
く
れ
た
ん
や
が
の
。」

「
お
ま
え
の
仕
事
ち
ゅ
う
の
は
、
ほ
ん
な
い
い
加
減
な
も
の
な
ん
か
。」

こ
れ
な
ら
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ
、
と
私
は
思
っ
た
。
い
つ
も
の
祖
父
だ
。

そ
れ
で
、
そ
の
日
の
晩
、
母
と
私
は
町
へ
帰
っ
た
。
判
断
を
間
違
え
た
と
は
思
わ

な
い
。
祖
父
自
身
が
そ
れ
を
望
ん
だ
。

⑵
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次
に
面
会
に
行
っ
た
と
き
、
祖
父
は
急
速
に
衰
え
て
、
一
日
の
大
半
を
眠
っ
て
過

ご
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
祖
母
か
ら
容
態
の
説
明
を
受
け
な
が
ら
、
私
は
き
っ
と

泣
く
ま
い
と
心
に
決
め
た
。
そ
う
決
め
て
お
か
な
け
れ
ば
泣
い
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
。
働
き
づ
め
で
身か

ら
だ体

を
壊
し
、
入
院
し
て
か
ら
初
め
て
駆
け
つ
け
て
泣
く
よ
う

な
つ
ま
ら
な
い
娘
と
孫
し
か
持
た
な
い
祖
父
が
不ふ

憫び
ん

だ
っ
た
。

そ
れ
な
の
に
、
祖
父
の
寝
顔
は
思
い
が
け
ず
穏
や
か
で
、
折
れ
そ
う
な
気
持
ち
を

支
え
て
く
れ
る
。

「
今
ま
で
休
ま
な
さ
す
ぎ
た
ん
だ
よ
、
少
し
ゆ
っ
く
り
休
ん
だ
ら
い
い
。」

動
揺
が
少
し
落
ち
着
い
た
と
こ
ろ
で
、
私
は
祖
父
に
さ
さ
や
い
た
。　
聞
こ
え
て 

い
る
の
か
祖
父
の
頭
が
小
さ
く
揺
れ
る
。

「
そ
れ
で
ま
た
元
気
に
な
っ
た
ら
、
い
っ
ぱ
い
働
け
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
。」

あ
わ
て
て
つ
け
足
す
。
祖
父
な
ら
そ
れ
を
望
む
と
思
っ
た
か
ら
だ
。

す
る
と
、
祖
父
は
目
を
覚
ま
し
た
ら
し
い
。
う
っ
す
ら
と
瞼ま

ぶ
た

を
開
き
、
私
を
認

め
て
か
す
か
に
微ほ

ほ

笑え

ん
だ
。
唇
が
薄
く
開
く
。
何
か
を
い
お
う
と
し
て
震
え
る
。

「
な
に
？
　
じ
い
ち
ゃ
ん
、
水
？
」

祖
父
の
口
も
と
に
耳
を
近
づ
け
る
と
、
祖
父
は
小
さ
い
声
で
、
で
も
は
っ
き
り
と

い
っ
た
。

「
…
…
キ
ト
。」

「
え
、
ご
め
ん
、
な
ん
て
い
っ
た
の
。」

「
キ
、
卜
。」

よ
く
聞
き
取
れ
な
い
。
困
っ
て
傍か

た
わ

ら
の
祖
母
に
助
け
を
求
め
よ
う
と
し
た
そ
の

瞬
間
、
あ
、
と
思
っ
た
。
キ
ト
。
す
る
す
る
っ
と
記
憶
の
フ
ァ
イ
ル
が
開
い
た
。
む

か
し
、
祖
父
の
口
か
ら
何
度
も
聞
い
た
キ
ト
、
街
の
名
前
だ
。

「
そ
う
だ
、
じ
い
ち
ゃ
ん
、
よ
く
キ
ト
の
こ
と
話
し
て
く
れ
た
よ
ね
。」

古
い
フ
ァ
イ
ル
の
中
か
ら
、
街
の
名
前
と
、
高
い
山
と
、
抜
け
る
よ
う
な
青
空
、

甘
い
香
り
を
放
つ
赤
い
花
が
飛
び
出
し
て
く
る
。

「
キ
ト
で
遊
ん
だ
の
、
楽
し
か
っ
た
ね
。」

＊

ｂ

⑶

祖
父
は
満
足
そ
う
に
う
な
ず
い
た
。

祖
父
母
の
家
に
預
け
ら
れ
て
い
た
頃
の
こ
と
だ
。
祖
父
は
夕ゆ

う

餉げ

の
後
、
私
を
膝
の

上
に
抱
え
て
、
キ
ト
と
い
う
街
の
話
を
し
て
く
れ
た
。

そ
の
街
は
古
代
か
ら
栄
え
た
都
市
で
、
赤
道
直
下
に
あ
る
の
に
、
標
高
が
高
い
た

め
暑
く
も
な
く
寒
く
も
な
い
。
一
年
中
気
温
が
安
定
し
て
い
て
、
晴
れ
た
空
に
は
富

士
と
見み

紛ま
が

う
美
し
い
山
が
そ
び
え
て
い
る
。
め
ず
ら
し
い
鳥
が
飛
び
交
い
、
鮮
や
か

な
花
が
咲
き
乱
れ
、
木
々
に
は
赤
い
大
き
な
実
が
な
っ
て
い
る
。
祖
父
は
ま
る
で
見

て
き
た
か
の
よ
う
に
街
の
様
子
を
話
し
、
幼
か
っ
た
私
は
夢
中
で
聞
い
た
。
そ
の
街

の
澄
ん
だ
空
気
を
胸
い
っ
ぱ
い
に
吸
っ
た
気
が
す
る
。

祖
父
母
の
家
を
離
れ
て
か
ら
も
、
キ
ト
は
私
を
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
た
。
母
の
帰
り

の
遅
い
晩
、
ひ
と
り
で
蒲ふ

団と
ん

に
入
っ
て
空
想
の
街
で
遊
ん
だ
。
そ
の
街
に
は
ち
ょ
う

ど
私
と
同
じ
年
頃
の
き
れ
い
な
女
の
子
も
住
ん
で
い
て
、
す
ぐ
に
仲
よ
く
な
っ
て
走

り
ま
わ
っ
た
。
さ
び
し
い
と
き
は
い
つ
で
も
キ
ト
へ
飛
べ
ば
よ
か
っ
た
。

そ
の
、
キ
ト
だ
。
い
つ
か
ら
忘
れ
て
い
た
ん
だ
ろ
う
。
長
い
間
、
思
い
出
す
こ
と

も
な
か
っ
た
。
赤
い
花
の
影
が
脳
裏
に
浮
か
ん
で
か
ら
で
さ
え
も
、
レ
ン
ゲ
草
ま
で

し
か
遡

さ
か
の
ぼ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
祖
父
は
今
、
静
か
に
眠
っ
て
い
る
間
に
キ
ト

で
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
い
い
こ
と
な
の
か
、
さ
び
し

い
こ
と
な
の
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。

今
夜
は
そ
ば
に
つ
い
て
い
た
い
と
い
う
私
の
申
し
出
は
母
に
却
下
さ
れ
た
。

「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
、
す
ぐ
に
ど
う
こ
う
い
う
こ
と
は
な
い
っ
て
。」

私
の
背
を
押
す
母
の
目
に
は
光
が
な
い
。

「
そ
れ
よ
り
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
お
願
い
、
瑞
穂
が
し
っ
か
り
つ
い
て
い
て
あ
げ
て
。」

そ
の
と
き
、
祖
父
が
何
か
を
い
っ
た
。

「
な
あ
に
？

　
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ど
う
し
た
の
？
」

「
ベ
リ
カ
ー
ド
。」

祖
父
が
か
す
れ
た
声
を
出
す
。

「
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
聞
け
。
ぜ
ん
ぶ
お
ま
え
に
や
る
。」

＊
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は
あ
っ
と
声
を
上
げ
そ
う
に
な
っ
た
。

キ
ト
。
キ
ト
だ
。
胸
の
中
に
あ
っ
た
あ
の
街
に
そ
っ
く
り
の
風
景
が
そ
こ
に
写
っ

て
い
た
。
富
士
に
似
た
、
で
も
さ
ら
に
鋭
角
な
尾
根
が
、
青
々
と
し
た
空
を
背
景
に

凛り
ん

と
そ
び
え
、
手
前
に
は
澄
ん
だ
大
き
な
湖
が
そ
の
姿
を
映
し
て
い
る
。

「
キ
ト
っ
て
ほ
ん
と
う
に
あ
っ
た
ん
だ
。」

夢
の
中
の
出
来
事
が
ほ
ん
と
う
だ
っ
た
と
知
ら
さ
れ
た
よ
う
な
、
祖
父
と
ふ
た
り

だ
け
で
つ
く
っ
た
架
空
の
街
が
白
日
の
下
に
曝さ

ら

さ
れ
る
よ
う
な
、
緊
張
と
弛し

緩か
ん

が
な

い
ま
ぜ
に
な
っ
て
や
っ
て
き
た
。

「
ベ
リ
カ
ー
ド
っ
て
、
な
に
？
」

そ
う
聞
く
声
が
か
ら
か
ら
に
乾
い
て
い
る
。
思
わ
ず
唾
を
飲
み
込
ん
だ
。

「
ラ
ジ
オ
聴
く
や
ろ
、
ほ
の
内
容
を
書
い
て
ラ
ジ
オ
局
に
送
る
ん
や
。
ち
ゃ
ん
と
聴

い
て
た
こ
と
が
わ
か
れ
ば
ラ
ジ
オ
局
が
ベ
リ
カ
ー
ド
を
送
っ
て
く
れ
る
。」

受
信
の
証
明
書
の
よ
う
な
も
の
と
思
え
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。
青
い
鳥
の
写
真
が
印

刷
さ
れ
た
カ
ー
ド
、
見
た
こ
と
も
な
い
果
物
の
写
っ
た
カ
ー
ド
、
満
面
の
笑
み
を
た

た
え
た
少
女
の
カ
ー
ド
、
そ
し
て
、
赤
い
花
の
カ
ー
ド
。

祖
母
が
隣
に
腰
を
下
ろ
す
。

「
懐
か
し
い
。
こ
れ
も
、
あ
あ
、
こ
れ
も
や
、
ぜ
ん
ぶ
じ
い
さ
ん
と
集
め
た
。」

ア
ン
デ
ス
の
声
、
と
日
本
語
で
記
さ
れ
て
い
る
。
キ
ト
の
ラ
ジ
オ
局
の
名
前
ら
し

い
。

「
何
の
番
組
に
周
波
数
を
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
た
ん
や
っ
た
か
、
た
ま
た
ま
飛
び
込

ん
で
き
た
声
が
あ
っ
て
の
。」

そ
う
い
っ
て
祖
母
は
目
尻
に
皺し

わ

を
寄
せ
、
手
元
の
赤
い
花
の
カ
ー
ド
を
じ
っ
と
の 

ぞ
き
込
む
。

遠
く
離
れ
た
日
本
の
片
田
舎
で
、
祖
父
の
ラ
ジ
オ
が
エ
ク
ア
ド
ル
か
ら
の
電
波
を

受
信
す
る
。
現
地
の
日
本
人
向
け
の
放
送
を
偶
然
つ
か
ま
え
た
の
だ
ろ
う
。
祖
父
と

祖
母
は
た
ぶ
ん
地
図
を
開
い
て
キ
ト
の
場
所
を
確
か
め
た
。
そ
う
し
て
地
球
の
反
対

＊

ｃ⑸

そ
う
い
っ
て
祖
父
は
ま
た
目
を
閉
じ
た
。
な
ん
の
こ
と
だ
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

ば
あ
ち
ゃ
ん
に
聞
け
と
い
っ
て
い
た
け
ど
、
聞
か
れ
た
祖
母
だ
っ
て
困
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
家
に
帰
る
と
、
祖
母
は
思
い
が
け
ず
あ
の
街
の
名
前
を
口
に
し
た
。

「
キ
ト
や
と
、
懐な

つ

か
し
い
の
う
。」

「
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
キ
ト
、
覚
え
て
る
の
？
」

祖
母
は
意
外
な
こ
と
を
い
っ
た
。

「
覚
え
て
る
も
な
も
、
キ
ト
や
ろ
、
忘
れ
た
り
せ
ん
わ
。」

「
キ
ト
っ
て
、
む
か
し
、
じ
い
ち
ゃ
ん
が
話
し
て
く
れ
た
お
話
に
出
て
く
る
街
だ
よ

ね
？
」

「
ほ
や
、
き
れ
い
な
街
や
っ
た
の
。
エ
ク
ア
ド
ル
の
首
都
や
と
の
。」

「
エ
ク
ア
ド
ル
？　

っ
て
、
南
米
の
？
」

「
赤
道
直
下
ち
ゅ
う
て
た
な
。
ほ
や
、
ベ
リ
カ
ー
ド
や
っ
た
の
、
え
ん
と
、
銀
の
缶

に
入
っ
て
た
は
ず
や
け
ど
。」

祖
母
は
黒
光
り
す
る
簞
笥
の
抽ひ

き

斗だ
し

を
上
か
ら
順
に
開
け
は
じ
め
た
。　

私
の
中
の 

キ
ト
が
ぐ
ら
り
と
傾か

し

ぐ
。

「
キ
ト
っ
て
、
じ
い
ち
ゃ
ん
の
頭
の
中
の
街
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
。」

自
分
の
声
が
聞
き
取
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
キ
ト
は
あ
っ
た
。
祖
父
の
頭
の
中
だ

け
で
な
く
、
私
の
頭
や
胸
や
き
っ
と
血
液
の
中
に
も
キ
ト
は
入
り
込
ん
で
い
た
だ
ろ

う
。
祖
母
も
、
も
し
か
し
た
ら
私
た
ち
ふ
た
り
の
会
話
を
聞
い
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
だ
け
ど
そ
ん
な
話
と
は
明
ら
か
に
違
う
。
キ
ト
は
エ
ク
ア
ド
ル
の
首
都
だ
と
祖

母
は
い
っ
た
の
だ
。

「
あ
っ
た
あ
っ
た
、
こ
れ
や
。」

錆さ
び

の
浮
い
た
銀
の
平
べ
っ
た
い
缶
を
大
事
そ
う
に
取
り
出
し
、
祖
母
は
そ
の
ま
ま

私
に
手
渡
し
て
く
れ
た
。

固
い
蓋
を
こ
じ
開
け
る
と
、
中
に
絵え

葉は

書が
き

大
の
カ
ー
ド
が
詰
ま
っ
て
い
た
。
端
が

薄
茶
色
に
染
ま
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
ひ
と
目
で
古
い
も
の
だ
と
見
て
取
れ
る
。

こ
れ
が
そ
の
ベ
リ
カ
ー
ド
か
。
い
ち
ば
ん
上
の
一
枚
を
手
に
取
り
、
裏
を
返
し
た
私

⑷
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〔
問
2
〕　

一
日
分
の
日
に
ち
と
、
隣
に
曜
日
が
寄
り
添
う
よ
う
に
書
か
れ
た
カ
レ
ン

ダ
ー
は
、
一
日
一
日
だ
け
を
眺
め
て
暮
ら
し
て
い
た
祖
父
母
に
よ
く
似
合
っ

た
。
と
あ
る
が
、「
祖
父
母
」
の
ど
の
よ
う
な
暮
ら
し
に
「
よ
く
似
合
っ
た
」

と
感
じ
ら
れ
た
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
よ
り

選
べ
。

ア
　
月
ご
と
の
カ
レ
ン
ダ
ー
を
嫌
い
、
今
日
の
日
付
だ
け
が
太
い
字
で
示
さ
れ
た
日
め

く
り
を
好
む
頑
固
な
祖
父
と
、
夫
の
こ
だ
わ
り
を
誰
よ
り
も
理
解
し
、
尊
重
し
て
き

た
祖
母
の
暮
ら
し
。

イ
　
そ
の
日
そ
の
日
に
必
要
な
農
作
業
を
何
よ
り
も
大
切
に
し
、
カ
レ
ン
ダ
ー
に
関
係

な
く
実
直
に
働
き
続
け
た
祖
父
と
、
傍
ら
で
そ
っ
と
夫
を
支
え
続
け
て
き
た
祖
母
の

暮
ら
し
。

ウ
　
三
百
六
十
五
日
ど
の
日
も
同
じ
時
間
に
起
き
、
食
べ
、
眠
る
生
活
の
繰
り
返
し
で

暦
な
ど
不
要
だ
と
言
う
祖
父
と
、
時
間
の
経
過
を
ひ
そ
か
に
意
識
し
て
き
た
祖
母
の

暮
ら
し
。

エ
　
長
年
の
畑
仕
事
の
中
で
季
節
の
巡
る
リ
ズ
ム
が
体
に
刻
ま
れ
て
お
り
、
暦
よ
り
も

自
分
た
ち
の
感
覚
を
信
じ
、
あ
わ
た
だ
し
い
世
間
と
は
一
線
を
画
そ
う
と
し
て
き
た

祖
父
母
の
暮
ら
し
。

⑵

〔
問
1
〕　

祖
母
と
ふ
た
り
で
戻
っ
た
家
も
小
さ
く
感
じ
ら
れ
て
私
は
戸
惑
っ
た
。
と
あ

る
が
、
ど
ん
な
こ
と
に
対
し
て
「
私
」
は
「
戸
惑
っ
た
」
の
か
。
そ
の
説
明
と

し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
よ
り
選
べ
。

ア
　
た
っ
た
二
人
の
暮
ら
し
な
の
で
、
元
々
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
家
な
が
ら
広
々

と
感
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
祖
父
の
入
院
で
気
弱
に
な
っ
て
い
る
祖
母
の
様
子
に
影
響

さ
れ
て
、
一
段
と
寂
し
く
見
え
た
こ
と
。

イ
　
祖
父
の
家
は
都
会
の
家
と
比
べ
て
敷
地
が
広
く
、
か
つ
て
預
け
ら
れ
て
い
た
頃
の

幼
い
私
に
は
広
大
に
思
わ
れ
た
が
、
久
々
に
訪
れ
て
大
人
の
目
で
改
め
て
見
る
と
、

思
い
の
ほ
か
小
さ
な
建
物
だ
っ
た
こ
と
。

ウ
　
堅
固
な
造
り
の
清
潔
な
家
だ
っ
た
は
ず
が
、
病
室
か
ら
戻
る
と
家
の
中
あ
ち
こ
ち

に
小
さ
な
汚
れ
が
た
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
き
、
老
夫
婦
だ
け
の
生
活
の
苦 

労
が
身
に
し
み
て
伝
わ
っ
て
き
た
こ
と
。

エ
　
ど
っ
し
り
と
た
く
ま
し
い
印
象
の
家
だ
っ
た
が
、
住
む
祖
父
母
が
高
齢
に
な
り

隅
々
に
ま
で
手
が
行
き
届
か
な
く
な
っ
た
様
子
で
、
大
き
さ
は
昔
と
変
わ
り
が
な
い
の 

に
家
構
え
が
見
劣
り
し
て
見
え
た
こ
と
。

⑴
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〔
問
5
〕　

そ
う
い
っ
て
祖
母
は
目
尻
に
皺し

わ

を
寄
せ
、
手
元
の
赤
い
花
の
カ
ー
ド
を
じ
っ 

と
の
ぞ
き
込
む
。
と
あ
る
が
、「
祖
母
」
に
と
っ
て
「
赤
い
花
の
カ
ー
ド
」
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
よ

り
選
べ
。

ア
　
楽
し
み
の
少
な
い
田
舎
暮
ら
し
の
中
、
都
会
か
ら
預
か
る
こ
と
に
な
っ
た
孫
娘
を

喜
ば
せ
る
た
め
に
苦
労
し
て
手
に
入
れ
、
三
人
で
一
緒
に
眺
め
な
が
ら
同
じ
夢
を
見

て
幸
せ
な
時
間
を
過
ご
し
た
、
家
族
の
き
ず
な
が
刻
み
込
ま
れ
た
も
の
。

イ
　
生
き
る
の
に
精
一
杯
の
時
代
で
、
空
想
だ
け
で
も
世
界
旅
行
を
楽
し
も
う
と
ベ
リ

カ
ー
ド
集
め
が
流
行
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
希
少
な
も
の
を
入
手
で
き
た
の
は
自

分
た
ち
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
自
負
心
で
、
今
も
心
が
満
た
さ
れ
る
も
の
。

ウ
　
外
国
の
珍
し
い
ラ
ジ
オ
番
組
を
聞
く
の
を
唯
一
の
楽
し
み
に
し
て
必
死
に
働
い
て

い
た
日
々
が
懐
か
し
く
、
あ
の
頃
の
よ
う
に
祖
父
が
健
康
を
取
り
戻
し
、
再
び
二
人

で
仲
の
良
い
暮
ら
し
に
戻
れ
る
と
い
う
期
待
を
持
た
せ
て
く
れ
る
も
の
。

エ
　
余
暇
を
楽
し
む
余
裕
な
く
農
作
業
に
追
わ
れ
続
け
た
二
人
の
一
生
の
中
で
、
異
国

の
街
と
の
思
い
が
け
な
い
接
触
に
胸
を
と
き
め
か
せ
、
祖
父
と
同
じ
空
想
に
興
じ
熱

中
し
た
、
夫
婦
の
か
け
が
え
の
な
い
ひ
と
と
き
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
。

⑸

〔
問
3
〕　

古
い
フ
ァ
イ
ル
の
中
か
ら
、
街
の
名
前
と
、
高
い
山
と
、
抜
け
る
よ
う
な
青

空
、
甘
い
香
り
を
放
つ
赤
い
花
が
飛
び
出
し
て
く
る
。
と
あ
る
が
、「
私
」
の

ど
の
よ
う
な
状
況
を
暗
示
す
る
比
喩
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
よ
り

選
べ
。

ア
　
長
年
埋
も
れ
て
い
た
記
憶
が
勢
い
よ
く
呼
び
覚
ま
さ
れ
、
昔
何
度
も
祖
父
か
ら
聞

き
、
そ
の
空
想
で
寂
し
さ
を
癒
や
し
て
き
た
キ
ト
の
街
の
光
景
と
、
咲
き
乱
れ
る
赤
い

花
が
、
確
か
な
存
在
感
を
持
っ
て
鮮
や
か
に
よ
み
が
え
っ
た
状
況
。

イ
　
祖
父
の
家
の
物
置
の
奥
に
埋
も
れ
た
懐
か
し
い
フ
ァ
イ
ル
の
一
冊
に
、
キ
ト
と
い

う
地
名
が
あ
り
、
若
い
頃
の
祖
父
が
真
っ
青
な
空
の
下
で
美
し
い
赤
い
花
と
一
緒
に

写
る
写
真
が
貼
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
唐
突
に
思
い
出
し
た
状
況
。

ウ
　
心
配
す
る
家
族
を
よ
そ
に
、
身
体
は
病
院
の
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
っ
た
ま
ま
の
祖
父

の
意
識
が
キ
ト
の
街
を
元
気
よ
く
飛
び
回
り
、
澄
ん
だ
空
気
と
赤
い
花
の
匂
い
を
た
っ 

ぷ
り
と
吸
っ
て
生
命
力
を
回
復
し
始
め
た
こ
と
に
気
付
い
た
状
況
。

エ
　
祖
父
の
家
で
過
ご
し
た
時
期
の
た
く
さ
ん
の
思
い
出
が
一
つ
一
つ
鮮
明
に
浮
か
ん

で
来
て
、
地
球
儀
で
キ
ト
を
探
し
な
が
ら
ど
ん
な
街
か
を
想
像
し
た
り
、
真
っ
赤
な
レ 

ン
ゲ
畑
で
走
り
回
っ
た
り
し
た
時
間
が
脳
裏
に
再
現
さ
れ
た
状
況
。

〔
問
4
〕　

私
の
中
の
キ
ト
が
ぐ
ら
り
と
傾か

し

ぐ
。
と
あ
る
が
、
こ
の
比
喩
に
よ
っ
て
表
現

さ
れ
て
い
る
の
は
「
私
」
の
ど
の
よ
う
な
状
態
か
。
五
十
字
以
内
で
書
け
。

⑶⑷
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〔
問
6
〕　
本
文
の
波
線
部
の
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
次
の
う

ち
よ
り
選
べ
。

ア
　「
こ
こ
に
い
る
間
に
赤
い
花
の
呼
ぶ
声
を
も
う
一
度
聞
き
た
い
と
も
思
っ
た
。」

は
、
幼
少
期
の
記
憶
の
詰
ま
っ
た
祖
父
母
の
家
で
、
正
体
不
明
の
赤
い
花
の
謎
を
明

ら
か
に
し
た
い
と
い
う
「
私
」
の
願
望
を
象
徴
す
る
表
現
で
あ
る
。

イ
　「
聞
こ
え
て
い
る
の
か
祖
父
の
頭
が
小
さ
く
揺
れ
る
。」
は
、
ゆ
っ
く
り
休
む
よ
う

に
言
っ
た
「
私
」
の
言
葉
に
対
し
、
首
を
振
っ
て
否
定
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
仕
草

で
あ
り
、
祖
父
の
仕
事
へ
の
責
任
感
の
強
さ
を
象
徴
す
る
表
現
で
あ
る
。

ウ
　「
そ
う
聞
く
声
が
か
ら
か
ら
に
乾
い
て
い
る
。」
は
、
祖
父
と
の
秘
密
が
周
囲
に
知

ら
れ
て
い
た
こ
と
へ
の
羞
恥
心
と
、
正
確
な
事
実
を
確
か
め
た
い
好
奇
心
と
が
入
り

混
じ
っ
た
、「
私
」
の
複
雑
な
心
理
を
象
徴
す
る
表
現
で
あ
る
。

エ
　「
や
が
て
甘
い
花
の
香
り
で
胸
の
中
が
満
た
さ
れ
て
い
く
の
を
感
じ
て
い
た
。」

は
、
働
き
づ
め
だ
っ
た
祖
父
母
の
人
生
に
も
青
春
の
よ
う
な
一
時
が
あ
っ
た
こ
と
に

救
わ
れ
、「
私
」
が
幸
福
感
に
包
ま
れ
た
様
子
を
象
徴
す
る
表
現
で
あ
る
。

ａｂｃｄ
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に
は
「
森
」
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
図
式
化
す
る
と
、
二
つ
の

言
語
の
意
味
の
ズ
レ
が
表
の
よ
う
に
表
せ
ま
し
ょ
う
。

右
は
、
ご
く
簡
略
化
し
た
対
応
図
で
あ
っ
て
、
実
際
の
意
味
の
重
な
り
と
ず
れ
ぐ

あ
い
は
、
も
っ
と
微
妙
か
つ
複
雑
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
右
に
あ
げ
た
例
は
ご
く
一
部
の
も
の
に
過
ぎ
ず
、
い
わ
ば
氷
山
の
一
角
の
よ
う

な
も
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
も
、「
言
葉
に
依
存
し
な
い
概
念
も
事
物
も

な
い
」
と
い
う
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
考
え
方
を
証
明
す
る
の
に
十
分
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
は
ま
た
、「
事
物
を
作
り
だ
す
の
は
視
点
で
あ
る
」
と
も
言
っ
て
い
ま

す
。
人
間
に
あ
っ
て
は
、　

言
語
習
得
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
・
抽
象
化
能
力
の
発
達
と

は
同
時
進
行
的
な
現
象
で
す
。
こ
の
二
つ
は
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
て
切
り
離
せ
ま

せ
ん
。

私
た
ち
は
《
記
号
》
と
い
う
と
ど
ん
な
も
の
を
想
像
す
る
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え

ば
数
学
で
使
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
記
号
が
あ
り
ま
す
。
＋
は
プ
ラ
ス
記
号
、
－
は
マ

イ
ナ
ス
記
号
で
す
し
、
÷
と
×
は
そ
れ
ぞ
れ
割
算
と
掛か

け

算ざ
ん

の
運
算
記
号
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
に
も＝
記
号
（
等
記
号
）
や
≠
記
号
（
不
等
記
号
）、
∞
と
か
∫
と

＊

⑵

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊

印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

言
葉
は
、
そ
れ
が
話
さ
れ
て
い
る
社
会
に
の
み
共
通
な
、
経
験
の
固
有
な
概
念
化

な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
の
よ
う
な
言
語
を
用
い
る
に
せ
よ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語

に
よ
っ
て
分
節
さ
れ
る
概
念
以
前
の
現
実
が
、
言
語
の
相
違
と
関
係
な
く
、
も
と
も

と
同
一
の
存
在
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
ま
せ
ん
。
た
だ
、
私
た
ち
が
こ
の
言
語
外
現
実

を
把
握
し
、
私
た
ち
を
取
り
巻
い
て
い
る
世
界
を
区
切
り
、
グ
ル
ー
プ
別
に
分
け
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
の
は
、
言
語
を
通
し
て
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

言
葉
以
前
の
現
実
は
混こ

ん

沌と
ん

と
し
た
連
続
体
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
自
国
語
の
意
味

体
系
の
お
か
げ
で
、
こ
の
連
続
体
の
適
当
な
個
所
個
所
に
境
界
線
を
画
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、　

言
語
に
よ
っ
て
意
味
体
系
が
異
な
る
の
で
す
か
ら
、
言
語 

が
変か

わ

れ
ば
区
切
り
方
も
変
っ
て
く
る
の
は
、
当
然
で
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
、「
木
」
と
か
「
植
物
」
と
か
「
動
物
」
と
い
う
一
般
的
な
、
し
か
も

抽
象
的
な
性
格
を
も
つ
単
語
が
一
切
存
在
し
な
い
言
語
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ

う
し
た
言
語
に
は
、
木
や
植
物
の
個
々
の
名
称
、
た
と
え
ば
「
松
」「
桜
」「
杉
」
と

い
っ
た
語
は
あ
る
の
で
す
が
、「
木
」
と
い
う
概
念
が
な
い
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
ひ

と
ま
と
め
に
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
あ
る
言
語
で
は
、「
年
上
」
か
「
年
下
」
か
を
同
時
に
示
さ
な
い
「
息
子
」

と
い
う
語
が
存
在
し
ま
せ
ん
。
不
思
議
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
語

で
も
、「
年
上
」
か
「
年
下
」
か
を
同
時
に
示
さ
な
い
男
の
兄
弟
を
表
す
語
が
存
在

し
な
い
こ
と
を
思
い
あ
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。「
兄
」
と
「
弟
」
の
い
ず
れ
も
、
フ
ラ

ン
ス
語
のfrère

や
英
語
のbrother

以
上
の
意
味
を
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

日
本
語
の
「
木
」
は
、
机
な
ど
を
作
っ
て
い
る
材
料
で
も
あ
れ
ば
、
庭
の
青
々
と

し
た
樹
木
で
も
あ
り
ま
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
前
者
がbois

、
後
者
がarbre

で

あ
る
こ
と
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
「
材
木
」
の
意
味
の
「
木
」
とbois

が
ぴ
っ
た
り
一
致
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
そ
う
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。bois

4

⑴

（例 1）
フランス語 frère

日 本 語 兄 弟

（例 2）
フランス語 arbre bois

日 本 語 木 森

（例 3）
フランス語 air

日 本 語 空気 曲 様子
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言
葉
は
思
考
の
定
着
の
た
め
の
単
な
る
手
段
だ
と
か
、
あ
る
い
は
思
考
の
外
被
や
着

物
だ
と
か
と
は
、
と
て
も
認
め
ら
れ
な
い
。」

「
言
語
は
事
物
の
名
称
リ
ス
ト
で
は
な
い
」
と
い
う
認
識
は
、
言
葉
が
、
言
語
外

現
実
を
指
し
示
す
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
う
ち
に
意
味
を
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

理
論
を
導
き
出
し
ま
す
。
言
い
か
え
れ
ば
、
言
語
記
号
は
、
記
号
と
呼
ば
れ
て
い
て

も
他
の
一
切
の
記
号
と
は
異
な
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
自
ら
の
外
に
あ
る
意
味
を
指
し

示
す
も
の
で
は
さ
ら
さ
ら
な
く
、
い
わ
ば
表
現
と
意
味
と
を
同
時
に
備
え
た
二
重
の

存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
か
り
や
す
く
図
解
す
る
と
図
1
の
よ
う
に
な
る

い
っ
た
や
や
こ
し
い
記
号
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
れ
を
と
っ
て
も
何
ら
か
の
数

学
的
概
念
を
示
す
符
号
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
な
い
よ
う
で
す
。

学
問
の
世
界
に
限
ら
ず
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
は
記
号
が
氾
濫
し
て
お
り
ま

す
。
交
通
標
識
の
図
柄
や
赤
・
黄
・
青
の
信
号
に
し
て
も
、
す
べ
て
禁
止
や
命
令
な

ど
を
示
し
て
く
れ
る
記
号
で
す
し
、
・
―
は
「
イ
」、
・
―
・
―
は
「
ロ
」、

―
・
・
・
は
「
ハ
」
を
表
す
モ
ー
ル
ス
信
号
、
指
を
丸
め
て
「
Ｏ
Ｋ
」
や
と
き
に

「
お
金
」
を
示
す
サ
イ
ン
、
特
定
の
社
会
で
は
親
指
で
「
男
」、
小
指
で
「
女
」
を

意
味
さ
せ
る
し
ぐ
さ
、
地
図
の
文
や
卍
印
が
そ
れ
ぞ
れ
「
学
校
」
と
「
寺
」
を
示
す

印
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
ら
も
ま
た
す
べ
て
《
記
号
》
の
一
種
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
語
で
は
記
号
の
こ
と
をsigne

と
言
い
ま
す
が
、signe

に
は
「
目
印
、

徴
候
、
予
兆
、
合
図
、
符
号
」
な
ど
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
日
常
的
に
は
黒
雲
が
嵐

のsigne,

煙
が
火
のsigne,

三
十
八
度
の
熱
が
病
気
のsigne

と
い
う
ふ
う
に
さ
え

用
い
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
て
み
る
と
《
記
号
》
と
は
、「
直
接
に
知
覚
で
き
る
事
象

で
、
知
覚
で
き
な
い
別
の
事
象
に
つ
い
て
、
私
た
ち
に
何
事
か
を
教
え
て
く
れ
る
事

象
」
と
か
、「
自
分
と
は
別
の
現
象
に
代か

わ

っ
て
、
そ
れ
を
告
知
し
た
り
指
さ
し
た
り

す
る
も
の
」
と
定
義
で
き
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
一
般
常
識
に
反
し
て
、　
「
言
葉
は
記
号
で
は
な
い
」
と
い

う
認
識
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
哲
学
の
根
本
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
影
響
を
強
く
受
け
る
以
前
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
も
次
の
よ

う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

「
も
し
、signe

と
い
う
現
象
を
、
あ
た
か
も
煙
が
火
の
存
在
を
告
知
す
る
よ
う

に
自
分
と
は
別
の
現
象
を
告
知
す
る
現
象
だ
と
解
す
れ
ば
、
ま
ず
第
一
に
、
言
葉
は

思
考
のsigne

で
は
な
い
。（
…
…
）
両
者
は
互
い
に
包
み
合
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

意
味
は
言
葉
の
な
か
に
と
り
こ
ま
れ
、
言
葉
は
意
味
の
外
面
的
存
在
と
な
っ
て
い
る

の
だ
。
同
じ
よ
う
に
私
た
ち
と
し
て
は
、
一
般
に
そ
う
信
じ
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、

＊

⑶
＊

表現

言葉

〔実体としての音・文字〕

ソシュール以前：

〔実体としての物・観念〕

あらかじめ分節された
事物・概念・意味

ソシュール以後：
意味
表現

意味
表現

意味
表現

〔関係づけられたモノ〕 指向対象 指向対象 指向対象

〔実体としてのモノ〕 連続体である現実

赤　色 橙　色 黄　色 …

連続体である色のスペクトル…

“赤”
/アカ/

“橙”
/ダイダイ/

“黄”
/キ/

etc.
＊

図 1

図 2
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る
意
味
範
囲
は
、
図
3
の
よ
う
に
重
な
り
あ
い
な
が
ら
ず
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

が
で
き
ま
し
ょ
う
。

愛

love

amour

図 3

（
丸
山
圭
三
郎
「
言
葉
と
は
何
か
」
に
よ
る
）

〔
注
〕 

ソ
シ
ュ
ー
ル
― 

―
ス
イ
ス
の
言
語
学
者
。

 

モ
ー
ル
ス
信
号
― 

―
長
短
二
種
の
符
号
を
組
み
合
わ
せ
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
、

五
十
音
な
ど
を
表
す
電
信
用
の
符
号
。

 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
― 

―
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
。

 
etc.

― 

―
エ
ト
セ
ト
ラ
の
略
号
。
そ
の
他
。
…
な
ど
。

で
し
ょ
う
。

図
1
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
以
後
の
部
分
を
、
具
体
的
に
日
本
語
の
意
味
体
系
を
用
い
て

図
示
す
る
と
、
図
2
に
な
り
ま
す
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
以
前
は
、
言
葉
は
《
表
現
》
で
し
か
な
く
、
図
1
の
矢
印
が
示
す
よ

う
に
す
で
に
言
語
以
前
か
ら
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
て
い
る
事
物
や
、
言
語
以
前
か
ら

存
在
す
る
純
粋
概
念
を
指
し
示
す
も
の
（
記
号
）
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
が
、
ソ

シ
ュ
ー
ル
以
後
の
考
え
方
で
は
、
言
葉
は
《
表
現
》
で
あ
る
と
同
時
に
《
意
味
》
で

あ
り
、
こ
れ
ら
は
も
と
も
と
存
在
し
な
か
っ
た
関
係
で
あ
り
な
が
ら
、
混
沌
と
し
た

カ
オ
ス
の
よ
う
な
連
続
体
に
人
間
が
働
き
か
け
る
活
動
を
通
し
て
生
み
出
さ
れ
、
同

時
に
連
続
体
の
方
も
そ
の
関
係
が
反
映
さ
れ
て
不
連
続
化
し
、
概
念
化
す
る
と
い

う
、
相
互
的
差
異
化
活
動
こ
そ
言
葉
の
働
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

具
体
的
な
例
に
即
し
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。　
「
鬼
」
と
か
「
河か

っ
ぱ童

」
と
か 

「
龍り

ゅ
う

」
な
ど
と
い
う
言
葉
に
は
立
派
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は

あ
く
ま
で
も
《
言
葉
の
も
つ
意
味
》
で
あ
っ
て
、
言
語
外
の
い
か
な
る
実
体
を
指
さ

し
て
名
づ
け
た
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
西
欧
の
「
一
角
獣
」、「
悪
魔
」、「
神
」
な

ど
い
う
概
念
に
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
申
せ
ま
す
。
指
向
対
象
と
い
う
も
の
は
、
言

葉
以
前
か
ら
存
在
す
る
分
節
さ
れ
た
実
体
で
は
な
く
、
言
葉
の
誕
生
と
と
も
に
生う

ま

れ

る
「
関
係
づ
け
ら
れ
た
モ
ノ
」
な
の
で
す
。

こ
れ
は
何
も
空
想
的
産
物
に
限
っ
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
「
愛
」
と
か

「
憎
し
み
」
と
い
う
日
常
不
可
欠
な
概
念
に
し
て
も
、
は
じ
め
か
ら
そ
の
よ
う
な
一

般
的
観
念
や
心
情
が
存
在
し
て
い
て
、「
愛
」
の
場
合
で
し
た
ら
フ
ラ
ン
ス
人
は

am
our,

英
米
人
はlove,

ド
イ
ツ
人
はLiebe

と
名
づ
け
を
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
異
な
っ
た
い
く
つ
か
の
精
神
的
態
度
の
多
様
性
を
集
め
て
一
つ
の
概
念
と
す
る

の
は
、
こ
の
言
葉
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
り
ま
す
。　

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
葉

を
借
り
れ
ば
、「
言
語
に
先
立
つ
観
念
は
な
く
、
言
語
が
現
れ
る
以
前
は
、
何
一
つ

明
瞭
に
識
別
さ
れ
な
い
」
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
愛
」
とlove

とam
our

な

⑷

⑸

⑹
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〔
問
2
〕　

言
語
習
得
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
・
抽
象
化
能
力
の
発
達
と
は
同
時
進
行
的
な
現

象
で
す
。
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次

の
う
ち
よ
り
選
べ
。

ア
　
概
念
を
適
切
に
表
現
で
き
る
言
葉
を
発
見
し
た
時
に
、
私
た
ち
は
混
沌
と
し
て
い

る
現
実
の
中
に
い
て
も
、
自
分
と
他
者
の
考
え
を
区
別
し
て
表
現
で
き
る
よ
う
に
な

る
と
い
う
こ
と
。

イ
　
母
国
語
以
外
の
言
葉
を
勉
強
し
て
い
か
な
い
と
、
私
た
ち
は
連
続
体
と
し
て
存
在

し
て
い
る
現
実
の
物
事
を
、
正
確
に
区
別
し
た
り
伝
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
。

ウ
　
新
し
い
言
葉
を
身
に
付
け
た
時
に
、
私
た
ち
は
個
々
の
物
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て

考
え
た
り
、
他
の
物
と
は
区
別
し
て
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

と
い
う
こ
と
。

エ
　
幼
少
時
に
お
い
て
言
葉
が
発
達
し
て
い
か
な
い
と
、
私
た
ち
は
言
語
活
動
を
通
し

て
、
具
体
的
な
も
の
と
あ
い
ま
い
な
も
の
と
を
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
。

〔
問
3
〕　
「
言
葉
は
記
号
で
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
こ
と
を

次
の
よ
う
に
説
明
し
た
と
き
に
、

に
入
る
最
も
適
切
な
表
現
を
本

文
中
か
ら
十
五
字
で
抜
き
出
し
て
書
け
。

運
算
記
号
や
交
通
標
識
、
地
図
の
記
号
と
は
異
な
り
、
言
葉
は

も
の

だ
と
い
う
こ
と
。

⑵⑶

〔
問
1
〕　

言
語
に
よ
っ
て
意
味
体
系
が
異
な
る
の
で
す
か
ら
、
言
語
が
変か

わ

れ
ば
区
切
り 

方
も
変
っ
て
く
る
の
は
、
当
然
で
し
ょ
う
。
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
本
文
、

及
び
（
例
1
）（
例
2
）（
例
3
）
の
表
を
ふ
ま
え
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最

も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
よ
り
選
べ
。

ア
　
家
族
の
中
に
息
子
が
複
数
い
る
と
い
う
現
実
を
、
日
本
語
で
は
兄
弟
の
年
齢
を
重

視
し
て
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
年
齢
よ
り
も
性
別
に
重
点
が
置

か
れ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

イ
　
材
木
、
樹
木
、
森
と
い
う
現
実
を
、
日
本
語
は
樹
木
と
森
を
区
別
し
て
も
材
木
と

樹
木
は
区
切
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
材
木
と
樹
木
を
区
別
し
て
も
材
木
と
森
は
区
切

ら
な
い
と
い
う
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

ウ
　
日
本
語
で
空
気
、
曲
、
様
子
と
言
葉
を
区
別
す
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
が
異

な
る
か
ら
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
異
質
な
物
で
も
ひ
と
ま
と
め
に
表
現
す
る
柔

軟
な
言
語
と
い
う
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

エ
　
日
本
語
は
基
本
的
に
言
葉
が
豊
富
で
、
世
界
を
細
分
化
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る

言
語
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
言
葉
に
依
存
し
な
い
で
、
人
々
の
想
像
力
で
意
味
を
理

解
す
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

⑴
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〔
問
5
〕　「
鬼
」
と
か
「
河か

っ
ぱ童

」
と
か
「
龍り

ゅ
う

」
な
ど
と
い
う
言
葉
に
は
立
派
な
意
味
が 

あ
り
ま
す
。
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
よ
り
選
べ
。

ア
　「
鬼
」「
河
童
」「
龍
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通
す
る
意

味
を
見
出
す
こ
と
で
、
指
向
対
象
の
中
に
は
も
と
も
と
存
在
し
な
い
は
ず
の
実
体
を

作
り
出
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

イ
　「
鬼
」「
河
童
」「
龍
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
が
表
す
も

の
を
理
解
で
き
る
が
、
そ
れ
は
実
体
を
指
さ
し
た
も
の
で
は
な
く
、
各
言
葉
が
生
む

指
向
対
象
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
。

ウ
　「
鬼
」「
河
童
」「
龍
」
と
い
う
言
葉
は
、
私
た
ち
に
指
向
対
象
を
理
解
さ
せ
る
も

の
で
あ
り
な
が
ら
、
西
欧
の
「
一
角
獣
」「
悪
魔
」「
神
」
な
ど
と
同
様
の
概
念
を
抱

か
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

エ
　「
鬼
」「
河
童
」「
龍
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
物
語
な
ど
に
連

続
し
て
登
場
す
る
不
思
議
な
生
き
物
た
ち
を
、
指
向
対
象
と
し
て
存
在
感
が
あ
る
も

の
に
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

⑸

〔
問
4
〕　
図
1
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
以
後
の
部
分
を
、
具
体
的
に
日
本
語
の
意
味
体
系
を
用

い
て
図
示
す
る
と
、
図
2
に
な
り
ま
す
。
と
あ
る
が
、
図
2
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
よ
り
選
べ
。

ア
　
現
実
に
存
在
し
て
い
る
色
の
、
例
え
ば
赤
色
と
橙
色
、
橙
色
と
黄
色
の
境
界
は
混

沌
と
し
て
い
る
が
、
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
色
を
意
味
す
る
言
葉
を
用
い
る
こ
と

で
、
別
々
の
色
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
。

イ
　
現
実
の
世
界
で
は
各
色
が
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
、
例
え
ば
赤
色
に
見
え

る
色
は
「
ア
カ
」、
橙
色
に
見
え
る
色
は
「
ダ
イ
ダ
イ
」
と
、
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ

の
色
を
名
付
け
て
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
。

ウ
　
現
実
に
あ
る
色
に
は
最
初
か
ら
名
前
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
赤

色
、
橙
色
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
各
色
が
連
続
体
で
あ
る
色
の
ス
ペ
ク
ト

ル
に
な
っ
て
い
る
と
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
。

エ
　
現
実
の
生
活
の
中
に
、
例
え
ば
「
ア
カ
」、「
ダ
イ
ダ
イ
」、「
キ
」
と
発
声
さ
れ
る

言
葉
が
あ
り
、
私
た
ち
は
あ
ら
か
じ
め
区
分
け
し
て
お
い
た
色
に
適
切
な
言
葉
を
当

て
は
め
て
色
の
認
識
を
す
る
と
い
う
こ
と
。

⑷
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〔
問
6
〕　

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
言
語
に
先
立
つ
観
念
は
な
く
、
言
語

が
現
れ
る
以
前
は
、
何
一
つ
明
瞭
に
識
別
さ
れ
な
い
」
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、 

「
愛
」
とlove

とam
our

な
る
意
味
範
囲
は
、
図
3
の
よ
う
に
重
な
り
あ
い

な
が
ら
ず
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
と
あ
る
が
、
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
、
本
文
を
読
ん
だ
生
徒
た
ち
が
話
を
し
て
い
る
。
生
徒
Ａ
〜
Ｄ
の

発
言
を
ふ
ま
え
て
、
本
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
言
葉
の
働
き
」
に
つ
い
て
あ

な
た
が
考
え
る
こ
と
を
二
百
字
以
内
で
書
け
。
な
お
、
書
き
出
し
や
改
行
の
際

の
空
欄
、

や

や

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
よ
。

生
徒
Ａ 　

英
語
の
「love

」
と
日
本
語
の
「
愛
」
の
意
味
は
同
じ
だ
と
思
い
込
ん
で
い

た
け
れ
ど
、
そ
う
で
は
な
い
ん
だ
ね
。

生
徒
Ｂ 　

う
ん
。
同
じ
部
分
も
あ
る
け
れ
ど
、
言
語
に
よ
っ
て
意
味
が
ず
れ
て
い
る
ん

だ
。

生
徒
Ｃ 　

言
葉
が
、
元
々
あ
る
感
情
や
モ
ノ
を
指
し
示
す
た
め
に
、
後
か
ら
付
け
ら
れ

た
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
ね
。

生
徒
Ｄ 　

異
な
る
言
語
を
使
う
人
の
間
で
は
、
世
界
の
捉
え
方
自
体
に
微
妙
な
ず
れ
が

あ
り
そ
う
だ
。
難
し
い
な
あ
。

⑹
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こ
の
パ
ー
テ
ィ
ー
の
あ
る
じ
、
石
上
宅
嗣
は
漢
詩
の
作
者
と
し
て
も
有
名
。
た
く

さ
ん
の
図
書
を
蔵
し
て
、
そ
の
書
庫
、
芸う

ん

亭て
い

は
、
わ
が
国
の
図
書
館
の
は
じ
め
と
い

わ
れ
る
。

茨
田
王
は
中な

か

務つ
か
さ

省
の
次
官
を
し
て
い
た
人
だ
が
、
き
っ
と
宅
嗣
の
文
学
友
達
で

あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
歌
に
も
、
な
に
か
閑
雅
な
漢
詩
の
風
合
い
が
あ
る
。

梅
の
花
に
雪
が
降
り
か
か
り
、
花
を
白
く
お
お
っ
て
し
ま
う
と
き
、
こ
ん
な
美
し

い
歌
を
歌
っ
た
人
が
い
た
。「
春は

る

雑ぞ
う

歌か

」
の
中
の
〝
雪
を
詠よ

む
〞
歌
。

Ｂ　

梅
の
花
降
り
覆お
ほ

ふ
雪
を
包
み
持
ち
君
に
見
せ
む
と
取
れ
ば
消け

に
つ
つ

（
一
八
三
三　

巻
十
）

作
者
不
明
の
歌
で
あ
る
。

梅
の
花
を
降
り
覆
う
雪
を
、
梅
の
花
ご
と
て
の
ひ
ら
の
中
に
つ
つ
み
こ
ん
で
、
あ

な
た
に
見
せ
よ
う
と
何
度
も
手
に
取
る
の
だ
が
、
そ
の
た
び
に
、
は
か
な
く
雪
は
消

え
て
し
ま
う
。

若
い
日
に
こ
の
歌
を
読
ん
だ
と
き
、
梅
は
紅
梅
か
薄
紅
梅
だ
と
思
っ
た
。
そ
の
ほ

う
が
雪
の
白
さ
が
映
え
る
か
ら
で
あ
る
。
で
も
、
実
は
、
万
葉
の
梅
は
み
な
白
梅
だ

そ
う
で
あ
る
。

梅
の
白
い
花
を
、
ふ
う
わ
り
と
覆
う
雪
の
か
す
か
な
光
。
そ
の
風ふ

情ぜ
い

を
、
そ
の
ま

ま
恋
人
に
見
せ
た
く
て
、
作
者
は
そ
っ
と
梅
の
花
を
指
先
で
つ
ま
み
と
る
。
そ
し

て
、
て
の
ひ
ら
の
中
に
つ
つ
み
こ
む
と
、
つ
か
の
ま
、
春
の
淡
雪
は
夢
の
よ
う
に
溶

け
て
し
ま
う
。

作
者
は
女
性
で
あ
ろ
う
。
繊
細
な
そ
の
指
先
、
ほ
の
か
に
紅あ

か

み
の
さ
し
た
て
の
ひ

ら
、
体
温
の
あ
た
た
か
さ
に
溶
け
て
ゆ
く
雪
。
そ
し
て
、
梅
の
花
ひ
と
つ
が
濡ぬ

れ
て

残
る
。

〝
取
れ
ば
消
に
つ
つ
〞。　

こ
こ
が
ま
た
芸
が
こ
ま
か
い
。〝
つ
つ
〞
は
継
続
を
あ

ら
わ
す
助
詞
で
あ
る
。
彼
女
は
何
度
も
雪
に
覆
わ
れ
た
梅
の
花
を
摘
み
と
る
。
で

＊
⑶

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊

印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

万
葉
時
代
の
山
野
は
、
木
の
花
、
草
の
花
に
満
ち
て
い
た
。
水
の
流
れ
は
透
き
と

お
り
、
春
に
は
そ
の
ほ
と
り
に
さ
わ
ら
び
が
萌も

え
、
山や

ま

吹ぶ
き

が
影
を
う
つ
し
、
秋
に

は
、
水
面
を
く
れ
な
い
に
染
め
て
、
も
み
じ
が
漂
い
流
れ
た
。

万
葉
び
と
た
ち
は
、
そ
ん
な
自
然
を
ど
ん
な
に
愛
し
た
こ
と
か
。
彼
ら
に
と
っ

て
、
自
然
と
は
外
か
ら
そ
れ
を
た
だ
賞
美
す
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
生
活
の
飾
り
に

す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
自
分
た
ち
と
一
体
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

森
の
中
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
樫か

し

の
実
を
見
れ
ば
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
さ
び
し
か
ろ

う
と
思
い
、
梅
の
つ
ぼ
み
を
見
れ
ば
、
恋
を
抱
い
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
。
月
光
を

浴
び
露
に
ま
み
れ
て
鳴
く
こ
お
ろ
ぎ
、
枝
も
た
わ
わ
な
萩は

ぎ

を
胸
で
分
け
て
い
く
鹿
。

動
物
も
ま
た
彼
ら
の
友
で
あ
っ
た
。

万
葉
の
春
は
、
雪
降
る
日
の
梅
の
花
か
ら
ひ
ら
い
て
い
く
。

Ａ　

梅
の
花
咲
け
る
が
な
か
に　

ふ
ふ
め
る
は
恋
か
隠こ
も

れ
る
雪
を
待
つ
と
か

（
四
二
八
三　

巻
十
九
）

茨ま
ん
た
の田

王
お
お
き
み

の
歌
。
孝こ

う

謙け
ん

天
皇
の
天て

ん

平ぴ
ょ
う

勝し
ょ
う

宝ほ
う

五
年
（
七
五
三
）
の
正
月
、
石い

そ
の

上か
み
の

宅や
か

嗣つ
ぐ

の
家
で
宴
会
が
あ
っ
た
と
き
の
歌
で
あ
る
。

梅
の
花
が
咲
い
て
い
る
中
に
、
ま
だ
つ
ぼ
み
の
ま
ま
で
い
る
花
が
あ
る
。
そ
の
つ

ぼ
み
の
中
に
は
、
恋
の
心
を
隠
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
雪
の
降
る

の
を
待
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
雪
は
春
の
雪
で
あ
る
。〝
恋
か
隠
れ
る
〞
の
そ
の
恋
は
、
春
を
恋
い
わ
び
る

心
で
も
あ
ろ
う
。

は
じ
め
て
、
こ
の
歌
を
読
ん
だ
と
き
、　

な
ん
と
ハ
イ
セ
ン
ス
な
歌
で
あ
ろ
う
と
、

目
を
み
は
っ
た
。

5

⑴

⑵
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Ｄ　

梅
の
花
夢い

め

に
語
ら
く
み
や
び
た
る
花
と
我あ

れ
思も

ふ
酒
に
浮
か
べ
こ
そ

（
八
五
二　

巻
五
）

〝
こ
そ
〞
は
、
希
望
を
あ
ら
わ
す
終
助
詞
。

梅
の
花
が
夢
に
あ
ら
わ
れ
て
こ
う
言
っ
た
。「
私
は
優
雅
な
花
だ
と
思
い
ま
す
。

ど
う
か
、
お
酒
に
浮
か
べ
て
く
だ
さ
い
」

こ
の
歌
は
、
ほ
ん
と
う
に
し
ゃ
れ
た
歌
だ
と
思
う
。〝
み
や
び
た
る
〞
か
ら
〝
酒

に
浮
か
べ
こ
そ
〞
ま
で
が
、
梅
の
花
の
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
。
夢
に
あ
ら
わ
れ
て
き

た
の
は
梅
の
花
の
精
で
、
お
そ
ら
く
可か

憐れ
ん

で
上
品
な
美
人
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
梅

の
花
の
精
が
プ
ラ
イ
ド
に
充み

ち
て
、
私
こ
そ
、
酒
の
さ
か
ず
き
に
浮
か
べ
る
の
に
似

合
い
の
花
よ
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
な
ん
と
も
ほ
ほ
え
ま
し
い
。

梅
の
花
の
精
ら
し
い
も
の
を
登
場
さ
せ
る
の
は
、
旅
人
の
神
仙
趣
味
で
あ
る
。
当

時
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
旅
人
は
漢
詩
に
造ぞ

う

詣け
い

が
深
く
、
歌
の
中
に
も
そ
の
投
影
が

濃
い
。
杯
に
梅
の
花
を
浮
か
べ
て
飲
む
。
な
ん
と
優
雅
な
こ
と
か
。
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

を
渡
っ
て
唐
ま
で
や
っ
て
来
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
香
り
が
、
さ
ら
に
遣
唐
使
に
よ
っ

て
、
奈
良
の
都
に
運
ば
れ
た
。
そ
し
て
、
今
、
都
を
遠
く
離
れ
た
大
宰
府
の
地
で
、

風
流
人
の
旅
人
は
こ
ん
な
モ
ダ
ン
な
歌
を
詠
ん
だ
の
だ
。

石い
は

走ば
し

る
垂た
る

水み

の
上
の
さ
わ
ら
び
の
萌
え
出い

づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も

（
一
四
一
八　

巻
八
）

前
書
き
に
は
、〝
志し

貴き
の

皇み

子こ

の
懽
よ
ろ
こ
び

の
御み

歌う
た

〞
と
あ
る
。〝
懽
〞
は
〝
歓
よ
ろ
こ
び

〞
と
お

な
じ
で
あ
る
。
志
貴
皇
子
は
天て

ん

智じ

天
皇
の
第
七
皇
子
。〝
石
走
る
〞
は
石
の
上
を
走

り
流
れ
る
と
い
う
意
味
。〝
垂
水
〞
は
滝
で
あ
る
。〝
上
〞
は
、
こ
の
場
合
ほ
と
り
で

あ
る
。

石
の
上
を
走
り
流
れ
る
滝
の
ほ
と
り
に
、
さ
わ
ら
び
が
萌
え
出
る
春
の
季
節
に

な
っ
た
な
あ
。

〝
歓よ

ろ
こ

び
の
歌
〞
と
い
う
、
そ
の
前
書
き
に
、
な
ん
と
ふ
さ
わ
し
い
歌
で
あ
ろ
う
。

石
の
上
を
流
れ
る
水
も
、
そ
の
し
ぶ
き
の
末
ま
で
が
春
め
く
光
に
躍
る
よ
う
だ
。

も
、
摘
み
と
る
は
し
か
ら
、
雪
は
消
え
て
い
く
。
ぜ
ひ
、
こ
の
花
と
こ
の
雪
を
あ
の

人
に
見
せ
た
い
。
そ
ん
な
い
じ
ら
し
い
思
い
の
こ
も
る
歌
で
あ
る
。
全
体
に
や
さ
し

い
さ
さ
や
き
の
よ
う
な
口
ぶ
り
が
あ
る
。

こ
の
場
合
も
、
彼
女
に
と
っ
て
、
梅
の
花
は
単
な
る
外
界
の
風
物
で
は
な
い
。
自

分
の
魂
を
托た

く

し
て
人
に
贈
る
た
め
の
、
大
切
な
い
と
お
し
い
花
で
あ
る
。

聖し
ょ
う

武む

天
皇
の
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
正
月
十
三
日
に
、
大だ

宰ざ
い
の

帥そ
ち

大お
お

伴と
も
の

旅た
び
と人

の
邸

宅
で
は
、
梅
見
の
宴
が
行
わ
れ
て
い
る
。
大だ

宰ざ
い

府ふ

に
勤
め
る
役
人
た
ち
が
官
の
上
下

を
問
わ
ず
、
詠
ん
だ
歌
、
三
十
二
首
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
。
歌
人
と
し
て
有
名

な
山や

ま
の

上う
え
の

憶お
く

良ら

や
沙さ

弥み

満ま
ん

誓ぜ
い

も
詠
ん
で
い
る
。
た
く
さ
ん
の
歌
の
中
で
、
ど
れ
が
い

ち
ば
ん
好
き
か
と
き
か
れ
れ
ば
、
私
は
や
は
り
、
こ
の
宴
を
開
催
し
た
主
人
、
大
伴

旅
人
の
歌
を
採
る
。

Ｃ　

我
が
園そ

の

に
梅
の
花
散
る
ひ
さ
か
た
の
天あ

め

よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も

（
八
二
二　

巻
五
）

〝
ひ
さ
か
た
の
〞
は
、〝
天
〞〝
雨
〞〝
月
〞〝
星
〞〝
雲
〞
な
ど
の
天
上
の
も
の
の

ほ
か
、〝
光
〞〝
鏡
〞〝
都
〞
な
ど
に
も
か
か
る
。

わ
た
し
の
庭
に
、
梅
の
花
が
は
ら
は
ら
と
散
っ
て
い
る
。
い
や
、
こ
れ
は
梅
で
は

な
く
て
、
空
か
ら
雪
が
流
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。〝
天
よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も
〞

の
、
こ
の
〝
流
れ
〞
が
た
ま
ら
な
く
い
い
。
こ
こ
で
、
こ
の
歌
は
個
性
の
魅
力
を
発

揮
し
た
。
う
ま
い
。

弧
を
描
い
て
ゆ
る
や
か
に
地
に
落
ち
て
く
る
花
。
そ
の
か
な
た
に
ひ
ろ
が
る
冬
の

澄
ん
だ
空
。
そ
の
す
べ
て
を
描
き
つ
く
し
て
、
こ
の
〝
流
れ
来
る
か
も
〞
は
受
け
と

め
た
。

旅
人
の
歌
は
、
な
に
か
悠
揚
せ
ま
ら
ぬ
、
大た

い

人じ
ん

の
風
格
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ

は
か
と
な
い
ユ
ー
モ
ア
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
彼
の
梅
の
歌
を
も
う
一
首
。

＊

＊

＊
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〔
注
〕
春は

る

雑ぞ
う

歌か

― 

―
万
葉
集
で
春
の
分
類
に
属
す
る
歌
。

 

大だ

宰ざ
い
の

帥そ
ち

― 

―
九
州
及
び
壱い

岐き

・
対つ

し
ま馬

の
二
島
を
管か

ん

轄か
つ

し
た
役
所
「
大だ

宰ざ
い

府ふ

」

の
長
官
。

 

悠
揚
せ
ま
ら
ぬ
― 

―
ゆ
っ
た
り
と
し
て
、
落
ち
着
い
て
い
る
様
子
。

 

大た
い

人じ
ん

― 

―
徳
の
高
い
、
立
派
な
人
。

 

枕ま
く
ら

詞こ
と
ば

― 

―
特
定
の
語
句
を
導
き
出
す
た
め
に
、
そ
の
前
置
き
と
な
る
修
飾
語
。

〔
問
1
〕　

ふ
ふ
め
る
は
と
あ
る
が
、「
ふ
ふ
め
る
」
の
意
味
に
あ
た
る
表
現
を
、
本
文

中
か
ら
十
字
で
抜
き
出
し
て
書
け
。

⑴

滝
の
音
も
春
の
到
来
を
告
げ
る
リ
ズ
ム
に
充
ち
て
い
る
。
そ
の
滝
の
ほ
と
り
、
水

し
ぶ
き
に
濡ぬ

れ
な
が
ら
、
今
、
萌
え
出
し
て
い
る
さ
み
ど
り
の
わ
ら
び
。
そ
の
清
新

な
か
わ
い
い
姿
。
あ
あ
、
も
う
春
だ
。
そ
う
思
う
と
き
、
作
者
の
心
は
さ
わ
や
か
に

み
ず
み
ず
し
い
さ
わ
ら
び
と
重
な
る
。

〝
石
走
る
垂
水
の
上
の
さ
わ
ら
び
の
〞
と
、
一
気
に
詠
み
く
だ
し
、〝
萌
え
出
づ

る
春
に
な
り
に
け
る
か
も
〞
と
、
た
っ
ぷ
り
と
喜
び
を
ふ
く
ん
で
ゆ
た
か
に
受
け

た
。
喜
び
に
軽
く
走
ら
ず
、
お
お
ら
か
に
、
し
か
も
喜
び
を
抑
え
て
歌
っ
た
、
プ
リ

ン
ス
と
し
て
の
品
格
あ
ふ
れ
る
歌
で
あ
る
。

う
ち
靡な

び

く
春
来き

た

る
ら
し
山
の
際ま

の
遠
き
木こ

ぬ
れ末

の
咲
き
ゆ
く
見
れ
ば

（
一
四
二
二　

巻
八
）

尾お
わ
り
の張

連む
ら
じ

の
歌
。〝
う
ち
靡
く
〞
は
〝
春
〞
に
か
か
る
枕ま

く
ら

詞こ
と
ば

。
枯
れ
て
い
た
木
に

葉
が
生
い
茂
り
、
春
風
に
や
わ
ら
か
に
靡
く
か
ら
か
。
雰
囲
気
の
あ
る
美
し
い
枕
詞

で
あ
る
。

春
が
来
た
ら
し
い
。
山
の
間
の
遠
く
の
こ
ず
え
の
花
が
、
だ
ん
だ
ん
と
咲
い
て
い

く
の
を
見
る
と
。

〝
咲
き
ゆ
く
見
れ
ば
〞
が
す
ば
ら
し
い
。
こ
の
こ
と
ば
に
は
時
間
の
経
過
と
、
そ

れ
に
と
も
な
う
喜
び
が
こ
も
っ
て
い
る
。
お
と
と
い
、
ち
ら
っ
と　

花
ら
し
い
、

白
っ
ぽ
い
ほ
の
か
な
色
が
き
ざ
し
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
き
の
う
は
、
一
つ
、
二

つ
、
花
が
見
え
た
。
き
ょ
う
は
ま
た
ふ
え
た
。

花
が
す
こ
し
ず
つ
ふ
え
て
い
く
の
を
見
な
が
ら
、
彼
の
心
は
、
春
が
来
た
と
い
う

確
認
の
喜
び
に
ふ
る
え
る
の
で
あ
る
。（

清
川
妙
「
清
川
妙
の
萬
葉
集
」
に
よ
る
）

⑷

＊

⑸
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〔
問
3
〕　

こ
こ
が
ま
た
芸
が
こ
ま
か
い
。
と
あ
る
が
、「
芸
の
こ
ま
か
さ
」
に
よ
っ
て

強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
Ｂ
の
歌
の
作
者
の
ど
の
よ
う
な
心
情
か
。
最
も
適
切

な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

梅
の
花
に
降
り
積
も
る
雪
を
何
度
も
手
に
取
ろ
う
と
す
る
が
、
雪
は
す
ぐ
に
消
え

て
し
ま
い
、
全
て
が
徒
労
に
帰
し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
、
切
な
い
心
情
。

イ　

何
と
し
て
も
、
こ
の
梅
の
花
と
そ
れ
に
降
り
積
も
る
雪
の
風
情
を
、
好
き
な
人
に

そ
の
ま
ま
見
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
、
け
な
げ
な
愛
情
の
こ
も
っ
た
心
情
。

ウ　

白
梅
の
「
白
」
と
降
る
雪
の
「
白
」
と
が
一
体
と
な
り
、
辺
り
一
面
の
真
っ
白
で

清
ら
か
な
雪
景
色
を
好
き
な
人
に
も
ぜ
ひ
見
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
心
情
。

エ　

ほ
の
か
に
紅
み
の
さ
し
た
手
の
ひ
ら
、
そ
の
繊
細
な
指
先
で
梅
と
雪
を
つ
ま
む
、

そ
の
美
し
い
瞬
間
を
好
き
な
人
と
共
有
し
た
い
と
い
う
切
実
な
心
情
。

⑶

〔
問
2
〕　

な
ん
と
ハ
イ
セ
ン
ス
な
歌
で
あ
ろ
う
と
、
目
を
み
は
っ
た
。
と
あ
る
が
、
筆

者
は
Ａ
の
歌
の
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
「
ハ
イ
セ
ン
ス
」
な
も
の
を
感
じ
た
と
言

え
る
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

こ
の
パ
ー
テ
ィ
ー
の
主
人
の
家
に
あ
る
た
く
さ
ん
の
蔵
書
を
参
考
に
し
て
、
片
思

い
す
る
自
分
と
つ
ぼ
み
の
固
い
梅
の
花
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
正
月
の
梅
の
花
の
様

子
を
述
べ
た
と
こ
ろ
。

イ　

春
が
間
も
な
く
到
来
す
る
予
感
を
、
梅
の
花
が
今
に
も
開
こ
う
と
す
る
様
子
に

例
え
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
わ
が
国
の
最
初
の
図
書
館
で
あ
る
「
芸
亭
」
で
詠
ま
れ

た
歌
で
あ
る
と
こ
ろ
。

ウ　

ま
だ
つ
ぼ
み
の
ま
ま
の
状
態
で
あ
る
梅
の
花
に
、
ひ
そ
か
な
恋
心
が
隠
れ
て
い
る

こ
と
を
見
抜
き
、
ま
だ
片
思
い
で
い
る
自
分
を
、
開
花
を
待
つ
梅
の
つ
ぼ
み
に
見
立

て
て
述
べ
た
と
こ
ろ
。

エ　

梅
の
つ
ぼ
み
を
見
て
、
ひ
そ
か
な
恋
の
存
在
や
春
の
到
来
を
待
ち
わ
び
る
思
い
を

述
べ
て
い
る
中
に
、
も
の
静
か
で
落
ち
着
い
た
、
み
や
び
や
か
な
漢
詩
の
雰
囲
気
が

感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
。

⑵
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〔
問
5
〕　

滝
の
音
も
春
の
到
来
を
告
げ
る
リ
ズ
ム
に
充
ち
て
い
る
。
と
あ
る
が
、
志
貴

皇
子
の
歌
の
「
春
の
到
来
を
告
げ
る
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し

て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　
「
垂
水
の
上
の
さ
わ
ら
び
」
と
は
、「
滝
の
ほ
と
り
の
わ
ら
び
」
の
こ
と
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
に
こ
と
ば
で
場
所
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
山
奥
の
春
の
様
子

を
鮮
明
に
描
い
て
い
る
。

イ　
「
石
走
る
」
は
「
垂
水
」
に
か
か
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
五
音
の
リ

ズ
ム
が
「
さ
わ
ら
び
の
」
の
五
音
の
響
き
と
連
動
し
て
、
心
地
よ
い
歓
び
の
気
持

ち
を
生
み
出
し
て
い
る
。

ウ　
「
石
走
る
垂
水
の
上
の
さ
わ
ら
び
の
」
と
い
う
「
の
」「
の
」「
の
」
の
律
動
は
、

よ
ど
み
な
く
こ
ん
こ
ん
と
流
れ
て
や
ま
な
い
、
い
か
に
も
流
動
性
に
富
ん
だ
水
の
様

子
を
描
き
出
し
て
い
る
。

エ　
「
な
り
に
け
る
か
も
」
の
「
か
も
」
は
詠
嘆
を
表
す
こ
と
ば
で
あ
る
が
、「
春
に

な
っ
た
ん
だ
な
あ
」
と
い
か
に
も
ゆ
っ
た
り
と
引
き
伸
ば
し
て
、
春
の
到
来
の
う
れ

し
さ
を
宣
言
し
て
い
る
。

〔
問
6
〕　

花
ら
し
い
と
あ
る
が
、
こ
の
「
ら
し
い
」
と
同
じ
用
法
で
使
わ
れ
て
い
る

文
は
ど
れ
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

明
日
も
ま
た
い
い
天
気
に
な
る
ら
し
い
。

イ　

最
近
、
運
動
ら
し
い
運
動
を
し
て
い
な
い
。

ウ　

も
っ
と
も
ら
し
い
言
い
方
を
す
る
。

エ　

子
ど
も
ら
し
い
振
る
舞
い
を
す
る
。

⑷⑸

〔
問
4
〕　

Ｃ
・
Ｄ
の
歌
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
適
当
で
な
い
も
の
を
次
の

う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

Ｃ
の
歌
は
、
庭
に
散
る
梅
の
花
を
「
雪
の
流
れ
来
る
」
と
言
い
表
し
た
と
こ
ろ
が

面
白
い
。「
ひ
さ
か
た
の
」
と
い
う
「
天
」
に
か
か
る
こ
と
ば
を
用
い
て
、
は
る
か

遠
く
か
ら
流
れ
て
き
た
雪
と
大
胆
に
表
現
し
た
と
こ
ろ
に
、
旅
人
ら
し
さ
が
感
じ
ら

れ
る
歌
で
あ
る
。

イ　

Ｃ
の
歌
に
読
み
取
れ
る
情
景
は
、
冬
晴
れ
の
空
を
背
景
に
し
て
ふ
ん
わ
り
と
舞
い

落
ち
て
く
る
梅
の
花
で
あ
り
、
そ
の
動
き
を
流
れ
に
例
え
た
こ
と
が
見
事
で
あ
る
。

ま
た
、「
天
よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も
」
と
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
開
放
感
が
伺
え
る

歌
で
あ
る
。

ウ　

Ｄ
の
歌
で
、
旅
人
の
仙
人
の
よ
う
な
遊
び
心
は
、
漢
詩
の
教
養
の
深
さ
か
ら
き
て

い
る
。
異
国
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
文
化
を
、
都
を
遠
く
離
れ
た
大
宰
府
で
味
わ
う
の

は
無
念
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
ま
さ
に
官
位
の
高
さ
か
ら
く
る
風
格
が
感
じ
ら

れ
る
歌
で
あ
る
。

エ　

Ｄ
の
歌
は
、
梅
の
花
が
こ
と
ば
を
語
る
と
い
う
設
定
が
面
白
い
。
し
か
も
、
梅
の

精
は
か
わ
い
ら
し
く
自
分
を
売
り
込
ん
で
く
る
。
旅
人
の
漢
詩
に
対
す
る
知
識
の
深

さ
が
投
影
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
旅
人
の
も
つ
、
大
き
な
世
界
観
ま
で
も
が
伺
え

る
歌
で
あ
る
。
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