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　次
の
二
つ
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
設
問
の
都
合
上
、
本
文
を
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。）

【
文
章
Ⅰ
】

　図
１
の
二
つ
の
図
形
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
「
キ
ピ
」
で
、
ど
ち
ら
が
「
モ
マ
」
だ
ろ
う
か
？

　ほ
ぼ
全
員
が
、

丸
い
方
が
「
モ
マ
」
で
、
尖と
が

っ
て
い
る
方
が
「
キ
ピ
」
で
あ
る
と
直
感
的
に
感
じ
る
。
第
２
章
で
見
た
図
２
「
マ

ル
マ
／
タ
ケ
テ
」
と
同
様
、
こ
の
直
感
は
日
本
語
話
者
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
中
の
異
な
る
言
語
話
者
の
間
で
共

有
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
直
感
的
な
音
と
形
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
、
11
か
月
の
赤
ち
ゃ
ん
も
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？

　こ
の
こ
と
を
調
べ
る
た
め
、
赤
ち
ゃ
ん
に
こ
と
ば
（
音
）
と
対
象
の
組
み
合
わ
せ
を
次
々
と
提
示
し
て
い
っ
た
。

そ
の
う
ち
の
半
分
は
「
合
っ
て
い
る
」
組
み
合
わ
せ
（
丸
い
形
に
「
モ
マ
」、
尖
っ
た
形
に
「
キ
ピ
」）
で
、
残
り

の
半
分
は
「
合
っ
て
い
な
い
」
組
み
合
わ
せ
（
丸
い
形
に
「
キ
ピ
」、
尖
っ
た
形
に
「
モ
マ
」）
で
あ
る
。
合
っ
て

い
る
ペ
ア
と
合
っ
て
い
な
い
ペ
ア
は
規
則
性
を
持
た
な
い
よ
う
に
ラ
ン
ダ
ム
な
順
序
で
提
示
し
た
。
筆
者
ら
は
こ

の
よ
う
に
予
測
し
た
。
音
と
形
が
合
っ
て
い
る
か
合
っ
て
い
な
い
か
を
赤
ち
ゃ
ん
が
認
識
で
き
る
な
ら
ば
、
二
つ

の
ケ
ー
ス
で
違
う

0

0

脳
の
反
応
が
見
ら
れ
る
は
ず
だ
。

　実
際
、
こ
の
仮
説
は
正
し
か
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
な
ん
と
、「
合
っ
て
い
な
い
」
組
み
合
わ
せ
を
提
示
し
た
と
き
に
、
大
人
が
「
イ
ヌ
」
と
い
う

音
を
聴
い
て
ネ
コ
の
絵
を
見
た
と
き
と
同
じ
反
応
、
つ
ま
り
Ｎ
４
０
０
の
脳
波
の
反
応
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　こ
の
結
果
は
お
も
し
ろ
い
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
だ
ほ
と
ん
ど
こ
と
ば
を
知
ら
な
い
11
か
月
の
赤
ち
ゃ
ん
は
、
人
が
発
す
る
音
声
が
何
か
を
指
し
示
す
も
の

で
あ
る
こ
と
を
う
っ
す
ら
と
知
っ
て
い
る
の
だ
。
し
か
も
、「
音
の
感
覚
に
合
う
」
モ
ノ
が
、
単
語
が
指
し
示
す
対
象
か
ど
う
か
を
識
別
し
て
い
る
。
だ
か
ら
単
語
の

音
声
が
、
音
の
感
覚
に
合
わ
な
い
モ
ノ
と
対
応
づ
け
ら
れ
る
と
違
和
感
を
覚
え
る
の
だ
。

　第
２
章
で
、
大
人
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
言
語
と
し
て
、
ま
た
環
境
音
と
し
て
二
重
処
理
を
す
る
と
述
べ
た
。
対
象
と
こ
と
ば
の
音
が
合
う
と
、
脳
の
左
半
球
の
言
語
の

音
処
理
を
担
う
部
位
も
活
動
す
る
が
、
そ
れ
よ
り
強
く
右
半
球
の
環
境
音
を
処
理
す
る
部
位
（
上
じ
ょ
う
そ
く
と
う
こ
う

側
頭
溝
）
が
活
動
す
る
の
で
あ
る
。

　実
は
言
語
学
習
を
ま
だ
本
格
的
に
始
め
て
い
な
い
赤
ち
ゃ
ん
も
、
こ
と
ば
の
音
と
対
象
が
合
う
と
右
半
球
の
側
頭
葉
が
強
く
活
動
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
脳
が
、

音
と
対
象
の
対
応
づ
け
を
生
ま
れ
つ
き
ご
く
自
然
に
行
う
。
こ
れ
が
、
こ
と
ば
の
音
が
身
体
に
接
地
す
る
最
初
の
一
歩
を
踏
み
出
す
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　こ
と
ば
の
音
と
対
象
の
対
応
づ
け
が
自
然
に
わ
か
る
と
、
何
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
？

　こ
れ
を
何
回
か
経
験
す
る
と
、「
単
語
に
は
意
味
が
あ
る
」
と
い
う
洞
察
を

図２　マルマとタケテ

図１　どっちが「モマ」？　どっちが「キピ」？

図３　ニカラグア手話　第一世代から第二世代へ
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赤
ち
ゃ
ん
が
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　一
般
的
に
、
こ
と
ば
（
単
語
）
は
そ
の
音
か
ら
意
味
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
フ
ィ
ッ
シ
ュ
」「
ポ
ワ
ソ
ン
」「
ユ
イ
」。
こ
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ら
は
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、

中
国
語
で
そ
れ
ぞ
れ
〈
魚
〉
を
意
味
す
る
単
語
で
あ
る
。
と
く
に
〈
魚
〉
を
思
わ
せ
る
音
で
は
な
い
し
、
互
い
に
音
が
似
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
と
ば

の
音
と
意
味
の
間
に
は
、
直
接
的
な
関
係
は
な
い
。

　し
か
し
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
違
う
。「
ト
ン
ト
ン
」
と
「
ド
ン
ド
ン
」、「
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
」
と
「
ノ
シ
ノ
シ
」
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
単
語
の
音
は
意
味
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
音
が
意
味
を
教
え
て
く
れ
る
の
だ
。
音
を
ち
ょ
っ
と
変
え
て
、「
チ
ョ
カ
チ
ョ
カ
」「
ノ
ス
ノ
ス
」
に
し
て
も
、
軽
い
感
じ
、
重
く
て
ゆ
っ
く
り
し
た
感
じ
は
保

た
れ
る
。
普
通
の
こ
と
ば
だ
と
そ
う
は
い
か
な
い
。
た
と
え
ば
サ
カ
ナ
の
最
後
の
母
音
を
変
え
て
サ
カ
ノ
に
す
る
と
、
サ
カ
ナ
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
い
意
味
に
な
っ

て
し
ま
う
。

　言
語
を
す
で
に
使
い
こ
な
し
て
い
る
私
た
ち
大
人
に
と
っ
て
、
音
声
の
こ
と
ば
に
は
そ
れ
ぞ
れ
指
し
示
す
対
象
が
あ
り
、
意
味
を
持
つ
、
と
い
う
「
名
づ
け
」
は
、

当
然
の
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
考
え
て
み
る
と
、
赤
ち
ゃ
ん
は
ど
の
よ
う
に
名
づ
け
に
気
づ
く
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？

　対
象
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
名
前
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
偉
大
な
洞
察
な
の
で
あ
る
。
視
覚
と
聴
覚
を
失な

く
し
た
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
は
、
掌
て
の
ひ
らに
冷
た
い
水
を
受

け
て
い
る
と
き
に
サ
リ
バ
ン
先
生
が
〝w

ater

〟
と
指
文
字
で
綴つ
づ

る
と
、
そ
の
指
文
字
と
は
掌
に
流
れ
る
冷
た
い
液
体
の
名
前
な
の
だ
と
い
う
啓
示
を
得
た
。
こ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
ご
存
じ
の
方
は
多
い
だ
ろ
う
。

　そ
れ
以
前
に
も
ヘ
レ
ン
は
、
モ
ノ
を
手
渡
さ
れ
る
そ
の
と
き
ど
き
に
、
サ
リ
バ
ン
先
生
の
指
が
別
々
の
動
き
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
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が
手
で
触
れ
る
サ
リ
バ
ン
先
生
の
指
文
字
の
形
が
そ
の
対
象
の
「
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前
」
だ
と
い
う
こ
と
に
は
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
指
文
字
を
覚
え
、
対
象
を
手
渡

さ
れ
れ
ば
指
文
字
を
綴
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
ヘ
レ
ン
は
の
ち
に
そ
れ
を
「
猿
ま
ね
だ
っ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
。
ヘ
レ
ン
は
、w

ater

と
い
う
綴つ
づ

り
が
名
前
だ
と
い

う
こ
と
に
気
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い
た
と
き
、
す
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の
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に
は
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が
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だ
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を
得
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。
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あ
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と
い
う
気
づ
き
を
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。
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が
、
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の
回
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や
行
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の
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を
憶
え
よ
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と
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速
な
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の
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、「
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爆
発
」
と
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る
現
象
に
つ
な
が
る
の
だ
。
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彙
が
増
え
る
と
子
ど
も
は
語
彙
に
潜
む
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
に
気
づ
く
。
そ
の
気
づ
き
が
さ
ら
に
新

し
い
単
語
の
意
味
の
推
論
を
助
け
、
語
彙
を
成
長
さ
せ
て
い
く
原
動
力
と
な
る
の
で
あ
る
。

　音
と
意
味
が
自
然
に
つ
な
が
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
赤
ち
ゃ
ん
で
も
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
、「
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語
に
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が
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と
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「
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の
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を
引
き
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為
す
べ
て
の
名
前
を
憶
え
よ
う
と
す
る
と
い
う
急
速
な
語
彙
の
成

長
、「
語
彙
爆
発
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
に
つ
な
が
る
の
だ
。
語
彙
が
増
え
る
と
子
ど
も
は
語
彙
に
潜
む
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
に
気
づ
く
。
そ
の
気
づ
き
が
さ
ら
に
新

し
い
単
語
の
意
味
の
推
論
を
助
け
、
語
彙
を
成
長
さ
せ
て
い
く
原
動
力
と
な
る
の
で
あ
る
。

　音
と
意
味
が
自
然
に
つ
な
が
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
赤
ち
ゃ
ん
で
も
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
、「
単
語
に
意
味
が
あ
る
」
と
い
う
「
名
づ
け
の
洞
察
」
を
引
き
起
こ
す
き
っ

0

0

か
け

0

0

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
大
人
は
赤
ち
ゃ
ん
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
多
用
す
る
の
だ
ろ
う
。 

（
今
井
む
つ
み
・
秋
田
喜
美
『
言
語
の
本
質
―
こ
と
ば
は
ど
う
生
ま
れ
、
進
化
し
た
か
』）

桓

著
作
物
保
護
の
た
め
掲
載
を
控
え
ま
す
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う
動
作
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
投
げ
方
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
人
が
モ
ノ
を
ポ
ン
と
軽
く
投
げ
る
動
作
と
、
プ
ロ
野
球
選
手
が
上
手
か
ら
全
力
で
速
球
を
投
げ
る
動
作
で

は
、
ず
い
ぶ
ん
実
際
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
イ
メ
ー
ジ
が
違
う
。
今
こ
こ
で
目
に
し
て
い
る
動
作
を
そ
の
ま
ま
真
似
る
の
は
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
で
あ
る
。
単
語
で
表
す
と
い
う
こ

と
は
、
今
こ
こ
で
見
て
い
る
動
作
に
と
ら
わ
れ
ず
、
時
空
を
超
え
て
普
遍
的
に
、
あ
る
一
定
の
動
作
と
し
て
指
示
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
数
世
代
を
経
る
こ
と
で
、

手
話
は
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
の
特
徴
で
あ
る
直
接
的
な
ア
イ
コ
ン
性
、
時
空
間
上
の
ア
ナ
ロ
グ
的
な
連
続
性
か
ら
離
れ
て
デ
ジ
タ
ル
性
を
深
め
、
普
遍
的
な
「
言
語
」
に
成

長
し
て
い
く
の
で
あ
る
。（
ち
な
み
に
こ
れ
は
第
３
章
で
考
察
し
た
言
語
の
大
原
則
の
う
ち
、「
超
越
性
」「
経
済
性
」「
離
散
性
」
に
関
わ
る
。）

　も
う
一
つ
ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
の
世
代
間
の
変
化
で
興
味
深
い
こ
と
は
、
塊
か
ら
要
素
へ
の
分
割
、
そ
し
て
分
割
に
よ
っ
て
で
き
た
要
素
同
士
の
再
結
合
で
あ
る
。
た

と
え
ば
ボ
ー
ル
が
坂
を
転
が
り
落
ち
る
シ
ー
ン
の
表
現
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
そ
う
、
今
「
転
が
り
落
ち
る
」
と
書
い
た
。
こ
の
表
現
は
〈
転
が
る
〉
と
〈
落
ち
る
〉

と
い
う
二
つ
の
意
味
要
素
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
で
き
て
い
る
。

　実
際
の
シ
ー
ン
を
心
の
中
で
再
構
成
し
て
み
よ
う
。〈
転
が
る
〉
の
と
〈
落
ち
る
〉
の
は
同
時
に
起
こ
っ
て
い
て
、
時
間
に
沿
っ
て
系
列
的
に
起
こ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
こ
の
シ
ー
ン
を
ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
第
一
世
代
の
話
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
表
し
た
だ
ろ
う
か
。
図
３
の
よ
う
に
、「
転
が
り
な
が
ら
坂
を
落
ち
て
い
る
」
様
子

を
そ
の
ま
ま
写
し
取
っ
て
表
現
し
た
。
つ
ま
り
、
転
が
る
様
子
と
移
動
の
方
向
性
（
落
ち
る
）
を
同
時
に
手
で
表
し
た
。
そ
れ
が
第
二
世
代
以
降
に
な
る
と
、
転
が
る

動
作
と
下
方
向
へ
の
移
動
を
分
け
て
直
列
的
に
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　第
二
世
代
の
手
話
話
者
た
ち
は
何
を
し
た
の
か
。
実
際
に
観
察
し
た
事
象
を
、
よ
り
小
さ

な
意
味
単
位
に
分
け
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
を
し
た
の
で
あ
る
。
仮
に
対
象
を
そ

の
ま
ま
写
し
取
る
と
し
た
ら
、〈
転
が
り
落
ち
る
〉
と
表
現
す
る
と
き
に
は
「
ネ
ケ
」、〈
滑

り
落
ち
る
〉
と
言
い
た
い
と
き
に
は
「
ル
チ
」
と
い
う
よ
う
に
、
共
通
の
要
素
を
持
た
な
い
、

ま
っ
た
く
別
の
単
語
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〈
大
き
い
リ
ン
ゴ
〉
と
〈
小
さ
い
リ

ン
ゴ
〉
を
区
別
し
て
言
い
た
い
と
き
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
チ
モ
」「
ヘ
ク
」
の
よ
う
に
無
関

係
な
単
語
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〈
一
番
大
き
い
リ
ン
ゴ
〉〈
二
番
目
に
大
き
い
リ
ン

ゴ
〉〈
一
番
小
さ
い
リ
ン
ゴ
〉
に
も
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
単
語
（
手
の
動
き
）
を
用
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
無
限
に
た
く
さ
ん
の
単
語
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
学
習
者
に

と
っ
て
そ
れ
を
す
べ
て
覚
え
る
必
要
が
生
じ
、
ま
っ
た
く
の
悪
夢
と
な
る
。

　表
現
し
た
い
事
象
を
分
割
可
能
な
最
小
の
概
念
に
分
割
し
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

で
、
効
率
的
に
（
人
間
の
認
知
処
理
能
力
の
限
界
の
中
で
扱
え
る
範
囲
で
）
表
現
し
た
い
こ

図２　マルマとタケテ

図１　どっちが「モマ」？　どっちが「キピ」？

図３　ニカラグア手話　第一世代から第二世代へ

転がり落ちる

転がる

落ちる

様態と方向を同時に表現

第一世代

様態と方向を時間的に分けて
系列的に表現

第二世代

※
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　※  

第
２
章
で
見
た
「
マ
ル
マ
／
タ
ケ
テ
」
…
…
本
書
の
第
２
章
に
、
２
つ
の
図
形
を
見
せ
て
、
ど
ち
ら
か
が
マ
ル
マ
で
ど
ち
ら
か
が
タ
ケ
テ
だ
と
し
た
ら
、
マ
ル

マ
は
ど
っ
ち
で
タ
ケ
テ
は
ど
っ
ち
か
と
い
う
実
験
の
説
明
が
あ
る
。

　※  
Ｎ
４
０
０
…
…
脳
が
言
葉
の
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
時
に
現
れ
る
特
別
な
脳
波
の
波
形
の
こ
と
。

　※  

オ
ノ
マ
ト
ペ
…
…
外
界
の
音
や
動
物
の
鳴
き
声
、
人
の
叫
び
声
な
ど
を
模
し
た
言
葉
で
あ
る
擬
音
語
と
、
事
物
の
様
態
を
言
語
音
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
表
す
言

葉
で
あ
る
擬
態
語
を
総
称
し
た
も
の
。

　※  

上
側
頭
溝
…
…
側
頭
葉
に
あ
る
脳
溝
の
ひ
と
つ
。
目
や
口
の
動
き
を
観
察
し
た
り
、
顔
表
情
の
情
動
を
認
識
し
た
り
す
る
際
に
活
動
す
る
。

【
文
章
Ⅱ
】

　言
語
習
得
と
言
語
進
化
の
研
究
分
野
で
非
常
に
注
目
さ
れ
て
い
る
研
究
と
し
て
、
中
米
の
ニ
カ
ラ
グ
ア
に
お
け
る
手
話
の
研
究
が
あ
る
。
も
と
も
と
ニ
カ
ラ
グ
ア
に

は
日
本
手
話
や
ア
メ
リ
カ
手
話
の
よ
う
な
、
そ
の
国
で
汎
用
的
に
使
わ
れ
る
手
話
が
な
か
っ
た
。
ろ
う
の
子
ど
も
を
き
ち
ん
と
教
育
す
る
シ
ス
テ
ム
も
な
く
、
耳
が
聴

こ
え
な
い
子
ど
も
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
学
校
に
行
か
ず
、
家
庭
内
で
家
族
と
「
ホ
ー
ム
サ
イ
ン
」
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
と
い
う
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
。
ホ
ー

ム
サ
イ
ン
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
家
族
内
で
（
お
も
に
ろ
う
の
子
ど
も
が
自
発
的
に
）
作
り
出
し
た
サ
イ
ン
で
あ
り
、
家
族
内
で
し
か
通
用
し
な
い
。

　し
か
し
、
１
９
７
０
年
代
か
ら
ろ
う
の
子
ど
も
た
ち
に
学
校
教
育
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
が
始
め
ら
れ
、
80
年
代
に
は
国
の
特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ

た
。
耳
が
聞
こ
え
な
い
子
ど
も
た
ち
が
、
学
校
に
集
め
ら
れ
、
学
校
で
学
習
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
互
い
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
た
め
に
自
然
発
生
的

に
「
学
校
手
話
」
が
生
ま
れ
た
。
学
校
に
は
毎
年
新
し
い
子
ど
も
た
ち
が
入
っ
て
く
る
。
最
初
に
自
分
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
手
話
を
作
り
出
し
た

子
ど
も
た
ち
は
新
し
く
入
っ
て
き
た
子
ど
も
た
ち
に
そ
の
手
話
を
使
っ
て
語
り
か
け
、
手
話
人
口
は
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
っ
た
。
現
在
は
「
ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
」
と
し

て
、
国
際
的
に
公
式
の
「
手
話
言
語
」
に
認
定
さ
れ
て
い
る
。

　ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
の
進
化
の
過
程
は
、
言
語
進
化
を
考
え
る
材
料
と
し
て
と
て
も
貴
重
で
あ
る
。
言
語
が
ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
の
か
は
、
原
始
人
類
の
頭
部
や
顎
、

喉
な
ど
の
骨
の
形
態
な
ど
、
非
常
に
間
接
的
な
デ
ー
タ
か
ら
の
推
測
で
し
か
わ
か
ら
な
い
。
言
語
は
文
字
が
で
き
る
ず
っ
と
前
に
始
ま
っ
た
は
ず
で
、
当
然
な
が
ら
、

何
万
年
前
、
何
千
年
前
に
ど
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
言
語
が
発
生
し
、
成
長
・
進
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
る
記
録
は
な
い
。
し
か
し

ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
の
場
合
に
は
、
同
時
代
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
言
語
が
発
生
し
進
化
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
そ
の
過
程
を
目
の
当
た
り
に
で
き
る
の
で
あ
る
。

　ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
の
始
ま
り
か
ら
数
世
代
の
変
化
（
進
化
）
を
一
言
で
い
え
ば
、「
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
」
へ
の
変
化
で
あ
る
と
研
究
当
事
者
た
ち
は
述
べ
て

い
る
。
第
一
世
代
は
動
作
を
ア
ナ
ロ
グ
的
に
表
現
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
誰
か
が
〈
ボ
ー
ル
を
投
げ
た
〉
こ
と
を
表
現
す
る
状
況
を
考
え
て
み
よ
う
。
投
げ
る
と
い

棺

款

著
作
物
保
護
の
た
め
掲
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ま
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う
動
作
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
投
げ
方
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
人
が
モ
ノ
を
ポ
ン
と
軽
く
投
げ
る
動
作
と
、
プ
ロ
野
球
選
手
が
上
手
か
ら
全
力
で
速
球
を
投
げ
る
動
作
で

は
、
ず
い
ぶ
ん
実
際
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
イ
メ
ー
ジ
が
違
う
。
今
こ
こ
で
目
に
し
て
い
る
動
作
を
そ
の
ま
ま
真
似
る
の
は
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
で
あ
る
。
単
語
で
表
す
と
い
う
こ

と
は
、
今
こ
こ
で
見
て
い
る
動
作
に
と
ら
わ
れ
ず
、
時
空
を
超
え
て
普
遍
的
に
、
あ
る
一
定
の
動
作
と
し
て
指
示
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
数
世
代
を
経
る
こ
と
で
、

手
話
は
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
の
特
徴
で
あ
る
直
接
的
な
ア
イ
コ
ン
性
、
時
空
間
上
の
ア
ナ
ロ
グ
的
な
連
続
性
か
ら
離
れ
て
デ
ジ
タ
ル
性
を
深
め
、
普
遍
的
な
「
言
語
」
に
成

長
し
て
い
く
の
で
あ
る
。（
ち
な
み
に
こ
れ
は
第
３
章
で
考
察
し
た
言
語
の
大
原
則
の
う
ち
、「
超
越
性
」「
経
済
性
」「
離
散
性
」
に
関
わ
る
。）

　も
う
一
つ
ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
の
世
代
間
の
変
化
で
興
味
深
い
こ
と
は
、
塊
か
ら
要
素
へ
の
分
割
、
そ
し
て
分
割
に
よ
っ
て
で
き
た
要
素
同
士
の
再
結
合
で
あ
る
。
た

と
え
ば
ボ
ー
ル
が
坂
を
転
が
り
落
ち
る
シ
ー
ン
の
表
現
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
そ
う
、
今
「
転
が
り
落
ち
る
」
と
書
い
た
。
こ
の
表
現
は
〈
転
が
る
〉
と
〈
落
ち
る
〉

と
い
う
二
つ
の
意
味
要
素
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
で
き
て
い
る
。

　実
際
の
シ
ー
ン
を
心
の
中
で
再
構
成
し
て
み
よ
う
。〈
転
が
る
〉
の
と
〈
落
ち
る
〉
の
は
同
時
に
起
こ
っ
て
い
て
、
時
間
に
沿
っ
て
系
列
的
に
起
こ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
こ
の
シ
ー
ン
を
ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
第
一
世
代
の
話
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
表
し
た
だ
ろ
う
か
。
図
３
の
よ
う
に
、「
転
が
り
な
が
ら
坂
を
落
ち
て
い
る
」
様
子

を
そ
の
ま
ま
写
し
取
っ
て
表
現
し
た
。
つ
ま
り
、
転
が
る
様
子
と
移
動
の
方
向
性
（
落
ち
る
）
を
同
時
に
手
で
表
し
た
。
そ
れ
が
第
二
世
代
以
降
に
な
る
と
、
転
が
る

動
作
と
下
方
向
へ
の
移
動
を
分
け
て
直
列
的
に
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　第
二
世
代
の
手
話
話
者
た
ち
は
何
を
し
た
の
か
。
実
際
に
観
察
し
た
事
象
を
、
よ
り
小
さ

な
意
味
単
位
に
分
け
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
を
し
た
の
で
あ
る
。
仮
に
対
象
を
そ

の
ま
ま
写
し
取
る
と
し
た
ら
、〈
転
が
り
落
ち
る
〉
と
表
現
す
る
と
き
に
は
「
ネ
ケ
」、〈
滑

り
落
ち
る
〉
と
言
い
た
い
と
き
に
は
「
ル
チ
」
と
い
う
よ
う
に
、
共
通
の
要
素
を
持
た
な
い
、

ま
っ
た
く
別
の
単
語
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〈
大
き
い
リ
ン
ゴ
〉
と
〈
小
さ
い
リ

ン
ゴ
〉
を
区
別
し
て
言
い
た
い
と
き
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
チ
モ
」「
ヘ
ク
」
の
よ
う
に
無
関

係
な
単
語
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〈
一
番
大
き
い
リ
ン
ゴ
〉〈
二
番
目
に
大
き
い
リ
ン

ゴ
〉〈
一
番
小
さ
い
リ
ン
ゴ
〉
に
も
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
単
語
（
手
の
動
き
）
を
用
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
無
限
に
た
く
さ
ん
の
単
語
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
学
習
者
に

と
っ
て
そ
れ
を
す
べ
て
覚
え
る
必
要
が
生
じ
、
ま
っ
た
く
の
悪
夢
と
な
る
。

　表
現
し
た
い
事
象
を
分
割
可
能
な
最
小
の
概
念
に
分
割
し
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

で
、
効
率
的
に
（
人
間
の
認
知
処
理
能
力
の
限
界
の
中
で
扱
え
る
範
囲
で
）
表
現
し
た
い
こ

図２　マルマとタケテ

図１　どっちが「モマ」？　どっちが「キピ」？

図３　ニカラグア手話　第一世代から第二世代へ

転がり落ちる

転がる

落ちる

様態と方向を同時に表現

第一世代

様態と方向を時間的に分けて
系列的に表現

第二世代

※

著
作
物
保
護
の
た
め
掲
載
を
控
え
ま
す



― 6 ―

問
四

　
　
　
　部
棺
に
つ
い
て
「
と
て
も
貴
重
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
を
端
的
に
説
明
し
た
一
文
を
本
文
中
か
ら
探
し
、
最
初

の
五
字
を
答
え
な
さ
い
。

問
五
　
　
　
　部
款
「『
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
』
に
変
化
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
六
十
字
程
度
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
六

　
　
　
　部
歓
「
経
済
性
」「
離
散
性
」
に
つ
い
て
、
手
話
の
単
語
に
お
け
る
１
「
経
済
性
」、
２
「
離
散
性
」
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
適
切
な
部
分
を
、
本
文

中
か
ら
１
を
三
十
四
字
、
２
を
二
十
字
で
抜
き
出
し
、
１
に
つ
い
て
は
最
初
の
五
字
を
、
２
に
つ
い
て
は
最
初
の
六
字
を
答
え
な
さ
い
。

問
七
　二
つ
の
文
章
を
読
ん
だ
生
徒
た
ち
に
よ
り
「
言
語
の
習
得
」
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め
の
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
。
本
文
の
趣
旨
に
合
致
す
る
発
言
を
二

つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
よ
。

　
　

　
　ア
　生
徒
Ａ
　【文
章
Ⅱ
】
の
内
容
か
ら
考
え
る
と
、【
文
章
Ⅰ
】
の
赤
ち
ゃ
ん
が
音
と
単
語
を
結
び
つ
け
て
い
る
状
況
は
、
経
済
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
ね
。

　
　イ
　生
徒
Ｂ
　【文
章
Ⅰ
】
の
赤
ち
ゃ
ん
が
音
と
単
語
を
結
び
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、【
文
章
Ⅱ
】
の
離
散
性
を
獲
得
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
と

思
う
よ
。

　
　ウ
　生
徒
Ｃ
　【文
章
Ⅱ
】
の
ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
の
第
一
世
代
が
行
っ
て
い
た
動
作
を
ア
ナ
ロ
グ
的
に
表
現
す
る
の
は
【
文
章
Ⅰ
】
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
意
味
の
関

係
と
よ
く
似
て
い
る
ね
。

　
　エ
　生
徒
Ｄ
　【文
章
Ⅱ
】
の
ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
の
進
化
の
過
程
か
ら
考
え
る
と
、【
文
章
Ⅰ
】
の
赤
ち
ゃ
ん
の
言
語
の
発
達
は
、
要
素
の
分
割
、
再
結
合
が
含
ま

れ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
ね
。

　
　オ
　生
徒
Ｅ
　【文
章
Ⅰ
】
と
【
文
章
Ⅱ
】
か
ら
考
え
る
と
、
効
率
的
に
表
現
で
き
る
言
語
を
獲
得
す
る
た
め
に
要
素
の
分
割
、
再
結
合
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
ん
だ
ね
。
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と
を
何
で
も
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
反
面
、
実
際
の
事
象
を
要
素
に
分
割
し
て
系
列
的
に
提
示
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
実
際
の
事
象
の
あ
り
よ
う
か
ら
離
れ
る

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　一
般
語
で
「
投
げ
る
」
や
「
転
が
り
落
ち
る
」
と
発
話
し
た
り
文
字
表
記
し
た
り
す
る
場
合
、
目
の
前
で
観
察
し
て
い
る
投
げ
る
動
作
と
語
音
、
あ
る
い
は
文
字
に

直
接
的
な
つ
な
が
り
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
た
ら
、
手
話
は
手
な
ど
の
動
き
か
ら
そ
れ
を
指
示
す
る
動
き
が
想
像
で
き
る
と
い
う
点
で
ア
イ
コ
ン

的
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
ま
さ
に
こ
の
「
経
済
性
」「
離
散
性
」
に
お
い
て
、
手
話
の
単
語
は
動
作
を
そ
の
ま
ま
真
似
る
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
と
は
っ
き
り
と
異
な
る
の
だ
。

（
今
井
む
つ
み
・
秋
田
喜
美
『
言
語
の
本
質
―
こ
と
ば
は
ど
う
生
ま
れ
、
進
化
し
た
か
』）

　※  

第
３
章
…
…
本
書
の
第
３
章
に
、
言
語
の
特
徴
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
、
意
味
性
、
超
越
性
、
継
承
生
、
習
得
可
能
性
、
生
産
性
、
恣
意
性
、

二
重
性
と
い
う
10
個
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

問
一�

　
　
　
　部
敢
「
こ
の
仮
説
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
仮
説
で
す
か
。
解
答
欄
に
合
う
よ
う
に
答
え
な
さ
い
。

問
二
　
　
　
　部
柑
「
お
も
し
ろ
い
可
能
性
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
点
に
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
て
い
る
の
で
す
か
。
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
適
当
な
も
の
を
二

つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　

　
　ア
　言
葉
を
知
ら
な
い
赤
ち
ゃ
ん
は
、
音
声
が
何
か
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
点
。

　
　イ
　言
葉
を
知
ら
な
い
赤
ち
ゃ
ん
は
、
大
人
と
同
じ
よ
う
に
言
葉
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
点
。

　
　ウ
　言
葉
を
知
ら
な
い
赤
ち
ゃ
ん
は
、
言
葉
の
音
と
意
味
の
間
に
関
係
が
な
い
と
知
っ
て
い
る
点
。

　
　エ
　言
葉
を
知
ら
な
い
赤
ち
ゃ
ん
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
言
語
と
し
て
認
識
し
て
い
る
点
。

　
　オ
　言
葉
を
知
ら
な
い
赤
ち
ゃ
ん
は
、
音
の
感
覚
に
合
う
モ
ノ
が
単
語
を
指
し
示
す
対
象
か
識
別
し
て
い
る
点
。

問
三

　
　
　
　部
桓
「
大
人
は
赤
ち
ゃ
ん
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
多
用
す
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
多
用
す
る
理
由
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
す
か
。
本
文
中

の
言
葉
を
用
い
て
七
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

歓

著
作
物
保
護
の
た
め
掲
載
を
控
え
ま
す
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問
四

　
　
　
　部
棺
に
つ
い
て
「
と
て
も
貴
重
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
を
端
的
に
説
明
し
た
一
文
を
本
文
中
か
ら
探
し
、
最
初

の
五
字
を
答
え
な
さ
い
。

問
五
　
　
　
　部
款
「『
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
』
に
変
化
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
六
十
字
程
度
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
六
　
　
　
　部
歓
「
経
済
性
」「
離
散
性
」
に
つ
い
て
、
手
話
の
単
語
に
お
け
る
１
「
経
済
性
」、
２
「
離
散
性
」
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
適
切
な
部
分
を
、
本
文

中
か
ら
１
を
三
十
四
字
、
２
を
二
十
字
で
抜
き
出
し
、
１
に
つ
い
て
は
最
初
の
五
字
を
、
２
に
つ
い
て
は
最
初
の
六
字
を
答
え
な
さ
い
。

問
七
　二
つ
の
文
章
を
読
ん
だ
生
徒
た
ち
に
よ
り
「
言
語
の
習
得
」
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め
の
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
。
本
文
の
趣
旨
に
合
致
す
る
発
言
を
二

つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
よ
。

　
　

　
　ア
　生
徒
Ａ
　【文
章
Ⅱ
】
の
内
容
か
ら
考
え
る
と
、【
文
章
Ⅰ
】
の
赤
ち
ゃ
ん
が
音
と
単
語
を
結
び
つ
け
て
い
る
状
況
は
、
経
済
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
ね
。

　
　イ
　生
徒
Ｂ
　【文
章
Ⅰ
】
の
赤
ち
ゃ
ん
が
音
と
単
語
を
結
び
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、【
文
章
Ⅱ
】
の
離
散
性
を
獲
得
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
と

思
う
よ
。

　
　ウ
　生
徒
Ｃ
　【文
章
Ⅱ
】
の
ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
の
第
一
世
代
が
行
っ
て
い
た
動
作
を
ア
ナ
ロ
グ
的
に
表
現
す
る
の
は
【
文
章
Ⅰ
】
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
意
味
の
関

係
と
よ
く
似
て
い
る
ね
。

　
　エ
　生
徒
Ｄ
　【文
章
Ⅱ
】
の
ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
の
進
化
の
過
程
か
ら
考
え
る
と
、【
文
章
Ⅰ
】
の
赤
ち
ゃ
ん
の
言
語
の
発
達
は
、
要
素
の
分
割
、
再
結
合
が
含
ま

れ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
ね
。

　
　オ
　生
徒
Ｅ
　【文
章
Ⅰ
】
と
【
文
章
Ⅱ
】
か
ら
考
え
る
と
、
効
率
的
に
表
現
で
き
る
言
語
を
獲
得
す
る
た
め
に
要
素
の
分
割
、
再
結
合
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
ん
だ
ね
。
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　「
サ
キ
」
は
ビ
ル
マ
で
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
カ
バ
ー
の
裏
に
は
書
い
て
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
千
春
は
ビ
ル
マ
が
た
ぶ
ん
国
だ
と
い
う
こ
と
は
予
想
で
き
た
け

れ
ど
も
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

　携
帯
で
検
索
す
る
の
も
面
倒
に
感
じ
た
の
で
、
お
茶
を
淹い

れ
直
す
た
め
に
部
屋
を
出
た
時
に
、
洗
面
所
に
い
た
お
母
さ
ん
に
、
ビ
ル
マ
っ
て
知
っ
て
る
？
と
た
ず
ね

て
み
た
。
顔
に
化
粧
水
を
つ
け
て
い
た
お
母
さ
ん
は
、
何
秒
か
し
て
か
ら
、
鏡
を
覗の
ぞ

き
込
ん
だ
ま
ま
、
知
ら
な
い
、
と
聞
こ
え
な
い
ぐ
ら
い
小
さ
な
声
で
答
え
た
。
千

春
は
、
訊き

く
だ
け
無
駄
だ
っ
た
、
と
思
い
な
が
ら
、
電
気
ケ
ト
ル
に
水
を
注
ぎ
に
台
所
へ
と
向
か
っ
た
。

　ビ
ル
マ
っ
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
こ
と
だ
ろ
う
、
と
話
を
や
や
こ
し
く
し
た
の
は
店
長
の
谷
中
さ
ん
だ
っ
た
。
次
の
日
、
出
勤
し
て
す
ぐ
に
た
ず
ね
て
み
た
の
だ
っ
た
。

谷
中
さ
ん
と
千
春
は
、
普
段
ほ
と
ん
ど
私
語
を
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
谷
中
さ
ん
は
び
っ
く
り
し
た
様
子
だ
っ
た
。
そ
し
て
す
ぐ
に
答
え
て
く
れ
た
も
の
の
、
返
っ

て
き
た
答
え
は
千
春
に
は
不
十
分
だ
っ
た
。

「
ビ
ル
マ
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
な
ん
で
す
か
？
」 

「
ビ
ル
マ
で
民
主
化
運
動
が
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
あ
と
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
な
っ
た
ん
だ
よ
」

「
ど
こ
に
あ
る
ん
で
す
か
？
」

「
東
南
ア
ジ
ア
だ
よ
」

「
東
南
ア
ジ
ア
の
ど
こ
で
す
か
？
」

　千
春
の
問
い
に
、
谷
中
さ
ん
は
首
を
傾
げ
て
、
あ
の
へ
ん
は
や
や
こ
し
い
か
ら
な
あ
、
俺
も
あ
い
ま
い
な
ん
だ
、
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
最
初
の
お
客
さ
ん
が
や
っ

て
き
て
、
話
は
途
切
れ
て
し
ま
っ
た
。

　お
ば
あ
さ
ん
と
、
お
そ
ら
く
そ
の
娘
さ
ん
と
思
わ
れ
る
お
ば
さ
ん
の
オ
ー
ダ
ー
を
取
り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
を
訊
く
の
？
と
言
わ
れ
な
く
て
よ
か
っ
た

と
千
春
は
安あ

ん

堵ど

し
た
。
あ
と
自
分
で
『
民
主
化
』
が
何
な
の
か
が
な
ん
と
な
く
わ
か
っ
た
こ
と
も
よ
か
っ
た
。
『
独
裁
』
じ
ゃ
な
く
な
る
こ
と
だ
。
た
ぶ
ん
。

　ど
う
し
て
あ
ん
な
こ
と
を
訊
い
て
き
た
の
？
と
言
わ
れ
る
の
が
怖
く
て
、
そ
の
午
前
は
そ
れ
っ
き
り
谷
中
さ
ん
と
視
線
を
合
わ
せ
る
の
は
避
け
た
。
け
れ
ど
も
谷
中

さ
ん
は
、
仕
事
の
こ
と
以
外
で
は
自
分
か
ら
ぜ
ん
ぜ
ん
話
し
か
け
て
こ
な
い
し
、
仕
事
が
ち
ゃ
ん
と
で
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
以
外
は
何
も
気
に
な
ら
な
い
質た
ち

の
人

な
の
で
、
千
春
も
午
後
か
ら
は
「
目
を
合
わ
せ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
と
思
っ
た
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。

　「
サ
キ
」
の
本
は
、
出
勤
と
同
時
に
レ
ジ
の
下
の
忘
れ
物
の
棚
に
し
ま
っ
た
。
薄
い
わ
り
に
た
く
さ
ん
話
が
入
っ
た
本
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
分
ど
れ
を
読
ん
だ

ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
ま
っ
た
く
判
断
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
千
春
は
読
む
こ
と
を
諦
め
た
。
最
初
の
話
か
ら
読
め
ば
い
い
だ
ろ
う
と
も
思
っ
た
の
だ
が
、
読
め

る
け
ど
意
味
の
わ
か
ら
な
い
単
語
が
い
く
つ
か
出
て
き
た
の
で
、
た
ち
ま
ち
読
む
気
を
な
く
し
た
。

　慣
れ
な
い
こ
と
を
や
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
な
、
と
思
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
自
分
に
と
っ
て
慣
れ
て
る
こ
と
な
ん
て
こ
の
世
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
も
思
っ
た
。
こ

柑

Ａ

Ｂ

― 7 ―― 8 ―

二
　
　次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
設
問
の
都
合
上
、
本
文
を
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。）

　な
ら
ば
な
ぜ
持
ち
帰
る
の
か
、
と
い
う
自
問
に
つ
い
て
は
答
え
を
出
せ
な
い
ま
ま
、
千
春
は
谷
中
さ
ん
や
菊
田
さ
ん
親
子
と
一
緒
に
店
を
出
る
。
菊
田
さ
ん
の
娘
さ

ん
は
、
塾
の
小
テ
ス
ト
が
一
〇
〇
点
だ
っ
た
ん
だ
、
と
菊
田
さ
ん
を
見
上
げ
て
、
ち
ょ
っ
と
恥
ず
か
し
そ
う
に
話
し
て
い
る
。
科
目
は
理
科
ら
し
い
。

　い
つ
も
谷
中
さ
ん
と
菊
田
さ
ん
親
子
と
道
が
分
か
れ
る
交
差
点
を
過
ぎ
た
直
後
に
、
千
春
は
ど
う
し
て
本
を
持
ち
帰
っ
た
の
か
を
思
い
出
し
た
。
ま
だ
自
分
が
悠
太

の
浮
気
相
手
だ
と
知
ら
な
か
っ
た
頃
、
結
婚
し
て
子
供
を
産
ん
だ
ら
、
女
の
子
な
ら
「
サ
キ
」
と
い
う
名
前
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
だ
。
漢
字
は
よ
く
知
ら
な
い

か
ら
ど
ん
な
の
で
も
い
い
。
音
が
大
事
だ
っ
た
。
他
に
も
い
く
つ
か
候
補
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、
「
サ
キ
」
は
そ
の
リ
ス
ト
の
上
の
方
の
名
前
だ
っ
た
。

　で
も
本
を
書
い
た
の
は
男
の
人
だ
と
い
う
の
が
不
思
議
だ
っ
た
。
ど
う
せ
本
は
読
ま
な
い
け
ど
、
家
に
帰
っ
た
ら
そ
の
男
の
人
の
写
真
を
ゆ
っ
く
り
眺
め
よ
う
と

思
っ
た
。そ
れ
で
ど
う
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。自
分
の
や
る
こ
と
の
す
べ
て
に
意
味
な
ん
て
な
い
の
だ
、
と
千
春
は
高
校
を
や
め
る
少
し
前
か
ら
思
う
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
だ
か
ら
き
っ
と
、
何
を
や
っ
て
も
誰
も
ま
と
も
に
取
り
合
う
は
ず
も
な
い
の
だ
。
こ
の
本
の
持
ち
主
の
女
の
人
も
き
っ
と
。
本
を
持
っ
て
帰
っ
た
と
打
ち
明

け
た
と
こ
ろ
で
、
そ
う
な
の
、
と
た
だ
言
っ
て
受
け
取
る
だ
け
だ
ろ
う
。
千
春
自
身
に
も
特
に
意
図
は
な
い
の
だ
し
。

　ま
と
も
に
取
り
合
う
っ
て
、
私
が
ま
と
も
に
取
り
合
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
な
ん
て
今
ま
で
一
度
で
も
あ
っ
た
の
か
な
。

　千
春
は
そ
う
思
い
な
が
ら
、
十
月
の
終
わ
り
の
夜
道
を
帰
っ
て
い
っ
た
。
来
週
か
ら
は
コ
ー
ト
が
必
要
に
な
る
な
、
と
思
っ
た
。

　「
サ
キ
」
は
鼻
が
高
く
て
と
が
っ
た
、
二
重
ま
ぶ
た
の
、
お
で
こ
の
広
い
物
静
か
そ
う
な
男
の
人
だ
っ
た
。
千
春
が
自
分
の
娘
と
し
て
想
像
し
て
い
た
サ
キ
と
は
ず

い
ぶ
ん
違
う
。
ど
ん
な
話
を
書
い
て
い
る
の
か
、
千
春
は
そ
の
男
の
人
の
顔
立
ち
か
ら
予
想
し
よ
う
と
し
て
み
た
の
だ
が
、
ま
っ
た
く
考
え
つ
か
な
か
っ
た
。
ラ
ブ
ス

ト
ー
リ
ー
な
の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
と
も
人
殺
し
の
話
な
の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
か
、
宇
宙
で
戦
争
を
す
る
よ
う
な
話
だ
ろ
う
か
？
千
春
が
知
っ
て
い
る
話
は
、
だ
い
た
い

そ
の
三
種
類
だ
っ
た
が
、
そ
の
男
の
人
は
、
そ
の
ど
れ
も
を
書
き
そ
う
に
な
か
っ
た
。

　い
や
、
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
か
も
し
れ
な
い
、
と
千
春
は
書
店
の
カ
バ
ー
を
外
し
、
ベ
ッ
ド
の
上
に
座
り
込
ん
で
写
真
を
じ
っ
と
眺
め
な
が
ら
考
え
る
。
高
校
に
通
っ

て
い
た
時
に
、
国
語
の
資
料
集
で
し
わ
し
わ
の
お
じ
い
さ
ん
が
恋
愛
小
説
を
書
い
て
い
る
と
い
う
の
を
読
ん
で
、
こ
ん
な
お
じ
い
さ
ん
が
、
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

だ
か
ら
そ
う
い
う
も
の
は
誰
だ
っ
て
書
く
の
だ
ろ
う
。

　高
校
を
や
め
て
、
病
院
併
設
の
喫
茶
店
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
る
千
春
。
あ
る
日
、
千
春
は
ア
ル
バ
イ
ト
中
に
常
連
の
女
の
人
が
置
き
忘
れ
て
い
っ
た

「
サ
キ
」
と
い
う
作
者
の
本
を
自
分
の
ト
ー
ト
バ
ッ
ク
に
入
れ
る
。
以
下
は
、
そ
の
日
の
帰
り
道
の
場
面
で
あ
る
。

敢

著
作
物
保
護
の
た
め
掲
載
を
控
え
ま
す
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　「
サ
キ
」
は
ビ
ル
マ
で
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
カ
バ
ー
の
裏
に
は
書
い
て
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
千
春
は
ビ
ル
マ
が
た
ぶ
ん
国
だ
と
い
う
こ
と
は
予
想
で
き
た
け

れ
ど
も
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

　携
帯
で
検
索
す
る
の
も
面
倒
に
感
じ
た
の
で
、
お
茶
を
淹い

れ
直
す
た
め
に
部
屋
を
出
た
時
に
、
洗
面
所
に
い
た
お
母
さ
ん
に
、
ビ
ル
マ
っ
て
知
っ
て
る
？
と
た
ず
ね

て
み
た
。
顔
に
化
粧
水
を
つ
け
て
い
た
お
母
さ
ん
は
、
何
秒
か
し
て
か
ら
、
鏡
を
覗の
ぞ

き
込
ん
だ
ま
ま
、
知
ら
な
い
、
と
聞
こ
え
な
い
ぐ
ら
い
小
さ
な
声
で
答
え
た
。
千

春
は
、
訊き

く
だ
け
無
駄
だ
っ
た
、
と
思
い
な
が
ら
、
電
気
ケ
ト
ル
に
水
を
注
ぎ
に
台
所
へ
と
向
か
っ
た
。

　ビ
ル
マ
っ
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
こ
と
だ
ろ
う
、
と
話
を
や
や
こ
し
く
し
た
の
は
店
長
の
谷
中
さ
ん
だ
っ
た
。
次
の
日
、
出
勤
し
て
す
ぐ
に
た
ず
ね
て
み
た
の
だ
っ
た
。

谷
中
さ
ん
と
千
春
は
、
普
段
ほ
と
ん
ど
私
語
を
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
谷
中
さ
ん
は
び
っ
く
り
し
た
様
子
だ
っ
た
。
そ
し
て
す
ぐ
に
答
え
て
く
れ
た
も
の
の
、
返
っ

て
き
た
答
え
は
千
春
に
は
不
十
分
だ
っ
た
。

「
ビ
ル
マ
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
な
ん
で
す
か
？
」 

「
ビ
ル
マ
で
民
主
化
運
動
が
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
あ
と
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
な
っ
た
ん
だ
よ
」

「
ど
こ
に
あ
る
ん
で
す
か
？
」

「
東
南
ア
ジ
ア
だ
よ
」

「
東
南
ア
ジ
ア
の
ど
こ
で
す
か
？
」

　千
春
の
問
い
に
、
谷
中
さ
ん
は
首
を
傾
げ
て
、
あ
の
へ
ん
は
や
や
こ
し
い
か
ら
な
あ
、
俺
も
あ
い
ま
い
な
ん
だ
、
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
最
初
の
お
客
さ
ん
が
や
っ

て
き
て
、
話
は
途
切
れ
て
し
ま
っ
た
。

　お
ば
あ
さ
ん
と
、
お
そ
ら
く
そ
の
娘
さ
ん
と
思
わ
れ
る
お
ば
さ
ん
の
オ
ー
ダ
ー
を
取
り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
を
訊
く
の
？
と
言
わ
れ
な
く
て
よ
か
っ
た

と
千
春
は
安あ

ん

堵ど

し
た
。
あ
と
自
分
で
『
民
主
化
』
が
何
な
の
か
が
な
ん
と
な
く
わ
か
っ
た
こ
と
も
よ
か
っ
た
。
『
独
裁
』
じ
ゃ
な
く
な
る
こ
と
だ
。
た
ぶ
ん
。

　ど
う
し
て
あ
ん
な
こ
と
を
訊
い
て
き
た
の
？
と
言
わ
れ
る
の
が
怖
く
て
、
そ
の
午
前
は
そ
れ
っ
き
り
谷
中
さ
ん
と
視
線
を
合
わ
せ
る
の
は
避
け
た
。
け
れ
ど
も
谷
中

さ
ん
は
、
仕
事
の
こ
と
以
外
で
は
自
分
か
ら
ぜ
ん
ぜ
ん
話
し
か
け
て
こ
な
い
し
、
仕
事
が
ち
ゃ
ん
と
で
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
以
外
は
何
も
気
に
な
ら
な
い
質た
ち

の
人

な
の
で
、
千
春
も
午
後
か
ら
は
「
目
を
合
わ
せ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
と
思
っ
た
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。

　「
サ
キ
」
の
本
は
、
出
勤
と
同
時
に
レ
ジ
の
下
の
忘
れ
物
の
棚
に
し
ま
っ
た
。
薄
い
わ
り
に
た
く
さ
ん
話
が
入
っ
た
本
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
分
ど
れ
を
読
ん
だ

ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
ま
っ
た
く
判
断
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
千
春
は
読
む
こ
と
を
諦
め
た
。
最
初
の
話
か
ら
読
め
ば
い
い
だ
ろ
う
と
も
思
っ
た
の
だ
が
、
読
め

る
け
ど
意
味
の
わ
か
ら
な
い
単
語
が
い
く
つ
か
出
て
き
た
の
で
、
た
ち
ま
ち
読
む
気
を
な
く
し
た
。

　慣
れ
な
い
こ
と
を
や
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
な
、
と
思
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
自
分
に
と
っ
て
慣
れ
て
る
こ
と
な
ん
て
こ
の
世
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
も
思
っ
た
。
こ

柑

Ａ

Ｂ

著
作
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護
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め
掲
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を
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　そ
う
話
し
な
が
ら
、
緊
張
で
全
身
に
血
が
巡
る
よ
う
な
感
覚
を
千
春
は
覚
え
た
。
今
年
の
五
月
か
ら
半
年
ぐ
ら
い
こ
こ
で
働
い
て
い
る
け
ど
、
お
客
さ
ん
に
話
し
か

け
る
の
は
初
め
て
だ
っ
た
。

「
そ
う
な
ん
で
す
か
、
そ
れ
は
よ
か
っ
た
で
す
」

　女
の
人
は
、
千
春
を
見
上
げ
て
か
す
か
に
笑
っ
た
。
千
春
は
そ
の
表
情
を
も
う
少
し
だ
け
続
け
さ
せ
た
い
、
と
思
っ
て
、
本
を
こ
の
店
に
忘
れ
て
よ
か
っ
た
で
す
ね
、

と
女
の
人
が
言
っ
て
い
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
言
っ
た
。
女
の
人
は
う
な
ず
い
た
。

「
友
達
の
お
見
舞
い
に
来
て
る
ん
で
す
け
ど
、
眠
っ
て
る
時
間
が
長
く
て
、
本
が
な
い
と
間
が
持
た
な
い
ん
で
す
よ
ね
」

　あ
と
、
こ
こ
か
ら
家
ま
で
も
一
時
間
ぐ
ら
い
あ
る
し
、
と
女
の
人
は
付
け
加
え
た
。
遠
く
か
ら
来
て
い
る
の
だ
な
、
と
千
春
は
思
っ
た
。
い
く
つ
か
情
報
を
与
え
ら

れ
て
、
フ
ロ
ア
に
は
他
の
お
客
さ
ん
も
い
な
か
っ
た
し
、
も
う
少
し
話
を
続
け
て
み
よ
う
、
と
千
春
は
決
め
た
。

（
津
村
記
久
子
『
サ
キ
の
忘
れ
物
』）

問
一
　
　
　
　部
Ａ
～
Ｃ
の
語
の
本
文
中
の
意
味
と
し
て
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ア
　す
っ
き
り
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ア
　無
意
識
の
う
ち
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　イ
　い
ら
い
ら
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　イ
　非
常
に
短
い
時
間
で

　
　Ａ
　安
堵
し
た

　
　
　
　ウ
　ほ
っ
と
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　Ｂ
　た
ち
ま
ち

　
　ウ
　予
想
通
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　エ
　は
ら
は
ら
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　エ
　だ
し
ぬ
け
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　オ
　の
ん
び
り
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　オ
　総
じ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ア
　と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
い
状
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　イ
　気
が
そ
れ
て
集
中
で
き
な
い
状
態

　
　Ｃ
　間
が
持
た
な
い

　
　ウ
　時
間
が
か
か
り
イ
ラ
イ
ラ
し
た
状
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　エ
　ど
う
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
状
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　オ
　手
持
ち
無
沙
汰
な
状
態

棺
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の
店
の
仕
事
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
え
ば
、
昨
日
は
あ
ん
な
別
れ
方
を
し
た
の
に
、
自
分
は
美
緒
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
ら
な
か
っ
た
し
、
美
結
か
ら
も
何
も
来
な
か
っ
た

な
と
思
い
出
し
た
。
そ
の
こ
と
に
対
し
て
自
分
が
何
も
感
じ
て
い
な
い
の
が
不
思
議
だ
っ
た
。
い
つ
も
そ
う
だ
っ
た
の
だ
。
美
結
は
千
春
に
何
か
を
頼
み
た
い
時
だ
け
、

自
分
か
ら
連
絡
を
し
て
く
る
。
と
は
い
え
、
美
結
に
で
き
な
く
て
千
春
が
で
き
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
学
校
帰
り
に
店
に
行
く
よ
、
応
対
し
て
く
れ
な
い
と

困
る
か
ら
休
憩
は
早
く
取
っ
て
お
い
て
ね
、
ぐ
ら
い
の
も
の
だ
っ
た
け
れ
ど
も
。

　本
を
店
に
忘
れ
た
女
の
人
は
、
い
つ
も
と
同
じ
よ
う
に
夜
の
八
時
に
や
っ
て
き
た
。
女
の
人
は
、
席
に
着
く
な
り
申
し
訳
な
さ
そ
う
に
、
私
昨
日
忘
れ
物
を
し
て

い
っ
た
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
ど
調
べ
て
も
ら
え
ま
す
か
？
文
庫
本
な
ん
で
す
が
、
と
千
春
に
言
っ
た
。
千
春
は
、
あ
り
ま
し
た
よ
、
と
う
な
ず
い
て
す
ぐ
に
忘
れ

物
の
棚
に
取
り
に
行
き
、
女
の
人
に
本
を
渡
し
た
。
女
の
人
は
、
よ
か
っ
た
、
電
車
に
忘
れ
て
た
ら
買
い
直
そ
う
と
思
っ
て
た
ん
だ
け
ど
、
と
う
れ
し
そ
う
に
笑
っ
て

本
を
受
け
取
っ
た
。

「
こ
こ
に
忘
れ
て
て
よ
か
っ
た
で
す
。
電
車
だ
と
手
続
き
が
面
倒
だ
し
、
た
ぶ
ん
戻
っ
て
こ
な
い
か
ら
」

「
そ
う
な
ん
で
す
か
」

　こ
こ
に
忘
れ
て
よ
か
っ
た
、
と
い
う
の
は
な
ん
だ
か
へ
ん
な
表
現
だ
と
千
春
は
思
う
。
で
も
、
女
の
人
が
と
て
も
喜
ん
で
い
る
様
子
な
の
は
よ
か
っ
た
。

　「
サ
キ
」
は
お
も
し
ろ
い
で
す
か
？
ど
ん
な
話
を
書
い
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
顔
の
男
の
人
で
す
ね
。
私
は
別
れ
た
彼
氏
と
付
き
合
っ
て
た
頃
、
こ
の
人
と
結
婚
し

て
娘
が
で
き
た
ら
サ
キ
っ
て
い
う
名
前
に
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　千
春
は
、
頭
の
中
で
そ
う
言
い
な
が
ら
、
女
の
人
の
オ
ー
ダ
ー
を
取
っ
た
。
珍
し
い
こ
と
だ
っ
た
。
千
春
が
誰
か
に
何
か
を
話
し
か
け
た
い
と
思
う
こ
と
は
。
何
を

話
し
か
け
た
い
か
、
ち
ゃ
ん
と
頭
の
中
に
文
言
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
。

　女
の
人
は
、
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
と
ブ
レ
ン
ド
コ
ー
ヒ
ー
を
注
文
し
た
。
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
は
、
昨
日
帰
り
際
に
谷
中
さ
ん
が
仕
込
ん
で
い
た
も
の
で
、
た
ぶ
ん
最
後
の
一

き
れ
だ
っ
た
は
ず
だ
。
あ
な
た
は
運
が
い
い
で
す
よ
。

　千
春
は
そ
う
思
い
な
が
ら
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
口
に
は
し
な
か
っ
た
。

　手
順
通
り
コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
て
、
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
を
冷
蔵
庫
か
ら
出
し
て
、
昨
日
店
に
本
を
忘
れ
た
女
の
人
の
席
へ
と
持
っ
て
行
く
。
谷
中
さ
ん
は
厨

ち
ゅ
う
房
で
、
昨
日

と
同
じ
よ
う
に
明
日
の
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
の
仕
込
み
を
し
て
い
た
。
午
前
に
千
春
が
ビ
ル
マ
の
こ
と
に
つ
い
て
た
ず
ね
た
こ
と
は
、
完
全
に
忘
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

　ソ
ー
サ
ー
に
乗
せ
た
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
と
、
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
の
お
皿
を
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
置
く
と
、
女
の
人
は
、
い
い
匂
い
、
と
言
っ
た
。
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

も
し
か
し
た
ら
今
日
、
忘
れ
物
に
関
し
て
注
文
以
外
の
会
話
を
し
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
し
、
こ
の
店
に
来
る
ま
で
に
何
か
良
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、

と
千
春
は
思
っ
た
。

「
お
客
さ
ん
は
運
が
い
い
で
す
よ
。
ケ
ー
キ
、
最
後
の
一
個
だ
っ
た
ん
で
」

桓

著
作
物
保
護
の
た
め
掲
載
を
控
え
ま
す
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　そ
う
話
し
な
が
ら
、
緊
張
で
全
身
に
血
が
巡
る
よ
う
な
感
覚
を
千
春
は
覚
え
た
。
今
年
の
五
月
か
ら
半
年
ぐ
ら
い
こ
こ
で
働
い
て
い
る
け
ど
、
お
客
さ
ん
に
話
し
か

け
る
の
は
初
め
て
だ
っ
た
。

「
そ
う
な
ん
で
す
か
、
そ
れ
は
よ
か
っ
た
で
す
」

　女
の
人
は
、
千
春
を
見
上
げ
て
か
す
か
に
笑
っ
た
。
千
春
は
そ
の
表
情
を
も
う
少
し
だ
け
続
け
さ
せ
た
い
、
と
思
っ
て
、
本
を
こ
の
店
に
忘
れ
て
よ
か
っ
た
で
す
ね
、

と
女
の
人
が
言
っ
て
い
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
言
っ
た
。
女
の
人
は
う
な
ず
い
た
。

「
友
達
の
お
見
舞
い
に
来
て
る
ん
で
す
け
ど
、
眠
っ
て
る
時
間
が
長
く
て
、
本
が
な
い
と
間
が
持
た
な
い
ん
で
す
よ
ね
」

　あ
と
、
こ
こ
か
ら
家
ま
で
も
一
時
間
ぐ
ら
い
あ
る
し
、
と
女
の
人
は
付
け
加
え
た
。
遠
く
か
ら
来
て
い
る
の
だ
な
、
と
千
春
は
思
っ
た
。
い
く
つ
か
情
報
を
与
え
ら

れ
て
、
フ
ロ
ア
に
は
他
の
お
客
さ
ん
も
い
な
か
っ
た
し
、
も
う
少
し
話
を
続
け
て
み
よ
う
、
と
千
春
は
決
め
た
。

（
津
村
記
久
子
『
サ
キ
の
忘
れ
物
』）

問
一
　
　
　
　部
Ａ
～
Ｃ
の
語
の
本
文
中
の
意
味
と
し
て
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ア
　す
っ
き
り
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ア
　無
意
識
の
う
ち
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　イ
　い
ら
い
ら
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　イ
　非
常
に
短
い
時
間
で

　
　Ａ
　安
堵
し
た

　
　
　
　ウ
　ほ
っ
と
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　Ｂ
　た
ち
ま
ち

　
　ウ
　予
想
通
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　エ
　は
ら
は
ら
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　エ
　だ
し
ぬ
け
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　オ
　の
ん
び
り
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　オ
　総
じ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ア
　と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
い
状
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　イ
　気
が
そ
れ
て
集
中
で
き
な
い
状
態

　
　Ｃ
　間
が
持
た
な
い

　
　ウ
　時
間
が
か
か
り
イ
ラ
イ
ラ
し
た
状
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　エ
　ど
う
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
状
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　オ
　手
持
ち
無
沙
汰
な
状
態

棺

Ｃ

著
作
物
保
護
の
た
め
掲
載
を
控
え
ま
す
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問
六

　本
文
か
ら
読
み
取
れ
る
千
春
の
変
化
の
説
明
と
し
て
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　ア
　自
分
の
す
る
こ
と
に
意
味
は
な
く
、
周
囲
と
積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
客
に
話
し
か
け
よ
う
と
変
わ
っ
た
。

　
　イ
　自
分
が
何
を
考
え
て
い
る
か
も
は
っ
き
り
と
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
話
し
か
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　
　ウ
　自
分
の
気
に
な
る
こ
と
ば
か
り
考
え
て
し
ま
い
う
ま
く
人
間
関
係
を
築
け
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
気
に
し
な
く
な
っ
た
。

　
　エ
　自
分
の
周
囲
に
気
を
使
い
な
が
ら
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
ず
立
ち
止
ま
っ
て
い
た
が
、
周
囲
へ
の
気
遣
い
を
や
め
た
。

　
　オ
　勝
手
に
本
を
持
ち
帰
る
と
い
う
大
胆
な
行
動
を
と
っ
て
い
た
が
、
周
囲
に
合
わ
せ
て
い
こ
う
と
い
う
方
向
に
変
わ
っ
た
。
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問
二

　
　
　
　部
敢
「
そ
の
男
の
人
」
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
す
か
。
本
文
中
か
ら
三
十
二
字
で
探
し
、
最
初
と
最
後
の
三
字
を
答
え
な
さ
い
。

問
三
　
　
　
　部
柑
「
千
春
に
は
不
十
分
だ
っ
た
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
そ
の
こ
と
を
説
明
し
た
次
の
文
の
空
欄
に
当
て
は
ま
る
語
句
を
答
え
な
さ
い
。

　
　千
春
が
知
り
た
か
っ
た
こ
と
は     

　①
　本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
十
字
以
内

　

   

で
あ
る
の
に
、    

　②
　本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
七
字
以
内

　

   

は
千
春
を
満
足

さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

問
四
　
　
　
　部
桓
の
よ
う
に
千
春
が
感
じ
た
理
由
は
な
ん
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　　
　ア
　本
来
、
本
が
見
つ
か
っ
て
よ
か
っ
た
と
表
現
す
べ
き
な
の
に
、
女
の
人
が
忘
れ
て
よ
か
っ
た
と
い
い
間
違
え
た
こ
と
を
千
春
は
変
だ
と
思
っ
た
か
ら
。

　
　イ
　お
店
に
本
を
置
き
忘
れ
る
と
い
う
ミ
ス
を
ご
ま
か
す
た
め
に
、
忘
れ
て
よ
か
っ
た
と
強
が
る
女
の
人
の
態
度
が
千
春
に
は
不
自
然
に
見
え
た
か
ら
。

　
　ウ
　女
の
人
が
も
う
一
度
店
を
訪
れ
る
口
実
を
作
る
た
め
に
、
わ
ざ
と
本
を
忘
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
千
春
が
推
察
し
た
か
ら
。

　
　エ
　普
通
で
あ
れ
ば
本
を
忘
れ
る
こ
と
は
良
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
女
の
人
が
本
を
忘
れ
て
よ
か
っ
た
と
表
現
し
た
こ
と
に
千
春
は
違
和
感
を
覚
え
た
か
ら
。

　
　オ
　女
の
人
の
お
店
で
あ
れ
ば
本
を
忘
れ
て
も
大
丈
夫
だ
と
信
頼
し
て
い
る
よ
う
な
表
現
に
、
周
囲
を
信
頼
し
て
い
な
い
千
春
は
疑
問
を
感
じ
た
か
ら
。

問
五

　
　
　
　部
棺
「
緊
張
で
全
身
に
血
が
巡
る
よ
う
な
感
覚
を
千
春
は
覚
え
た
」
に
つ
い
て
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

　
　

　
　１
　こ
の
部
分
で
使
わ
れ
て
い
る
表
現
技
法
と
し
て
正
し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　

　
　
　ア
　対
句

　
　
　イ
　比
喩

　
　
　ウ
　体
言
止
め

　
　
　エ
　反
復

　
　
　オ
　省
略

　
　

　
　２
　こ
の
部
分
は
千
春
の
ど
の
よ
う
な
状
態
を
表
し
て
い
ま
す
か
。
二
十
五
字
程
度
で
答
え
な
さ
い
。
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問
六

　本
文
か
ら
読
み
取
れ
る
千
春
の
変
化
の
説
明
と
し
て
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　ア
　自
分
の
す
る
こ
と
に
意
味
は
な
く
、
周
囲
と
積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
客
に
話
し
か
け
よ
う
と
変
わ
っ
た
。

　
　イ
　自
分
が
何
を
考
え
て
い
る
か
も
は
っ
き
り
と
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
話
し
か
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　
　ウ
　自
分
の
気
に
な
る
こ
と
ば
か
り
考
え
て
し
ま
い
う
ま
く
人
間
関
係
を
築
け
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
気
に
し
な
く
な
っ
た
。

　
　エ
　自
分
の
周
囲
に
気
を
使
い
な
が
ら
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
ず
立
ち
止
ま
っ
て
い
た
が
、
周
囲
へ
の
気
遣
い
を
や
め
た
。

　
　オ
　勝
手
に
本
を
持
ち
帰
る
と
い
う
大
胆
な
行
動
を
と
っ
て
い
た
が
、
周
囲
に
合
わ
せ
て
い
こ
う
と
い
う
方
向
に
変
わ
っ
た
。



― 13 ―― 14 ―

　
　①
～
⑤
の

　
　
　部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
、
⑥
～
⑩
の

　
　
　部
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

　
　①
　建
築
の
イ
シ
ョ
ウ
に
つ
い
て
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
。

　
　
　
　
　⑥
　山
門
を
く
ぐ
る
と
広
々
と
し
た
境
内
に
出
る
。

　
　②
　携
帯
電
話
の
デ
ン
チ
を
充
電
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　⑦
　契
約
に
際
し
て
は
約
款
に
よ
く
目
を
通
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　
　③
　ザ
ッ
コ
ク
を
混
ぜ
て
米
を
炊
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　⑧
　料
理
か
ら
は
お
い
し
そ
う
な
肉
汁
が
滴
っ
て
い
た
。

　
　④
　明
日
、
議
長
を
ツ
ト
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　⑨
　観
光
客
の
地
元
で
の
喫
食
率
を
調
査
す
る
。

　
　⑤
　夏
目
漱
石
に
コ
ク
ジ
し
た
作
風
の
小
説
だ
と
感
じ
た
。

　
　
　
　⑩
　野
菜
の
促
成
栽
培
を
始
め
た
。

四
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三
　
　次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
設
問
の
都
合
上
、
本
文
を
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。）

小
僧
あ
り
。
小
夜
更
け
て
、
長な

が
ざ
お棹

を
持
ち
、
庭
を
あ
な
た
こ
な
た
と
振
り
回
る
。
坊
主
、
こ
れ
を
見
付
け
、「
そ
れ
は
何
事
を
す
る
ぞ
」
と
問
ふ
。「
空
の
星
が
欲
し
さ

に
、
打
ち
落
さ
ん
と
す
れ
ど
も
落
ち
ぬ
」
と
。「
さ
て
さ
て
鈍
な
る
奴
や
。
そ
れ
ほ
ど
作
が
な
う
て
な
る
も
の
か
。
そ
こ
か
ら
は
棹
が
届
く
ま
い
。
屋
根
へ
上
が
れ
」
と
。

（
安
楽
庵
策
伝
『
醒
睡
笑
』）

問
一
　
　
　
　部
敢
「
長
棹
を
持
ち
、
庭
を
あ
な
た
こ
な
た
と
振
り
回
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
小
僧
が
こ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
理
由
を
現
代
語
で
簡
潔
に
説
明
し

な
さ
い
。

問
二
　
　
　
　部
柑
「
落
ち
ぬ
」
を
現
代
語
に
訳
し
な
さ
い
。

問
三
　
　
　
　部
桓
「
鈍
な
る
奴
」
と
は
、
こ
こ
で
は
誰
の
こ
と
を
指
し
ま
す
か
。
本
文
か
ら
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。

問
四

　こ
の
文
章
の
面
白
さ
を
説
明
し
た
文
章
と
し
て
正
し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　ア
　小
僧
の
行
為
を
称
賛
し
た
坊
主
が
、
小
僧
の
成
果
を
横
取
り
し
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
、
と
い
う
点
。

　
　イ
　小
僧
の
行
為
を
称
賛
し
た
坊
主
が
、
小
僧
の
真
似
を
し
て
さ
ら
に
成
果
を
上
げ
た
、
と
い
う
点
。

　
　ウ
　小
僧
の
行
為
を
非
難
し
た
坊
主
が
、
小
僧
を
思
い
正
し
い
こ
と
を
教
え
た
、
と
い
う
点
。

　
　エ
　小
僧
の
行
為
を
非
難
し
た
坊
主
が
、
小
僧
に
対
し
て
的
外
れ
な
助
言
を
し
た
、
と
い
う
点
。

敢
柑

桓
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三
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の
文
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を
読
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、
後
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に
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あ
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あ
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回
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三
　
　次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
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さ
い
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設
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の
都
合
上
、
本
文
を
一
部
改
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た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。）

小
僧
あ
り
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小
夜
更
け
て
、
長な

が
ざ
お棹

を
持
ち
、
庭
を
あ
な
た
こ
な
た
と
振
り
回
る
。
坊
主
、
こ
れ
を
見
付
け
、「
そ
れ
は
何
事
を
す
る
ぞ
」
と
問
ふ
。「
空
の
星
が
欲
し
さ

に
、
打
ち
落
さ
ん
と
す
れ
ど
も
落
ち
ぬ
」
と
。「
さ
て
さ
て
鈍
な
る
奴
や
。
そ
れ
ほ
ど
作
が
な
う
て
な
る
も
の
か
。
そ
こ
か
ら
は
棹
が
届
く
ま
い
。
屋
根
へ
上
が
れ
」
と
。

（
安
楽
庵
策
伝
『
醒
睡
笑
』）

問
一
　
　
　
　部
敢
「
長
棹
を
持
ち
、
庭
を
あ
な
た
こ
な
た
と
振
り
回
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
小
僧
が
こ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
理
由
を
現
代
語
で
簡
潔
に
説
明
し

な
さ
い
。

問
二
　
　
　
　部
柑
「
落
ち
ぬ
」
を
現
代
語
に
訳
し
な
さ
い
。

問
三
　
　
　
　部
桓
「
鈍
な
る
奴
」
と
は
、
こ
こ
で
は
誰
の
こ
と
を
指
し
ま
す
か
。
本
文
か
ら
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。

問
四

　こ
の
文
章
の
面
白
さ
を
説
明
し
た
文
章
と
し
て
正
し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　ア
　小
僧
の
行
為
を
称
賛
し
た
坊
主
が
、
小
僧
の
成
果
を
横
取
り
し
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
、
と
い
う
点
。

　
　イ
　小
僧
の
行
為
を
称
賛
し
た
坊
主
が
、
小
僧
の
真
似
を
し
て
さ
ら
に
成
果
を
上
げ
た
、
と
い
う
点
。

　
　ウ
　小
僧
の
行
為
を
非
難
し
た
坊
主
が
、
小
僧
を
思
い
正
し
い
こ
と
を
教
え
た
、
と
い
う
点
。

　
　エ
　小
僧
の
行
為
を
非
難
し
た
坊
主
が
、
小
僧
に
対
し
て
的
外
れ
な
助
言
を
し
た
、
と
い
う
点
。

敢
柑

桓
著
作
物
保
護
の
た
め
掲
載
を
控
え
ま
す
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　①
～
⑤
の

　
　
　部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
、
⑥
～
⑩
の

　
　
　部
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

　
　①
　建
築
の
イ
シ
ョ
ウ
に
つ
い
て
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
。

　
　
　
　
　⑥
　山
門
を
く
ぐ
る
と
広
々
と
し
た
境
内
に
出
る
。

　
　②
　携
帯
電
話
の
デ
ン
チ
を
充
電
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　⑦
　契
約
に
際
し
て
は
約
款
に
よ
く
目
を
通
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　
　③
　ザ
ッ
コ
ク
を
混
ぜ
て
米
を
炊
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　⑧
　料
理
か
ら
は
お
い
し
そ
う
な
肉
汁
が
滴
っ
て
い
た
。

　
　④
　明
日
、
議
長
を
ツ
ト
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　⑨
　観
光
客
の
地
元
で
の
喫
食
率
を
調
査
す
る
。

　
　⑤
　夏
目
漱
石
に
コ
ク
ジ
し
た
作
風
の
小
説
だ
と
感
じ
た
。

　
　
　
　⑩
　野
菜
の
促
成
栽
培
を
始
め
た
。
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三
　
　次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
設
問
の
都
合
上
、
本
文
を
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。）

小
僧
あ
り
。
小
夜
更
け
て
、
長な

が
ざ
お棹

を
持
ち
、
庭
を
あ
な
た
こ
な
た
と
振
り
回
る
。
坊
主
、
こ
れ
を
見
付
け
、「
そ
れ
は
何
事
を
す
る
ぞ
」
と
問
ふ
。「
空
の
星
が
欲
し
さ

に
、
打
ち
落
さ
ん
と
す
れ
ど
も
落
ち
ぬ
」
と
。「
さ
て
さ
て
鈍
な
る
奴
や
。
そ
れ
ほ
ど
作
が
な
う
て
な
る
も
の
か
。
そ
こ
か
ら
は
棹
が
届
く
ま
い
。
屋
根
へ
上
が
れ
」
と
。

（
安
楽
庵
策
伝
『
醒
睡
笑
』）

問
一
　
　
　
　部
敢
「
長
棹
を
持
ち
、
庭
を
あ
な
た
こ
な
た
と
振
り
回
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
小
僧
が
こ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
理
由
を
現
代
語
で
簡
潔
に
説
明
し

な
さ
い
。

問
二

　
　
　
　部
柑
「
落
ち
ぬ
」
を
現
代
語
に
訳
し
な
さ
い
。

問
三

　
　
　
　部
桓
「
鈍
な
る
奴
」
と
は
、
こ
こ
で
は
誰
の
こ
と
を
指
し
ま
す
か
。
本
文
か
ら
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。

問
四

　こ
の
文
章
の
面
白
さ
を
説
明
し
た
文
章
と
し
て
正
し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　ア
　小
僧
の
行
為
を
称
賛
し
た
坊
主
が
、
小
僧
の
成
果
を
横
取
り
し
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
、
と
い
う
点
。

　
　イ
　小
僧
の
行
為
を
称
賛
し
た
坊
主
が
、
小
僧
の
真
似
を
し
て
さ
ら
に
成
果
を
上
げ
た
、
と
い
う
点
。

　
　ウ
　小
僧
の
行
為
を
非
難
し
た
坊
主
が
、
小
僧
を
思
い
正
し
い
こ
と
を
教
え
た
、
と
い
う
点
。

　
　エ
　小
僧
の
行
為
を
非
難
し
た
坊
主
が
、
小
僧
に
対
し
て
的
外
れ
な
助
言
を
し
た
、
と
い
う
点
。

敢
柑

桓




