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自
分
時
間
を
大
切
に

西
脇

悦
司

「
自
分
時
間
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
英
語
で
は

「M
e
T
i
m
e

」
と
表
し
ま
す
。
意
味
は
、

「
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
、
自
分
の
た
め
だ

け
の
時
間
を
過
ご
す
こ
と
」
だ
そ
う
で

す
。
こ
の
潮
流
か
ら
、
最
近
の
電
車
は

自
分
だ
け
の
移
動
時
間
を
過
ご
せ
る
よ

う
に
、
座
席
指
定
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

も
提
供
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

次
女
が
小
学
四
年
生
の
時
の
話
で

す
。
下
校
途
中
の
電
車
内
は
混
雑
し
て

お
り
、
優
先
座
席
が
一
つ
だ
け
空
い
て

い
ま
し
た
。
右
足
を
捻
挫
し
て
い
た
次

女
は
、
ど
う
し
て
も
立
っ
て
い
る
こ
と

が
で
き
ず
、
そ
こ
に
座
っ
て
い
ま
し
た
。

す
る
と
五
十
代
く
ら
い
の
女
性
が
次
女

の
前
に
立
ち
、
「
こ
こ
は
優
先
座
席
な

ん
だ
か
ら
小
学
生
は
座
っ
ち
ゃ
だ
め

よ
」
と
声
を
か
け
て
き
ま
し
た
。
空
い

た
座
席
を
周
囲
の
大
人
た
ち
は
座
ら
ず

立
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
次
女
に
優
先

座
席
の
意
味
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
へ
同
じ
車
両

に
乗
っ
て
い
た
一
学
年
上
の
長
女
が
、

そ
の
女
性
に
言
い
ま
し
た
。
「
こ
の
子

は
私
の
妹
で
す
。
妹
は
足
を
捻
挫
し
て

い
る
ん
で
す
。
足
に
包
帯
を
巻
い
て
い

る
の
を
見
ら
れ
ま
し
た
か
。
な
ぜ
座
っ

て
い
る
の
か
事
情
を
妹
に
聞
き
ま
し

か
。」
続
け
て
、
長
女
は
、「
〇
〇
ち
ゃ

ん
座
っ
て
て
い
い
よ
。
あ
な
た
は
病
人

な
ん
だ
か
ら
。
」
と
、
次
女
に
声
を
か

け
て
あ
げ
ま
し
た
。
こ
の
話
を
次
女
か

ら
聞
い
た
時
、
長
女
が
と
っ
た
行
動
に

対
し
、
親
と
し
て
誇
ら
し
く
思
い
、
長

女
に
心
か
ら
、「
あ
り
が
と
う
。」
と
伝

え
ま
し
た
。
家
で
は
姉
妹
の
関
係
で
あ

り
、
学
校
で
は
上
級
生
と
下
級
生
の
関

係
で
あ
り
、
ま
た
毎
日
同
じ
時
間
、
同

じ
電
車
で
通
学
す
る
親
友
の
よ
う
に
、

親
が
知
ら
な
い
間
に
、
二
人
は
お
互
い

を
尊
敬
し
合
う
関
係
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。「

子
ど
も
が
か
わ
い
い
と
思
う
な
ら
、

今
は
苦
し
く
て
失
敗
し
て
泣
い
て
構
わ

な
い
け
ど
も
、
子
ど
も
が
一
人
で
生
き

て
い
く
一
番
大
事
な
と
き
に
泣
か
な
い

よ
う
に
し
て
や
り
た
い
と
思
い
ま
す
」

大
村
は
ま
先
生
の
言
葉
で
す
が
、
電
車

内
の
件
で
、
長
女
は
、
論
理
的
か
つ
丁

寧
な
敬
語
で
話
す
こ
と
で
、
大
人
は
子

供
に
対
し
て
も
対
等
に
接
し
て
く
れ
る

こ
と
を
知
っ
て
い
ま
し
た
。
次
女
は
、

こ
の
出
来
事
か
ら
、
自
分
の
言
葉
で
相

手
に
伝
え
る
大
切
さ
を
学
び
ま
し
た
。

学
校
は
学
問
を
修
得
す
る
場
で
あ
り
、

規
範
意
識
を
育
む
場
で
す
が
、
家
庭
で

の
親
の
役
割
は
、
子
供
が
精
神
的
に
自

立
し
た
大
人
に
な
る
ま
で
の
伴
走
者
で

あ
る
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
子
供

が
、
無
我
夢
中
で
目
一
杯
の
自
分
時
間

を
楽
し
み
、
失
敗
を
重
ね
な
が
ら
何
度

も
考
え
、
工
夫
し
て
で
き
た
と
き
は
、

何
事
に
も
代
え
が
た
い
喜
び
が
あ
り
ま

す
。
そ
ん
な
人
間
性
豊
か
な
子
供
た
ち

が
増
え
て
い
く
こ
と
を
願
い
ま
す
。

（
大
阪
府
在
住
・
会
社
役
員
）

（
京
都
女
子
大
学
附
属
小
学
校

卒
業
生
保
護
者
）

▼
活
字
文
化
に
親
し
ん

だ
世
代
な
の
で
今
で
も

気
に
入
っ
た
言
葉
や

文
、
文
章
に
は
線
を
引

く
習
慣
が
あ
る
。
線
を

引
く
と
こ
ろ
は
決
ま
っ

て
い
な
い
。
初
め
て
知

っ
た
こ
と
や
覚
え
て
お

き
た
い
こ
と
、
い
つ
か

使
っ
て
み
た
い
言
葉
等
々
。
小
説
を
含

め
た
図
書
、
雑
誌
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
情

報
誌
等
に
線
を
引
く
。
新
聞
の
場
合
は

切
り
抜
き
を
す
る
▼
『
成
瀬
は
天
下
を

取
り
に
行
く
』（
宮
島
未
奈
・
新
潮
社
）

に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
物
語
の
始
ま

り
が
、
琵
琶
湖
に
接
す
る
滋
賀
県
大
津

市
の
西
武
百
貨
店
の
営
業
終
了
と
い
う

場
面
設
定
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

な
じ
み
の
店
で
も
あ
っ
た
。
思
い
出
の

始
ま
り
は
開
店
の
当
時
の
こ
と
。
近
く

の
小
学
校
に
勤
務
。
開
店
日
の
混
雑
時

に
登
下
校
の
安
全
確
保
、
職
員
会
を
開

く
等
々
の
思
い
出
が
蘇
っ
た
こ
と
。
▼

内
容
は
、
成
瀬
あ
か
り
（
登
場
人
物
）

が
他
人
の
目
を
気
に
す
る
こ
と
な
く
マ

イ
ペ
ー
ス
で
行
動
を
す
る
と
い
う
生
き

様
。
そ
れ
を
、
幼
馴
染
の
島
崎
を
筆
頭

に
立
場
も
距
離
感
も
異
な
る
人
々
の
視

点
か
ら
描
か
れ
て
い
く
小
説
で
あ
る
。

そ
の
中
で
、
思
わ
ず
線
を
引
い
た
の
は

次
の
文
章
。
「
小
学
生
の
と
き
、
国
語

の
教
科
書
の
本
文
を
ひ
た
す
ら
書
き
写

す
宿
題
が
出
た
。
昔
の
人
で
も
あ
る
ま

い
し
、
な
ん
で
手
書
き
で
わ
ざ
わ
ざ
こ

ん
な
こ
と
を
し
な
い
と
な
ら
な
い
の
だ

と
思
っ
て
い
た
。
先
生
が
言
う
に
は
、

上
手
な
文
章
を
書
き
写
す
こ
と
で
文
章

の
リ
ズ
ム
が
つ
か
め
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
。
」
登
場
人
物
が
思
い
出
す
小
学

校
の
体
験
と
し
て
「
書
き
写
し
」
と
子

供
の
気
持
ち
を
想
像
し
暫
し
の
時
間
を

楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。

（
吉
永
幸
司)
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漢
字
が
苦
手
な
児
童
に

ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か

髙
木

富
也

私
の
漢
字
指
導
は
、
個
別
最
適
で
、

協
働
的
で
、
自
由
進
度
学
習
的
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
機
関
誌
で
は
、
漢
字
指
導

に
お
け
る
「
個
別
最
適
と
協
働
的
な
学

び
」
「1

学
期
の
導
入
期
」
「
自
由
進
度

学
習
」「
漢
字
と
自
己
調
整
」「
学
級
開

き
」
を
五
回
に
亘
っ
て
述
べ
て
き
た
。

今
回
は
、
漢
字
が
苦
手
な
児
童
に
対
し

て
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
に
つ

い
て
ま
と
め
る
。

対
象
児
童
は
、
国
語
が
苦
手
、
特
に

書
く
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
感
が
あ
る
児

童
。
書
い
て
い
る
文
字
は
平
仮
名
中
心

で
、
拗
音
・
促
音
な
ど
の
間
違
い
も
多

い
。
進
級
は
じ
め
の
漢
字
テ
ス
ト
で
は
、

二
割
程
度
の
正
答
率
で
あ
っ
た
。
児
童

に
漢
字
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
る
と
、

「
俺
、
漢
字
わ
か
ら
へ
ん
ね
ん
。
」
と

い
う
返
答
だ
っ
た
。

ま
ず
、
苦
手
感
が
ど
こ
か
ら
来
て
い

る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
漢
字
学
習
を
し

て
い
る
の
か
、
児
童
を
観
察
す
る
こ
と

か
ら
始
め
た
。
漢
字
ド
リ
ル
を
書
く
こ

と
自
体
は
速
い
が
作
業
的
に
な
っ
て
い

る
こ
と
、
無
言
で
眺
め
て
い
る
だ
け
の

時
間
が
多
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。

ま
た
、
自
由
進
度
的
に
漢
字
の
時
間
を

設
定
す
る
と
、
学
習
用
タ
ブ
レ
ッ
ト
で

ポ
チ
ポ
チ
と
指
先
で
回
答
を
押
す
作
業

ば
か
り
を
し
て
い
る
こ
と
、
小
テ
ス
ト

を
実
施
す
る
と
、「
分
か
ら
な
い
か
ら
。」

と
い
う
理
由
か
ら
空
欄
が
多
い
こ
と
が

見
え
て
き
た
。
そ
し
て
、
「
自
分
が
、

ど
ん
な
漢
字
学
習
を
し
て
い
る
か
説
明

で
き
る
？
」
と
尋
ね
る
と
、
「
え
～
分

か
ら
へ
ん
…
。
」
と
い
う
返
答
で
、
無

自
覚
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し

た
。
つ
ま
り
、
学
び
方
を
理
解
し
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
学
び
方
の
意
識
改
革
か
ら

着
手
し
た
。
漢
字
ド
リ
ル
は
読
み
優
先

で
行
う
こ
と
、
指
書
き
・
空
書
き
な
ど

で
体
を
動
か
す
運
動
性
記
憶
の
方
が
覚

え
や
す
く
忘
れ
に
く
い
こ
と
、
漢
字
を

個
業
に
せ
ず
学
級
の
協
働
的
な
学
び
合

い
に
変
え
る
こ
と
、
空
欄
を
作
ら
ず
書

き
続
け
る
こ
と
で
思
考
が
働
く
こ
と
な

ど
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
経
験
上
、
多

く
の
児
童
は
こ
れ
ら
の
指
導
で
漢
字
の

力
が
大
き
く
伸
び
る
。
し
か
し
対
象
児

童
は
、
漢
字
テ
ス
ト
の
点
数
が
四
割
程

度
ま
で
し
か
伸
び
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

次
の
手
立
て
と
し
て
、
漢
字
学
習
中
に

本
児
と
対
話
す
る
こ
と
を
は
じ
め
た
。

部
首
ク
イ
ズ
を
し
て
漢
字
の
形
を
想
起

す
る
、
熟
語
の
意
味
を
確
認
す
る
、
文

作
り
を
会
話
形
式
で
作
る
な
ど
、
様
々

な
方
法
を
飽
き
が
こ
な
い
よ
う
に
繰
り

返
し
た
。
と
に
か
く
、
黙
っ
て
漢
字
を

眺
め
る
時
間
を
減
ら
し
、
と
こ
と
ん
話

す
、
動
く
な
ど
の
運
動
性
記
憶
や
、
エ

ピ
ソ
ー
ド
記
憶
の
時
間
を
粘
り
強
く
増

や
し
て
い
っ
た
。

二
学
期
最
後
の
五
十
問
テ
ス
ト
。
本

児
は
な
ん
と
八
十
四
点
。
進
級
時
よ
り

五
十
点
以
上
の
伸
び
。
「
こ
ん
な
に
漢

字
で
き
た
ん
、
は
じ
め
て
や
！
」
と
い

う
笑
顔
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
学
級
と
し

て
は
、
本
児
の
努
力
も
大
き
く
影
響
し
、

平
均
点
九
十
五
点
、
中
央
値
九
十
八
点
、

最
頻
値
百
点
と
素
晴
ら
し
い
結
果
と
な

っ
た
。
前
述
し
た
手
立
て
は
、
漢
字
が

苦
手
な
児
童
は
も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
児

童
に
と
っ
て
も
効
果
的
で
あ
る
と
い
え

る
。
ど
ん
な
指
導
方
法
も
、
ま
ず
は
児

童
を
よ
く
観
察
し
、
理
解
し
、
そ
れ
ぞ

れ
に
最
適
な
手
立
て
を
う
っ
て
い
く
こ

と
が
何
よ
り
重
要
で
あ
る
と
感
じ
た
。

（
東
近
江
市
立
能
登
川
南
小
学
校
）

に
こ
に
こ
大
さ
く
せ
ん

弓
削

裕
之

一
年
生
の
生
活
科
で
、
「
か
ぞ
く
が

に
こ
に
こ
す
る
と
き
は

ど
ん
な
と

き
か

か
ん
が
え
よ
う
」
と
い
う
め
あ

て
で
学
習
を
し
た
。
「
好
き
な
食
べ
物

を
食
べ
て
い
る
時
」
な
ど
、
お
う
ち
の

人
が
個
人
的
に
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し

て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
出
て
く
る
と
予

想
し
て
い
た
が
、
子
ど
も
た
ち
が
教
え

て
く
れ
た
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
だ
っ

た
。

・
わ
た
し
が
は
や
お
き
し
た
と
き
。

・
ぼ
く
が
し
ゅ
う
中
し
て
べ
ん
き
ょ
う

を
し
て
い
る
と
き
。

・
ぼ
く
が
は
や
く
べ
ん
き
ょ
う
を
は
じ

め
た
と
き
。

・
ぼ
く
が
音
ど
く
を
お
ぼ
え
た
と
き
。

・
わ
た
し
が
に
が
手
な
こ
と
に
ち
ょ
う

せ
ん
し
た
と
き
。

・
ぼ
く
が
む
ず
か
し
い
お
り
が
み
を
お

っ
た
と
き
。

・
わ
た
し
が
お
り
が
み
を
お
し
え
た
と

き
。

・
わ
た
し
が
せ
ん
た
く
も
の
を
た
た
ん

だ
と
き
。

・
わ
た
し
が
お
と
う
と
と
お
こ
め
と
ぎ

の
と
り
あ
い
を
し
て
い
る
と
き
。

・
ぼ
く
が
ご
は
ん
を
お
い
し
そ
う
に
た

べ
て
い
る
と
き
。

・
ぼ
く
が
だ
き
つ
い
た
と
き
。

・
わ
た
し
が
「
大
す
き
」
と
つ
た
え
た

と
き
。

・
ぼ
く
が
い
る
と
き
。

お
う
ち
の
人
が
「
に
こ
に
こ
」
に
な

る
瞬
間
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
ぼ
く
・
わ

た
し
」
が
関
わ
る
場
面
だ
っ
た
。
子
ど

も
た
ち
が
家
族
に
大
切
に
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
そ
の
愛
情
に
子
ど
も
た
ち
自
身

が
気
づ
い
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ

た
。
家
族
の
に
こ
に
こ
を
も
っ
と
増
や

す
こ
と
を
目
的
に
、
家
で
自
分
が
で
き

る
こ
と
を
考
え
て
取
り
組
ん
だ
。

〇
さ
く
せ
ん
め
い
「
そ
う
じ
大
さ
く
せ

ん
」

〇
や
っ
て
み
る
こ
と
…
わ
た
し
は
、
火

よ
う
日
と
木
よ
う
日
に
お
ふ
ろ
そ
う
じ

を
し
ま
す
。

〇
や
っ
て
み
て
ど
う
だ
っ
た
か
…
と
て

も
お
か
あ
さ
ん
が
に
こ
に
こ
し
て
い
ま

し
た
。
い
も
う
と
も
手
つ
だ
っ
て
い
ま

し
た
。

〇
お
う
ち
の
人
か
ら
…
お
ふ
ろ
そ
う

じ
、
と
て
も
た
す
か
り
ま
す
。
い
つ
も

よ
り
う
れ
し
い
か
ぞ
く
の
じ
か
ん
で

す
。
あ
り
が
と
う
。
〇
〇
ち
ゃ
ん
の
「
き

も
ち
」
が
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

あ
た
た
か
い
家
庭
の
風
景
が
浮
か

ぶ
。
家
族
の
に
こ
に
こ
の
た
め
に
や
っ

た
こ
と
が
、
自
分
の
に
こ
に
こ
に
も
つ

な
が
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
さ
く
せ
ん
、

大
成
功
で
す
ね
。

（
京
都
女
子
大
学
附
属
小
学
校
）
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珠
玉
の
実
践
記
録
集
紹
介

『
言
葉
の
貯
金
箱
』

好
光
幹
雄

「
言
葉
を
教
え
る
と
い
う
の
は
、
手
か

ら
手
へ
一
滴
の
水
も
漏
ら
さ
な
い
よ

う
に
子
ど
も
に
授
け
る
こ
と
で
す
。
」

二
十
八
年
も
前
、
五
日
間
、
国
語
の

先
進
校
に
研
修
で
訪
れ
た
際
に
心
を
打

た
れ
た
言
葉
で
す
。
ご
指
導
い
た
だ
い

た
の
は
、
笠
原
登
先
生
で
し
た
（
川
崎

市
立
中
原
小
学
校
・
日
本
国
語
教
育
学

会
理
事
）
。
私
は
笠
原
学
級
に
五
日
間

殆
ど
び
っ
し
り
張
り
付
い
て
、
先
生
の

国
語
の
ご
授
業
や
学
級
経
営
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
先
生
の
一
挙
手
一
投
足
の

見
事
さ
に
目
を
見
張
り
ま
し
た
。
毎
日
、

毎
時
間
が
目
か
ら
鱗
の
連
続
で
し
た
。

こ
の
夏
、
吉
永
幸
司
先
生
か
ら
、

「
こ
れ
笠
原
登
先
生
か
ら
好
光
さ
ん
へ

と
預
か
っ
て
き
ま
し
た
よ
。」

と
、
笠
原
先
生
の
ご
著
書
『
言
葉
の
貯

金
箱
』
を
賜
り
ま
し
た
。
ご
退
職
さ
れ

る
ま
で
の
二
十
年
間
の
実
践
の
中
か
ら

五
十
九
話
の
笠
原
先
生
の
短
話
を
中
心

に
子
ど
も
た
ち
の
言
葉
の
貯
金
箱
ノ
ー

ト
・
聞
き
耳
文
集
・
笠
原
学
級
文
集
・

公
開
授
業
記
録
・
作
文
・
手
紙
等
、
貴

重
な
教
材
や
資
料
が
随
所
に
鏤
め
ら
れ

た
正
し
く
珠
玉
の
一
冊
で
す
。

笠
原
先
生
は
ご
自
身
で
書
の
扉
に
次

の
よ
う
に
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
言
葉
の
貯
金
箱
は
子
ど
も
達
に
語
り

聞
か
せ
た
〈
ち
ょ
っ
と
い
い
話
〉
約

二
千
話
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
集
で
あ
る
。

こ
れ
は
学
級
担
任
と
し
て
の
定
年
ま

で
の
後
半
二
十
年
間
に
及
ぶ
〈
言
葉

の
教
育
実
践
の
集
大
成
〉
で
も
あ

る
。」

〈
教
師
自
身
が
言
語
環
境
で
あ
る
〉
と

い
う
信
念
に
貫
か
れ
た
笠
原
先
生
の
教

育
実
践
は
、
大
村
は
ま
氏
に
も
並
び
称

賛
さ
れ
る
に
値
す
る
非
常
に
価
値
の
高

い
実
践
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

「
西
の
吉
永
、
東
の
笠
原
」
と
称
さ
れ

る
双
璧
の
お
二
人
の
先
生
に
直
接
ご
指

導
い
た
だ
い
た
こ
と
、
そ
し
て
今
も
尚

ご
指
導
い
た
だ
き
続
け
て
い
る
こ
と

は
、
私
の
国
語
教
育
の
在
り
方
に
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
特
に
私

の
俳
句
指
導
に
お
い
て
は
、
笠
原
先
生

か
ら
学
ん
だ
青
空
教
室
や
教
師
の
短
話

の
ス
タ
イ
ル
が
随
所
に
鏤
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

ま
た
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
を
ス
テ
ー

ジ
に
上
げ
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
る

と
い
う
吉
永
先
生
と
共
通
し
た
笠
原
先

生
の
お
考
え
は
、
私
の
国
語
の
授
業
作

り
の
み
な
ら
ず
、
教
育
全
般
の
根
幹
を

形
成
し
て
い
ま
す
。

笠
原
登
先
生
に
再
会
で
き
る
こ
と
を

念
じ
つ
つ
、
先
生
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
、

そ
し
て
更
な
る
ご
活
躍
を
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。
深
謝
。
（
大
津
市
立
膳
所

小
）

―
教
師
の
短
話
集
―

『
言
葉
の
貯
金
箱
』
笠
原
登
著
・
令
和

４
年
初
版
・
印
刷
製
本
加
藤
文
明
社

笠
原
登
先
生

昭
和
十
二
年
生

略
歴

昭
和
三
十
五
年
川
崎
市
立
今
井

小
学
校
赴
任
～
平
成
九
年
川
崎

市
立
中
原
小
学
校
退
任

退
任
後
、
横
浜
国
立
大
学
・
フ

ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
講
師
等
歴
任

著
作
『
本
日
は
晴
天
な
り
』
東
洋
館
出

版
社
・
『
聞
く
話
す
指
導
の
方

法
』
光
村
図
書

等
多
数

表
彰

第
十
六
回
博
報
賞
・
言
語
表
現

力
を
高
め
る
独
話
活
動

平
成
四
年
大
村
は
ま
奨
励
賞
・

話
こ
と
ば
教
育
の
開
発

他
多
数

芸
術

書
の
大
家
で
も
あ
ら
れ
ま
す
。

「本
物
」か
ら

獲
得
す
る
語
彙

少
徳

信

「
す
が
た
を
か
え
る
大
豆
」
の
学
習

を
し
た
。
具
体
的
な
取
り
組
み
に
つ
い

て
す
べ
て
を
書
く
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
そ
の
中
か
ら
「
本
物
」
か
ら
語
彙

を
獲
得
し
て
い
っ
た
場
面
を
紹
介
す

る
。説

明
文
を
読
む
に
当
た
っ
て
、
語
彙

は
言
う
ま
で
も
な
く
重
要
な
要
素
で
あ

る
。
そ
の
語
彙
を
獲
得
す
る
際
、
辞
書

で
調
べ
る
、
教
わ
る
な
ど
が
あ
る
が
、

今
回
は
「
本
物
」
を
見
な
が
ら
想
像
す

る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。「
い
る
」「
に

る
」
と
い
っ
た
説
明
文
の
語
彙
を
、
説

明
す
る
の
で
は
な
く
本
物
の
炒
り
豆
や

煮
豆
を
見
な
が
ら
そ
の
意
味
を
想
像
す

る
活
動
だ
。

：
「
こ
の
お
皿
に
、
い
り
豆
・
に
豆

T・
き
な
こ
が
あ
り
ま
す
。
ど
れ
が
ど
れ

で
し
ょ
う
か
」

１
：
「
こ
れ
は
き
な
こ
や
ろ
」

C
２
：
「
絶
対
き
な
こ
や
な
。
粉
や
し
。

C『
こ
な
に
ひ
く
』
っ
て
（
教
科
書
に
）

書
い
て
る
し
」

３
：
「
に
豆
っ
て
ど
っ
ち
？
」

C
４
：
「
わ
か
ら
ん
け
ど
こ
っ
ち
ち
ゃ

Cう
？
」

５
：
「
な
ん
で
？
」

C
６
：
「
わ
か
ら
ん
、
な
ん
と
な
く
」

C
７
：
「
多
分
そ
れ
で
合
っ
て
る
で
。

C

に
る
や
か
ら
、
め
っ
ち
ゃ
水
が
多
く
な

る
。
ぐ
つ
ぐ
つ
す
る
」

８
：
「
『
（
に
豆
の
）
に
』
っ
て
そ
う

Cい
う
こ
と
ね
。
じ
ゃ
あ
こ
れ
が
い
り
豆
」

９
：
「
な
ん
か
か
さ
か
さ
や
な
」

C
１
０
：
「
そ
れ
が
炒
る
っ
て
こ
と
や

Cで
」１

１
：
「
か
さ
か
さ
に
す
る
の
が
、

C炒
る
」

１
２
：
「
そ
ん
な
感
じ
。
ず
っ
と
前
、

Cお
母
さ
ん
が
フ
ラ
イ
パ
ン
で
や
っ
て
く

れ
た
も
ん
」

１
３
：
「
炒
る
な
ん
て
初
め
て
知
っ

Cた
わ
」

こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
は
目
の

前
の
大
豆
の
食
品
と
向
き
合
い
な
が
ら

炒
る
や
煮
る
と
い
っ
た
語
彙
を
獲
得
し

て
い
っ
た
。
辞
書
を
使
え
ば
、
言
葉
の

意
味
は
簡
単
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
本
物
を
通
し
て
語
彙
を
獲
得

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は

そ
の
語
彙
の
感
覚
を
得
ら
れ
た
よ
う
に

思
う
。
新
し
い
言
葉
に
触
れ
る
と
き
、

意
味
だ
け
で
な
く
そ
の
言
葉
の
持
つ
感

覚
を
も
意
識
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と

が
、
本
当
の
意
味
で
の
「
語
彙
を
獲
得

す
る
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
葉
を

辞
書
的
な
意
味
だ
け
で
考
え
ず
、
言
葉

を
全
身
で
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
学
び
を

作
り
上
げ
て
い
き
た
い
。

（
彦
根
市
立
高
宮
小
学
校
）
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今
こ
そ
教
師
の
出
番
を

川
那
部
隆
徳

一
人
一
端
末
の
導
入
か
ら
数
年
が
経

っ
た
。
今
日
、
端
末
は
国
語
科
で
も
盛

ん
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
様
々
な
場
で

の
活
用
が
進
ん
で
い
る
。
今
年
度
参
観

し
た
七
・
八
本
の
国
語
科
の
研
究
授
業

の
う
ち
、
そ
の
半
数
以
上
で
一
人
一
端

末
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
が
図
ら
れ
て
い
た
。

児
童
は
、
日
常
的
に
端
末
を
使
用
し

て
い
る
よ
う
で
、
か
な
り
使
い
慣
れ
て

い
る
。
各
々
の
考
え
の
交
流
場
面
で
は
、

付
箋
な
ど
の
機
能
を
使
い
こ
な
し
て
、

友
達
と
の
や
り
取
り
を
し
て
い
る
。

指
導
案
も
よ
く
練
ら
れ
て
お
り
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
活
用
の
意
図
や
仕
方
が
は
っ
き
り

記
さ
れ
て
い
る
。

で
も
、
こ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
と

違
和
感
を
抱
き
続
け
て
い
る
。

そ
の
違
和
感
を
大
別
す
る
と
、
次
の

三
点
に
集
約
さ
れ
る
。

①

言
葉
の
力
が
身
に
つ
い
て
い
る
の

か
。一

人
ひ
と
り
の
子
ど
も
が
、
端
末
を

活
用
し
て
授
業
に
参
加
し
て
い
る
が
、

や
は
り
、
文
字
入
力
の
慣
れ
に
よ
る
制

約
も
あ
っ
て
、
比
較
的
短
い
文
章
で
、

文
数
も
少
な
い
。
そ
し
て
、
「
う
れ
し

い
」
「
お
も
し
ろ
い
」
な
ど
の
直
接
的

な
表
現
が
目
立
つ
。

②

本
当
に
話
し
合
い
が
成
立
し
て
い

て
、
考
え
は
練
ら
れ
て
い
る
の
か
。

端
末
に
入
力
さ
れ
た
内
容
を
読
み
合

う
こ
と
で
交
流
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が

多
い
よ
う
だ
。
し
か
し
、
読
み
合
う
状

態
に
と
ど
ま
り
が
ち
で
、
そ
こ
か
ら
考

え
が
深
ま
っ
た
り
、
新
た
に
生
ま
れ
た

り
し
て
い
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。

③

教
師
の
出
番
は
適
切
で
、
役
割
が

果
た
せ
て
い
る
の
か
。

教
師
が
発
問
し
、
そ
の
返
答
を
児
童

が
端
末
に
入
力
す
る
。
カ
ウ
ン
ト
し
て

い
た
時
間
が
来
れ
ば
、
入
力
を
や
め
、

端
末
を
通
し
て
そ
の
内
容
を
読
み
合

う
。
数
分
後
、
数
名
が
感
想
を
発
表
し

て
、
ふ
り
か
え
り
を
入
力
し
、
授
業
が

終
了
す
る
。
教
師
は
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動

の
開
始
と
終
わ
り
の
指
示
を
出
す
ほ

か
、
各
々
の
学
習
活
動
に
お
い
て
個
々

の
児
童
へ
の
支
援
に
あ
た
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
、
教
師
の
仕
事
の
大
半
に
な
っ

て
い
る
様
子
を
よ
く
見
か
け
た
。

こ
れ
ら
は
、
端
末
の
導
入
を
発
端
に

始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
ア
ナ
ロ
グ

時
代
に
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
は

あ
る
が
、
よ
り
加
速
さ
れ
た
よ
う
に
感

じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
を

苦
手
と
す
る
私
だ
か
ら
感
じ
る
違
和
感

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
・
・
・
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
は
、
こ
れ
か
ら
の
世
の

中
、
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
し
、
も
う
後
戻
り
は
で
き
な
い

と
い
う
気
も
す
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
、
あ
く

ま
で
も
道
具
、
そ
れ
ら
を
使
う
こ
と
が

目
的
で
は
な
い
と
言
い
な
が
ら
も
、
そ

の
道
具
を
真
に
有
効
に
使
い
こ
な
せ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
、

関
連
す
る
事
柄
を
調
べ
た
り
、
書
き
こ

ん
だ
内
容
を
訂
正
し
た
り
す
る
の
に
便

利
で
あ
る
。
で
も
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書

を
用
い
る
こ
と
で
、
負
の
影
響
を
も
た

ら
す
こ
と
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い

る
。
有
効
な
活
用
を
早
急
に
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
と
思
う
。

我
々
が
文
書
を
作
成
す
る
際
、
画
面

上
に
文
章
を
入
力
し
て
、
そ
れ
を
推
敲

す
る
と
き
、
最
終
的
に
一
端
プ
リ
ン
ト

ア
ウ
ト
し
て
、
紙
ベ
ー
ス
で
行
っ
て
い

る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
慣
れ
の
問
題

だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
授
業
で

は
、
や
は
り
、
デ
ジ
タ
ル
と
ア
ナ
ロ
グ

の
そ
れ
ぞ
れ
の
良
さ
を
効
果
的
に
取
り

入
れ
る
こ
と
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る

と
思
う
。

大
事
な
の
は
、
こ
れ
ま
で
国
語
の
授

業
で
大
切
に
し
て
き
た
、
叙
述
に
即
し

て
言
葉
を
吟
味
し
た
り
、
言
葉
の
使
い

方
を
考
え
た
り
す
る
な
ど
、
言
葉
の
学

び
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
な
学
習
を
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
な
が
ら
い
か
に
構
成
し

て
、
教
師
が
授
業
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

先
に
挙
げ
た
違
和
感
③
の
改
善
が
、

最
優
先
課
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
栗
東
市
立
金
勝
小
学
校
）

▼

月
（
五
一

11
二
回
）
の
提
案

は
少
徳
信
さ
ん

（
高
宮
小
）
と
高
木
富
也
さ
ん
（
能
登

川
南
小
）
▼
少
徳
さ
ん
の
研
究
主
題
は

「
問
い
が
育
つ
こ
と
を
大
切
に
し
た
単

元
構
成
」
。
研
究
教
材
「
す
が
た
を
か

え
る
大
豆
」
（
光
村
・

年
）
。
研
究
主

3

題
の
背
景
に
は
説
明
文
を
読
む
こ
と
の

課
題
と
し
て
次
の
こ
と
を
あ
げ
て
い

る
。
文
章
を
読
ん
で
「
わ
か
っ
た
」
と

い
う
言
葉
に
①
書
か
れ
て
い
る
内
容
に

つ
い
て
知
っ
て
い
る
状
態
②
な
ん
と
な

く
最
後
ま
で
教
材
を
「
読
ん
だ
」
と
い

う
状
態
。
さ
ら
に
。
「
読
ん
で
い
て
も

新
し
い
発
見
が
な
い
」
と
い
う
つ
ぶ
や

き
も
あ
る
。
こ
の
実
態
か
ら
実
践
課
題

と
し
て
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
「
問
い
が

重
要
」
で
あ
っ
た
。
提
案
内
容
は
、
問

い
を
深
め
る
単
元
構
成
と
そ
の
実
践
。

▼
高
木
さ
ん
の
研
究
主
題
は
「
『
注
文

の
多
い
料
理
店
』
に
お
け
る
短
編
小
説

家
活
動
」
研
究
教
材
「
注
文
の
多
い
料

理
店
」（
東
書
・

年
）
提
案
内
容
は
、

5

①
学
び
方
指
導
と
身
に
つ
け
る
べ
き
資

質
・
能
力
②
教
材
の
特
質
③
実
践
の
概

要
。
問
題
意
識
と
し
て
「
学
び
方
重
視

で
教
科
の
資
質
・
能
力
が
充
分
達
成
で

き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
か
ら
の
自
由
進
度
な
「
短
編
小
説
家
」

活
動
の
実
践
を
次
の
内
容
で
発
表
し

た
。
先
ずC

a
n
v
a
1

を
活
用
し
た
問
い
つ

く
り
。
続
い
て
、
個
別
最
適
な
学
び
と

協
働
的
な
学
び
を
往
還
す
る
自
由
進
度

な
活
動
。
さ
ら
に
、
身
に
つ
け
る
べ
き

資
質
・
能
力
を
明
確
に
し
た
シ
ー
ト

（
思
考
力
進
度
表
）
。
単
元
計
画
で
は
、

題
名
読
み
・
は
じ
め
の
感
想
・
問
い
作

り
か
ら
問
い
の
解
決
へ
と
進
む
。
自
由

進
度
学
習
で
は
、
単
元
の
指
導
時
間
の

時
間
を
設
け
て
い
る
▼
研
究
協
議
で

3は
、
「
問
い
作
り
」
を
話
題
に
し
た
。

▼
巻
頭
に
は
、
西
脇
悦
司
さ
ん
か
ら

玉
稿
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
深
謝
。

（
吉
永
幸
司
）


