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一
　…
　１
　
　
二
　…
　1

一
　
相
手
の
会
社
の
「
取
り
組
ん
で
い
る
」
と
い
う
行

為
を
、「
お
〜
に
な
る
」
と
い
う
尊
敬
表
現
を
用
い
て

言
っ
て
い
る
、
2
「
お
取
り
組
み
に
な
っ
て
い
る
」
が

適
切
。
1
「
お
取
り
組
み
さ
れ
て
い
る
」
は
、「
お
〜

す
る
」
と
い
う
謙
譲
表
現
に
、尊
敬
の
助
動
詞
「
れ
る
」

を
付
け
て
い
て
不
適
切
。
3
「
お
取
り
組
み
に
な
ら

れ
て
い
る
」
は
、
尊
敬
表
現
「
お
〜
に
な
る
」
に
さ

ら
に
尊
敬
の
助
動
詞
「
れ
る
」
を
重
ね
た
過
剰
敬
語
。

二
　
上
司
が
「
一
読
す
る
」
こ
と
で
自
分
が
恩
恵
を
受

け
る
こ
と
を
、「
ご
〜
い
た
だ
く
」
と
い
う
謙
譲
表
現

を
用
い
て
表
し
、
相
手
の
意
向
を
尋
ね
る
可
能
の
形

で
聞
い
て
い
る
、
2
「
ご
一
読
い
た
だ
け
ま
せ
ん
（
で

し
ょ
う
か
）」
が
適
切
。
1
「
ご
一
読
に
な
れ
ま
せ
ん

（
で
し
ょ
う
か
）」
は
、「
ご
〜
に
な
る
」
と
い
う
尊
敬

表
現
の
可
能
の
形
を
用
い
て
い
る
が
、
自
分
が
恩
恵

を
受
け
る
意
が
表
さ
れ
て
い
な
い
。
3
「
ご
一
読
し

て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
（
で
し
ょ
う
か
）」
は
、「
ご
一

読
し
て
」
が
「
ご
〜
す
る
」
と
い
う
謙
譲
表
現
の
形

な
の
で
不
適
切
。

一
　「
銀
行
」
で
働
く
人
々
を
「
行
員
」
と
い
う
。
同
じ

関
係
に
な
る
の
は
3
「
工
場
　――
　工
員
」
で
、「
工
場
」

で
働
く
人
々
は
「
工
員
」
と
呼
ば
れ
る
。
1
は
、
学
校

な
ど
の
機
関
で
実
際
に
生
徒
や
学
生
の
「
教
育
」
を

行
う
人
々
を
「
教
員
」
と
呼
ぶ
、
と
い
う
関
係
。
2

の
「
職
業
」
は
、
生
活
の
た
め
に
日
常
従
事
す
る
仕

事
の
こ
と
で
、「
職
員
」
は
、
官
公
庁
・
学
校
な
ど
で

職
務
を
行
う
人
々
。
4
の
「
楽
屋
」
は
、
劇
場
な
ど

で
出
演
者
が
準
備
や
休
憩
を
す
る
舞
台
裏
の
部
屋
の

こ
と
。「
楽
員
」
は
、
楽
団
の
構
成
員
の
こ
と
で
、
楽

屋
に
い
る
人
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

二
　「
優
遇
」
は
、相
手
を
手
厚
く
も
て
な
す
こ
と
、ま
た
、

そ
の
扱
い
の
こ
と
で
、「
厚
遇
」と
は
類
義
語
の
関
係
で

あ
る
。同
じ
関
係
に
な
る
の
は
、書
籍
を
編
集
・
印
刷
し

て
世
に
出
す
こ
と
を
い
う
、
1「
刊
行
　――
　出
版
」。2

の「
寄
進
」は
、寺
社
に
金
品
を
差
し
出
す
こ
と
で
、「
贈

呈
」
は
、
人
に
記
念
品
な
ど
の
物
を
贈
る
こ
と
。
3
の

「
伝
統
」
は
、
あ
る
社
会
や
集
団
に
代
々
受
け
継
が
れ

て
い
る
習
慣
や
行
事
な
ど
の
こ
と
で
、「
継
承
」
は
、

伝
統
や
地
位
・
財
産
な
ど
を
受
け
継
ぐ
こ
と
。
4
の「
破

壊
」
と
「
創
造
」
は
対
義
語
の
関
係
。

一
　「
需
要
」
が
適
切
な
表
記
。
商
品
な
ど
を
必
要
な
も

の
だ
と
捉
え
て
、
何
と
か
し
て
手
に
入
れ
よ
う
と
す

る
気
持
ち
を
い
だ
く
こ
と
や
、
そ
の
量
の
こ
と
。「
受

容
」
は
、
何
か
を
受
け
入
れ
て
、
自
分
の
も
の
と
し

て
役
立
て
る
こ
と
。

二
　「
両
雄
」
が
適
切
な
表
記
。「
両
雄
」
は
二
人
の
英

雄
の
こ
と
で
、「
両
雄
並
び
立
た
ず
」
は
、
二
人
の
英

雄
は
共
存
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
必
ず
争
っ
て
ど
ち

ら
か
が
倒
れ
る
と
い
う
こ
と
。「
僚
友
」
は
、
同
じ
職

場
の
友
人
の
こ
と
。

一
　
ア
は
、
1
を
用
い
た
「
擬
人
法
」
で
、
人
間
で
な

い
も
の
に
つ
い
て
、「
空
が
笑
っ
て
い
る
」
な
ど
と
人

間
の
こ
と
の
よ
う
に
述
べ
る
表
現
技
法
の
こ
と
。
イ

も
、
1
を
用
い
た
「
擬
態
」
で
、
動
物
が
身
を
守
る

た
め
に
、
形
や
色
を
他
の
も
の
に
似
せ
る
こ
と
。

二
　
ア
は
、
2
を
用
い
た
「
緊
迫
」
で
、
情
勢
が
緊
張
し
、

今
に
も
問
題
が
起
き
そ
う
な
こ
と
。
イ
は
、
物
事
の

進
行
が
一
段
と
促
進
さ
れ
る
こ
と
で
、「
拍
」
を
用
い

た
「
拍
車
が
か
か
る
」
と
な
り
、
適
切
な
も
の
が
な
い
。

　「
破
天
荒
」
は
、
こ
れ
ま
で
誰
も
し
た
こ
と
の
な
い
、

実
現
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
す

る
様
子
。
こ
れ
ま
で
に
例
の
な
い
事
業
計
画
と
い
う
意

味
で
用
い
て
い
る
3
が
適
切
。
1
は
、「
悪
天
候
」
な
ど

が
当
て
は
ま
る
文
。
2
は
、「
豪
快
」
な
ど
が
当
て
は
ま

る
文
。

一
　「
結
ん
で
く
る
」
の
「
く
る
」
は
カ
行
変
格
活
用

動
詞
で
あ
り
、
可
能
表
現
は
「
こ
ら
れ
る
」
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
1
「
結
ん
で
こ
ら
れ
る
」
が
適
切
。
2

「
結
ん
で
こ
れ
る
」
は
、
ら
抜
き
言
葉
。

二
　「
話
し
合
う
」
は
五
段
活
用
動
詞
で
あ
り
、
使
役
表

現
は
未
然
形
「
話
し
合
わ
」
に
「
せ
る
」
を
付
け
る
。

し
た
が
っ
て
、1「
話
し
合
わ
せ（
て
）」が
適
切
。
2「
話

し
合
わ
さ
せ
（
て
）」
は
、
さ
入
れ
言
葉
。

問
１
●〈
敬
語
〉

問
２
●〈
文
法
〉

　【
　
　
　
】の
よ
う
な
場
面
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の（
　
　
　
）部
分
は
ど
の
よ
う
な
言
い
方
を
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
最
も
適
切
な

も
の
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
き
、（
　
　
　
）部
分
は
ど
ち
ら
の
言
い
方
が
適
切
で
し
ょ
う
か
。
適
切
な
ほ
う
を
選
ん
で
、
番
号

で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

一
　【
　就
職
試
験
の
面
接
で
、
志
望
動
機
に
つ
い
て
話
す
　】

　
　

廃
材
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
（　
　
　
　
　

）
御
社
の
事
業
に
魅
力
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　[

1　
お
取
り
組
み
さ
れ
て
い
る　
　
2　
お
取
り
組
み
に
な
っ
て
い
る　
　
3　
お
取
り
組
み
に
な
ら
れ
て
い
る　]

二
　【
　上
司
に
企
画
書
を
提
出
す
る
　】

　
　

課
長
、
私
の
企
画
書
を
（　
　
　
　
　

）
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　[

1　
ご
一
読
に
な
れ
ま
せ
ん　
　
2　
ご
一
読
い
た
だ
け
ま
せ
ん　
　
3　
ご
一
読
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん　]

一　
来
週
の
出
張
で
、
先
方
と
契
約
を
（　
1　
結
ん
で
こ
ら
れ
る　
　
2　
結
ん
で
こ
れ
る　
）
よ
う
努
力
し
ま
す
。

二　
こ
の
件
に
関
し
て
は
、私
と
営
業
部
の
担
当
者
で
（　
1　
話
し
合
わ
せ　
　
2　
話
し
合
わ
さ
せ　
）
て
く
だ
さ
い
。



問
３
●〈
語
彙
〉

問
５
●〈
表
記
〉

問
４
●〈
言
葉
の
意
味
〉

問
６
●〈
漢
字
〉

　
一
、二
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、【
　
　
　
】に
記
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
言
葉
の
関
係
と
同
じ
関
係
に
な
る
組
み
合
わ
せ
を
一つ
選
ん
で
、

番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。
ど
ち
ら
の
言
葉
が
前
で
、
ど
ち
ら
の
言
葉
が
後
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
一
、二
の
文
に
は
、
パ
ソ
コ
ン
で
入
力
し
た
と
き
の
変
換
ミ
ス
が
一
つ
ず
つ
あ
り
ま
す
。
誤
っ
て
い
る
表
記
を
含
む
言
葉
の
正
し

い
書
き
方
を
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
見
出
し
に
掲
げ
た
言
葉
を
最
も
適
切
に
使
っ
て
い
る
の
は
ど
の
文
で
し
ょ
う
か
。
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
一
、二
の
ア
・
イ
に
つ
い
て
、（
　
　
　
）に
入
る
漢
字
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の【
　
　
　
】か
ら
選
ん
で
、
番
号
で

答
え
て
く
だ
さ
い
。
適
切
な
も
の
が
な
い
と
き
は
、
3
　を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
同
じ
番
号
を
二
回
使
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

一
　【
　銀
行　
││
行
員
　】

　
　
　
　[

1　
教
育　
││
教
員　
　
2　
職
業　
││
職
員　
　
3　
工
場　
││
工
員　
　
4　
楽
屋　
││
楽
員　]

二
　【
　優
遇　
││
厚
遇
　】

　
　
　
　[
1　
刊
行　
││
出
版　
　
2　
寄
進　
││
贈
呈　
　
3　
伝
統　
││
継
承　
　
4　
破
壊　
││
創
造　]

一
　【
　１
　擬
　
　
2
　犠
　
　
3
　（
適
切
な
も
の
が
な
い
）　】

　
　
　
　
ア　

自
然
界
の
物
事
を
（　
　

）
人
法
で
表
現
す
る
の
は
、
こ
の
作
家
が
得
意
と
す
る
手
法
だ
。

　
　
　
　
イ　

昆
虫
に
は
、（　
　

）
態
に
よ
っ
て
身
を
守
る
行
動
が
多
く
見
ら
れ
る
。

二
　【
　１
　伯
　
　
2
　迫
　
　
3
　（
適
切
な
も
の
が
な
い
）　】

　
　
　
　
ア　

株
主
総
会
を
目
前
に
控
え
、
社
内
に
は
緊
（　
　

）
し
た
空
気
が
漂
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
イ　

鉄
道
の
廃
線
に
よ
り
、
こ
の
地
域
の
過
疎
化
に
（　
　

）
車
が
か
か
っ
た
。

　
　【
　破
天
荒
　】

　
　
　
　
1　

破
天
荒
の
な
か
、
予
定
ど
お
り
マ
ラ
ソ
ン
大
会
が
実
施
さ
れ
た
。

　
　
　
　
2　

父
の
破
天
荒
な
笑
い
声
が
、
家
中
に
響
い
て
い
る
。

　
　
　
　
3　

急
成
長
し
て
い
る
ネ
ッ
ト
企
業
の
社
長
が
、
記
者
会
見
で
破
天
荒
な
事
業
計
画
を
発
表
し
た
。

一　
扇
風
機
の
受
容
が
急
増
し
、
店
頭
で
は
品
薄
状
態
に
な
っ
て
い
る
。

二　
僚
友
並
び
立
た
ず
で
、
中
心
だ
っ
た
二
人
の
対
立
が
深
刻
化
し
、
チ
ー
ム
は
解
散
に
至
っ
た
。



問
３
●〈
語
彙
〉

問
５
●〈
表
記
〉

問
４
●〈
言
葉
の
意
味
〉

問
６
●〈
漢
字
〉

　
一
、二
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、【
　
　
　
】に
記
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
言
葉
の
関
係
と
同
じ
関
係
に
な
る
組
み
合
わ
せ
を
一つ
選
ん
で
、

番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。
ど
ち
ら
の
言
葉
が
前
で
、
ど
ち
ら
の
言
葉
が
後
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
一
、二
の
文
に
は
、
パ
ソ
コ
ン
で
入
力
し
た
と
き
の
変
換
ミ
ス
が
一
つ
ず
つ
あ
り
ま
す
。
誤
っ
て
い
る
表
記
を
含
む
言
葉
の
正
し

い
書
き
方
を
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
見
出
し
に
掲
げ
た
言
葉
を
最
も
適
切
に
使
っ
て
い
る
の
は
ど
の
文
で
し
ょ
う
か
。
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
一
、二
の
ア
・
イ
に
つ
い
て
、（
　
　
　
）に
入
る
漢
字
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の【
　
　
　
】か
ら
選
ん
で
、
番
号
で

答
え
て
く
だ
さ
い
。
適
切
な
も
の
が
な
い
と
き
は
、
3
　を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
同
じ
番
号
を
二
回
使
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

一
　【
　銀
行　
││
行
員
　】

　
　
　
　[

1　
教
育　
││
教
員　
　
2　
職
業　
││
職
員　
　
3　
工
場　
││
工
員　
　
4　
楽
屋　
││
楽
員　]

二
　【
　優
遇　
││
厚
遇
　】

　
　
　
　[

1　
刊
行　
││
出
版　
　
2　
寄
進　
││
贈
呈　
　
3　
伝
統　
││
継
承　
　
4　
破
壊　
││
創
造　]

一
　【
　１
　擬
　
　
2
　犠
　
　
3
　（
適
切
な
も
の
が
な
い
）　】

　
　
　
　
ア　

自
然
界
の
物
事
を
（　
　

）
人
法
で
表
現
す
る
の
は
、
こ
の
作
家
が
得
意
と
す
る
手
法
だ
。

　
　
　
　
イ　

昆
虫
に
は
、（　
　

）
態
に
よ
っ
て
身
を
守
る
行
動
が
多
く
見
ら
れ
る
。

二
　【
　１
　伯
　
　
2
　迫
　
　
3
　（
適
切
な
も
の
が
な
い
）　】

　
　
　
　
ア　

株
主
総
会
を
目
前
に
控
え
、
社
内
に
は
緊
（　
　

）
し
た
空
気
が
漂
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
イ　

鉄
道
の
廃
線
に
よ
り
、
こ
の
地
域
の
過
疎
化
に
（　
　

）
車
が
か
か
っ
た
。

　
　【
　破
天
荒
　】

　
　
　
　
1　

破
天
荒
の
な
か
、
予
定
ど
お
り
マ
ラ
ソ
ン
大
会
が
実
施
さ
れ
た
。

　
　
　
　
2　

父
の
破
天
荒
な
笑
い
声
が
、
家
中
に
響
い
て
い
る
。

　
　
　
　
3　

急
成
長
し
て
い
る
ネ
ッ
ト
企
業
の
社
長
が
、
記
者
会
見
で
破
天
荒
な
事
業
計
画
を
発
表
し
た
。

一　
扇
風
機
の
受
容
が
急
増
し
、
店
頭
で
は
品
薄
状
態
に
な
っ
て
い
る
。

二　
僚
友
並
び
立
た
ず
で
、
中
心
だ
っ
た
二
人
の
対
立
が
深
刻
化
し
、
チ
ー
ム
は
解
散
に
至
っ
た
。
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一
　…
　１
　
　
二
　…
　1

一
　
相
手
の
会
社
の
「
取
り
組
ん
で
い
る
」
と
い
う
行

為
を
、「
お
〜
に
な
る
」
と
い
う
尊
敬
表
現
を
用
い
て

言
っ
て
い
る
、
2
「
お
取
り
組
み
に
な
っ
て
い
る
」
が

適
切
。
1
「
お
取
り
組
み
さ
れ
て
い
る
」
は
、「
お
〜

す
る
」
と
い
う
謙
譲
表
現
に
、尊
敬
の
助
動
詞
「
れ
る
」

を
付
け
て
い
て
不
適
切
。
3
「
お
取
り
組
み
に
な
ら

れ
て
い
る
」
は
、
尊
敬
表
現
「
お
〜
に
な
る
」
に
さ

ら
に
尊
敬
の
助
動
詞
「
れ
る
」
を
重
ね
た
過
剰
敬
語
。

二
　
上
司
が
「
一
読
す
る
」
こ
と
で
自
分
が
恩
恵
を
受

け
る
こ
と
を
、「
ご
〜
い
た
だ
く
」
と
い
う
謙
譲
表
現

を
用
い
て
表
し
、
相
手
の
意
向
を
尋
ね
る
可
能
の
形

で
聞
い
て
い
る
、
2
「
ご
一
読
い
た
だ
け
ま
せ
ん
（
で

し
ょ
う
か
）」
が
適
切
。
1
「
ご
一
読
に
な
れ
ま
せ
ん

（
で
し
ょ
う
か
）」
は
、「
ご
〜
に
な
る
」
と
い
う
尊
敬

表
現
の
可
能
の
形
を
用
い
て
い
る
が
、
自
分
が
恩
恵

を
受
け
る
意
が
表
さ
れ
て
い
な
い
。
3
「
ご
一
読
し

て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
（
で
し
ょ
う
か
）」
は
、「
ご
一

読
し
て
」
が
「
ご
〜
す
る
」
と
い
う
謙
譲
表
現
の
形

な
の
で
不
適
切
。

一
　「
銀
行
」
で
働
く
人
々
を
「
行
員
」
と
い
う
。
同
じ

関
係
に
な
る
の
は
3
「
工
場
　――
　工
員
」
で
、「
工
場
」

で
働
く
人
々
は
「
工
員
」
と
呼
ば
れ
る
。
1
は
、
学
校

な
ど
の
機
関
で
実
際
に
生
徒
や
学
生
の
「
教
育
」
を

行
う
人
々
を
「
教
員
」
と
呼
ぶ
、
と
い
う
関
係
。
2

の
「
職
業
」
は
、
生
活
の
た
め
に
日
常
従
事
す
る
仕

事
の
こ
と
で
、「
職
員
」
は
、
官
公
庁
・
学
校
な
ど
で

職
務
を
行
う
人
々
。
4
の
「
楽
屋
」
は
、
劇
場
な
ど

で
出
演
者
が
準
備
や
休
憩
を
す
る
舞
台
裏
の
部
屋
の

こ
と
。「
楽
員
」
は
、
楽
団
の
構
成
員
の
こ
と
で
、
楽

屋
に
い
る
人
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

二
　「
優
遇
」
は
、相
手
を
手
厚
く
も
て
な
す
こ
と
、ま
た
、

そ
の
扱
い
の
こ
と
で
、「
厚
遇
」と
は
類
義
語
の
関
係
で

あ
る
。同
じ
関
係
に
な
る
の
は
、書
籍
を
編
集
・
印
刷
し

て
世
に
出
す
こ
と
を
い
う
、
1「
刊
行
　――
　出
版
」。2

の「
寄
進
」は
、寺
社
に
金
品
を
差
し
出
す
こ
と
で
、「
贈

呈
」
は
、
人
に
記
念
品
な
ど
の
物
を
贈
る
こ
と
。
3
の

「
伝
統
」
は
、
あ
る
社
会
や
集
団
に
代
々
受
け
継
が
れ

て
い
る
習
慣
や
行
事
な
ど
の
こ
と
で
、「
継
承
」
は
、

伝
統
や
地
位
・
財
産
な
ど
を
受
け
継
ぐ
こ
と
。
4
の「
破

壊
」
と
「
創
造
」
は
対
義
語
の
関
係
。

一
　「
需
要
」
が
適
切
な
表
記
。
商
品
な
ど
を
必
要
な
も

の
だ
と
捉
え
て
、
何
と
か
し
て
手
に
入
れ
よ
う
と
す

る
気
持
ち
を
い
だ
く
こ
と
や
、
そ
の
量
の
こ
と
。「
受

容
」
は
、
何
か
を
受
け
入
れ
て
、
自
分
の
も
の
と
し

て
役
立
て
る
こ
と
。

二
　「
両
雄
」
が
適
切
な
表
記
。「
両
雄
」
は
二
人
の
英

雄
の
こ
と
で
、「
両
雄
並
び
立
た
ず
」
は
、
二
人
の
英

雄
は
共
存
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
必
ず
争
っ
て
ど
ち

ら
か
が
倒
れ
る
と
い
う
こ
と
。「
僚
友
」
は
、
同
じ
職

場
の
友
人
の
こ
と
。

一
　
ア
は
、
1
を
用
い
た
「
擬
人
法
」
で
、
人
間
で
な

い
も
の
に
つ
い
て
、「
空
が
笑
っ
て
い
る
」
な
ど
と
人

間
の
こ
と
の
よ
う
に
述
べ
る
表
現
技
法
の
こ
と
。
イ

も
、
1
を
用
い
た
「
擬
態
」
で
、
動
物
が
身
を
守
る

た
め
に
、
形
や
色
を
他
の
も
の
に
似
せ
る
こ
と
。

二
　
ア
は
、
2
を
用
い
た
「
緊
迫
」
で
、
情
勢
が
緊
張
し
、

今
に
も
問
題
が
起
き
そ
う
な
こ
と
。
イ
は
、
物
事
の

進
行
が
一
段
と
促
進
さ
れ
る
こ
と
で
、「
拍
」
を
用
い

た
「
拍
車
が
か
か
る
」
と
な
り
、
適
切
な
も
の
が
な
い
。

　「
破
天
荒
」
は
、
こ
れ
ま
で
誰
も
し
た
こ
と
の
な
い
、

実
現
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
す

る
様
子
。
こ
れ
ま
で
に
例
の
な
い
事
業
計
画
と
い
う
意

味
で
用
い
て
い
る
3
が
適
切
。
1
は
、「
悪
天
候
」
な
ど

が
当
て
は
ま
る
文
。
2
は
、「
豪
快
」
な
ど
が
当
て
は
ま

る
文
。

一
　「
結
ん
で
く
る
」
の
「
く
る
」
は
カ
行
変
格
活
用

動
詞
で
あ
り
、
可
能
表
現
は
「
こ
ら
れ
る
」
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
1
「
結
ん
で
こ
ら
れ
る
」
が
適
切
。
2

「
結
ん
で
こ
れ
る
」
は
、
ら
抜
き
言
葉
。

二
　「
話
し
合
う
」
は
五
段
活
用
動
詞
で
あ
り
、
使
役
表

現
は
未
然
形
「
話
し
合
わ
」
に
「
せ
る
」
を
付
け
る
。

し
た
が
っ
て
、1「
話
し
合
わ
せ（
て
）」が
適
切
。
2「
話

し
合
わ
さ
せ
（
て
）」
は
、
さ
入
れ
言
葉
。

問
１
●〈
敬
語
〉

問
２
●〈
文
法
〉

　【
　
　
　
】の
よ
う
な
場
面
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の（
　
　
　
）部
分
は
ど
の
よ
う
な
言
い
方
を
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
最
も
適
切
な

も
の
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
き
、（
　
　
　
）部
分
は
ど
ち
ら
の
言
い
方
が
適
切
で
し
ょ
う
か
。
適
切
な
ほ
う
を
選
ん
で
、
番
号

で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

一
　【
　就
職
試
験
の
面
接
で
、
志
望
動
機
に
つ
い
て
話
す
　】

　
　

廃
材
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
（　
　
　
　
　

）
御
社
の
事
業
に
魅
力
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　[

1　
お
取
り
組
み
さ
れ
て
い
る　
　
2　
お
取
り
組
み
に
な
っ
て
い
る　
　
3　
お
取
り
組
み
に
な
ら
れ
て
い
る　]

二
　【
　上
司
に
企
画
書
を
提
出
す
る
　】

　
　

課
長
、
私
の
企
画
書
を
（　
　
　
　
　

）
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　[

1　
ご
一
読
に
な
れ
ま
せ
ん　
　
2　
ご
一
読
い
た
だ
け
ま
せ
ん　
　
3　
ご
一
読
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん　]

一　
来
週
の
出
張
で
、
先
方
と
契
約
を
（　
1　
結
ん
で
こ
ら
れ
る　
　
2　
結
ん
で
こ
れ
る　
）
よ
う
努
力
し
ま
す
。

二　
こ
の
件
に
関
し
て
は
、私
と
営
業
部
の
担
当
者
で
（　
1　
話
し
合
わ
せ　
　
2　
話
し
合
わ
さ
せ　
）
て
く
だ
さ
い
。


