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ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
標
語
は
、「
本
当
の

自
分
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
に

し
て
い
る
。
一
体
、「
本
当
の
自
分
と
は
、

果
た
し
て
自
分
に
わ
か
る
の
だ
ろ
う
か
」

と
養
老
氏
は
言
う
の
だ
。「
仕
事
と
い
う

の
は
、
世
の
中
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か

ら
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
自
分
に
合
っ

て
い
る
か
ど
う
か
と
は
関
係
な
い
」

い
き
な
り
、「
常
識
の
壁
」
を
ひ
き
は
が

す
よ
う
な
問
い
か
け
で
あ
る
。

　

ク
レ
セ
ン
ト
ホ
ー
ル
は
２
０
０
０
人
を

越
え
る
聴
衆
で
ほ
ぼ
満
席
。
マ
イ
ク
を
手

に
、
右
左
歩
き
な
が
ら
の
講
義
ス
タ
イ
ル

で
話
が
進
ん
だ
。

　

◆
「
個
性
を
伸
ば
す
」
と
い
う
ナ
ン
セ

ン
ス　
　

養
老
氏
は
学
生
に
こ
の
よ
う
な

こ
と
を
言
う
。「
誰
も
お
前
と
隣
の
人
を

間
違
え
な
い
ぞ
」。
人
の
体
や
遺
伝
子
は

み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
る
。
そ
れ
が

「
個
性
」
な
の
だ
。
個
性
と
は
、
体
の
中

に
あ
る
も
の
だ
、
と
い
え
る
。
体
は
生
ま

れ
た
と
き
か
ら
あ
る
。「
個
性
を
伸
ば
す
」

と
い
う
け
れ
ど
、
は
じ
め
か
ら
あ
る
も
の

を
ど
う
や
っ
て
伸
ば
す
と
い
う
の
か
。

　

個
性
は
、
脳
、
感
情
、
心
に
あ
る
と

い
う
考
え
は
ウ
ソ
だ
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に

あ
っ
て
は
困
る
。
算
数
の
答
え
に
個
性
は

な
い
。
み
ん
な
同
じ
答
え
に
な
ら
な
け
れ

ば
困
る
。
感
情
は
共
感
以
外
は
意
味
が
な

い
。
他
人
の
気
持
ち
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば

困
る
の
だ
。

　

心
は
人
間
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
心
に
個
性
が
な
い
の
は
、
当
た

り
前
の
こ
と
だ
。
心
は
通
じ
合
わ
せ
る
も

の
で
あ
り
、
お
互
い
で
理
解
し
あ
お
う
と

す
る
も
の
な
の
だ
。
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。

戦
争
中
、
日
本
国
民
は
「
欲
し
が
り
ま
せ

ん
、
勝
つ
ま
で
は
」
の
精
神
で
心
を
ひ
と

つ
に
し
て
い
た
。

　

精
神
病
院
に
自
分
の
便
で
名
前
を
書

く
患
者
が
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
患
者
の

こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
が
、
で
き
な

か
っ
た
。
で
も
、
で
き
な
く
て
い
い
の
だ
。

も
し
理
解
で
き
て
い
た
ら
、
自
分
も
精
神

病
院
送
り
で
あ
る
。
脳
や
心
に
個
性
が
あ

る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
患
者
の
行
動

は
個
性
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
は
お
か
し
い
。

　

◆
美
人
は
普
通
顔　
　

「
美
人
を
き
め

る
の
は
自
分
の
感
性
だ
が
」
と
、
こ
れ
は

痛
快
な
話
。
１
０
０
人
の
人
の
顔
を
ど
ん

ど
ん
重
ね
て
い
く
と
美
人
に
な
っ
た
、
そ

う
で
あ
る
。

　

１
０
０
人
も
の
顔
を
重
ね
て
い
く
と
そ

の
顔
は
平
均
的
な
顔
に
近
づ
き
、
私
た
ち

の
感
性
は
、
平
均
値
に
近
く
な
る
ほ
ど
反

応
す
る
。
つ
ま
り
美
人
と
は
、
世
に
も
ま

れ
な
顔
で
は
な
く
、「
普
通
の
顔
」。
生
物

が
、
世
に
も
ま
れ
な
も
の
で
は
な
く
普
通

な
も
の
に
反
応
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
の

は
、
実
に
合
理
的
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
世
の
中
に
は
普
通
な
も
の
の
方
が

多
い
か
ら
だ
。

　

◆
知
識
よ
り
「
方
法
」
学
べ　
　

学
生

た
ち
は
自
分
探
し
の
旅
に
出
る
。
そ
れ
は

「
本
当
の
私
と
は
何
だ
？
」
と
考
え
る
か

ら
だ
。
大
学
で
身
に
つ
け
る
べ
き
も
の
は

知
識
よ
り
も
む
し
ろ
「
方
法
」
で
あ
る
、

と
養
老
氏
は
力
説
す
る
。

　

解
剖
学
教
室
で
は
学
生
た
ち
に
直
に
解

剖
を
や
ら
せ
る
。
そ
れ
は
体
の
中
が
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
知
識
を
身
に
つ

け
さ
せ
る
た
め
で
は
な
い
、と
言
う
。「
学

生
は
そ
こ
か
ら
自
分
自
身
で
何
か
を
つ
か

み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
を
つ
か

み
と
る
か
は
学
生
次
第
だ
」
と
。

　

物
質
と
し
て
最
も
安
定
し
て
い
る
も
の

は
何
か
？　

不
意
打
ち
の
よ
う
に
語
り
か

け
て
、「
そ
れ
は
死
体
で
あ
る
」
と
解
剖

学
者
は
言
う
の
で
あ
る
。

　

生
き
て
い
る
人
の
中
で
、
去
年
と
同
じ

髪
の
毛
、
皮
膚
、
細
胞
を
持
っ
て
い
る
人

は
い
な
い
。
人
間
の
体
は
１
年
た
つ
と
９

割
以
上
変
わ
っ
て
し
ま
う
、
の
だ
そ
う
だ
。

　

◆
た
と
え
ば
、『
方
丈
記
』　　

〈
ゆ
く

河
の
な
が
れ
は
絶
え
ず
し
て
し
か
も
も
と

の
水
に
あ
ら
ず
。
澱
み
に
浮
か
ぶ
う
た
か

た
は
か
つ
消
え
か
つ
結
び
て
ひ
さ
し
く
留

ま
り
た
る
た
め
し
な
し
〉

　

鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
の
冒
頭
で
あ
る
。

【学生記者】 猪瀬智巳（商学部２年）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
事
務
所
に
こ
ん
な
垂
れ
幕
が
か
か
っ
て
い
た
。

《
自
分
に
合
っ
た
仕
事
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
》

ふ
と
目
に
と
め
て
、養
老
孟
司
先
生
は
、

「
役
所
ま
で
ア
タ
マ
が
お
か
し
く
な
っ
た
の
か
」と
暗
澹
と
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー『
バ
カ
の
壁
』で
著
名
な
解
剖
学
の
東
大
名
誉
教
授
。

１０
月
８
日
、多
摩
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
か
れ
た
講
演
を
誌
上
再
現
し
よ
う
。

よ
う

ろ
う

た
け

し

『
バ
カ
の
壁
』
養
老
孟
司
氏
が
講
演

「
本
当
の
私
」な
ん
て
あ
る
の
か
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河
は
安
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し

か
し
絶
え
ず
変
わ
っ
て
い
る
。
私
た
ち
も

同
じ
な
の
だ
。
今
の
若
い
人
た
ち
が
、
自

分
た
ち
を
河
だ
と
思
っ
て
い
な
い
の
は
お

か
し
い
。

　

「
で
も
し
か
」
先
生
の
登
場
で
教
師
の

価
値
が
下
が
っ
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
教
育

の
意
味
が
不
明
に
な
っ
た
。「
本
当
の
私
」

に
こ
そ
価
値
が
あ
る
と
考
え
、「
本
当
の

私
」
は
変
わ
ら
な
い
、
と
教
え
る
。
変

わ
る
の
で
は
な
く
、「
付
く
」
と
考
え
る
。

本
当
の
自
分
の
ま
わ
り
に
付
録
の
よ
う
に

い
ろ
ん
な
も
の
を
付
け
る
の
が
、
教
育
だ

と
。
で
も
人
が
変
わ
ら
な
い
の
な
ら
、
教

育
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
。
大
学
に
来

て
、
自
分
は
変
わ
る
、
と
思
っ
て
い
る
学

生
は
ど
れ
く
ら
い
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

本
当
の
自
分
が
存
在
す
る
な
ら
、
お
そ

ら
く
そ
れ
は
ど
ん
な
職
業
を
選
ん
だ
っ
て

変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

実
際
人
は
変
わ
る
。

　

「
だ
か
ら
」
と
養
老
氏
は
言
う
。「
結

局
は
本
当
の
自
分
な
ん
て
い
な
い
と
言
え

る
の
で
は
な
い
か
」

　

◆
西
洋
的
な
「
自
己
」　　

本
当
の
自

分
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
は
西
洋
か
ら

来
た
も
の
で
あ
る
、
と
話
が

進
む
。

　

キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教

に
は
旧
約
聖
書
が
あ
る
。
そ

こ
に
、
人
間
が
裁
き
を
受
け

る
「
最
後
の
審
判
」
の
話
が

あ
る
。
仮
に
、
自
分
は
ア
ル

ツ
ハ
イ
マ
ー
に
な
っ
て
死
ん

だ
と
し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、

神
様
の
前
に
出
て
最
後
の
審

判
を
受
け
る
の
は
、
ア
ル
ツ

ハ
イ
マ
ー
の
自
分
な
の
か
、

そ
れ
と
も
、
そ
れ
に
な
る
前

の
元
気
な
自
分
な
の
か
判
断

で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
統
一

さ
れ
た
自
分
と
い
う
の
が
必
要
に
な
っ
て

き
た
。
こ
れ
が
、
本
当
の
自
分
は
変
わ
ら

な
い
、
と
い
う
考
え
方
の
も
と
に
な
っ
て

い
る
。

　

あ
る
と
き
、
小
説
を
書
い
て
い
る
人
が

「
解
剖
を
見
た
い
」
と
言
っ
て
き
た
。
し

か
し
同
時
に
迷
っ
て
も
い
た
。
見
た
い
の

だ
が
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
で
感
性
が
変
わ

り
、
い
ま
書
い
て
い
る
小
説
に
影
響
が
出

て
き
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
う
、

「
人
は
コ
ロ
コ
ロ
変
わ
っ
て
し
ま
う
」
も

の
な
の
だ
。

　

人
が
変
わ
る
き
っ
か
け
に
は
「
知
る
」

と
い
う
行
為
が
あ
る
。
知
る
と
い
う
こ
と

は
ガ
ン
の
告
知
に
似
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

自
分
が
ガ
ン
で
、
あ
と
半
年
の
命
だ
と
告

げ
ら
れ
た
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
昨
日
ま

で
見
て
い
た
桜
が
違
っ
て
見
え
る
。
昨
日

ま
で
は
ど
ん
な
風
に
見
て
い
た
の
か
、
思

い
だ
せ
な
い
。
こ
の
と
き
自
分
は
、
残
り

の
命
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
変

わ
っ
た
の
だ
。
一
度
変
わ
っ
た
ら
、
も
と

の
自
分
に
は
戻
れ
な
い
。

　

本
当
の
自
分
が
あ
る
、
と
考
え
た
い
の

は
、
今
の
自
分
を
殺
し
た
く
な
い
か
ら
で

あ
る
。
新
し
い
自
分
は
以
前
の
自
分
が
死

ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
。
で
も
、

以
前
の
自
分
か
ら
し
て
み
れ
ば
死
に
た
く

な
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
。
本
当
の
自
分

が
あ
る
と
死
ぬ
の
が
怖
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
に
こ
ん
な
質

問
を
さ
れ
た
そ
う
だ
。「
死
ぬ
の
を
ど
う

思
い
ま
す
か
？
」「
私
が
死
ぬ
ん
じ
ゃ
な
い
。

ど
っ
か
の
ジ
ジ
イ
が
死
ぬ
ん
だ
」。
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー
は
不
思
議
そ
う
な
顔
を
し
て
い

た
。

 

こ
ん
な
話
を
披
露
し
な
が
ら
、
養
老
氏

は
ニ
コ
ニ
コ
笑
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

　

◆
「
変
わ
る
私
」
ゆ
え
に　
　

自
分
が

ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
っ
て
も
、
ひ
と
つ

の
こ
と
を
や
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
る
。

む
し
ろ
変
わ
っ
て
い
く
か
ら
、
ひ
と
つ
の

こ
と
を
や
り
続
け
ら
れ
る
の
だ
。

　

閑
話
休
題―

―

。
イ
ソ
ッ
プ
物
語
、
ア

リ
と
キ
リ
ギ
リ
ス
の
今
の
若
者
版
。

　

ア
リ
は
夏
の
間
せ
っ
せ
と
働
い
て
、
寒

い
冬
に
備
え
る
た
め
に
食
べ
物
を
た
く
わ

え
て
い
た
。
一
方
で
、
キ
リ
ギ
リ
ス
は
毎

日
遊
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
冬
が
や
っ
て

き
た
。
夏
の
間
一
生
懸
命
働
い
て
い
た
ア

リ
は
過
労
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
遊
ん
で

い
た
キ
リ
ギ
リ
ス
は
ア
リ
の
た
く
わ
え
た

食
べ
物
を
食
べ
て
生
き
延
び
た
の
だ
っ
た
。

　

│
│
と
き
に
ケ
ム
に
巻
く
よ
う
な
、
し

た
た
か
「
脳
」
を
刺
激
す
る
お
話
。
も
の

の
見
方
、
考
え
方
特
講
の
趣
が
あ
っ
た
。


