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た
私
は
、
本
そ
の
も
の
へ
の
物
理
的
な
興
味
が
高
じ

て
デ
ザ
イ
ン
を
志
し
、
美
術
大
学
に
進
学
し
ま
し
た
。

い
ざ
就
職
し
、
書
籍
や
雑
誌
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と

を
仕
事
に
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
読
者
目
線
で
し

か
見
て
い
な
か
っ
た
「
本
」
と
い
う
存
在
の
、
そ
の

背
景
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
誰
が
、
何

を
、
ど
ん
な
人
に
伝
え
る
た
め
に
そ
の
本
が
作
ら
れ

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
文
章
は
ど
の
よ
う
な

印
象
で
読
者
に
伝
わ
る
べ
き
な
の
か
。
個
人
の
感
性

の
問
題
の
よ
う
に
も
思
え
て
い
た
「
デ
ザ
イ
ン
」
に

は
、
実
際
の
と
こ
ろ
押
さ
え
る
べ
き
論
理
や
根
拠
が

多
数
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。 

　

文
字
の
大
き
さ
を
変
え
る
だ
け
で
、
大
声
に
も
小

声
に
も
聞
こ
え
る
。
ど
の
写
真
を
選
び
、
ど
の
よ
う

に
配
置
す
る
か
で
、
ペ
ー
ジ
の
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
ガ
ラ
リ
と
変
わ
る
。
色
や
書
体
を
丁
寧
に
選
ぶ

こ
と
で
、
紙
面
全
体
の
空
気
感
も
変
わ
る
―
―
。 

　

そ
れ
は
、
い
わ
ば
「
非
言
語
の
読
解
力
」。
対
象

が
文
章
だ
け
で
な
く
、
図
表
・
写
真
・
絵
な
ど
に
広

が
っ
た
と
い
う
差
は
あ
れ
ど
、
読
み
書
き
を
す
る
と

い
う
意
味
で
は
全
く
同
じ
な
の
だ
と
理
解
す
る
に
至

り
ま
し
た
。
い
い
も
の
の
よ
さ
を
感
じ
と
る
力
、
そ

れ
を
自
分
の
手
で
作
り
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く

経
験
。
こ
れ
ま
で
よ
り
も
深
い
理
解
力
と
、
広
い
表

現
力
を
身
に
つ
け
て
い
け
る
実
感
。 

　

通
っ
て
い
た
学
校
の
図
書
室
は
、
決
し
て
広
く
は

な
い
そ
の
ス
ペ
ー
ス
に
天
井
ま
で
ぎ
っ
し
り
と
本
棚

が
詰
ま
っ
て
い
て
、
迷
路
の
よ
う
な
空
間
だ
っ
た
。

図
書
室
に
入
る
引
き
戸
の
少
し
ガ
タ
つ
い
た
手
応
え
、

木
の
机
の
し
っ
と
り
し
た
質
感
、
廊
下
で
会
話
す
る

人
の
声
が
天
窓
の
あ
た
り
か
ら
入
り
込
み
、
部
屋
の

中
で
響
い
て
い
た
こ
と
。

　

読
書
に
つ
い
て
思
い
返
し
た
と
き
、
そ
の
周
辺
の

状
況
も
同
時
に
浮
か
び
あ
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
環
境
だ
け
で
な
く
、
本
そ
の
も
の
の
デ
ザ
イ

ン
に
つ
い
て
も
同
じ
。
本
の
サ
イ
ズ
や
厚
み
、
製
本

の
方
法
、
表
紙
の
絵
、
本
文
の
組
み
方
、
紙
の
質
感

や
手
ざ
わ
り
。
人
間
は
五
感
を
す
べ
て
使
っ
て
、
一

冊
の
本
か
ら
情
報
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
書
か
れ
て

い
る
文
章
以
外
の
要
素
か
ら
も
、
ず
い
ぶ
ん
多
く
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
っ
て
い
た
の
だ
と
本
当
に
理

解
で
き
た
の
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
働
く
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
し
た
。 

　

幼
い
こ
ろ
は
「
本
の
虫
」
の
よ
う
な
子
ど
も
だ
っ

筒
井
美
希

豊
か
な
読
解
力
を
育
む

非
言
語
の
チ
カ
ラ

「誰に・何を・なぜ・どうやって」伝えたいのをはっきりさせることが大切。
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こ
の
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
行
為
の
お
も
し
ろ
さ
を
よ

り
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
ん
な
気
持

ち
か
ら
生
ま
れ
た
『
な
る
ほ
ど
デ
ザ
イ
ン
』
は
、
新

人
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
デ
ザ
イ
ン
を
志
す
学
生
だ
け
で
な

く
、
デ
ザ
イ
ン
に
対
し
て
興
味
が
あ
る
人
に
、
お
も

し
ろ
く
読
ん
で
・
見
て
も
ら
え
る
よ
う
に
と
、
ビ

ジ
ュ
ア
ル
中
心
に
構
成
さ
れ
た
本
に
な
り
ま
し
た
。

現
在
も
こ
の
本
が
版
を
重
ね
て
い
る
理
由
の
一
つ
に
、

デ
ザ
イ
ナ
ー
で
は
な
い
人
々
か
ら
の
反
響
が
非
常
に

大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

日
々
の
仕
事
で
「
ど
う
し
た
ら
よ
り
よ
く
伝
わ
る

か
」「
意
図
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
か
」
に
つ
い
て

悩
み
、
試
行
錯
誤
し
て
い
る
人
の
、
な
ん
と
多
い
こ

と
か
。
企
業
で
の
研
修
や
講
演
を
す
る
機
会
も
増
え
、

「
非
言
語
の
読
解
力
」
は
、
も
は
や
特
別
な
ス
キ
ル

で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
に
幅
広
く
活
用
で
き
る
可

能
性
の
あ
る
チ
カ
ラ
な
の
だ
と
、
改
め
て
実
感
し
て

い
ま
す
。 

　

今
現
在
、
学
校
で
国
語
を
学
ん
で
い
る
子
ど
も
た

ち
は
、
き
っ
と
将
来
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
言
語
の
壁

に
と
ら
わ
れ
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
求
め
ら

れ
る
社
会
に
生
き
る
は
ず
で
す
。
彼
ら
彼
女
ら
が
文

化
や
言
語
の
壁
を
超
え
て
理
解
し
合
え
る
よ
う
な

「
豊
か
な
読
解
力
」
を
身
に
つ
け
て
い
っ
て
く
れ
る

こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。 

デザイナーの７つ道具「ダイジ度天秤」。同じ写真や文章であっても，伝えたいメッセージが違
うとこれだけ適切な配置が変わってくる。伝えたい内容の整理と優先順位づけの重要さを示した。 
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デザイナーの７つ道具「擬人化力」。同じ文章でも，書体や文字の大きさ，行間や文字間隔，
行の文字数が違うことで，読むときのリズムが違う。人の語り口を，視覚的に再現する試み。 

デザイナーの７つ道具「翻訳機」。言語と非言語を翻訳する力を
もてば，同じ内容でこれだけ印象の違う表現を作ることができる。 

「言語」多めデザイン

「非言語」多めデザイン

アートディレクター／デザイナー。
武蔵野美術大学デザイン情報学科卒
業。株式会社コンセント所属。雑誌・
書籍・広報誌・学校案内などのアート
ディレクションを行う。著書に企画編
集・デザインを行った『なるほどデ
ザイン　 目で見て楽しむデザインの
本。』（MdN）がある。

筒井　美希
つつい　みき
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な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
こ
の
学
習
方
略
「
図
式
化
」
は
、
小
グ
ル
ー
プ

で
主
体
的
・
対
話
的
に
行
わ
れ
る
の
で
、
学
習
者
個
々
の
読
み
の
曖

昧
さ
を
補
完
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
説
明
的
文
章
の
叙
述
を
学
習

者
が
丁
寧
に
辿
り
、「
可
視
化
」
に
よ
っ
て
再
構
築
し
て
い
く
な
か

で
、
自
ら
の
理
解
の
曖
昧
さ
に
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
そ

の
曖
昧
さ
を
解
消
す
る
た
め
に
は
教
材
の
叙
述
に
頼
る
必
然
性
が
出

て
く
る
。
学
習
者
は
話
し
合
い
活
動
を
通
じ
て
、
記
述
に
立
ち
返
り

な
が
ら
納
得
が
で
き
る
「
図
式
化
」
を
完
成
さ
せ
て
い
く
の
で
あ

る
。
こ
の
小
グ
ル
ー
プ
が
作
成
し
た
「
図
式
化
」
を
使
っ
て
、
筆
者

の
論
理
の
筋
道
を
再
構
築
す
る
。
こ
れ
が
、「
納
得
解
」「
最
適
解
」

と
な
る
。

２
論
証
す
る
問
題
　

　

こ
の
教
材
の
題
名
に
着
目
し
て
み
る
と
﹃
言
葉
が
つ
な
ぐ
世
界
遺

産
﹄
か
ら
、
二
つ
の
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。？

Ｑ　

世
界
遺
産
を
「
言
葉
が
つ
な
ぐ
」
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
な
の
か
。

Ｑ　

日
光
の
社
寺
の
ど
ん
な
価
値
が
認
め
ら
れ
、「
世
界
遺
産
」

に
な
っ
た
の
か
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
点
に
つ
い
て
読
者
を
説
得
す
る
は
た
ら
き

が
、
こ
の
説
明
的
文
章
に
あ
る
か
ど
う
か
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

第
一
段
落
で
は
、「
専
門
家
た
ち
が
驚
い
た
そ
の
方
法
と
は
、
ど
ん

１
は
じ
め
に

　

中
学
校
の
説
明
的
文
章
で
は
、
い
く
つ
か
の
小
さ
な
論
証
を
積
み

重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
の
論
証
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の

複
層
構
造
が
、
学
習
者
の
読
解
を
困
難
な
も
の
に
し
、
苦
手
意
識
を

生
む
一
因
と
も
な
っ
て
い
る
。
中
学
一
年
生
を
対
象
と
し
た
本
教
材

﹃
言
葉
が
つ
な
ぐ
世
界
遺
産
﹄
で
は
、
冒
頭
部
で
問
題
が
提
示
さ
れ
、

そ
の
答
え
を
二
つ
明
示
し
て
い
る
。
そ
の
答
え
を
命
題
と
し
た
小
さ

な
論
証
を
段
階
的
に
組
み
合
わ
せ
、
全
体
の
論
証
が
成
り
立
っ
て
い

る
。
こ
の
論
証
構
造
を
学
習
者
に
提
示
し
た
う
え
で
、
意
味
段
落
ご

と
に
筆
者
の
論
理
の
筋
道
を
可
視
化
す
る
学
習
方
略
と
し
て
「
図
式

化
」
を
考
案
し
た
。

　

中
学
生
の
現
状
と
し
て
、
主
体
的
に
説
明
的
文
章
を
読
む
こ
と

は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
学
習
者
が
授
業
に
お
け

る
学
習
過
程
で
読
め
た
つ
も
り
と
な
り
、
そ
の
読
み
取
り
の
曖
昧
さ

に
定
期
考
査
の
設
問
に
向
き
合
う
こ
と
で
初
め
て
気
づ
く
こ
と
も
少

説
明
的
文
章
を
「
図
式
化
」
し
よ
う

―
― 

問
題
解
決
型
学
習
で
、

「
納
得
解
」「
最
適
解
」
を
出
す
―
―

京
都
府
八
幡
市
立
男
山
東
中
学
校
教
諭　

辻つ
じ

村む
ら　

重し
げ

子こ　
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こ
こ
で
は
、「
の
だ
文
」
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
読
み
進
め
る
た

め
に
、

印
を
付
け
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
す
る
。

　

第
二
段
落
で
は
、「
修
復
記
録
の
蓄
積
」
が
論
証
さ
れ
て
い
る
か

を
確
か
め
る
。
そ
こ
で
、「
修
復
記
録
」「
蓄
積
」
に
着
目
し
、
そ
の

反
復
・
類
比
︵
同
じ
も
し
く
は
近
い
内
容
に
つ
い
て
類
似
し
た
表
現

が
複
数
回
出
る
こ
と
︶
表
現
を
中
心
に
「
の
だ
文
」
か
ら
キ
ー
ワ
ー

ド
を
設
定
す
る
。「
修
復
記
録
」
の
反
復
・
類
比
表
現
と
し
て
、「
情

報
」「
修
復
の
手
が
か
り
」
が
考
え
ら
れ
る
。「
蓄
積
」
の
反
復
表
現

は

６
の
み
で
あ
る
。
囲
っ
た
言
葉
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。

２　

絵
で
伝
え
る
こ
と
の
困
難
な
情
報
を
、
後
世
の
職
人
が

見
た
と
き
に
も
わ
か
る
よ
う
、
丁
寧
に
文
字
で
書
き
と
め
て
い
た
の

で
あ
る
。（
Ｐ
168
Ｌ
11
）

３　

そ
の
指
示
が
、
職
人
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
頼
り
に
な
る

修
復
の
手
が
か
り
な
の
だ
。（
Ｐ
170
Ｌ
2
）

４　
﹁
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
立
体
的
な
模
様
だ
と
い
う
こ
と
を
、

情
報
と
し
て
書
き
こ
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。﹂（
Ｐ
170
Ｌ
7
）

５　

先
人
か
ら
私
た
ち
へ
、
そ
し
て
私
た
ち
か
ら
未
来
へ
と
受

け
渡
し
て
い
く
た
め
に
、
言
葉
に
よ
る
情
報
が
欠
か
せ
な
い
の
だ

と
、
浅
尾
さ
ん
は
語
っ
て
く
れ
た
。（
Ｐ
170
Ｌ
9
）

６　

こ
れ
が
、
ま
さ
に
﹁
修
復
記
録
の
蓄
積
﹂
な
の
で
あ
る
。

（
Ｐ
170
Ｌ
1₅
）

　

第
三
段
落
で
は
、「
世
代
を
超
え
た
技
術
の
伝
承
」
が
論
証
さ
れ

て
い
る
か
を
確
か
め
る
。
そ
こ
で
、
先
ほ
ど
と
同
様
に
、
反
復
・
類

な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。」
と
い
う
、
問
題
提
示
が
あ
る
。
そ
し
て
、

第
二
段
落
で
は
、
そ
の
答
え
と
し
て
の
「
修
復
記
録
の
蓄
積
」
の
方

法
を
、
第
三
段
落
で
は
、
二
つ
め
の
答
え
で
あ
る
「
世
代
を
超
え
た

技
術
の
伝
承
」
の
方
法
が
論
証
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

ら
二
つ
の
方
法
を
知
る
こ
と
で
「
言
葉
を
つ
な
ぐ
」
と
い
う
意
味
が

理
解
で
き
、
イ
コ
モ
ス
の
専
門
家
た
ち
が
「
舌
を
巻
い
た
」「
驚
い

た
」
世
界
遺
産
と
し
て
の
価
値
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

３
学
習
の
目
標

◎
学
習
の
め
あ
て

　

第
二
、
第
三
段
落
の
筆
者
の
論
理
の
筋
道
を
「
図
式
化
」
し
、
要

約
し
よ
う
。

◎
学
習
課
題

　

第
二
段
落　
「
修
復
記
録
の
蓄
積
」
の
ど
こ
に
、
イ
コ
モ
ス
の
専

門
家
た
ち
は
「
驚
い
た
」
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
三
段
落　
「
世
代
を
超
え
た
技
術
の
伝
承
」
の
ど
こ
に
、
イ
コ

モ
ス
の
専
門
家
た
ち
は
「
驚
い
た
」
の
だ
ろ
う
か
。

４
「
図
式
化
」
の
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
設
定

　

こ
の
説
明
的
文
章
で
は
、
文
末
が
「
の
だ
。」「
の
で
す
。」「
の
で

あ
る
。」
で
終
わ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
の
だ
文
」
が
十
か
所
あ
る
と
い

う
特
徴
が
あ
る
。「
の
だ
文
」
は
筆
者
の
論
理
の
重
点
と
も
考
え
ら

れ
、
強
調
的
・
断
定
的
な
意
味
を
付
加
す
る
役
割
を
も
っ
て
い
る
。

説明的文章を
「図式化」しよう



2017 秋　8

え
た
か
ら
で
あ
る
。
通
読
後
、「
の
だ
文
」
か
ら
反
復
・
類
比
表

現
を
中
心
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
設
定
す
る
。

第
２
時

第
二
段
落　
「
修
復
記
録
の
蓄
積
」
の
「
図
式
化
」

　
「
修
復
記
録
」
の
内
容
と
ど
の
よ
う
に
「
蓄
積
」
さ
れ
て
い
る

か
、
叙
述
を
も
と
に
キ
ー
ワ
ー
ド
を
つ
な
い
で
い
く
。
専
門
家

が
「
驚
い
た
」
こ
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
解
を
出
す
。
グ
ル
ー

プ
ご
と
に
「
図
式
化
」
を
提
示
し
な
が
ら
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
す
る
。

第
３
時

第
二
段
落
の
「
図
式
化
」
を
も
と
に
「
要
約
す
る
」

第
４
時

第
三
段
落

「
世
代
を
超
え
た
技
術
の
伝
承
」
の
「
図
式
化
」

　
「
世
代
を
超
え
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、「
技
術
」
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
読
み
取
り
、
専
門
家
が
「
驚
い
た
」
こ

と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
解
を
出
す
。
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
「
図
式

化
」
を
提
示
し
な
が
ら
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
。

第
５
時

第
四
段
落　

全
体
の
論
証
の
吟
味

　

創
建
以
来
、
職
人
た
ち
が
「
共
有
」
し
て
き
た
思
い
と
は
何

か
を
確
認
す
る
。
審
査
に
訪
れ
た
イ
コ
モ
ス
の
専
門
家
た
ち
を

驚
か
せ
た
事
柄
と
は
何
か
を
明
確
に
し
て
、「
言
葉
が
つ
な
ぐ
世

界
遺
産
」
と
い
う
題
名
が
論
証
さ
れ
、
納
得
で
き
る
か
を
問
う
。

比
表
現
を
中
心
に
キ
ー
ワ
ー
ド
を
設
定
す
る
。「
世
代
を
超
え
た
技

術
の
伝
承
」
の
「
技
術
」
と
、
題
名
か
ら
「
言
葉
」
に
着
目
す
る
。

囲
っ
た
言
葉
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。

７　

こ
こ
で
も
ま
た
、
技
術
を
受
け
渡
し
て
い
く
の
は
、

言
葉
な
の
で
あ
る
。（
Ｐ
171
Ｌ
16
）

８　

二
人
は
、
こ
う
し
た
長
い
技
術
伝
承
の
鎖
の
一
つ
な
の

だ
と
い
う
こ
と
を
、
強
く
意
識
し
て
い
る
と
い
う
。（
Ｐ
172
Ｌ
16
）

◎「
技
術
」
の
類
比
表
現

　

繊
細
な
技
術
（
Ｐ
171
Ｌ
14
）

◎「
言
葉
（
で
教
え
ら
れ
た
こ
と
）」
が
質
的
に
変
化
し
た
表
現

　

自
分
の
技
術
（
Ｐ
172
Ｌ
5
）

５
授
業
の
実
際
（
全
５
時
間
）

第
１
時

導
入

　

京
都
に
住
む
学
習
者
に
と
っ
て
、
地
理
的
に
遠
い
日
光
東
照

宮
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
は
少
な
い
。
百
人
近
く
の
生
徒
の
う

ち
、
実
際
に
訪
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
た
っ
た
一
人
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
絢
爛
豪
華
な
世
界
遺
産
で

あ
る
日
光
東
照
宮
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
を
も
た
せ
た
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
修
復
の
必
然
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考



9　みちしるべ

な
言
葉
を
補
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
図
式
化
」
を
行
う
。
そ
の
際
、
学

習
者
は
本
文
の
記
述
を
何
度
も
読
み
返
し
、
キ
ー
ワ
ー
ド
の
つ
な
が

り
を
可
視
化
し
て
い
く
。
対
話
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
者
の
読

み
が
言
語
化
さ
れ
、
他
者
と
比
較
す
る
こ
と
で
そ
の
重
な
り
と
違
い

を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
習
者
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
の
不
十

分
さ
や
曖
昧
さ
、
読
み
間
違
い
を
補
完
し
な
が
ら
「
図
式
化
」
に
よ

り
、
筆
者
の
論
証
が
再
構
築
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
Ａ
３
版
の
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
と
ラ
ミ
ネ
ー
ト
し
た
小
さ
な

カ
ー
ド
の
裏
面
に
マ
グ
ネ
ッ
ト
を
貼
り
付
け
た
も
の
を
用
意
し
た
。

カ
ー
ド
に
は
そ
れ
ぞ
れ
キ
ー
ワ
ー
ド
を
書
き
こ
み
、
文
章
を
読
ん
で

い
っ
た
。

　

次
に
、
反
復
・
類
比
表
現
で
あ
る
「
情
報
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い

を
も
と
に
、
そ
の
内
容
を
抜
き
出
し
た
。「
蓄
積
」
に
つ
い
て
は
、

「
創
建
当
時
か
ら
修
復
の
た
び
に
」「
記
録
し
続
け
て
き
た
」「
明
治

期
以
降
に
描
か
れ
た
数
千
枚
」
と
い
う
記
述
を
見
つ
け
出
し
て
い
っ

た
。

　

さ
ら
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
ど
う
し
の
関
係
性
を
矢
印
で
つ
な
い
で
い

く
こ
と
で
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
く
。
し
か

し
、
今
回
の
実
践
で
は
学
習
方
略
と
し
て
の
「
図
式
化
」
に
不
慣
れ

で
あ
っ
た
た
め
、
写
真
２
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
つ

な
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
も
、「
修

復
記
録
の
蓄
積
」
の
目
的
、
内
容
、
方
法
を
羅
列
す
る
だ
け
の
も
の

が
多
く
、
関
連
づ
け
て
話
す
こ
と
が
難
し
い
様
子
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
、
写
真
３
の
よ
う
に
、
各
グ
ル
ー
プ
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を

も
と
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
つ
な
げ
た
「
図
式
化
」
を
黒
板
で
完
成
さ

６
「
図
式
化
」
の
授
業
の
実
際

　

こ
こ
で
は
、
第
２
時
か
ら
第
４
時
の
授
業
展
開
を
中
心
に
述
べ
る
。

　

第
二
段
落
で
は
、「
の
だ
文
」
に
お
け
る
反
復
・
類
比
表
現
を

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
読
み
進
め
、「
図
式
化
」
を
行
っ
た
。
各
キ
ー

ワ
ー
ド
の
文
章
中
で
の
役
割
を
明
確
に
し
、「
修
復
記
録
の
蓄
積
」

が
ど
う
論
証
さ
れ
て
い
る
の
か
を
読
み
取
る
た
め
に
、「
図
式
化
」

の
た
め
の
二
つ
の
条
件
を
提
示
し
た
。

◦「
修
復
記
録
」
の
内
容
・
目
的
・
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
。

◦「
蓄
積
」
さ
れ
て
い
る
証
拠
を
見
つ
け
る
。

　

そ
の
条
件
を
満
た
す
本
文
の
叙
述
を
小
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
探

し
、
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
記
入
し
た
。
三
～
四
人
の
小
グ
ル
ー
プ
の

話
し
合
い
活
動
に
よ
っ
て
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
矢
印
で
つ
な
ぎ
、
適
切

説明的文章を
「図式化」しよう

写
真
１　

教
材
を
読
み
こ
む
様
子

写
真
２

第
二
段
落
の
﹁
図
式
化
﹂
の
ま
と
め
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ま
た
、
本
実
践
で
の
二
回
め
の
「
図
式
化
」
に
よ
っ
て
、
写
真
４

の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
関
係
性
を
意
識
し
た
「
図
式

化
」
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
も
よ
り

円
滑
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

７
「
図
式
化
」
の
効
果

　

こ
の
「
図
式
化
」
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
説
明
的
文
章
の
記
述
を
も

と
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
で
、
筆
者
の
論
証
を
学
習
者
が
ど
う
読
み

取
っ
た
か
を
可
視
化
し
て
い
く
と
い
う
性
質
か
ら
、
全
く
同
じ
図
式

は
生
ま
れ
な
い
。
学
習
者
は
、
筆
者
の
論
証
過
程
を
よ
り
わ
か
り
や

す
く
可
視
化
す
る
よ
う
工
夫
を
凝
ら
す
た
め
、
各
グ
ル
ー
プ
が
出
す

解
は
「
納
得
解
」
と
な
る
。
各
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
が
説
明
的

文
章
の
記
述
を
読
み
こ
む
こ
と
で
納
得
で
き
る
論
理
の
つ
な
が
り

を
「
図
式
化
」
し
、「
最
適
解
」
を
見
い
だ
し
て
い
く
学
習
過
程
で

あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
「
図
式
化
」
の
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
を
聞
く
こ
と
で
、
学
習
者
は
、
自
分
た
ち
の
「
納
得

解
」「
最
適
解
」
を
精
緻
化
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
学
習
課
題
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
筆
者
の
論

証
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
「
図
式
化
」
の
目
的
を
見
失
う
こ
と
な
く

読
み
を
駆
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
筆
者
の
論
証
の
妥
当

性
を
問
う
学
習
へ
と
つ
な
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

せ
た
。
そ
の
「
図
式
化
」
を
も
と
に
、
第
二

段
落
の
要
約
を
行
っ
た
。

　

第
三
段
落
で
は
、「
世
代
を
超
え
た
技
術

の
伝
承
」
の
「
図
式
化
」
の
条
件
を
三
つ
設

定
し
た
。　

◦�

第
二
段
落
の
「
言
葉
」
と
の
違
い
を
明
ら

か
に
す
る
。

◦�「
世
代
を
超
え
た
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
。

◦�「
技
術
」
と
「
言
葉
」
の
つ
な
が
り
を
明

ら
か
に
す
る
。

　

こ
の
段
落
で
は
、
前
段
落
の
「
言
葉
」
の

意
味
合
い
が
違
う
こ
と
に
ど
の
班
も
気
づ
く

こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、「
世
代
を
超
え
た
」

か
ら
、
澤
田
さ
ん
と
手
塚

さ
ん
が
「
長
い
技
術
伝
承

の
鎖
の
一
つ
」
で
あ
る
こ

と
。
そ
し
て
、「
言
葉
」

に
よ
っ
て
「
繊
細
な
技

術
」
が
伝
わ
り
、「
自
分

の
肌
で
つ
か
ん
で
」
初
め

て
、「
自
分
の
技
術
」
と

な
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

写真４
「図式化」を使ってプレゼンしている様子

写真３
第二段落の「図式化」のまとめ
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９
「
納
得
解
」「
最
適
解
」
の
吟
味

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
説
明
的
文
章
そ
の
も
の
を
書
か
れ
た
と
お
り

に
読
み
、
理
解
す
る
こ
と
は
中
学
生
に
と
っ
て
容
易
な
こ
と
で
は
な

い
。
こ
の
学
習
方
略
「
図
式
化
」
で
は
、
目
的
を
も
っ
て
、
主
体
的

に
説
明
的
文
章
を
読
み
、
そ
の
読
み
を
修
正
す
る
と
い
う
学
習
過
程

が
生
ま
れ
る
。

　

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
が
出
し
た
解
は
可
視
化
さ
れ
て
お

り
、
文
章
化
さ
れ
た
も
の
よ
り
も
学
習
者
に
と
っ
て
そ
の
違
い
を
比

較
し
や
す
い
。
自
分
た
ち
が
出
し
た
解
の
違
い
、
曖
昧
さ
、
読
み

間
違
い
は
、
説
明
的
文
章
そ
の
も
の
の
叙
述
を
読
み
直
す
こ
と
で
、

「
最
適
解
」
へ
と
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
学
習
で
得
ら
れ

た
「
納
得
解
」「
最
適
解
」
は
、
学
習
者
の
思
い
つ
き
や
発
想
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
説
明
的
文
章
に
お
け
る
筆
者
の
論

理
の
道
筋
を
、
学
習
者
が
ど
こ
ま
で
読
み
取
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
教
材
を
丁
寧
に
読
み
こ
む
こ
と
で
、「
納
得
解
」「
最
適
解
」

が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
学
力
差
の
大
き
い
中
学
校
の
幅
広
い

学
力
層
に
対
応
で
き
る
学
習
方
略
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

︻
参
考
文
献
︼

　
「
説
明
的
文
章
教
材
の
分
析
方
法
に
関
す
る
研
究
︱
︱
表
現
の
類
比
と

問
題
解
明
の
読
み
と
の
関
係
︱
︱
」﹃
京
都
教
育
大
学
国
文
学
会
誌　

第

四
十
二
号
﹄　

植
山
俊
宏　

二
〇
一
五
年
三
月

８
学
習
者
の
感
想

　

国
語
の
授
業
は
、
先
生
の
考
え
を
生
徒
に
教
え
る
と
い
う

印
象
が
あ
っ
た
が
、
グ
ル
ー
プ
の
話
し
合
い
で
、
自
分
た
ち

一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
考
え
を
も
ち
、
そ
の
考
え
を
他
の
考

え
と
比
較
し
、
さ
ら
に
自
分
の
考
え
を
深
め
、
解
を
導
き
出

す
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
。
次
は
、
納
得
で
き
る
よ
う
な

プ
レ
ゼ
ン
を
心
が
け
、
み
ん
な
と
意
見
を
交
流
し
た
い
。

　

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
、
自
分
の
意
見
を
さ
ら
に
広

げ
、
可
視
化
で
き
た
。
そ
し
て
、
他
の
グ
ル
ー
プ
の
プ
レ
ゼ

ン
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
グ
ル
ー
プ
と
自
分
た
ち
の

グ
ル
ー
プ
の
違
い
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
説
明
文
で
は
、

キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
可
視
化
す
る
と
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が

よ
く
見
え
て
く
る
し
、「
図
式
化
」
に
よ
っ
て
、
つ
な
が
り

を
発
見
で
き
た
。

　

少
な
い
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
こ
と
で
、
一
人
の
意
見
だ

け
で
な
く
全
員
が
考
え
る
話
し
合
い
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と

で
、
自
分
は
教
科
書
の
文
章
を
「
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
。」

と
疑
問
を
も
ち
な
が
ら
読
め
た
。
自
分
で
考
え
な
が
ら
理
解

す
る
こ
と
で
、
要
約
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

説明的文章を
「図式化」しよう
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＊
１　

学
校
教
育
法
第
三
十
条
第

二
項
や
、「
小
学
校
学
習
指

導
要
領
」（
平
成
二
十
九
年

三
月
告
示
）
第
一
章
総
則
な

ど
。

　
＊
２　
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中

学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別

支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領

等
の
改
善
及
び
必
要
な
方
策

等
に
つ
い
て
（
答
申
）」　

中

教
審　

平
成
二
十
八
年
十
二

月
二
十
一
日

新
学
習
指
導
要
領
に
見
る

「
論
理
的
思
考
力
・
表
現
力
」
の
育
成
と
「
語
彙
指
導
」

１国
際
化
・
情
報
化
が
進
展
し
、
価
値
観
が
多
様
化
し
て
い
く
現
代
、

子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
社
会
の
状
況
は
刻
々
と
変
化
を
遂
げ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
生
き
る
子
ど
も
た
ち
に
は
、
実
生
活
の
中

で
直
面
し
た
課
題
や
問
題
に
主
体
的
に
関
わ
り
、
自
ら
考
え
判
断
し

て
、
そ
の
課
題
や
問
題
を
解
決
し
て
い
く
力
が
求
め
ら
れ
る
。
い
わ

ゆ
る
「
課
題
解
決
力
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
論
理
的
思
考
力
」

や
「
論
理
的
表
現
力
」
も
含
ま
れ
て
く
る
。
学
校
教
育
法
お
よ
び
学

習
指
導
要
領
で
も
「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
」
の
育
成
が
重
視

さ
れ
て
お
り
、
＊
１

課
題
解
決
に
つ
な
が
る
「
論
理
的
思
考
力
・
表
現

力
」
の
育
成
は
国
語
科
に
お
い
て
も
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

「
論
理
的
思
考
力
・
表
現
力
」
を
支
え
る
言
語
能
力
の
一
つ
に

「
語
彙
力
」
が
あ
る
。
語
彙
の
指
導
は
国
語
の
基
礎
的
な
能
力
を
育

成
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
ま
で
も
重
視
さ
れ
て
き
た
が
、
今
回
の
学

習
指
導
要
領
改
訂
に
先
立
つ
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
に
お
い
て
は

次
の
よ
う
に
示
さ
れ
た
。
＊
２

思
考
を
深
め
た
り
活
性
化
さ
せ
た
り
し
て
い
く
た
め
の
語
彙

を
豊
か
に
す
る
な
ど
、
語
彙
量
を
増
や
し
た
り
、
語
彙
力
を

伸
ば
し
た
り
し
て
、
語
彙
を
生
活
の
中
で
活
用
で
き
る
よ
う

指
導
の
改
善
・
充
実
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

語
彙
量
の
拡
充
や
語
彙
力
の
伸
長
が
う
た
わ
れ
て
い
る
が
、
語
彙

量
の
拡
充
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
語
彙
の
分
野
で
も
「
思
考
」
に

関
わ
る
語
句
の
拡
充
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
指
摘
を
受
け
て
、
新
学
習
指
導
要
領
で
は
語
彙
指
導
の
改
善

と
充
実
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
語
彙
の
拡
充
に
つ
い
て
新

学
習
指
導
要
領
解
説
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

語
彙
を
豊
か
に
す
る
と
は
、
自
分
の
語
彙
を
量
と
質
の
両
面

か
ら
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
意
味
を
理

解
し
て
い
る
語
句
の
数
を
増
や
す
だ
け
で
な
く
、
話
や
文
章

の
中
で
使
い
こ
な
せ
る
語
句
を
増
や
す
と
と
も
に
、
語
句
と

語
句
と
の
関
係
、
語
句
の
構
成
や
変
化
な
ど
へ
の
理
解
を
通

し
て
、
語
句
の
意
味
や
使
い
方
に
対
す
る
認
識
を
深
め
、
語

彙
の
質
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。

使
用
語
彙
の
拡
充
が
う
た
わ
れ
て
い
る
が
、
先
の
中
教
審
答
申
と

重
ね
合
わ
せ
る
と
、「
論
理
的
思
考
力
・
表
現
力
」
の
育
成
を
目
ざ

し
て
「
思
考
」
に
関
わ
る
語
句
を
使
用
語
彙
と
し
て
拡
充
し
て
い
く

ね
ら
い
が
見
て
と
れ
る
。

で
は
、「
思
考
」
に
関
わ
る
語
句
と
し
て
ど
の
よ
う
な
語
句
を
育

「
論
理
的
思
考
力
・
表
現
力
」
と

そ
れ
を
支
え
る
語
彙
力
の
育
成
を
目
ざ
し
て

日
本
女
子
体
育
大
学
講
師　

松ま
つ

崎ざ
き　

史ふ
み

周ち
か　
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論理的思考力・表現力と
語彙力の育成を目ざしてそれを支える

成
し
て
い
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
新
学
習
指
導
要
領
で
は
指
導
の

重
点
と
な
る
語
句
を
次
の
よ
う
に
学
年
ご
と
に
示
し
て
い
る
。

〈
小
学
校
〉

◎
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
：
身
近
な
こ
と
を
表
す
語
句

◎�

第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
：
様
子
や
行
動
、
気
持
ち
や
性
格
を

表
す
語
句

◎�

第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
：
思
考
に
関
わ
る
語
句

〈
中
学
校
〉

◎
第
一
学
年
：
事
象
や
行
為
、
心
情
を
表
す
語
句

◎
第
二
学
年
：
抽
象
的
な
概
念
を
表
す
語
句

◎�

第
三
学
年
：
理
解
し
た
り
表
現
し
た
り
す
る
た
め
に
必
要
な
語

句
こ
の
う
ち
、
中
学
校
第
一
学
年
「
事
象
や
行
為
」
を
表
す
語
句
と
、

第
二
学
年
「
抽
象
的
な
概
念
」
を
表
す
語
句
に
つ
い
て
は
現
行
学
習

指
導
要
領
に
同
様
の
項
目
が
見
ら
れ
る
。＊
３

ま
た
、
小
学
校
第
一
学
年

及
び
第
二
学
年
の
「
身
近
な
こ
と
」
を
表
す
語
句
と
、
第
三
学
年
及

び
第
四
学
年
の
「
様
子
や
行
動
、
気
持
ち
や
性
格
」
を
表
す
語
句
に

つ
い
て
は
、
平
成
元
年
版
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
類
似
の
項
目
が

見
ら
れ
る
が
、
第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
の
「
思
考
」
に
関
わ
る
語

句
に
つ
い
て
は
新
設
の
項
目
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
注
目
が
集
ま
っ

て
い
る
。「
思
考
」
に
関
わ
る
語
句
に
つ
い
て
、
新
学
習
指
導
要
領

解
説
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

思
考
に
関
わ
る
語
句
と
は
、「
し
か
し
」
の
よ
う
に
情
報
と
情

報
と
の
関
係
を
表
す
語
句
、「
要
す
る
に
」
の
よ
う
に
情
報
全

体
の
中
で
そ
の
情
報
が
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
に
あ
る
の
か

を
示
唆
す
る
語
句
、「
考
え
る
」「
だ
ろ
う
」
の
よ
う
に
文
の

中
の
述
部
な
ど
と
し
て
表
れ
る
思
考
そ
の
も
の
に
関
わ
る
語

句
な
ど
を
指
す
。
ま
た
、「
～
は
～
よ
り
…
」、「
～
は
～
に
比

べ
て
…
」
の
よ
う
に
複
数
の
情
報
を
比
べ
る
場
合
や
、「
～
が

～
す
る
と
…
」、「
～
に
な
っ
た
原
因
を
考
え
て
み
る
と
…
」

の
よ
う
に
原
因
と
結
果
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
場
合
の
言

い
方
な
ど
も
含
ま
れ
る
。

新
学
習
指
導
要
領
に
新
設
さ
れ
た
「
情
報
の
扱
い
方
に
関
す
る
事

項
」
と
の
関
連
が
う
か
が
え
る
が
、
論
理
的
関
係
を
表
す
接
続
詞
、

思
考
・
判
断
を
表
す
動
詞
や
助
動
詞
、
比
較
や
条
件
を
表
す
文
型
な

ど
、
単
語
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
文
型
レ
ベ
ル
に
も
わ
た
っ
て
「
思

考
」
に
関
わ
る
語
句
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
は
い
え
、
語
句
の
例
が
数
語
示
さ
れ
た
だ
け
で
「
思
考
」
に
関

わ
る
語
句
の
全
体
像
が
明
確
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。「
論
理
的

思
考
力
・
表
現
力
」
の
育
成
に
つ
な
が
る
語
彙
指
導
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
、
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
国
語
科
教
育
研
究
が
明
ら
か

に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

国
語
科
教
育
研
究
に
お
け
る

「
論
理
的
思
考
力
・
表
現
力
」
の
育
成

2国
語
科
教
育
研
究
に
お
い
て
も
「
論
理
的
思
考
力
・
表
現
力
」
の

育
成
は
主
要
な
テ
ー
マ
と
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
に
も
様
々
な
理
論
が
提

起
さ
れ
、
授
業
実
践
も
数
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
モ

デ
ル
に
基
づ
く
「
論
理
的
思
考
力
・
表
現
力
」
育
成
の
理
論
・
実
践

は
そ
の
代
表
格
と
言
え
よ
う
。＊
４

ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
モ
デ
ル
と
は
イ
ギ
リ

ス
の
哲
学
者
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
＝
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
が
提
唱
し
た
議
論
レ

イ
ア
ウ
ト
で
、「
デ
ー
タ
」「
理
由
づ
け
」「
主
張
」「
裏
づ
け
」「
限

定
」「
反
証
」
の
六
つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
国

＊
３　
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領

国
語
」　

文
部
省　

平
成
元

年
三
月

＊
４　
『
言
語
論
理
教
育
へ
の
道

―
―
国
語
科
に
お
け
る
思
考

―
―
』（
井
上
尚
美　

文
化

開
発
社　

一
九
七
七
年
）

や
、『
論
理
的
思
考
力
・
表

現
力
を
育
て
る
言
語
活
動
の

デ
ザ
イ
ン
』（
鶴
田
清
司
・

河
野
順
子　

明
治
図
書　

二

〇
一
四
年
）
な
ど
。
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序
」「
類
別
」「
理
由
づ
け
」「
定
義
づ
け
」「
推
理
」
の
六
つ
を
あ
げ
、

そ
れ
ら
を
示
す
表
現
を
国
語
教
科
書
の
説
明
的
文
章
か
ら
抽
出
し
、

学
年
ご
と
に
示
し
て
い
る
。「
比
較
」
に
つ
い
て
は
右
の
表
の
よ
う

な
表
現
例
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、「
比
較
」
を
行
う
際
に
ど
の
よ
う

な
表
現
を
使
え
ば
い
い
の
か
考
え
る
う
え
で
参
考
に
な
る
。

た
だ
、
論
理
的
思
考
の
要
素
を
あ
げ
た
と
い
っ
て
も
網
羅
的
で
な

か
っ
た
り
、
説
明
的
表
現
も
小
学
校
の
み
で
中
学
校
、
高
校
の
例
が

示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
と
課
題
も
あ
る
。
国
語
科
に
お
い
て
論
理

的
思
考
と
し
て
ど
の
よ
う
な
要
素
を
指
導
す
べ
き
か
、
小
・
中
・
高

校
の
各
学
年
段
階
で
ど
の
よ
う
な
語
彙
・
表
現
を
指
導
す
べ
き
か
検

討
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
国
語
科
教
育
研
究
に
お
け
る
「
論
理
的
思
考
力
・
表
現

力
」
育
成
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
国
語
科
で
育
成
す

べ
き
「
論
理
的
思
考
力
・
表
現
力
」
の
全
体
像
が
不
明
確
だ
っ
た
り
、

そ
れ
を
支
え
る
語
彙
を
単
語
・
文
型
の
レ
ベ
ル
で
ま
と
め
た
リ
ス
ト

が
な
か
っ
た
り
と
、
実
際
の
学
習
指
導
に
生
か
せ
る
だ
け
の
十
分
な

成
果
が
得
ら
れ
て
い
な
い
面
が
あ
る
。
語
彙
指
導
と
関
連
さ
せ
る
か

語
科
教
育
で
は
こ
の
う
ち
「
デ
ー
タ
」「
理
由
づ
け
」「
主
張
」
の
三

要
素
を
取
り
出
し
、
子
ど
も
た
ち
の
論
証
能
力
の
育
成
を
図
っ
て
き

た
。
確
か
に
こ
れ
ら
三
要
素
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
考
え
や

意
見
を
論
理
的
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
意
見
文
な
ど
の
論
理

的
文
章
の
作
成
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
学
作
品
の
解
釈
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
言
語
活
動
に
も
適
用
で
き
る
が
、「
論
証
」
は
あ
く
ま
で
も
「
論

理
的
思
考
・
表
現
」
の
一
要
素
に
す
ぎ
な
い
。「
論
証
」
以
外
の
諸

要
素
に
も
目
を
向
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
他
に
も
、「
論
理
的
思
考
力
」
育
成
の
観
点
か
ら
、
論
理
に

関
わ
る
語
句
を
選
定
す
る
取
り
組
み
も
見
ら
れ
た
。
児
童
言
語
研
究

会
（1962

）＊
５

は
小
・
中
学
校
段
階
で
指
導
し
て
お
き
た
い
「
学
習

論
理
語
イ
」
を
選
定
し
、「
対
象
に
つ
い
て
の
用
語
」
と
「
人
間
の

知
的
活
動
用
語
」
に
整
理
し
て
、
学
年
配
当
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
、
教
育
基
本
語
彙
表
作
成
の
一
環
と
し
て
論
理
に
関
わ
る
語
彙
を

選
定
し
た
も
の
に
浜
本
（1989

）＊
６

が
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
小
・
中

学
校
教
科
書
教
材
の
語
彙
分
析
を
行
っ
て
、
文
学
教
材
か
ら
「
感
情

語
彙
」、
説
明
文
教
材
か
ら
「
論
理
語
彙
」
を
選
定
し
、「
分
類
語
彙

表
」
に
基
づ
く
意
味
分
類
、
学
年
配
当
を
行
っ
て
「
教
育
基
本
語
彙

（
素
案
）」
と
し
て
ま
と
め
て
い
る�

。
確
か
に
こ
れ
ら
の
取
り
組
み

は
、
子
ど
も
た
ち
が
習
得
す
べ
き
論
理
語
彙
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

と
し
て
意
義
深
い
が
、
語
句
の
分
類
が
意
味
に
基
づ
く
た
め
思
考
活

動
と
の
関
連
が
明
確
で
な
か
っ
た
り
、
単
語
レ
ベ
ル
で
語
句
が
提
示

さ
れ
て
い
る
た
め
実
際
の
表
現
（
発
話
・
文
章
）
に
つ
な
が
り
に
く

か
っ
た
り
す
る
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
。

こ
う
し
た
問
題
を
改
善
し
た
も
の
と
し
て
、
論
理
的
思
考
の
要

素
を
設
定
し
、
そ
の
説
明
表
現
の
例
を
示
し
た
櫻
本
（1995

）＊
７

が

あ
げ
ら
れ
る
。
櫻
本
は
論
理
的
思
考
の
要
素
と
し
て
「
比
較
」「
順

低
学
年

中
学
年

（
低
学
年
に
加
え
て
）

高
学
年

（
中
学
年
に
加
え
て
）

・
く
ら
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

・
ど
ち
ら
が
◯
◯
で
し
ょ
う
。

・
～
は
、
◯
◯
で
す
。
～
も
◯
◯

・
～
は
、
と
く
に　

・
よ
く
に
た

・
～
は
、
◯
◯
で
す
。
で
も
、
～

・
～
の
よ
う
に　

・
～
よ
り
ず
っ
と

・
～
と
ち
が
っ
て
、
◯
◯
は

・
Ａ
と
Ｂ
の
ち
が
い
は
、

・
い
ち
ば
ん
～
は
、

・
～
よ
り
も
は
る
か
に

・
～
と
同
じ
く
ら
い

・
～
し
か
で
き
な
い
こ
と
は
、

・
Ａ
と
Ｂ
を
く
ら
べ
る
と
、

・
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
ち
が

う
の
で
し
ょ
う
か
。

・
～
と
そ
っ
く
り
で
す
。

・
～
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。

・
二
つ
の
比
較
か
ら

＊
５　
『
国
語
教
育
の
体
系
化
一 

言
語
要
素
指
導
』　

児
童
言

語
研
究
会
編　

明
治
図
書　

一
九
六
二
年

＊
６　
『
小
学
校
語
彙
指
導
の
活

性
化
』　

浜
本
純
逸
編　

明

治
図
書　

一
九
八
九
年

＊
７　
『
説
明
的
表
現
の
授
業

―
―
考
え
て
書
く
力
を
育
て

る
―
―
』　

櫻
本
明
美　

明

治
図
書　

一
九
九
五
年
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論理的思考力・表現力と
語彙力の育成を目ざしてそれを支える

次
の
よ
う
な
手
順
で
行
わ
れ
る
。

①
　
テ
ー
マ
（
課
題
）
を
設
定
す
る
。

②
　
調
査
や
考
察
の
方
法
を
検
討
す
る
。

③
　
調
査
を
実
施
し
、
結
果
を
分
析
す
る
。

④
　
分
析
内
容
を
検
討
し
、
考
察
を
加
え
る
。

⑤
　
論
点
を
絞
り
、
文
章
構
成
を
検
討
す
る
。

⑥
　
文
章
を
執
筆
し
、
推
敲
す
る
。

こ
の
う
ち
、
③
の
「
調
査
結
果
を
分
析
す
る
」
段
階
で
あ
れ
ば
、

「
比
較
す
る
」
や
「
分
類
す
る
」
と
い
っ
た
思
考
活
動
が
必
要
と
な

る
が
、「
比
較
」
の
思
考
活
動
を
表
す
語
彙
と
し
て
、
中
学
生
段
階

で
は
次
の
よ
う
な
語
句
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
比
較
」「
対
照
」「
比
べ
る
」「
共
通
点
」「
相
違
点
」「
異
同
」

「
同
じ
」「
違
う
」「
同
様
」「
異
な
る
」

ま
た
、
こ
れ
ら
の
語
句
を
用
い
た
文
型
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も

の
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

「
Ａ
と
Ｂ
を
比
べ
る
と
（
比
較
す
る
と
）、」　

「
…
…
に
つ
い
て
は
、
Ａ
と
Ｂ
で
は
～
が
異
な
っ
て
い
る
。」

「
Ａ
と
Ｂ
で
は
～
の
よ
う
な
違
い
（
相
違
点
）
が
見
ら
れ
る
。
同

じ
こ
と
（
同
様
の
こ
と
）
は
～
に
も
言
え
る
。」

こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
実
際
の
思
考
活
動
と
そ
れ
を
表
す
語

句
・
文
型
を
思
考
の
手
順
に
従
っ
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
で
き
れ
ば
、
課

題
解
決
活
動
の
思
考
手
順
と
そ
れ
を
表
す
語
彙
が
明
ら
か
に
な
る
と

と
も
に
、
子
ど
も
た
ち
が
こ
の
リ
ス
ト
を
活
用
す
る
こ
と
で
自
主
的

に
言
語
活
動
を
進
め
て
い
く
可
能
性
が
開
け
て
く
る
。
学
年
に
応
じ

た
語
彙
の
選
定
や
学
習
指
導
と
の
関
連
づ
け
な
ど
課
題
は
多
い
が
、

子
ど
も
た
ち
の
「
論
理
的
思
考
力
・
表
現
力
」
育
成
の
一
助
に
と
開

発
を
進
め
て
い
き
た
い
。

た
ち
で
「
論
理
的
思
考
力
・
表
現
力
」
育
成
の
指
導
を
開
発
し
て
い

く
こ
と
は
、
国
語
科
教
育
に
お
い
て
急
務
の
課
題
で
あ
る
。

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
を
参
考
に
し
た

「
論
理
的
思
考
手
順
と
語
彙
の
リ
ス
ト
」

3で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
「
論
理
的
思
考
力
・
表
現
力
」
を
育
成
す

る
指
導
の
開
発
に
向
け
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
と

な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
国
語
科
で
指
導
す
る
「
論
理
的
思
考
力
」

を
措
定
し
て
、
国
語
科
に
お
け
る
言
語
活
動
と
の
関
連
づ
け
を
明
確

に
す
る
こ
と
、
思
考
活
動
を
表
す
語
彙
を
単
語
・
文
型
の
レ
ベ
ル
で

リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
、
言
語
活
動
を
と
お
し
た
指
導
の
方
法
を
開
発

す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
準
備
と
し
て
、
大
学
教
育
に

お
け
る
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
」
指
導
を
参
考
に
し
た

「
論
理
的
思
考
と
語
彙
の
リ
ス
ト
」
を
考
え
て
み
た
い
。

大
学
に
お
け
る
初
年
次
教
育
や
留
学
生
教
育
で
は
、
大
学
で
の
学

習
や
研
究
に
必
要
と
さ
れ
る
学
術
的
な
文
章
を
作
成
す
る
能
力
、
い

わ
ゆ
る
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
」
の
育
成
が
図
ら
れ
て

い
る
。
大
学
で
課
さ
れ
る
レ
ポ
ー
ト
や
論
文
な
ど
の
学
術
的
文
章
は
、

客
観
的
事
実
を
根
拠
と
し
て
、
自
身
の
考
え
や
意
見
を
論
理
的
に
表

現
し
た
文
章
で
あ
り
、「
論
理
的
思
考
力
」
と
「
論
理
的
表
現
力
」

に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
レ
ポ
ー
ト
や
論
文
の
作
成
に

即
し
た
論
理
的
思
考
と
そ
の
表
現
に
限
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
思
考
手

順
は
子
ど
も
た
ち
が
各
教
科
で
取
り
組
む
課
題
解
決
型
の
言
語
活
動

に
適
用
で
き
る
し
、
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
語
彙
は
そ
の
活
動
や
結

果
を
論
理
的
に
表
現
す
る
の
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
般
に
、
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
は
「
テ
ー
マ
設
定
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
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切
り
離
せ
な
い
も
の
だ
け
ど
、
そ
れ
は
創
造
さ
れ

る
一
方
で
解
体
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

に
文
学
の
役
割
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ね
。

学
生
Ｃ　

前
回
、「
物
語
文
学
」
の
話
が
あ
り
ま
し

た
け
ど
、
物
語
と
文
学
は
違
う
ん
で
す
か
？　

物

語
も
文
学
の
一
部
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？

丹
藤

も
っ
と
も
な
質
問
だ
ね
。「
文
学
」
の
定
義

を
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
日
は
、
物
語
と
は

何
か
に
つ
い
て
話
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ぼ
く
が
「
文
学
」
を
ど
う
い
う
意
味
で
使
っ
て
い

る
か
に
つ
い
て
も
お
い
お
い
話
し
て
い
き
ま
す
。

　
　

で
は
、
本
題
に
入
り
ま
す
。
Ｆ
さ
ん
。
物
語
の

構
造
的
な
特
徴
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い

ま
す
か
？

学
生
Ｆ　

あ
っ
、
は
い
。「
構
造
的
な
特
徴
」
で
す

か
？

丹
藤

あ
れ
こ
れ
の
物
語
で
は
な
く
て
、
物
語
一
般

に
共
通
し
た
特
徴
は
あ
る
で
し
ょ
う
。

学
生
Ｆ　

は
い
。
ま
ず
、
主
人
公
が
い
て
…
…
事

件
に
出
会
い
ま
す
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
う

か
…
…
。

丹
藤

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
に
ま
で
言
及

し
た
、
す
ば
ら
し
い
答
え
で
し
た
。

一
同　

お
ー
っ
。

１　

物
語
論

丹
藤

で
は
、
三
回
め
の
ゼ
ミ
を
始
め
ま
す
。

　
　

ま
た
、
前
回
の
振
り
返
り
か
ら
始
め
ま
す
。
Ｄ

君
。
前
回
学
ん
だ
こ
と
を
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。

学
生
Ｄ　

は
い
。
え
ー
。
世
界
が
言
語
化
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。
物
語
は
、
歴
史
上
、
途
絶
え
た

こ
と
は
な
く
、
現
在
の
私
た
ち
の
身
の
ま
わ
り
に

も
無
数
に
あ
る
。
私
た
ち
は
、
物
語
的
に
理
解
も

し
て
い
る
。

丹
藤

オ
ー
ケ
ー
。
Ａ
君
。
続
け
て
。

学
生
Ａ　

現
代
の
情
報
化
／
消
費
化
社
会
で
は
、
消

費
者
の
見
た
い
も
の
が
制
作
さ
れ
て
い
る
。
テ
レ

ビ
ド
ラ
マ
や
映
画
は
、
そ
れ
自
体
の
価
値
よ
り
も

受
容
者
の
評
価
が
優
先
さ
れ
る
。
見
て
い
る
と
い

う
よ
り
見
さ
せ
ら
れ
て
い
る
…
…
。

丹
藤

だ
か
ら
こ
そ
、
国
語
科
の
授
業
で
は
？

学
生
Ａ　

消
費
者
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
の
で
な
く
、

む
し
ろ
異
質
な
他
者
の
見
方
に
出
会
わ
せ
る
こ
と

が
大
事
に
な
っ
て
き
ま
す
。

丹
藤

は
い
。
だ
い
た
い
い
い
で
し
ょ
う
。
情
報
化

／
消
費
化
社
会
に
お
け
る
物
語
と
文
学
の
役
割
に

つ
い
て
話
し
ま
し
た
。
物
語
は
我
々
と
切
っ
て
も

第
１
回
「語り」とは何か

愛知教育大学教育学部教授　　丹
たんどう

藤　博
ひろふみ

文

「
語
り
」講
座
　③

丹藤ゼミ：第３回



17　みちしるべ

端
」
と
言
っ
て
も
い
い
し
、「
終
わ
り
」
は
「
結

末
」
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
我
々
の
人
生
と
同

じ
で
、「
誕
生
」
と
い
う
「
始
ま
り
」
が
あ
り
、

「
死
」
と
い
う
「
終
わ
り
」
が
あ
る
。
そ
の
間
に

学
生
生
活
と
か
就
職
と
か
結
婚
と
か
さ
ま
ざ
ま
な

出
来
事
が
あ
る
よ
ね
。

　
　

第
三
に
、
登
場
人
物
、
特
に
主
人
公
が
、
な
ん

ら
か
の
出
来
事
に
出
会
う
。
古
典
的
な
説
話
な
ど

で
は
、
主
人
公
が
異
界
に
行
っ
て
戻
っ
て
く
る
。

『
古
事
記
』
の
イ
ザ
ナ
ギ
は
黄
泉
の
国
と
い
う
異

界
に
行
っ
て
戻
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
多
く
の

場
合
主
人
公
は
変
容
し
ま
す
。
桃
太
郎
は
鬼
ヶ
島

に
鬼
退
治
に
行
っ
て
、
財
宝
を
持
っ
て
裕
福
に

な
っ
て
戻
っ
て
き
ま
す
。
浦
島
太
郎
は
竜
宮
城
に

行
っ
て
戻
っ
て
く
る
け
ど
、
変
容
し
て
い
な
か
っ

た
の
で
玉
手
箱
を
開
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

今
、「
古
典
で
は
」
と
言
っ
た
け
ど
、
ル
イ
ス
＝

キ
ャ
ロ
ル
の
『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
も
こ
の

例
に
漏
れ
な
い
し
、
宮
崎
駿
の
『
千
と
千
尋
の
神

隠
し
』
も
主
人
公
「
千
尋
」
は
、「
湯
婆
婆
」
の

世
界
に
行
っ
て
、
精
神
的
に
た
く
ま
し
い
女
の
子

に
変
容
し
て
戻
っ
て
き
ま
す
。『
古
事
記
』
か
ら

『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』
に
至
る
ま
で
、
構
造
的

に
は
変
わ
ら
な
い
。

こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
物
語
は
時
間
と
不
可
分

な
の
で
す
。
と
き
ど
き
、
作
者
と
「
語
り
手
」
の

関
係
や
、「
語
り
」
の
構
造
を
図
示
し
た
も
の
に

出
会
う
け
ど
、
成
功
し
た
例
に
一
度
も
お
目
に
か

か
っ
た
こ
と
が
な
い
。
ぼ
く
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ

も
そ
も
時
間
的
な
推
移
の
あ
る
も
の
を
二
次
元
の

平
面
に
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
に
無
理

が
あ
る
。「
語
り
」
と
い
う
行
為
は
、
そ
ん
な
簡

単
に
図
示
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
例
え
ば
、『
走
れ
メ
ロ
ス
』
は
、「
メ
ロ
ス
は

激
怒
し
た
。」
と
始
ま
る
か
ら
、
登
場
人
物
の
外

か
ら
語
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
メ
ロ
ス
が
ふ
て

く
さ
れ
る
場
面
で
は
、「
私
は
、
こ
れ
ほ
ど
努
力

し
て
き
た
の
だ
。」
と
「
語
り
手
」
は
登
場
人
物

の
中
か
ら
語
る
。
し
か
し
、
ま
た
「
走
れ
！　

メ

ロ
ス
。」
と
い
う
よ
う
に
、
外
か
ら
の
語
り
に
戻

る
。
つ
ま
り
、『
走
れ
メ
ロ
ス
』
の
「
語
り
」
の

構
造
お
よ
び
特
徴
は
、「
語
り
手
」
が
主
人
公
の

外
↓
中
↓
外
と
い
っ
た
よ
う
に
移
動
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
語
り
方
は
同
じ
テ
ク
ス
ト
の

中
で
も
変
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　
　

第
二
に
、
始
め
│
中
│
終
わ
り
と
い
っ
た

構
成
を
と
る
。
こ
れ
は
、
起
承
転
結
、
序
破
急
な

ど
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。「
始
め
」
は
「
発

丹
藤

物
語
研
究
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
ま
で
遡
る

こ
と
が
で
き
る
。
カ
タ
ル
シ
ス
論
な
ど
は
参
考
に

な
る
よ
。
今
で
も
テ
レ
ビ
や
映
画
の
製
作
者
た
ち

は
受
容
者
た
ち
を
感
情
移
入
さ
せ
る
、
あ
る
い
は

「
の
め
り
こ
ま
せ
る
」
た
め
に
躍
起
に
な
っ
て
い

る
か
ら
ね
。

　
　

で
は
ま
ず
、
基
本
的
な
と
い
う
よ
り
最
低
限
の

物
語
の
定
義
か
ら
言
い
ま
す
。

　
　

第
一
に
、
物
語
は
二
つ
以
上
の
出
来
事
か
ら
成

り
立
っ
て
い
ま
す
。「
メ
ロ
ス
は
走
っ
た
。」
で
は

物
語
に
な
ら
な
い
。「
メ
ロ
ス
は
走
っ
た
。
そ
し

て
、
王
城
に
戻
っ
て
き
た
。」
と
な
っ
て
物
語
と

な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
て
も
大
事
な
こ
と
で

す
。
と
い
う
の
は
、
二
つ
以
上
の
出
来
事
か
ら
成

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
時
間
が
あ
る
と
い
う

キーワードおさらい

　「
物
語
」
と
「
語
り
」
の
両
方
の
意
味
が
あ
る
。

「
物
語
」
と
は
、
語
ら
れ
た
内
容
で
あ
り
、「
語
り
」

と
は
、
あ
る
出
来
事
を
語
っ
て
い
く
と
い
う
行
為

そ
の
も
の
。「
物
語
」
と
は
、
す
な
わ
ち
語
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。「
語
り
」
に
は
「
騙か
た

り
」
と
い

う
意
味
も
あ
る
。
あ
る
出
来
事
を
語
る
と
い
う
こ

と
は
、
忠
実
に
再
現
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
語

り
手
」
な
り
に
意
味
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
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連
載

視
点
か
ら
語
っ
た
も
の
」
と
言
い
ま
し
た
。
登

場
人
物
の
外
か
ら
語
れ
ば
「
三
人
称
」、
登
場
人

物
の
中
か
ら
語
れ
ば
「
一
人
称
」。「
三
人
称
」
で

も
、神
様
の
よ
う
に
語
る
と
「
三
人
称
全
知
視
点
」、

登
場
人
物
に
寄
り
添
っ
て
語
る
と
「
三
人
称
限
定

視
点
」
と
言
っ
た
り
し
ま
す
。「
一
人
称
」
と
は
、

「
私
」「
僕
」
と
し
て
語
っ
て
い
く
方
法
。
中
三
の

教
材
『
故
郷
』
な
ど
が
そ
う
で
す
。『
少
年
の
日

の
思
い
出
』
は
登
場
人
物
の
外
か
ら
語
っ
て
い

る
の
で
「
三
人
称
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
視

点
」
と
は
、
も
と
も
と
ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ

ム
の
用
語
で
す
。
国
語
教
育
で
も
読
み
の
技
術
と

し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
一
見
わ
か
り

や
す
い
の
だ
け
れ
ど
、
実
際
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い

て
は
、
そ
ん
な
に
単
純
な
語
ら
れ
方
を
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
視
点
は
変
わ
る
と
い
う
こ
と
が

い
く
ら
で
も
あ
る
。
視
点
論
は
わ
か
り
や
す
い

が
、
そ
れ
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
こ
と
も
あ
る

の
で
す
。
例
え
ば
、『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
の
最
後
の

場
面
、
ち
ょ
っ
と
本
文
を
見
て
み
よ
う
か
。
そ

れ
ま
で
、「
語
り
手
」
は
、
ご
ん
に
寄
り
添
っ
て

語
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
い
い
で
す
か
？　

し

か
し
、「
そ
の
時
、
兵
十
は
ふ
と
顔
を
上
げ
ま
し

た
。
と
、
き
つ
ね
が
う
ち
の
中
へ
入
っ
た
で
は
あ

物
語
言
説
、
そ
し
て
物
語
行
為
と
い
う
よ
う
に
分

類
し
ま
し
た
。
物
語
内
容
は
わ
か
る
よ
ね
。
物
語

言
説
と
は
、
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
テ
ク
ス

ト
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
物
語
行
為
は
、
語
る

と
い
う
行
為
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
す
な
わ

ち
「
語
り
」
で
す
。
そ
し
て
、
物
語
研
究
は
、
物

語
内
容
と
物
語
言
説
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
そ
の

二
つ
と
物
語
行
為
の
関
係
を
扱
う
と
し
た
。
端
的

に
言
っ
て
、
物
語
行
為
＝
「
語
り
」
が
物
語
の
分

析
に
は
重
要
で
あ
る
と
し
た
の
で
す
。

２　
「
語
り
」
論
と
視
点
論

丹
藤

そ
こ
で
、
第
四
の
特
徴
、
物
語
と
は
「
語
り

手
」
が
あ
る
視
点
か
ら
語
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
　

さ
あ
、
こ
こ
か
ら
は
「
語
り
」
の
話
に
な
り
ま

す
。「
物
語
と
は
語
り
手
が
あ
る
視
点
か
ら
語
っ

た
も
の
」
と
言
い
ま
し
た
。
Ｂ
さ
ん
。
第
一
回
め

で
「
語
り
手
」
の
定
義
を
言
い
ま
し
た
ね
。「
語

り
手
」
と
は
何
で
す
か
？

学
生
Ｂ　

え
ー
と
。
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
だ
さ
い
。

は
い
、
お
話
を
語
っ
て
い
く
仮
の
、
虚
構
上
の
主

体
で
す
。

丹
藤

は
い
、
そ
う
で
す
。
今
、
あ
え
て
「
あ
る

　
　

こ
の
よ
う
に
、
物
語
一
般
の
普
遍
的
な
構
造
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
が
物
語
研
究
で
、
先

鞭
を
つ
け
た
の
が
ロ
シ
ア
の
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
＝
プ

ロ
ッ
プ
で
す
。
彼
は
、
ロ
シ
ア
の
魔
女
物
語
は

三
十
一
に
分
類
で
き
る
と
し
た
。
そ
れ
が
こ
の
本

『
昔
話
の
形
態
学
』（
水
声
社　

一
九
八
七
）。
こ

れ
を
後
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
構
造
主
義
者
と
し
て
知

ら
れ
る
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
批
判
的
に
紹
介

し
、
以
後
フ
ラ
ン
ス
で
は
物
語
研
究
が
盛
ん
に
な

り
ま
す
。
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
＝
ト
ド
ロ
フ
と
い
う
人
が
、

こ
れ
を
「
物
語
論
（
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
）」
と
命
名

し
、
世
界
的
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
日
本
で
も
、

ロ
ラ
ン
＝
バ
ル
ト
の
『
物
語
の
構
造
分
析
』（
み

す
ず
書
房　

一
九
七
九
）、
ポ
ー
ル
＝
リ
ク
ー
ル

の
『
時
間
と
物
語
』（
新
曜
社　

一
九
八
七
）
な

ど
は
、
よ
く
読
ま
れ
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
ジ
ェ

ラ
ー
ル
＝
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー

ル
』（
水
声
社　

一
九
八
五
）
は
世
界
的
な
評
価

を
得
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の

理
論
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　
　

そ
れ
ま
で
、
物
語
研
究
は
、
物
語
の
内
容
と
形

式
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
。『
昔
話
の
形
態

学
』
か
ら
し
て
、
物
語
の
形
式
の
研
究
だ
っ
た
わ

け
だ
。
し
か
し
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
物
語
内
容
と
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月
」
は
太
陰
暦
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
テ
ク
ス
ト

に
は
太
陽
暦
と
太
陰
暦
と
い
う
異
な
る
時
間
が
語

ら
れ
る
。
こ
れ
は
、「
牛
飼
い
」
と
い
う
「
語
り

手
」
に
は
と
て
も
で
き
な
い
こ
と
で
す
。「
牛
飼

い
」
の
背
後
に
「
語
り
手
」
を
想
定
す
る
し
か
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
「
語
り
手
」
は
、
基
本
的
に
登
場
人
物
の
背
後

か
ら
語
っ
て
い
る
。「
基
本
的
に
」と
言
っ
た
の
は
、

例
外
も
あ
る
か
ら
で
す
。「
語
り
手
」
が
テ
ク
ス

ト
内
に
出
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
同
じ
宮
沢
賢
治

の
『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
と
い
う
高
校
一
年
の

教
材
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
で
、「
語
り
手
」
は

「
僕
」「
私
」
と
し
て
出
て
き
ま
す
。
ま
た
、
芥
川

龍
之
介
の
『
羅
生
門
』。
こ
れ
も
高
校
一
年
だ
ね
。

「
語
り
手
」
は
「
作
者
」
を
名
の
っ
て
出
て
き
た

り
、「
市
女
笠
」「
揉
烏
帽
子
」
と
あ
る
か
ら
日
本

の
古
代
の
話
な
の
に
、「Sentim

entalism
e

」

と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
を
使
っ
た
り
す
る
。

　
　

Ｆ
さ
ん
、
ど
う
？

学
生
Ｆ　

な
ん
か
難
し
く
て
、
ま
だ
わ
か
っ
た
よ
う

な
、
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
。

学
生
Ａ　
「
語
り
手
」
は
、
テ
ク
ス
ト
の
背
後
に
い

る
っ
て
感
じ
か
な
あ
。

丹
藤

で
は
、
こ
ん
な
例
は
ど
う
だ
ろ
う
。

　
　

で
は
、
こ
こ
で
問
題
で
す
。
Ｂ
さ
ん
。
中
一
の

教
材
『
オ
ツ
ベ
ル
と
象
』
の
「
語
り
手
」
は
？

学
生
Ｂ　

は
い
。「
牛
飼
い
」
で
す
。

丹
藤

理
由
は
？

学
生
Ｂ　

冒
頭
に
「
…
…
あ
る
牛
飼
い
が
物
語
る
。」

と
あ
る
か
ら
で
す
。

丹
藤

み
ん
な
も
そ
れ
で
い
い
で
す
か
？

　
　

ど
う
や
ら
異
論
は
な
い
よ
う
だ
。
ち
ょ
っ
と

意
地
の
悪
い
質
問
だ
っ
た
か
な
。
で
も
、
間
違

え
や
す
い
と
こ
ろ
な
の
で
質
問
形
式
に
し
ま
し

た
。「
牛
飼
い
」
は
「
語
り
手
」
で
は
な
い
。「
牛

飼
い
」
は
む
し
ろ
登
場
人
物
で
す
。「
語
り
手
」

が
「
牛
飼
い
」
に
語
ら
せ
て
い
る
の
で
す
。
よ
く

考
え
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
ぼ
く
が
お
話
を
語
る

と
し
ま
す
。
そ
の
時
「
丹
藤
が
物
語
る
。」
と
わ

ざ
わ
ざ
言
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
、「
語
り

手
」
が
あ
え
て
「
牛
飼
い
」
の
口
を
借
り
て
語
ら

せ
て
い
る
。
も
う
一
つ
、「
牛
飼
い
」
は
「
語
り

手
」
で
は
な
い
根
拠
を
示
そ
う
。

　
　

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、「
第
一
日
曜
」「
第
二
日

曜
」「
第
五
日
曜
」
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
本
文
に
は
、「
西
の
三
日
の
月
」

「
西
の
四
日
の
月
」
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。「
第

一
日
曜
」
と
は
太
陽
暦
だ
よ
ね
。「
西
の
三
日
の

り
ま
せ
ん
か
。」
と
あ
り
ま
す
。
で
は
、
そ
の
あ

と
見
て
く
だ
さ
い
。「
兵
十
は
か
け
よ
っ
て
き
ま

し
た
。」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ご
ん
の
視
点
に

戻
っ
た
の
か
と
言
わ
れ
、
書
き
損
じ
た
と
い
っ
た

扱
い
を
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、

誰
が
見
て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
よ
う

と
す
る
か
ら
、
矛
盾
に
見
え
る
け
ど
、「
語
り
」

論
で
は
、
見
て
い
る
人
と
語
っ
て
い
る
人
は
別
だ

と
考
え
る
か
ら
、
な
ん
ら
お
か
し
い
こ
と
で
は
な

い
。
文
学
テ
ク
ス
ト
に
は
、
よ
く
あ
る
こ
と
だ
と

言
え
る
。
こ
れ
も
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
言
っ
た
こ
と
だ

け
ど
、「
語
り
手
」
が
見
て
い
る
こ
と
と
、
語
っ

て
い
る
こ
と
は
別
だ
と
し
ま
し
た
。
視
点
論
で
は
、

見
て
い
る
人
は
、
す
な
わ
ち
語
っ
て
い
る
人
だ
と

し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
峻
別
さ
れ
る
べ
き
だ
と

し
た
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
視
点
よ
り
も
見
て
い
る

先
の
こ
と
、
つ
ま
り
「
焦
点
化
」
を
提
唱
し
て
い

ま
す
。
ぼ
く
も
、
そ
の
ほ
う
が
説
明
が
つ
き
や
す

い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
言
い
た
い
こ
と
は
、

視
点
論
で
は
な
く
、「
語
り
」
で
読
ん
で
い
く
必

要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　

ま
た
、「
語
り
手
」
と
作
者
の
区
別
に
つ
い
て

は
、
第
一
回
の
ゼ
ミ
で
強
調
し
た
と
こ
ろ
だ
け
ど
、

登
場
人
物
と
も
混
同
し
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。
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載

び
」
と
な
る
と
、
何
が
書
い
て
あ
る
と
か
、
登
場

人
物
の
気
持
ち
は
ど
う
な
の
？　

と
い
う
こ
と
だ

け
で
は
だ
め
か
な
っ
て
、
思
っ
た
っ
て
こ
と
で
す
。

学
生
Ｃ　

な
る
ほ
ど
。
そ
こ
で
、「
語
り
」
っ
て
わ

け
だ
。
オ
レ
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
思
っ
た

ん
だ
よ
ね
。

丹
藤

Ｂ
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
も
し
文
学
教
材
で

「
深
い
学
び
」
を
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
物
語
内

容
や
主
人
公
だ
け
を
読
む
の
で
は
、
深
ま
っ
て
い

か
な
い
で
し
ょ
う
。『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
は
ご
ん
の

悲
劇
と
か
、『
少
年
の
日
の
思
い
出
』
は
他
人
の

も
の
を
盗
ん
じ
ゃ
い
け
な
い
っ
て
話
と
し
て
読
ま

れ
る
な
ら
、
読
み
深
め
る
ど
こ
ろ
か
、
文
学
と
し

て
も
読
ん
で
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

３　

語
る
こ
と
／
語
ら
ぬ
こ
と

学
生
Ｂ　

先
生
、
別
の
質
問
を
し
て
も
い
い
で
す

か
？

　
　

先
ほ
ど
視
点
論
と
「
語
り
」
の
違
い
に
つ
い

て
話
さ
れ
ま
し
た
け
ど
、
教
材
を
読
む
う
え
で
、

「
語
り
」
を
読
む
こ
と
の
効
果
み
た
い
な
こ
と
っ

て
他
に
も
あ
り
ま
す
か
。

丹
藤

う
ん
。
効
果
と
い
う
か
、「
語
り
」
を
読
む

こ
と
が
不
可
欠
だ
と
ぼ
く
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ

う
け
ど
…
…
。

　
　

Ｆ
さ
ん
。
こ
れ
で
ど
う
で
す
か
？

学
生
Ｆ　

先
生
。
作
者
じ
ゃ
だ
め
で
す
か
？　

私
は
、

作
者
で
い
っ
ち
ゃ
お
う
か
な
。
小
学
校
の
教
員
志

望
だ
し
。

学
生
Ｃ　

こ
こ
ま
で
聞
い
て
、
い
ま
さ
ら
作
者
に
戻

れ
な
い
で
し
ょ
。

学
生
Ａ　

作
者
で
は
な
く
、「
語
り
」
を
読
む
こ
と
は
、

文
学
を
読
む
際
の
条
件
だ
っ
て
こ
と
だ
っ
た
よ
。

学
生
Ｅ　

さ
っ
き
話
が
あ
っ
た
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
な

ん
か
は
、「
語
り
」
を
読
ま
な
い
と
、「
ご
ん
、
か

わ
い
そ
う
。」
で
終
わ
っ
ち
ゃ
う
か
も
。

学
生
Ｂ　

三
月
に
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
出
さ
れ

た
け
ど
、
主
体
的
で
、
対
話
的
で
、
深
い
学
び
が

大
事
っ
て
こ
と
に
な
っ
て
る
じ
ゃ
ん
。

学
生
Ｃ　

す
げ
ー
っ
。
も
う
、
指
導
要
領
勉
強
し
て

る
ん
だ
。

学
生
Ｂ　

別
の
授
業
で
、
小
耳
に
は
さ
ん
だ
だ
け
だ

け
ど
さ
。

学
生
Ａ　

小
耳
に
は
さ
ん
だ
⁉
（
笑
）

学
生
Ｂ　

い
い
で
し
ょ
、
別
に
。

丹
藤

そ
れ
で
。
Ｂ
さ
ん
は
何
を
言
い
た
い
の
？

学
生
Ｂ　

は
い
。「
深
い
学
び
」
っ
て
難
し
い
な
と

思
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
文
学
教
材
の
「
深
い
学

　
　

み
ん
な
は
「
イ
タ
コ
」
っ
て
知
っ
て
る
？　

霊

媒
者
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
な
。

学
生
Ｃ　
「
イ
タ
コ
」
す
か
？　

知
っ
て
ま
す
け
ど
、

だ
ん
だ
ん
オ
カ
ル
ト
っ
ぽ
い
話
に
な
っ
て
き
た
。

丹
藤

い
や
、
そ
う
で
も
な
い
よ
。
学
問
的
な
話
だ
。

折
口
信
夫
っ
て
国
文
学
者
を
知
っ
て
ま
す
か
？ 

彼
は
、
物
語
の
「
モ
ノ
」
と
は
「
霊
」、
つ
ま
り

「
死
者
」
な
の
だ
と
言
っ
て
ま
す
。
異
論
も
あ
る

け
ど
、
ぼ
く
は
そ
う
考
え
る
と
、「
語
り
手
」
っ

て
わ
か
り
や
す
い
気
が
し
た
。
つ
ま
り
、
実
際
に

語
っ
て
い
る
の
は
「
イ
タ
コ
」
だ
け
ど
、
話
の
内

容
は
、
イ
タ
コ
の
あ
ず
か
り
知
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
背
後
の
「
死
者
」
が
語
ら
せ
て
い
る
。
し

か
し
、「
死
者
」
自
身
は
我
々
の
目
に
は
見
え
な

い
。
な
ん
か
、
み
ん
な
ド
ン
引
き
し
て
な
い
？　

大
丈
夫
？

　
　

Ｃ
君
に
「
マ
ジ
す
か
？
」
と
言
わ
れ
そ
う
だ
け

ど
、
ぼ
く
は
ま
じ
め
に
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。
と

い
う
よ
り
、
前
回
も
ふ
れ
た
け
ど
、
物
語
と
は

「
死
者
の
言
葉
」
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ

と
を
、
あ
る
国
語
教
育
の
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
発
表
し
た
け
ど
、
あ
ん
ま
り
受
け
な
か
っ
た

（
笑
）。
た
だ
、
物
語
は
時
間
と
不
可
分
で
あ
る
以

上
、
死
者
を
除
外
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
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相
当
「
エ
ー
ミ
ー
ル
」
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は

確
か
で
し
ょ
う
。
ぼ
く
は
、
登
場
人
物
「
僕
」
の

経
済
的
な
原
因
・
家
庭
環
境
に
起
因
す
る
「
エ
ー

ミ
ー
ル
」
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
、
珍
し
い

「
チ
ョ
ウ
」を
所
持
し
て
い
る
と
い
う
プ
ラ
イ
ド
が
、

そ
の
よ
う
な
「
語
り
」
を
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
読

み
ま
す
。
も
っ
と
言
う
と
、「
エ
ー
ミ
ー
ル
」
を

悪
く
語
る
こ
と
で
、「
僕
」
は
自
ら
の
罪
を
隠
蔽

し
て
い
る
。「
エ
ー
ミ
ー
ル
は
ま
る
で
世
界
の
お

き
て
を
代
表
で
も
す
る
か
の
よ
う
に
」
と
あ
る
け

ど
、「
エ
ー
ミ
ー
ル
」
は
世
界
の
お
き
て
を
代
表

し
て
ま
す
か
？　

代
表
な
ど
し
て
い
な
い
。
そ
の

よ
う
に
「
僕
」
に
は
見
え
た
と
い
う
だ
け
で
す
。

　
　

つ
ま
り
、
何
が
語
ら
れ
て
い
る
か
だ
け
で
な
く
、

な
ぜ
そ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
、
語
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
意
味
は
あ
る
の
か
、
あ
る

と
す
れ
ば
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
っ
た
よ
う
に
読

ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
「
語
り
」

の
批
評
性
も
見
え
て
く
る
…
…
。
待
て
よ
。
批
評

性
と
言
え
ば
、
Ｃ
君
の
質
問
に
答
え
る
の
を
す
っ

か
り
忘
れ
て
い
た
こ
と
に
気
が
つ
い
た
よ
。
申
し

訳
な
い
。
そ
し
た
ら
次
回
は
、
物
語
と
文
学
と
の

関
係
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

て
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く

て
、「
語
り
」
そ
の
も
の
を
読
む
こ
と
が
読
む
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
何
か
を
語
る
こ
と

は
、
別
の
何
か
は
語
ら
な
い
こ
と
で
も
あ
る
し
、

あ
る
い
は
何
か
を
語
る
こ
と
は
別
の
何
か
を
語
っ

て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
。
語
る
こ
と
を
そ
の
ま

ま
鵜
呑
み
に
す
る
の
で
は
な
く
、
語
る
こ
と
に
は

ら
ま
れ
る
別
の
意
味
を
読
む
こ
と
が
必
要
と
い
う

こ
と
で
す
。
よ
く
文
学
の
言
語
に
は
含
意
性
が
あ

る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
ぼ
く

は
理
解
し
て
い
ま
す
。
抽
象
的
で
わ
か
り
に
く
い

か
な
。
具
体
的
な
教
材
で
話
し
ま
す
。

　
　
『
少
年
の
日
の
思
い
出
』
で
い
う
と
、
回
想
場

面
で
「
僕
」
は
「
エ
ー
ミ
ー
ル
」
の
こ
と
を
悪
く

言
い
ま
す
。「
と
に
か
く
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
、
模

範
少
年
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
僕
は
妬
み
、
嘆
賞

し
な
が
ら
彼
を
憎
ん
で
い
た
。」
と
か
「
こ
っ
ぴ

ど
い
批
評
家
」
と
か
。
で
は
、エ
ー
ミ
ー
ル
は
「
語

り
手
」
が
語
る
よ
う
な
少
年
な
の
か
ど
う
か
。
む

し
ろ
、「
語
り
手
」
が
そ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る

だ
け
で
あ
っ
て
、
本
当
は
違
う
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
に
悪
く
語
る
と
い
う

こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
が
問
題
だ
と
思
い

ま
す
。「
僕
」
が
エ
ー
ミ
ー
ル
を
悪
く
語
る
こ
と
は
、

も
そ
も
、「
語
り
」
と
は
読
む
た
め
の
一
技
法
で

は
な
く
て
、
文
学
的
な
テ
ク
ス
ト
の
原
理
な
の
で
、

避
け
て
は
通
れ
ぬ
も
の
だ
と
言
っ
た
ほ
う
が
い

い
。
前
回
も
ふ
れ
た
と
思
う
け
ど
、
語
る
と
い
う

行
為
は
、「
語
り
手
」
に
よ
っ
て
世
界
が
意
味
づ

け
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
読
者
は
、
あ
く
ま
で
「
語

り
手
」
の
意
味
づ
け
を
受
け
取
っ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。
そ
れ
が
、
本
当
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な

い
。
判
断
の
し
よ
う
も
な
い
。
現
実
の
指
示
対
象

と
は
関
わ
り
が
な
い
か
ら
で
す
。
前
回
出
て
き
た

「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

『
源
氏
物
語
』
の
主
人
公
、
光
源
氏
の
モ
デ
ル
は

実
在
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
我
々
読
者
は
知
ら

な
い
し
、
確
か
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
な

る
と
、
我
々
読
者
は
、「
語
り
手
」
の
「
語
り
」

に
し
た
が
っ
て
物
語
世
界
を
構
築
し
て
い
く
ほ

か
は
な
い
。
読
者
は
、「
語
り
」（
言
葉
）
を
拠
り

所
に
読
む
し
か
手
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
「
語

り
」
は
「
語
り
手
」
の
恣
意
で
あ
っ
て
、
ト
ー
タ

ル
に
、
あ
る
い
は
正
確
に
、
出
来
事
な
り
人
物
を

表
象
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か

ら
こ
そ
、「
語
り
」
そ
れ
自
体
を
読
み
の
対
象
と

す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
作
者
の
意
図

の
忖
度
や
、
作
品
の
背
景
を
調
べ
た
か
ら
と
い
っ
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＊
１　
『
理
解
す
る
っ
て
ど
う
い

う
こ
と
？
』　

エ
リ
ン
＝
オ

リ
ヴ
ァ
―
＝
キ
ー
ン　

山
元

隆
春
・
吉
田
新
一
郎
訳　

新

曜
社　

二
〇
一
四

＊
２　

七
つ
の
理
解
の
種
類

　
　

①
「
熱
烈
な
学
び
」

　
　

②
「
沈
黙
を
使
う
、
深
く
耳

を
す
ま
す
」

　
　

③
「
も
が
く
こ
と
を
味
わ
い

楽
し
む
」

　
　

④
「
ル
ネ
サ
ン
ス
の
思
考
」

　
　

⑤
「
私
た
ち
の
思
考
を
変
化

さ
せ
る
こ
と
」

　
　

⑥
「
夢
中
で
対
話
す
る
こ
と
」

　
　

⑦
「
感
情
と
記
憶
」

は
じ
め
に

　
で
も
一
方
で
、
僕
は
思
う
の
だ
が
、
人
は
、
正
し
い

こ
と
を
見
極
め
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
曖
昧
な
領

域
に
踏
み
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

（『
抱
擁
、
あ
る
い
は
ラ
イ
ス
に
は
塩
を
』　

江
國
香
織
）

　

私
た
ち
は
い
つ
も
〈
正
し
い
こ
と
〉
を
知
り
た
い
と

思
う
。〈
正
解
〉
を
選
び
た
い
し
、〈
本
当
の
こ
と
〉
や

〈
真
実
〉
を
手
に
入
れ
た
い
と
思
う
。
と
同
時
に
、
そ

れ
が
〈
本
当
に
正
し
い
〉
と
い
う
確
証
を
得
た
い
と
思

い
、
説
明
や
意
味
を
欲
し
が
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に

求
め
れ
ば
求
め
る
ほ
ど
気
が
つ
い
て
し
ま
う
。
唯
一
の

正
解
や
相
対
的
な
正
し
さ
な
ど
な
い
と
い
う
こ
と
、
結

局
、
曖
昧
な
領
域
に
踏
み
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
と

い
う
こ
と

―
そ
の
絶
望
を
生
き
て
い
く
希
望
を
学
ぶ

こ
と
、
そ
れ
が
今
、
文
学
教
育
に
で
き
る
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

１
—

何
の
た
め
の

　
　
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
か

―
―
質
の
高
い
理
解
と
は
―
―

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
「
主
体
的
・
対
話

的
で
深
い
学
び
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
目
的
は

「
知
識
の
理
解
の
質
を
高
め
資
質
・
能
力
を
育
む
」
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」

を
行
う
こ
と
が
、
質
の
高
い
知
識
の
理
解
や
資
質
・
能

力
の
育
成
に
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
も
そ
も
理
解
を
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の

だ
ろ
う
か
。『
理
解
す
る
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？
』＊

１

で

は
、
七
つ
の
理
解
の
種
類＊

２

と
そ
の
内
実
に
つ
い
て
具
体

的
な
姿
を
示
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
「
熱
烈
な
学
び
」
と
い
う
理
解
の
種
類
で
は
、

「
人
間
は
自
分
が
興
味
を
も
っ
た
こ
と
は
で
き
る
だ
け

何
の
た
め
に
文
学
を
学
ぶ
の
か
？

―
―〈
私
〉
と
〈
自
己
内
他
者
〉
と
の
対
話
―
―

弘
前
大
学
教
育
学
部
講
師　

鈴す
ず

木き　

愛え

理り　

文学教育の行方
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何のために文学を学ぶのか？

理
解
し
た
い
と
思
う
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と

も
に
、「
教
師
た
ち
が
学
習
の
価
値
に
つ
い
て
語
る
だ

け
で
な
く
、
熱
烈
な
学
び
を
始
め
と
す
る
理
解
の
種
類

と
成
果
の
い
ず
れ
も
が
、
ど
れ
ほ
ど
理
解
を
増
や
す
こ

と
に
な
る
の
か
子
ど
も
た
ち
に
詳
し
く
説
明
す
る
こ

と
」
の
大
切
さ
を
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
「
沈
黙
を
使
う
、
深
く
耳
を
す
ま
す
」
で
は
、

熟
考
を
す
る
た
め
に
は
意
図
的
に
な
る
必
要
と
時
間
を

か
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
子
ど
も
た
ち

が
素
早
く
反
応
し
よ
う
と
競
わ
ず
、
他
の
子
が
待
っ
て

い
る
と
き
で
さ
え
も
時
間
を
と
っ
て
よ
く
考
え
ら
れ
た

反
応
を
自
分
の
頭
の
な
か
で
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
当
た

り
前
に
な
っ
た
教
室
」
を
望
ま
し
い
と
し
て
い
る
。
確

か
に
活
動
が
盛
ん
な
教
室
で
は
よ
り
多
く
の
子
ど
も
が

「
主
体
的
・
対
話
的
」
に
授
業
に
参
加
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
が
、
そ
の
参
加
の
質
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
理

解
の
質
を
高
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
も
が
く
こ
と
を
味
わ
い
楽
し
む
」
で
は
、「
私
た
ち

が
考
え
る
べ
き
な
の
は
、
子
ど
も
た
ち
が
自
分
か
ら
や

む
に
や
ま
れ
ず
学
ぼ
う
と
す
る
よ
う
に
手
助
け
す
る
に

は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
」
で
あ
り
、「
私

た
ち
の
仕
事
は
も
の
ご
と
を
わ
か
り
や
す
く
簡
単
に
し

た
り
、
お
も
し
ろ
お
か
し
く
し
た
り
、
楽
し
め
る
よ
う

に
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
自
分
の
頭
の
な
か

に
大
き
な
能
力
が
あ
る
と
子
ど
も
自
身
に
気
づ
か
せ
る

こ
と
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
学
ぶ
力
を
も
っ
て
い
る

こ
と
へ
の
気
づ
き
で
も
あ
り
、「
資
質
」
の
育
成
に
も

関
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。「
自
分
が
深
く
理
解
し
た
り
、

自
分
自
身
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
つ
く
り
出
す
能
力
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
確
信
を
子
ど
も
た
ち
が
持
つ
こ
と
」
は

「
夢
中
に
な
れ
る
営
み
」
に
つ
な
が
り
、「
そ
れ
が
つ
ま

り
、
お
も
し
ろ
く
楽
し
い
の
で
す
！
」
と
指
摘
し
て
い

る
。
楽
し
く
学
ぶ
こ
と
を
目
ざ
す
の
で
は
な
く
、
学
ぶ

こ
と
自
体
が
心
か
ら
楽
し
い
こ
と
と
な
る
た
め
に
必
要

な
過
程
と
し
て
「
も
が
く
こ
と
」
を
位
置
づ
け
て
い
る

の
だ
。

　

ほ
か
に
も
、「
子
ど
も
た
ち
が
自
分
の
学
習
の
一
部

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
機
会
、
す
な
わ
ち
、
疑
問
を
生

み
出
し
、
関
連
す
る
テ
ー
マ
を
追
究
し
、
活
発
な
話
し

合
い
に
参
加
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
と
き
、
基
礎
的

ス
キ
ル
は
子
ど
も
た
ち
の
知
的
好
奇
心
の
発
達
と
同
時

に
身
に
つ
く
と
い
う
こ
と
」（「
ル
ネ
サ
ン
ス
の
思
考
」）、

理
解
の
内
容
は
「
変
化
し
続
け
る
こ
と
」
で
も
あ
り
、

「
時
間
と
と
も
に
私
た
ち
の
感
情
や
考
え
や
知
識
が
変

わ
る
こ
と
や
、
そ
れ
ら
が
こ
の
世
界
に
あ
る
力
の
影
響

を
受
け
て
い
る
こ
と
」
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
理
解
の

本
質
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
な
ど
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
（「
私
た
ち
の
思
考
を
変
化
さ
せ
る
こ

と
」）。
こ
こ
ま
で
の
五
種
類
は
主
体
的
に
学
ぶ
と
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
の
か
、
主
体
的
に
学
ぶ
こ
と
が

な
ぜ
理
解
の
質
を
高
め
る
の
か
を
私
た
ち
に
教
え
て
く

れ
る
。
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て
い
る
。

　

理
解
の
質
を
直
接
評
価
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
だ

か
ら
こ
そ
質
の
高
い
理
解
を
保
障
す
る
「
主
体
的
・
対

話
的
で
深
い
学
び
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
具
体
的

に
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
紹
介

し
た
理
解
の
種
類
は
そ
の
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
だ

ろ
う
。

２
—

何
を
〈
理
解
〉
す
る
の
か

―
―「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」と
は
―
―

　

今
、
ど
の
よ
う
な
理
解
が
望
ま
れ
て
い
る
の
か
を
踏

ま
え
、
何
を
〈
理
解
〉
す
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

小
・
中
学
校
の
国
語
科
に
お
け
る
目
標
は
「
言
葉
に

よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
、
言
語
活
動
を
通
し

て
、
国
語
で
正
確
に
理
解
し
適
切
に
表
現
す
る
資
質
・

能
力
」
の
育
成
を
目
ざ
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は

「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
な
の
か
。

　

中
教
審
の
審
議
の
ま
と
め＊

３で
は
、「
対
象
と
言
葉
、
言

葉
と
言
葉
の
関
係
を
、
言
葉
の
意
味
、
働
き
、
使
い
方

等
に
着
目
し
て
捉
え
、
そ
の
関
係
性
を
問
い
直
し
て
意

味
付
け
る
こ
と
」
を
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」

と
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
言
葉
と
は
、
あ
る
世
界
の

見
方
・
考
え
方
の
反
映
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
あ

く
ま
で
反
映
で
あ
っ
て
世
界
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
ま

　

さ
ら
に
、
作
者
を
理
解
し
よ
う
と
注
意
深
く
観
察
す

る
時
間
を
も
つ
こ
と
が
対
話
を
生
き
生
き
と
さ
せ
、
対

話
に
没
頭
し
て
い
る
人
々
は
「
新
た
な
意
味
や
解
釈
を

作
り
出
し
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、
対
話
す
る
こ
と
が
理

解
の
方
法
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
こ

と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（「
夢
中
で
対
話
す
る
こ
と
」）。

作
品

0

0

を
享
受
す
る
こ
と
が
対
話
を
動
機
づ
け
、
そ
の
よ

う
に
し
て
導
か
れ
た
対
話
的
な
学
び
こ
そ
が
理
解
の
質

を
高
め
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。

　

ま
た
、「
自
ら
の
学
ん
だ
こ
と
に
感
情
的
な
結
び
つ

き
を
作
っ
た
場
合
に
、
学
ん
だ
こ
と
を
理
解
し
、
記
憶

し
、
他
の
場
面
で
応
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
こ
と
か

ら
、「
学
ぶ
と
き
に
自
分
の
感
じ
る
こ
と
に
オ
ー
プ
ン

に
な
り
、
自
分
が
感
じ
た
こ
と
を
思
い
切
り
子
ど
も
た

ち
に
表
現
す
る
こ
と
が
大
切
だ
」
と
い
う
指
摘
も
あ
る

（「
感
情
と
記
憶
」）。
こ
れ
は
他
の
六
種
類
の
理
解
に
伴

う
感
情
が
「
深
い
学
び
」
に
到
達
す
る
た
め
に
重
要
な

役
割
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
「
深
い
学
び
」

が
質
の
高
い
理
解
に
寄
与
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
理
解
の
種
類
は
そ
れ
ぞ
れ
重
な
り
合
う
部

分
も
あ
り
、
理
解
と
い
う
行
為
に
お
け
る
諸
相
と
見
る

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
ど
の
理
解
の
種
類
に
つ

い
て
も
、
理
解
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
つ
い
て
子
ど
も

た
ち
に
話
し
て
聞
か
せ
た
り
、
子
ど
も
た
ち
と
話
し

合
っ
た
り
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
繰
り
返
し
主
張
さ
れ

＊
３　
「
次
期
学
習
指
導
要
領
に

向
け
た
こ
れ
ま
で
の
審
議
の

ま
と
め
」　

中
教
審
教
育
課

程
部
会　

平
成
二
十
八
年
八

月
二
十
六
日

文学教育の行方
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何のために文学を学ぶのか？

３
—

文
学
を
〈
読
む
〉
こ
と

―
―〈
私
の
中
の
あ
な
た
〉
と
は
―
―

　

言
葉
を
〈
読
む
〉
と
い
う
行
為
に
お
い
て
何
が
起

こ
っ
て
い
る
の
か
。
特
に
そ
の
行
為
に
お
け
る
〈
私
〉

の
存
在
の
仕
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

私
た
ち
は
い
つ
で
も
主
体
的
に
し
か
言
葉
を
読
め
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
言
葉
を
読
ん
で
何
か
を
思
う
、

そ
の
と
き
そ
う
思
う
根
拠
は
究
極
的
に
は
そ
れ
を
読
む

〈
私
〉
に
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
〈
私
〉
は
〈
私
以
外
の

も
の
〉
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
〈
私
〉
は
、
同
じ
も
の
を
読
ん
だ
と
し
て
も
完
全
に

同
じ
よ
う
に
は
読
め
な
い
と
い
う
意
味
で
一
回
的
な
も

の
で
あ
る
。

　

文
学
を
読
む
と
は
、
あ
る
言
葉
を
あ
る
読
者
が
文
学

と
見
な
す
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も

言
葉
を
読
む
こ
と
自
体
、
意
味
や
価
値
、
意
図
の
あ
る

も
の
と
し
て
信
じ
て
見
な
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、

そ
こ
に
は
言
葉
か
ら
想
像
さ
れ
る
作
者
・
筆
者
と
の
対

話
が
あ
る
。
読
み
手
に
は
空
所
を
見
つ
け
た
り
、
解
釈

し
た
り
す
る
役
割
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
読
み
手
に
届
く

こ
と
を
想
定
し
て
書
い
て
い
る
筆
者
や
作
者
の
姿
を
想

像
す
る
こ
と
に
支
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。〈
私
〉
は

ど
の
よ
う
に
読
む
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
の
か
を
探

し
求
め
る
と
い
う
行
為
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
こ
う
し
た

読
み
手
と
書
き
手
の
信
頼
関
係
を
成
立
さ
せ
て
い
く
こ

た
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
見
方
・
考
え
方
な
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ

れ
ら
は
言
葉
に
染
み
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
言
葉

と
見
方
・
考
え
方
と
を
分
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か

ら
だ
。
あ
る
言
葉
を
使
う
こ
と
は
そ
の
言
葉
の
も
つ
枠

組
み
の
中
で
生
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ

う
な
枠
組
み
な
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
、
ま
た
わ
か

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
私

た
ち
は
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
。

　

ま
た
一
方
で
、
言
葉
を
言
葉
と
し
て
成
り
立
た
せ
て

い
る
の
は
私
た
ち
で
あ
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
、
ラ
ン

ガ
ー
ジ
ュ
（
言
語
活
動
）
を
、
ラ
ン
グ
（
体
系
化
さ
れ

た
言
語
）
と
パ
ロ
ー
ル
（
具
体
的
に
使
用
す
る
言
語
）

に
分
け
、
両
者
は
「
緊
く
相
結
ば
れ
、
互
い
に
他
を
予

定
す
る
」＊

４

と
し
た
よ
う
に
、
言
葉
の
意
味
は
社
会
的
に

規
定
さ
れ
つ
つ
も
、
社
会
的
な
意
味
は
個
人
の
言
葉
の

使
用
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
、
私
た

ち
は
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
に
支
配
さ
れ
な

が
ら
、「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
を
操
作
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

言
葉
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
言
葉
の
世

界
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
世
界
が
〈
私
〉
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
を
学
ぶ
こ
と

で
あ
り
、〈
私
〉
を
わ
か
り
か
け
る
こ
と
で
も
あ
る
だ

ろ
う
。

＊
４　
『
言
語
学
原
論
』　

フ
ェ
ル

ヂ
ナ
ン
＝
ド
＝
ソ
シ
ュ
ー
ル

小
林
英
夫
訳　

岩
波
書
店　

一
九
四
〇
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心
理
学
で
も
「
あ
る
人
の
人
生
や
幸
福
感
に
重
要
な
影

響
を
及
ぼ
す
人
」
が
「
重
要
な
他
者
」
と
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
私
た
ち
は
「
あ
の
人
な
ら
ど
う
言
う
だ
ろ
う

か
、
ど
う
感
じ
る
だ
ろ
う
か
、
ど
う
考
え
る
だ
ろ
う
か

…
…
」
と
話
し
か
け
る
〈
私
〉
と
、
そ
の
問
い
を
聞
き
、

答
え
る
〈
自
己
内
他
者
〉
を
対
話
さ
せ
る
こ
と
で
世
界

を
理
解
し
て
い
こ
う
と
す
る
。

　
「
好
き
な
人
」
や
「
重
要
な
他
者
」
は
、
バ
ル
ト
の

言
う
「
愛
す
る
人
」
と
も
通
じ
る
。
歌
曲
を
聴
く
と

き
、
彼
は
「
自
分
自
身
と
一
緒
に
、
自
分
自
身
の
た
め

に
、
そ
れ
を
歌
っ
て
」
い
な
が
ら
、
自
分
自
身
の
内
部

で
「
愛
す
る
人
の
イ
メ
ー
ジ
に
語
り
か
け
」
る
の
だ
と

言
う
。
そ
れ
は
「
失
わ
れ
た
他
者
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る

と
同
時
に
、
欲
求
し
、
棄
て
ら
れ
た
私
自
身
の
イ
メ
ー

ジ
」、
つ
ま
り
「
私
の
分
身
」
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
「
愛
す
る
人
」
と
の
対
話
を
く
ぐ
っ
て
歌
曲
を
美
し

い
も
の
と
し
て
聴
く
の
で
あ
る
。

＊
６

　

私
た
ち
は
〈
自
己
内
他
者
〉
と
の
対
話
を
と
お
し
て

芸
術
を
享
受
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
読

書
に
没
頭
し
て
い
る
と
き
で
も
そ
こ
に
は
「
愛
す
る

人
」
と
の
対
話
が
あ
り
、
一
人
の
読
者
と
し
て
〈
私
〉

が
文
学
と
見
な
す
と
い
う
現
象
が
起
き
て
い
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
私
た
ち
は
〈
私
〉
の
中
の
〈
も
う
一

人
〉
を
〈
あ
な
た

0

0

0

〉
と
し
て
立
ち
上
げ
る
の
か
。〈
自

己
内
自
己
〉
や
〈
第
二
の
自
己
〉
と
し
て
で
は
な
く
、

な
ぜ
〈
自
己
内
他
者

0

0

〉
と
見
な
す
の
か
。

と
が
読
む
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
導
か
れ
た
判
断
や
思

考
の
あ
り
か
た
に
〈
私
〉
が
現
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
〈
読
む
〉
と
い
う
行
為
の
本
質
に
気
づ

く
、
つ
ま
り
主
体
的
に
読
み
を
生
成
す
る
者
と
し
て
の

〈
私
〉
を
見
つ
め
さ
せ
ら
れ
る
契
機
と
し
て
、〈
私
〉
以

外
の
読
者
と
の
対
話
は
機
能
す
る
。〈
私
〉
以
外
の
読

者
の
読
み
を
自
分
と
は
別
の
主
体
的
な
読
み
（
間
主
観

的
に
）
と
し
て
理
解
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

ま
た
そ
う
し
た
理
解
の
仕
方
で
な
け
れ
ば
対
話
が
成
立

し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
読
み
の
複
数
性
を

可
能
な
限
り
求
め
、
認
め
て
い
く
過
程
が
対
話
で
あ
る
。

対
話
と
は
、
読
み
を
変
容
さ
せ
た
り
確
実
に
し
た
り
す

る
こ
と
を
目
的
に
話
し
合
う
こ
と
で
は
な
く
、
読
む
主

体
と
し
て
互
い
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、
共
同

的
に
思
考
し
表
現
し
て
い
く
営
み
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
う
し
た
対
話
を
と
お
し
て
、〈
自
己
内
他

者
〉
が
育
て
ら
れ
て
い
く
。
言
語
の
習
得
に
お
い
て
他

人
か
ら
自
分
に
向
け
ら
れ
る
言
葉
を
取
り
入
れ
て
い
く

よ
う
に
、
で
あ
る
。
習
得
さ
れ
た
言
葉
は
伝
達
や
意
志

疎
通
な
ど
他
人
に
向
け
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

「
い
た
く
な
い
、
い
た
く
な
い
」「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
、
だ

い
じ
ょ
う
ぶ
」
と
唱
え
る
こ
と
で
自
分
を
励
ま
す
と
い

う
よ
う
な
、
自
分
に
向
け
て
自
分
の
中
で
用
い
て
い
く

こ
と
も
あ
る
。
ま
た
そ
う
し
た
自
分
の
内
側
に
取
り
入

れ
て
い
く
言
葉
は
、
相
互
に
理
解
し
合
っ
て
い
る
「
好

き
な
人
」
か
ら
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

＊
５

＊
５　
『
幼
児
期　

―
―
子
ど
も

は
世
界
を
ど
う
つ
か
む
か

―
―
』　

岡
本
夏
木　

岩
波

書
店　

二
〇
〇
五

＊
６　
『
第
三
の
意
味
』　

ロ
ラ
ン

＝
バ
ル
ト　

沢
崎
浩
平
訳　

み
す
ず
書
房　

一
九
八
四

文学教育の行方
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何のために文学を学ぶのか？

＊
７　
『
夜
と
霧
』　

ヴ
ィ
ク
ト
ー

ル
＝
Ｅ
＝
フ
ラ
ン
ク
ル　

池

田
香
代
子
訳　

み
す
ず
書
房

二
〇
〇
二

何
の
た
め
に
読
む
の
か
。
そ
れ
は
〈
私
〉
を
存
在
さ
せ

る
た
め
で
あ
り
、〈
他
者
〉
と
と
も
に
生
き
よ
う
と
す

る
た
め
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
の
た
め
に
学
ぶ
の

か
は
一
朝
一
夕
に
伝
わ
る
も
の
で
も
わ
か
る
も
の
で
も

な
い
が
、
学
習
の
意
義
を
問
い
続
け
る
こ
と
自
体
が
教

師
と
学
習
者
で
共
有
し
て
い
く
価
値
の
あ
る
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
文
学
教
育
に
お
い
て
そ
れ
を
可

能
と
す
る
た
め
に
は
作
品
と
し
て

0

0

0

0

0

教
材
に
出
会
わ
せ
る

こ
と
が
不
可
欠
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
複
雑
で
予
測

不
可
能
な
社
会
の
中
で
、
曖
昧
な
領
域
に
甘
ん
じ
て
立

ち
尽
く
す
の
で
は
な
く
、
支
え
合
い
な
が
ら
踏
み
と
ど

ま
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
私
が
母
か
ら
よ
く
言
い
聞
か
せ
ら
れ
て
き

た
言
葉
を
噛
み
し
め
て
終
わ
り
た
い
。

　「
あ
な
た
が
経
験
し
た
こ
と
は
、
こ
の
世
の
ど
ん
な

力
も
奪
え
な
い
。」

　
わ
た
し
た
ち
が
過
去
の
充
実
し
た
生
活
の
な
か
、
豊

か
な
経
験
の
な
か
で
実
現
し
、
心
の
宝
物
と
し
て
い
る

こ
と
は
、
な
に
も
だ
れ
も
奪
え
な
い
の
だ
。

（『
夜
と
霧
』　

ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
＝
Ｅ
＝
フ
ラ
ン
ク
ル　

池
田

香
代
子
訳
）

　

国
語
科
に
お
け
る
文
学
の
授
業
が
、
誰
に
も
奪
わ
れ

た
く
な
い
経
験
に
な
る
こ
と
を
祈
っ
て
。

　

フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
絶
望
の
中
で
生
き
る
意
味
を
問
う

と
き
、「
わ
た
し
た
ち
が
生
き
る
こ
と
か
ら
な
に
を
期

待
す
る
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ひ
た
す
ら
、
生
き
る
こ

と
が
わ
た
し
た
ち
か
ら
な
に
を
期
待
し
て
い
る
か
が
問

題
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。

＊
７

生
き
る
こ
と
に
期
待
が
も

て
な
い
と
き
、「
生
き
る
こ
と
は
彼
ら
か
ら
な
に
か
を

期
待
し
て
い
る
、
生
き
て
い
れ
ば
、
未
来
に
彼
ら
を

待
っ
て
い
る
な
に
か
が
あ
る
」
と
考
え
る
こ
と
で
「
ひ

と
り
ひ
と
り
の
人
間
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
か
け
が
え
の

な
さ
」
が
意
識
さ
れ
、
そ
れ
が
「
意
識
さ
れ
た
と
た
ん
、

人
間
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
、
生
き
つ
づ
け
る
と
い
う

こ
と
に
た
い
し
て
担
っ
て
い
る
責
任
の
重
さ
を
、
そ
っ

く
り
と
、
ま
ざ
ま
ざ
と
気
づ
か
せ
る
」
か
ら
だ
。「
自

分
を
待
っ
て
い
る
仕
事
や
愛
す
る
人
間
に
た
い
す
る
責

任
を
自
覚
し
た
人
間
は
、
生
き
る
こ
と
か
ら
降
り
ら
れ

な
い
。
ま
さ
に
、
自
分
が
『
な
ぜ
』
存
在
す
る
か
を

知
っ
て
い
る
の
で
、
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
『
ど
の
よ
う

に
』
に
も
耐
え
ら
れ
る
」。
こ
の
こ
と
か
ら
人
は
〈
他

者
〉
を
と
お
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
現
実
の
〈
私
〉
を

救
い
あ
げ
る
こ
と
が
わ
か
る
。〈
私
の
中
の
あ
な
た

0

0

0

〉

と
出
会
い
、
対
話
し
続
け
る
こ
と
で
私
た
ち
は
一
人
で

は
な
い
と
感
じ
、
正
解
の
な
い
状
況
に
留
ま
れ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に　

　

文
学
を
何
の
た
め
に
学
ぶ
の
か
、
そ
も
そ
も
文
学
を
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は
じ
め
に

　
現
行
の
学
習
指
導
要
領
を
学
び
に
取
り
入
れ
て
い
く

際
の
基
礎
・
基
本
と
し
て
言
語
活
動
を
最
大
限
生
か
し

た
授
業
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
国
語
科
で
の
実
践
は

は
た
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
国
語
科
を
基

軸
と
し
て
全
教
科
で
取
り
入
れ
る
実
践
は
十
分
に
生
徒

ま
で
届
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
符
の

つ
く
現
状
を
認
識
し
つ
つ
、
新
学
習
指
導
要
領
を
推
進

し
て
い
く
指
導
の
手
立
て
と
し
て
言
語
活
動
の
充
実
の

必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
日
々
の
授
業
で

立
場
や
根
拠
を
明
確
に
し
て
議
論
す
る
こ
と
を
取
り
入

れ
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
と
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。

　
新
学
習
指
導
要
領
は
、
高
等
学
校
か
ら
中
学
校
に
、

そ
し
て
小
学
校
に
お
け
る
指
導
内
容
に
転
換
し
て
、
上

の
校
種
か
ら
段
階
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
指
導
要
領
で

あ
る
。
そ
の
中
で
言
語
活
動
を
さ
ら
に
充
実
し
て
小
集

団
、
討
議
な
ど
で
の
あ
り
方
が
主
要
な
指
導
方
法
と
し

て
現
実
味
を
帯
び
て
き
て
い
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な

成
立
過
程
を
ふ
め
ば
、
国
語
科
の
中
で
成
立
す
る
の
だ

ろ
う
か
。
以
下
、
実
践
的
な
事
例
を
ふ
ま
え
て
論
じ
て

み
た
い
。

Ⅰ
　
言
語
活
動
の
充
実
を
阻
む
要
因

　
言
語
活
動
を
活
発
に
し
て
い
く
た
め
に
、
こ
れ
ま
で

の
審
議
会
な
ど
で
の
論
点
整
理
と
し
て
三
つ
の
学
習
過

程
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
よ
り
深
い
学
び
、
対
話

的
な
学
び
、
主
体
的
な
学
び
の
過
程
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
具
体
的
な
場
面
と
し
て
小
グ
ル
ー
プ
で
の
活

動
、
討
議
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
何
よ
り
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
段
階
を
深
め
て
い
く
た
め
に
教
師
の
フ
ァ
シ

リ
テ
ー
タ
的
な
役
割
が
不
可
欠
だ
と
も
言
わ
れ
て
い

言
語
活
動
を
最
大
限
生
か
し
た

授
業
の
構
築

帝
京
科
学
大
学
教
育
人
間
科
学
部
教
授
　
釼け
ん

持も
ち

　
勉つ
と
む　
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る
。
日
頃
の
授
業
の
中
で
ど
の
よ
う
な
活
動
を
す
れ
ば

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
言
語
活
動
の
充
実
を

阻
む
要
因
を
述
べ
て
お
く
。

①「
対
話
」「
話
し
合
い
」「
交
流
」
の
活
動
あ
り
き
に

な
っ
て
い
る

　
現
在
の
中
学
校
で
の
実
態
を
授
業
観
察
し
た
経
緯
か

ら
判
断
す
る
と
「
話
し
合
え
ば
よ
い
」「
対
話
を
す
れ

ば
よ
い
」「
交
流
を
す
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
言
語
活
動

に
な
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
一
単
位
時

間
に
話
し
合
い
な
ど
の
学
習
活
動
を
す
れ
ば
言
語
活
動

を
し
た
と
い
う
認
識
が
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
何
の
た
め
に
話
し
合
う
の
か
と
い
う
話
し
合
う
内

容
・
目
的
と
、
ど
の
よ
う
な
話
し
合
い
を
す
れ
ば
よ
い

か
と
い
う
話
し
合
う
方
法
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
授

業
で
あ
る
。

②
話
し
合
う
内
容
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い

　
何
の
た
め
に
話
し
合
う
の
か
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
を

使
っ
て
話
す
の
か
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
選
び
を
し
て
相

手
に
伝
え
て
い
け
ば
よ
い
の
か
と
い
う
相
手
意
識
、
目

的
意
識
が
弱
い
と
い
う
授
業
が
少
な
く
な
い
。
言
語
活

動
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
、
そ
の
深
ま
り
を
求
め

て
い
く
も
の
で
、
生
徒
が
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
前
提

が
明
確
で
な
い
と
話
し
合
い
の
域
に
達
し
て
い
な
い
こ

と
に
な
る
。
話
し
合
い
に
必
要
な
基
礎
・
基
本
の
習
得

が
あ
っ
て
成
立
に
つ
な
が
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。

③
五
つ
の
意
識
化
の
定
着
が
十
分
で
は
な
い

　
小
学
校
段
階
か
ら
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
領

域
に
お
い
て
、
五
つ
の
意
識
化
が
実
践
さ
れ
、
中
学
校

で
の
音
声
言
語
活
動
に
つ
な
が
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
特
に
、
相
手
意
識
、
目
的
意
識
を
強
く
も
っ
た
生
徒

の
育
成
は
不
可
欠
と
な
る
。
そ
し
て
、
小
学
校
高
学
年

よ
り
学
習
活
動
で
取
り
入
れ
て
い
る
評
価
意
識
の
活
発

意
識
化

第
１
・
２
学
年

第
３
・
４
学
年

第
５
・
６
学
年

相
手
意
識

目
的
意
識

方
法
意
識

状
況
意
識

評
価
意
識

五つの意識化の図示

『小学校国語の授業力をみが
く』明治図書　釼持勉著14
ページ　網かけ部分は，その
学年で求められる意識。
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方
法
だ
け
が
前
に
進
ん
で
い
る
と
い
う
実
態
も
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
は
た
し
て
、
中
学
校
国
語
科
で
ど
の
よ

う
な
場
面
で
立
場
や
根
拠
に
基
づ
い
た
言
語
活
動
を
取

り
入
れ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
教
師
の
力
量
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
。

Ⅱ
　
国
語
科
書
写
に
お
け
る

　
　
言
語
活
動
の
活
発
化
を
目
ざ
す

　
　
基
本
的
な
学
び
の
あ
り
方

　
国
語
科
書
写
に
お
い
て
は
、
生
徒
相
互
の
話
し
合
い

の
場
が
設
定
し
や
す
い
状
況
に
あ
り
、
小
学
校
か
ら
の

基
本
点
画
の
用
語
を
的
確
に
使
用
し
て
授
業
に
臨
み
た

い
。
そ
れ
に
は
、
書
写
用
語
を
巧
み
に
活
用
し
た
話
し

合
い
を
設
定
し
た
い
。
い
わ
ゆ
る
論
理
的
思
考
力
を
駆

使
し
た
話
し
合
い
で
あ
る
。
国
語
科
書
写
・
行
書
入
門

期
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
第
一
教
材
『
大
木
』

を
例
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
生
徒
の
発
言
例
と
し
て

は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

○
「『
大
』
の
楷
書
の
三
画
め
の
右
払
い
が
、
行
書
の

右
払
い
で
は
変
化
し
て
い
る
。
一
画
め
か
ら
二
画
め

へ
の
筆
脈
が
つ
な
が
る
よ
う
に
書
き
、
最
終
画
は
二

文
字
め
の
『
木
』
に
つ
な
が
る
意
識
を
も
っ
て
は
ね

る
よ
う
に
書
く
。」

○
「『
木
』
は
、
二
画
め
の
縦
画
か
ら
終
筆
は
は
ね
、

化
に
よ
っ
て
、
言
語
活
動
の
充
実
の
成
否
も
決
ま
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
深
い
学
び
と

関
連
す
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
考
え
、
友
達
の
考

え
、
小
集
団
の
考
え
、
大
集
団
の
考
え
と
発
展
し
て
い

く
中
で
互
い
に
認
め
合
い
、
支
え
合
い
、
か
か
わ
り
合

う
活
動
が
大
切
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
評
価
が
大
き

く
関
与
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

④
教
師
が
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
と
し
て
の
役
割
を
果
た
せ

る
か

　
こ
れ
ま
で
、
討
議
を
し
た
際
に
、
評
価
役
に
徹
し
て

い
た
り
、
全
体
指
導
し
か
し
て
こ
な
か
っ
た
教
師
に

と
っ
て
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
役
を
し
つ
つ
、
目
標
達
成
に

導
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
視
点
を
明
確
に

し
て
授
業
の
質
的
転
換
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
か
。
小
グ
ル
ー
プ
で
の
質
的
に
高
い
レ
ベ
ル
の
話

し
合
い
が
可
能
に
な
る
か
は
、
徹
底
的
な
教
師
の
教
材

研
究
、
学
年
間
の
打
ち
合
わ
せ
を
乗
り
越
え
て
こ
そ
、

言
語
活
動
の
充
実
が
図
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑤
学
年
間
の
教
材
研
究
や
打
ち
合
わ
せ
の
時
間
の
確
保

　
授
業
の
質
的
転
換
を
図
っ
て
い
く
際
に
、
必
ず
言
わ

れ
て
い
る
の
が
教
材
研
究
の
時
間
の
確
保
と
、
打
ち
合

わ
せ
の
時
間
の
確
保
で
あ
る
。
従
前
、
指
導
方
法
の
改

善
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
テ
ィ
ー
ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン

グ
の
推
進
条
件
に
こ
の
二
点
が
あ
が
っ
た
が
、
実
現
す

る
の
に
現
在
で
も
不
足
し
て
い
る
実
情
が
あ
り
、
指
導
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国
語
科
書
写
の
特
性
と
し
て
、「
言
葉
」
を
「
筆
の

動
き
」
に
転
換
す
る
こ
と
が
言
語
活
動
を
活
発
に
す
る

こ
と
に
な
る
。
行
書
の
入
門
期
の
指
導
の
際
に
は
、
書

写
用
語
の
日
常
化
と
と
も
に
「
連
続
」「
省
略
」「
変

化
」
の
用
語
を
使
い
、
筆
の
動
き
に
生
か
せ
る
よ
う
に

す
る
こ
と
が
主
体
的
な
学
び
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ

よ
う
。
小
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
の
場
面
が
必
然
的

に
多
く
と
れ
る
特
性
を
最
大
限
生
か
し
て
、
言
語
活
動

を
駆
使
し
た
授
業
を
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

お
わ
り
に

　
今
後
、
立
場
や
根
拠
に
基
づ
い
た
言
語
活
動
は
、
中

学
校
教
育
に
お
い
て
必
須
の
指
導
の
方
向
性
を
示
す
重

要
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
よ
り
深
い
学
び
、
対

話
的
な
学
び
、
主
体
的
な
学
び
を
ど
の
よ
う
に
授
業
の

な
か
に
取
り
入
れ
て
い
く
か
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
教
師

の
力
量
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

五
つ
の
意
識
化
の
定
着
と
言
語
活
動
を
最
大
限
生
か
し

た
授
業
の
日
常
化
に
よ
っ
て
「
何
の
た
め
に
学
ぶ
の

か
」「
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
」
の
成
否
が
決

ま
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
こ
う
。

三
画
め
の
左
払
い
は
四
画
め
の
始
筆
に
つ
な
が
る
意

識
を
も
っ
て
は
ね
て
書
く
。
最
終
画
の
右
払
い
は
軽

く
止
め
る
。」

　
で
は
、
教
師
は
ど
の
よ
う
な
場
面
で
フ
ァ
シ
リ
テ
ー

タ
役
を
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
中
学
生
に
と
っ

て
、
行
書
入
門
期
の
『
大
木
』
は
、
多
く
の
疑
問
点
を

抱
く
こ
と
に
な
る
。「
基
本
点
画
を
同
じ
よ
う
に
書
く

点
画
と
、
違
っ
た
点
画
が
あ
り
、
難
し
い
。」「
楷
書
で

は
使
わ
な
い
筆
使
い
が
あ
り
、
毛
筆
で
書
い
て
み
る
と

筆
脈
が
出
な
い
。」「
連
続
の
点
画
を
書
く
の
で
、
速
く

書
く
の
が
難
し
い
。」
な
ど
が
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況

の
中
で
、
次
の
四
点
を
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
役
の
教
師
と

し
て
話
し
合
わ
せ
た
い
。

①
楷
書
と
行
書
の
点
画
の
違
い
を
書
写
の
基
本
点

画
と
対
比
し
、
話
し
合
お
う
。

②
同
じ
楷
書
の
点
画
が
行
書
に
よ
る
と
変
わ
る
点

画
は
ど
こ
か
、
ど
の
よ
う
な
筆
使
い
に
な
る
か

相
互
に
試
し
て
み
よ
う
。

③
周
り
の
友
達
の
書
い
た
試
書
で
筆
脈
が
わ
か
り

や
す
く
書
け
て
い
る
も
の
を
、
小
グ
ル
ー
プ
で

確
か
め
合
お
う
。

④
ま
と
め
書
き
が
楷
書
と
比
べ
て
、
点
画
の
連
続

と
変
化
が
わ
か
る
よ
う
に
書
け
て
い
る
か
話
し

合
お
う
。
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東北支社 〒980－0014 仙台市青葉区本町1-14-18 ライオンズプラザ本町ビル 7F
TEL: 022-227-0391　FAX: 022-227-0395

中部支社 〒460－0011 名古屋市中区大須4-10-40 カジウラテックスビル 5F
TEL: 052-262-0821　FAX: 052-262-0825

関西支社 〒541－0056 大阪市中央区久太郎町1-6-27 ヨシカワビル 7F
TEL: 06-6261-9221　FAX: 06-6261-9401

中国支社 〒730－0051 広島市中区大手町3-7-2 
  あいおいニッセイ同和損保広島大手町ビル 5F

TEL: 082-249-6033　FAX: 082-249-6040
四国支社 〒790－0004 松山市大街道3-6-1 岡崎産業ビル 5F 

TEL: 089-943-7193　FAX: 089-943-7134
九州支社 〒812－0007 福岡市博多区東比恵2-11-30 クレセント東福岡 E室

TEL: 092-433-5100　FAX: 092-433-5140
沖縄営業所 〒901－0155 那覇市金城3-8-9 一粒ビル 3F 

TEL: 098-859-1411　FAX: 098-859-1411
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〒101- 0051 東京都千代田区神田神保町 2－10
TEL. 03-3238-6862  FAX. 03-3238-6887「地球となかよし」事務局

応募の決まりなど詳しくはホームページを見てね

ツバメに借家
去年から，うちの外灯の上にツバメが巣を作るよ

うになりました。実はツバメが下見に来た時，巣を

作らせないようビニールをかぶせました。しかし，

新聞で「都市部のツバメの子育て受難」の記事を読み，

ビニールをはずしました。ふんで玄関が汚れないよ

うに外灯にラップをかけ，下にカゴをつけ，新聞紙

をひいて受け入れました。ヒナの成長を観察，見守

ることができてとても幸せな気分になれました。

前
回

入
選
作
品

◎主催／教育出版　◎協賛／日本環境教育学会
◎後援／環境省，日本環境協会，全国小中学校環境教育研究会，毎日新聞社，毎日小学生新聞

小学生・中学生（数名のグループ単位での応募も可）応募資格

2017年 7月1日～ 9月 30日
詳細は「優秀作品展示室」とあわせてホームページをご覧下さい。応募期間

作品
テーマ

「地球となかよし」という言葉から感じたり，考えたりしたことを，
写真（またはイラスト）にメッセージをつけて表現してください。

メッセージ
作品募集（2017年度）

①身のまわりの自然が壊されている状況を見て感じたことや，自然環境
や生き物を守るための取り組み
②さまざまな人との出会いを通して，友好の輪を広げた体験，異文化交
流，国際理解に関すること
③その他，「地球となかよし」という言葉から感じたり，考えたりしたこと

第15回

応募者全員に
参加賞が
もらえるよ!

メッセージ
まもなく締め切り


