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若
い
こ
ろ
は
、「
言
葉
の
乱
れ
」
と
か
聞
く
と
、
鼻
で
笑
っ
て
ま
し
た
。
新
聞

紙
上
で
「
識
者
」
が
嘆
い
て
た
り
す
る
た
び
に
。

　

何
を
言
っ
て
る
ん
だ
。
言
語
と
い
う
も
の
は
、
常
に
変
化
す
る
。
歴
史
的
に
見

て
、
そ
れ
は
、
む
し
ろ
当
然
な
こ
と
な
の
だ
。

　

基
準
が
単
に
そ
の
保
守
性
に
し
か
な
く
、
正
誤
が
、
結
局
は
流
布
の
度
合
い
に

よ
っ
て
の
み
判
定
さ
れ
る
の
な
ら
、
言
葉
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
自
体
が
本
質

的
に
無
意
味
。

　

文
句
を
言
う
人
は
、
世
の
中
の
移
り
変
わ
り
に
つ
い
て
い
け
て
な
い
と
自
ら
証

明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
私
は
考
え
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
時
は
、
意
外
な
ほ
ど
簡
単
に
う
つ
ろ
い
、
最
近
、
私
は
、
世
間

で
は
や
っ
て
い
る
い
く
つ
か
の
表
現
に
耐
え
ら
れ
な
い
で
い
る
自
分
に
気
づ
き
ま

す
。

　

例
え
ば
、
政
治
家
が
、
そ
の
政
策
は
ま
さ
に
「
真
逆
」
の
発
想
で
す
、
な
ど
と

力
説
す
る
と
き
。
彼
ら
の
本
能
と
し
て
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
言
葉
を
選
択
し
て

る
の
で
し
ょ
う
。
で
も
、
な
ん
て
汚
い
。「
正
反
対
」
で
十
分
な
の
に
。

　
「
目
線
」
っ
て
？　

そ
ん
な
言
い
方
が
ト
ゲ
ト
ゲ
し
く
耳
に
突
き
刺
さ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
な
の
か
。「
視
線
」
と
の
、
根
本
的
な
差
異
は
。

　
「
そ
れ
、
上
か
ら
目
線
で
す
よ
ね
」
と
い
う
発
言
が
あ
っ
た
と
た
ん
、
場
が
凍

り
つ
く
。
な
ぜ
か
論
理
を
超
越
し
、
い
わ
ゆ
る
「
言
っ
た
も
ん
勝
ち
」
に
な
る
。

な
ん
な
ん
だ
、
こ
の
表
現
も
。

　
「
こ
だ
わ
り
の
宿
」
に
だ
け
は
、
泊
ま
り
た
く
な
い
。「
こ
だ
わ
る
」
っ
て
い
う

の
は
、
本
来
、
気
に
し
な
く
て
い
い
些
事
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
あ
る

種
の
感
情
的
な
強
い
否
定
の
表
現
。
料
理
長
が
「
こ
だ
わ
り
の
一
品
」
を
出
し
た

な
ら
、
彼
が
そ
れ
に
拘
泥
し
た
せ
い
で
、
今
晩
の
食
事
全
体
へ
の
配
慮
を
欠
く
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
っ
て
こ
と
を
示
唆
し
て
る
の
に
。

　

私
は
、
こ
れ
ま
で
、
会
話
体
で
小
説
を
書
い
て
き
ま
し
た
。
正
統
派
の
文
学
の

支
持
者
か
ら
は
、
日
本
語
を
紊び
ん

乱ら
ん

す
る
側
に
目
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
、
出
版
社
か

ら
戻
っ
て
く
る
原
稿
の
初
校
は
、
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
で
真
っ
赤
に
な
っ
て
い
た
。
か

な
り
め
ん
ど
う
だ
っ
た
ん
で
す
よ
、
編
集
者
に
一
つ
一
つ
反
論
し
て
く
の
は
。

　

け
れ
ど
、
そ
ん
な
短
編
が
、
最
近
は
い
く
つ
か
の
中
学
の
入
試
問
題
に
採
用
さ

れ
る
始
末
。
い
よ
い
よ
、
私
も
「
焼
き
が
回
っ
た
」
の
か
。
こ
れ
は
、
辞
書
に
も

載
っ
て
い
る
、
た
ぶ
ん
、
あ
る
限
定
的
期
間
に
流
行
し
た
表
現
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
国
語
教
育
を
実
践
さ
れ
て
い
る
か
た
が
た
に
は
、
全
く
役
に

立
た
な
い
話
で
し
た
。

　

世
の
中
の
流
れ
と
い
う
勢
い
の
前
に
は
、圧
倒
的
な
無
力
感
を
覚
え
る
。
で
も
、

子
ど
も
た
ち
に
、
時
空
を
超
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
に
ふ
れ
る
機
会
を
提
供
し
て

い
た
だ
け
た
ら
、と
本
気
で
思
い
ま
す
。そ
の
あ
と
は
、彼
ら
の
感
覚
を
信
じ
た
い
。

　

た
だ
、
先
生
た
ち
が
上
機
嫌
で
、
こ
の
物
語
は
こ
ん
な
に
お
も
し
ろ
い
ん
だ
よ

と
か
言
っ
て
く
れ
れ
ば
。（
可
能
な
ら
、
な
か
で
も
川
島
誠
は
と
て
も
い
い
、
と
。）

　

だ
っ
て
、
ほ
か
に
手
は
な
い
っ
て
気
が
す
る
。

言
葉
に
と
っ
て
の
正
し
さ
と
は

川
島　

誠

作
家

か
わ
し
ま　

ま
こ
と　

一
九
五
六
年
東
京
生
ま
れ
。『
８
０
０
』『
セ

カ
ン
ド
シ
ョ
ッ
ト
』『
夏
の
こ
ど
も
た
ち
』『
海
辺
で
ロ
ン
グ
・
デ

ィ
ス
タ
ン
ス
』（
角
川
文
庫
）、『
し
ろ
い
く
ま
と
く
す
の
き
』（
文

渓
堂
）
な
ど
。
生
と
性
の
本
質
に
き
り
こ
む
作
品
を
書
き
続
け
る
。

『
８
０
０
』
は
、
九
四
年
に
映
画
化
さ
れ
た
。
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■
は
じ
め
に
■

　

平
成
二
十
三
年
四
月
よ
り
、
新
し
い
学
習
指
導
要

領
に
基
づ
く
教
育
課
程
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
現
在
は

移
行
期
間
で
す
か
ら
、
す
で
に
そ
の
内
容
を
よ
く
知

っ
て
い
る
と
い
う
か
た
も
い
る
で
し
ょ
う
し
、
ま
だ

よ
く
知
ら
な
い
と
い
う
か
た
も
い
る
で
し
ょ
う
。

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
特
徴
の
一
つ
は
、〔
伝
統

的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
が

新
設
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
小
学
校
の

低
学
年
か
ら
古
典
教
育
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
、
義

国語

新
学
習
指
導
要
領
の
課
題
に
こ
た
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
版
教
科
書
を
使
い
こ
な
す

特集

務
教
育
段
階
で
は
古
典
の
教
育
が
重
視
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
基
本
的
な
考
え
方
を
確

認
し
た
う
え
で
、
こ
れ
か
ら
の
伝
統
的
な
言
語
文
化

の
学
習
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。

■
学
習
指
導
要
領
の
内
容
■

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
各
学
年
の
内
容
が

［
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
］［
第
３
学
年
及
び
第
４

学
年
］［
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
］
と
い
う
よ
う
に
、

三
つ
に
分
け
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
述
べ
ら
れ
た
部
分
を
抜
き
出
し
て
示
し
ま
す
。

　
［
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
］　

ア

　
　
　

昔
話
や
神
話
・
伝
承
な
ど
の
本
や
文
章
の

　
　

読
み
聞
か
せ
を
聞
い
た
り
、
発
表
し
合
っ
た

　
　

り
す
る
こ
と
。

　
［
第
３
学
年
及
び
第
４
学
年
］　

ア

 　
　

易
し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
に
つ
い
て
、

情
景
を
思
い
浮
か
べ
た
り
、
リ
ズ
ム
を
感
じ

取
り
な
が
ら
音
読
や
暗
唱
を
し
た
り
す
る
こ

と
。

  　
　

長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、

故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
り
、
使
う
こ
と
。

　
［
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
］　

ア

　
　
　

親
し
み
や
す
い
古
文
や
漢
文
、
近
代
以
降

の
文
語
調
の
文
章
に
つ
い
て
、
内
容
の
大
体

を
知
り
、
音
読
す
る
こ
と
。

　
　
　

古
典
に
つ
い
て
解
説
し
た
文
章
を
読
み
、

昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を
知
る
こ

と
。

　

こ
う
し
た
内
容
を
ど
の
よ
う
に
指
導
し
て
い
け
ば

よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

伝
統
的
な
言
語
文
化
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
前
提

と
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　
「
Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」、「
Ｂ
書
く
こ
と
」

及
び
「
Ｃ
読
む
こ
と
」
の
指
導
を
通
し
て
、
次

の
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。

　
「
次
の
事
項
」
と
は
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
事
項

と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
の
両
方
を
さ
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
り
ま
す
。

　

特
定
の
事
項
を
ま
と
め
て
指
導
し
た
り
、
繰

り
返
し
て
指
導
し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
な
場

　

学
習
院
大
学
・
都
留
文
科
大
学
・
早
稲
田
大
学
等
で

講
師
と
し
て
国
語
教
育
お
よ
び
日
本
語
表
現
に
関
す
る

科
目
を
担
当
。
著
書
に
『
言
葉
の
力
を
育
む
』『
古
典

に
親
し
む
』『
授
業
改
善
を
め
ざ
す
』（
い
ず
れ
も
明
治

図
書
）
な
ど
が
あ
る
。

              
      

 
学
習
院
中
等
科
教
諭

岩い
わ
さ
き﨑　

淳
じ
ゅ
ん

小
学
校
に
お
け
る
古
典
教
育
の
基
本
的

な
考
え
方

（1）

（ア）（ア）

（1）

（イ）

（1）

（ア）（イ）

国語
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合
に
つ
い
て
は
、
特
に
そ
れ
だ
け
を
取
り
上
げ

て
学
習
さ
せ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。（「
第
３

指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
」
２　

ア
）

　

つ
ま
り
、
三
領
域
の
学
習
と
関
連
さ
せ
て
指
導
し

て
い
く
こ
と
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
場
合
に
よ
っ

て
は
、
指
導
者
の
判
断
で
弾
力
的
に
考
え
て
も
よ
い

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
指
導
に
つ
い

て
は
、
各
学
年
で
行
い
、
古
典
に
親
し
め
る
よ

う
配
慮
す
る
こ
と
。（
同 

イ
）

　

こ
れ
も
重
要
な
記
述
で
す
。
こ
れ
は
、
先
に
示
し

た
内
容
を
小
学
校
の
一
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
の
各

学
年
に
お
い
て
継
続
し
て
指
導
す
る
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。

■
古
典
教
育
の
基
本
的
な
考
え
方
■

　

中
学
校
に
お
け
る
古
典
学
習
は
、
古
典
に
親
し
む

態
度
を
育
て
る
こ
と
に
力
を
お
い
て
い
ま
す
。
中
学

校
で
古
典
文
法
を
教
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古

語
辞
典
を
使
わ
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
独
力
で

原
文
を
読
解
し
て
い
く
よ
う
な
力
を
育
て
る
こ
と
を

ね
ら
い
と
は
し
て
い
な
い
の
で
す
。

　

中
学
校
で
も
こ
う
し
た
状
況
で
す
の
で
、
小
学
校

段
階
で
あ
ま
り
難
し
い
学
習
活
動
を
想
定
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
熱
心
な
あ
ま
り
、
無
理
な
活
動
を

設
定
す
る
と
、
古
典
嫌
い
の
児
童
を
生
み
出
し
て
し

ま
う
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

前
に
示
し
た
学
習
指
導
要
領
の
内
容
は
、
次
の
三

点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

一　

古
典
の
世
界
に
親
し
む
。

　

二　

文
語
の
文
章
に
慣
れ
る
。

　

三　

古
人
の
考
え
方
を
知
る
。

　
「
一
」
の
「
古
典
の
世
界
に
親
し
む
」
と
い
う
の
は
、

現
代
と
は
違
っ
た
時
代
が
存
在
し
た
の
だ
と
い
う
こ

と
を
知
る
の
が
第
一
歩
で
す
。
古
典
世
界
に
親
し
む

た
め
に
は
「
必
ず
原
文
で
学
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
考
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
代
が
変
わ

れ
ば
、
社
会
制
度
も
風
俗
・
習
慣
も
大
き
く
変
わ
り

ま
す
。
当
然
、
二
十
一
世
紀
の
社
会
や
生
活
と
は
異

な
る
部
分
も
多
く
あ
り
ま
す
。

　

一
方
で
、
文
化
や
伝
統
は
今
で
も
わ
れ
わ
れ
の
心

の
中
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
古
典
は
、
日
本
人

の
美
意
識
や
人
生
観
を
形
成
す
る
の
に
大
き
く
関
与

し
て
き
ま
し
た
。
桜
の
開
花
を
心
待
ち
に
し
て
、
葉

桜
の
こ
ろ
ま
で
楽
し
む
、
秋
の
海
岸
の
夕
景
に
情
趣

を
感
じ
取
る
、
季
節
の
推
移
の
中
に
味
わ
い
を
感
じ

る
な
ど
は
そ
の
例
で
す
。

　
「
二
」
の
「
文
語
の
文
章
に
慣
れ
る
」
で
は
、
文
語

文
の
音
読
や
暗
唱
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
こ

と
わ
ざ
や
慣
用
句
な
ど
を
文
章
の
中
で
適
切
に
使
え

る
よ
う
に
な
っ
た
り
す
れ
ば
、
達
成
さ
れ
た
と
考
え

て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
「
文
語
の
文
章
を
暗
唱
す
る
」
と
い
っ
て
も
、
長
い

文
章
を
覚
え
さ
せ
な
く
と
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
短
歌

や
俳
句
な
ど
の
短
い
章
句
が
適
当
で
し
ょ
う
。
文
語

に
親
し
む
学
習
活
動
に
つ
い
て
は
節
を
あ
ら
た
め
て

後
述
し
ま
す
。

　
「
三
」
の
「
古
人
の
考
え
方
を
知
る
」
の
は
、
昔
の

人
の
感
じ
方
・
考
え
方
を
知
り
、
そ
れ
を
自
分
の
生

き
方
に
生
か
し
て
い
く
態
度
を
養
う
た
め
で
す
。
過

去
に
学
ぶ
こ
と
が
有
効
な
方
法
で
あ
る
こ
と
は
広
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
、
さ
ま
ざ
ま

な
社
会
状
況
の
中
で
、
古
人
が
ど
の
よ
う
に
考
え
、

ど
の
よ
う
に
生
き
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
、
後
世
の

わ
れ
わ
れ
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
必

ず
し
も
原
文
だ
け
で
な
く
、
口
語
訳
や
解
説
な
ど
、

現
代
の
言
葉
で
書
か
れ
た
文
章
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

も
し
も
原
文
で
学
習
す
る
な
ら
ば
、
易
し
い
文
章
や

短
い
部
分
を
取
り
上
げ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

日
本
の
古
典
は
さ
ま
ざ
ま
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い

ま
す
。
小
学
校
は
、
そ
の
と
び
ら
を
開
く
大
切
な
段

階
で
す
。「
昔
の
話
は
お
も
し
ろ
い
」「
古
い
時
代
に

興
味
が
出
て
き
た
」、
そ
ん
な
感
想
を
児
童
が
抱
い
た

と
し
た
ら
、
そ
の
授
業
は
成
功
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

平
成
二
十
三
年
度
版
の
教
科
書
は
、
新
し
い
学
習

指
導
要
領
に
対
応
し
て
編
集
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

内
容
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

■
物
語
を
楽
し
む
■

　

古
典
に
は
不
思
議
な
話
や
奇
想
天
外
な
話
が
数
多

く
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
祖
先
が
た

い
へ
ん
細
や
か
な
観
察
眼
や
豊
か
な
想
像
力
・
表
現

（1）
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力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
し
、
ま
た

そ
れ
を
ほ
か
の
人
々
と
共
有
す
る
喜
び
を
大
切
に
し

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

読
ん
で
楽
し
い
、
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
る
こ
と
は
、

読
書
活
動
の
根
本
的
な
魅
力
の
一
つ
で
す
。
新
し
い

教
科
書
で
は
、
昔
話
や
神
話
に
ふ
れ
、
物
語
を
読
む

楽
し
さ
を
通
じ
て
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
世
界
に

親
し
め
る
よ
う
に
編
集
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
天
に
の
ぼ
っ
た
お
け
や
さ
ん
』（
１
下
）

　

お
け
や
（
桶
屋
）
さ
ん
が
、
風
呂
桶
を
つ
く
っ
て

い
た
と
き
に
、
た
が
が
は
ず
れ
て
空
高
く
は
じ
き
と

ば
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
、
傘
屋
の
手
伝
い

を
し
て
い
る
う
ち
に
風
に
あ
お
ら
れ
て
今
度
は
天
ま

で
昇
り
、
雷
神
の
手
伝
い
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
雲
か
ら
落
ち
て
し
ま
い
…
…
と
不
思
議

な
体
験
を
重
ね
て
い
き
ま
す
。

　

お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
部
分
を
音
読
し
て
ほ
か
の

児
童
に
聞
い
て
も
ら
う
と
い
う
活
動
を
設
定
す
る
こ

と
で
、
こ
の
物
語
の
よ
い
と
こ
ろ
を
明
確
に
し
、
そ

の
う
え
で
学
習
の
交
流
の
機
会
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
『
い
な
ば
の
し
ろ
う
さ
ぎ
』（
２
上
）、

『
か
さ
こ
じ
ぞ
う
』（
２
下
）
な
ど
の
文
章
に
よ
っ
て
、

物
語
を
読
む
楽
し
さ
が
味
わ
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
活
動
の
指
示
も
、
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ

た
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
日
本
の
文
化
に
親
し
む
■

　

語
彙
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
、
言
葉
に
関
す
る
知
識

が
あ
る
こ
と
な
ど
も
、
求
め
ら
れ
る
言
葉
の
力
の
一

つ
で
す
。
ふ
だ
ん
か
ら
、
読
書
を
よ
く
す
る
児
童
と

そ
う
で
な
い
児
童
と
で
は
、
知
っ
て
い
る
言
葉
の
数

に
大
き
な
へ
だ
た
り
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
・
故
事
成
語
な
ど
は
、
現
在

で
も
日
常
生
活
の
中
で
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
を
学
習
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
表

現
を
豊
か
に
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
・
故
事
成
語
な
ど

の
学
習
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
背
後
に
存
在

す
る
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
世
界
に
気
づ
か
せ
る
こ

と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
学
習
を
契

機
と
し
て
、
言
葉
の
世
界
に
興
味
を
抱
く
場
合
も
少

な
か
ら
ず
あ
り
ま
す
。

『
故
事
成
語
』（
４
下
）

　
「
五
十
歩
百
歩
」
を
例
に
故
事
成
語
に
つ
い
て
説
明

し
、「
漁
夫
の
利
」
の
意
味
と
成
り
立
ち
を
解
説
し
て

い
ま
す
。
続
い
て
「
と
ら
の
威
を
借
る
き
つ
ね
」「
矛

盾
」
な
ど
の
故
事
成
語
を
示
し
、
意
味
や
成
り
立
ち

を
調
べ
る
、
故
事
成
語
を
使
っ
て
文
を
作
る
な
ど
の

活
動
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

　
『
こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
』（
３
下
）
で
も
、
さ
ま
ざ

ま
な
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
を
学
ん
だ
り
、
使
い
方
を

考
え
た
り
し
て
学
習
し
ま
す
。

■
日
本
の
文
化
を
考
え
る
■

　

い
く
つ
か
の
作
品
を
例
に
ひ
き
、
そ
れ
に
解
説
を

く
わ
え
な
が
ら
、
日
本
の
文
化
や
言
葉
に
つ
い
て
考

え
さ
せ
る
教
材
も
あ
り
ま
す
。
歴
史
と
時
代
の
か
か

わ
り
や
昔
と
今
の
言
葉
の
つ
な
が
り
な
ど
に
関
す
る

理
解
が
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

『「
物
語
」
を
楽
し
む
』（
５
下
）

　

題
名
ど
お
り
、
昔
か
ら
現
在
ま
で
、
人
々
が
さ
ま

ざ
ま
な
手
法
で
物
語
を
楽
し
ん
で
き
た
と
い
う
視
点

か
ら
日
本
の
文
化
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
教

材
中
に
は
『
竹
取
物
語
』
と
『
平
家
物
語
』
の
冒
頭

の
一
部
を
原
文
で
示
し
、
文
語
の
文
章
に
親
し
め
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
『
言
葉
は
時
代
と
と
も
に
』（
６
下
）
で
は
、
夏
目

漱
石
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』、
芥
川
龍
之
介
『
杜
子
春
』、

正
岡
子
規
の
俳
句
と
短
歌
、『
万
葉
集
』
の
和
歌
な
ど

を
紹
介
し
、
言
葉
に
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
た
部

分
が
あ
る
一
方
で
、
時
代
を
経
て
も
変
化
し
て
い
な

い
部
分
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

■
文
語
の
響
き
に
ふ
れ
る
■

　

文
語
の
文
章
の
響
き
や
リ
ズ
ム
に
ふ
れ
る
こ
と
は
、

日
本
語
の
豊
か
さ
に
気
づ
い
た
り
、
そ
の
美
し
さ
を

味
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た

学
習
経
験
の
積
み
重
ね
が
、
言
葉
を
大
切
に
す
る
態

度
を
育
て
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

三
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
、
各
学
年
に
親
し
み
や

す
い
文
語
の
文
章
を
配
し
ま
し
た
。

『
俳
句
に
親
し
む
』（
３
上
）

　

俳
句
と
い
う
文
芸
形
式
に
親
し
め
る
よ
う
、
導
入

の
部
分
で
小
学
生
の
作
っ
た
句
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

国語  
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俳
句
が
十
七
音
で
あ
る
こ
と
、
季
語
が
入
っ
て
い
る

こ
と
を
説
明
し
た
あ
と
、
四
季
そ
れ
ぞ
れ
に
二
句
ず

つ
、
合
計
八
句
の
俳
句
を
解
説
と
と
も
に
示
し
ま
し

た
。
よ
り
俳
句
に
親
し
め
る
よ
う
季
語
の
例
を
あ
げ
、

俳
句
創
作
の
活
動
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

『
短
歌
の
世
界
』（
４
上
）

　

藤
原
敏
行
や
藤
原
定
家
の
名
歌
の
ほ
か
、
良
寛
や

与
謝
野
晶
子
の
親
し
み
や
す
い
歌
な
ど
、
六
首
を
解

説
と
と
も
に
示
し
ま
し
た
。

　

こ
の
教
材
で
は
「
心
に
し
み
て
う
れ
し
か
り
け

り
（
心
に
し
み
じ
み
と
感
じ
て
う
れ
し
か
っ
た
な

あ
）」
と
い
う
下
の
句
を
提
示
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て

五
・
七
・
五
を
考
え
、
音
読
す
る
と
い
う
活
動
を
設
定

し
て
い
ま
す
。

『
漢
文
に
親
し
む
』（
５
上
）

　

孟
浩
然
『
春
暁
』
と
李
白
の
『
静
夜
思
』
と
い
う

二
編
の
漢
詩
と
『
論
語
』『
大
学
』
か
ら
ご
く
短
い

二
つ
の
章
句
を
現
代
語
訳
と
と
も
に
掲
載
し
ま
し
た
。

文
語
の
部
分
に
は
す
べ
て
の
漢
字
に
ふ
り
が
な
を
ふ

り
、
ど
の
児
童
も
、
漢
文
の
簡
潔
な
リ
ズ
ム
を
味
わ

え
る
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す
。

『
春
は
あ
け
ぼ
の
』（
６
上
）

　

清
少
納
言
の
『
枕
草
子
』
に
関
す
る
解
説
の
文
章

と
序
段
お
よ
び
活
動
の
指
示
と
で
構
成
し
て
い
ま
す
。

原
文
の
中
で
現
代
の
言
葉
と
読
み
方
の
異
な
る
部
分

に
は
す
べ
て
読
み
方
を
示
し
ま
し
た
。
原
文
と
と
も

に
現
代
語
訳
と
写
真
を
収
め
、
内
容
の
理
解
を
助
け

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

文
学
単
元
で
の
『
薫
風
』
や
『「
迷
う
」』
な
ど
の

現
代
の
随
筆
と
も
関
連
さ
せ
、
随
筆
を
書
く
活
動
へ

と
発
展
で
き
る
よ
う
に
も
し
て
あ
り
ま
す
。

■
文
語
に
親
し
む
■

　

文
語
の
文
章
に
親
し
む
た
め
の
方
法
は
い
く
つ
か

あ
り
ま
す
。
次
に
そ
の
い
く
つ
か
を
示
し
ま
す
が
、

す
べ
て
を
活
動
に
取
り
入
れ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

通
常
は
「
１
」
と
「
２
」
の
活
動
で
か
ま
い
ま
せ
ん
。

児
童
の
発
達
段
階
や
学
習
状
況
に
応
じ
て
、
そ
の
他

の
活
動
を
適
宜
取
り
入
れ
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

１　

文
章
の
朗
読
を
聞
く
。

　

教
師
に
よ
る
範
読
の
ほ
か
に
、
音
声
Ｃ
Ｄ
な
ど
を

利
用
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
文
語
の
響
き
に
親
し

ま
せ
る
の
は
重
要
な
こ
と
で
す
。

２　

文
章
を
音
読
す
る
。

　

正
し
い
読
み
方
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
音

読
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
口
語
の
よ
さ
が
そ
の
明

快
さ
・
平
易
さ
に
あ
る
と
す
る
と
、
文
語
の
魅
力
は

格
調
の
高
さ
に
あ
り
ま
す
。
音
読
を
し
て
い
る
だ
け

で
も
、
学
習
の
充
実
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３　

文
章
を
書
き
写
す
。

　

自
分
の
手
で
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
典
作
品
に

よ
り
親
し
む
こ
と
が
で
き
た
り
内
容
の
理
解
が
深
ま

っ
た
り
し
ま
す
。

４　

文
章
を
暗
唱
す
る
。

　

文
化
的
に
価
値
の
あ
る
内
容
を
記
憶
し
、
そ
れ
を

声
に
出
し
て
再
生
す
る
こ
と
は
、
精
神
を
活
性
化
さ

せ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
名
句
や
名
歌
は
折
に
ふ

れ
て
話
題
に
の
ぼ
る
（
テ
レ
ビ
番
組
で
紹
介
さ
れ
た

り
、
随
想
で
引
用
さ
れ
た
り
す
る
）
の
で
、
覚
え
て

い
る
と
古
典
の
世
界
に
親
し
み
を
感
じ
る
機
会
が
増

え
ま
す
。

５　

他
の
児
童
と
唱
和
す
る
。

　

声
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
学
習
の
達
成
感
を
味
わ

っ
た
り
、
気
持
ち
が
高
揚
し
た
り
し
ま
す
。
共
通
し

た
学
習
体
験
を
も
つ
こ
と
は
、
学
習
集
団
の
連
帯
感

を
強
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

６　

覚
え
た
文
章
を
丁
寧
に
書
く
。

　

美
し
い
色
紙
や
短
冊
な
ど
に
、
自
分
の
好
き
な
言

葉
や
文
章
の
一
節
を
書
く
の
は
楽
し
い
活
動
で
す
。

行
事
な
ど
と
関
連
さ
せ
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。　

■
終
わ
り
に
■

　

活
動
の
設
定
の
仕
方
、
授
業
の
進
め
方
に
は
い
ろ

い
ろ
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。「
正
解
が
た
っ
た
一
つ

だ
け
存
在
す
る
」
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

児
童
一
人
一
人
の
学
力
や
集
団
の
学
習
状
況
を
把
握

し
て
、
そ
れ
に
応
じ
た
指
導
を
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
そ
れ
が
で
き
る
の
は
、
授
業
担
当
者
で
あ
る
み

な
さ
ん
だ
け
で
す
。

　

小
学
校
に
お
け
る
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
学
習
が

本
格
的
に
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
新
し
い
教
科

書
が
楽
し
く
充
実
し
た
授
業
に
資
す
る
こ
と
を
心
か

ら
願
っ
て
い
ま
す
。
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新
学
習
指
導
要
領
の
理
念
・
考
え
方
を
ふ
ま
え
て

　

来
年
度
の
新
学
習
指
導
要
領
完
全
実
施
ま
で
、
残

す
と
こ
ろ
半
年
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
現
在
、

全
国
各
地
の
小
学
校
や
研
究
組
織
に
お
い
て
、
新
た

な
教
材
・
教
具
の
開
発
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
な
ど

の
準
備
が
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
来
年
四
月
か
ら
使
用
さ
れ
る
新
版
教
科

書
の
改
訂
点
に
着
目
し
て
、
そ
の
内
容
を
見
て
い
き

た
い
。

　
「
ひ
ろ
が
る
言
葉
」
と
い
う
書
名
に
は
、
子
ど
も
た

ち
の
言
葉
の
世
界
を
広
げ
、
言
葉
を
と
お
し
て
実
生

活
や
今
後
の
生
き
方
を
よ
り
豊
か
に
し
て
い
っ
て
ほ

し
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
教

科
書
に
閉
じ
こ
も
っ
た
言
葉
の
世
界
で
は
な
く
、
そ

　

川
崎
市
内
の
公
立
小
学
校
を
経
て
現
職
。
研
究
主
任

と
し
て
「
共
に
学
び
を
つ
く
り
あ
げ
る
力
」
を
キ
ー
ワ

ー
ド
に
学
校
全
体
の
研
究
に
取
り
組
み
つ
つ
、
国
語
科

で
は
「
読
む
こ
と
」
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
種
を
用

い
た
単
元
学
習
を
開
発
し
な
が
ら
、
児
童
が
考
え
を
形

成
し
、
交
流
す
る
学
び
の
過
程
を
研
究
し
て
い
る
。

              
      

横
浜
国
立
大
学

教
育
人
間
科
学
部
附
属

横
浜
小
学
校
教
諭

茅か
や

野の　

政ま
さ
の
り徳

説
明
文
教
材
を
用
い
て
論
理
的
思
考
力

を
は
ぐ
く
も
う

こ
で
得
た
技
能
や
知
識
、
は
ぐ
く
ま
れ
た
言
葉
の
力

が
、
他
教
科
の
学
び
や
実
生
活
、
そ
の
後
の
言
語
活

動
に
生
き
て
は
た
ら
く
も
の
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
の

期
待
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、「
言
葉
を
ひ
ろ
げ
る
」
原
動
力
と
な
る
の

は
、
子
ど
も
の
主
体
的
な
学
び
で
あ
り
、
確
か
な
言

葉
の
力
で
あ
る
。
そ
れ
を
保
障
し
、
子
ど
も
が
自
ら

の
手
で
言
葉
の
世
界
を
広
げ
て
い
け
る
よ
う
、
領
域
・

学
年
・
六
年
間
の
系
統
性
を
意
識
し
た
教
材
の
内
容

や
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

以
下
に
、
新
学
習
指
導
要
領
の
理
念
・
考
え
方
を

ふ
ま
え
、
新
版
教
科
書
の
説
明
文
教
材
に
つ
い
て
、

現
行
（
平
成
十
七
年
度
）
版
教
科
書
と
比
べ
な
が
ら
、

教
材
作
成
や
配
列
の
意
図
、
指
導
上
意
識
す
べ
き
ポ

イ
ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

「
確
か
」
で
「
豊
か
」
な
言
葉
の
力
を

　

中
教
審
答
申
（「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高

等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
級
の
学
習
指
導
要
領
の
改

善
に
つ
い
て
」
二
〇
〇
八
年
一
月
十
七
日
）
の
「
７
．

教
育
内
容
に
関
す
る
主
な
改
善
事
項
」
に
第
一
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
、「
言
語
活
動
の
充
実
」
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

各
教
科
等
に
お
け
る
言
語
活
動
の
充
実
は
、

今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
お
い
て
各
教

科
等
を
貫
く
重
要
な
改
善
の
視
点
で
あ
る
。（
中

略
）
国
語
を
は
じ
め
と
す
る
言
語
は
、
知
的
活

動
（
論
理
や
思
考
）
だ
け
で
な
く
、（
中
略
）
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
感
性
・
情
緒
の
基
盤
で

も
あ
る
。

　

こ
の
た
め
、
国
語
科
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

言
語
の
果
た
す
役
割
に
応
じ
、
的
確
に
理
解
し
、

論
理
的
に
思
考
し
表
現
す
る
能
力
、
互
い
の
立

場
や
考
え
を
尊
重
し
て
伝
え
合
う
能
力
を
育
成

す
る
こ
と
や
我
が
国
の
言
語
文
化
に
触
れ
て
感

性
や
情
緒
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
重
視
す
る
。

　

言
語
活
動
の
充
実
が
各
教
科
に
位
置
づ
け
ら
れ
た

こ
と
で
国
語
科
の
役
割
と
重
要
性
が
さ
ら
に
増
し
た

と
い
え
る
。
私
た
ち
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
言
葉

を
と
お
し
て
物
事
を
理
解
す
る
。
そ
の
理
解
の
う
え

で
論
理
的
に
思
考
し
、
相
手
や
場
に
応
じ
て
適
切
な

判
断
を
下
す
。
そ
れ
を
他
者
と
伝
え
合
う
の
も
言
葉

を
と
お
し
て
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
お
い
し
い
」「
に
ぎ
や
か
」「
ま
ぶ
し
い
」

な
ど
味
覚
・
聴
覚
・
視
覚
を
は
じ
め
と
し
た
感
覚
も

言
語
化
し
て
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
言
葉
は

私
た
ち
の
思
考
と
心
の
源
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

か
ろ
う
。

　

今
回
、
各
教
科
に
「
言
語
活
動
の
充
実
」
が
位
置

づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
が
、
そ

れ
は
反
面
、
子
ど
も
た
ち
の
「
言
葉
離
れ
」
か
ら
生

じ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。



�

　

現
代
の
子
ど
も
た
ち
は
、
核
家
族
化
や
情
報
化
社

会
の
影
響
に
よ
り
、
直
接
言
葉
を
と
お
し
て
他
者
と

意
思
疎
通
を
図
っ
た
り
、
自
ら
の
思
い
や
考
え
を
表

出
し
た
り
す
る
こ
と
が
不
慣
れ
で
あ
る
と
感
じ
る
。

ま
た
、
読
書
時
間
や
書
く
機
会
の
減
少
も
見
逃
せ
な

い
。
新
学
習
指
導
要
領
を
概
観
す
る
と
、
そ
れ
ら
の

課
題
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
て
と
れ
る
。

そ
の
一
つ
が
「
言
語
活
動
例
」
の
重
視
で
あ
る
。
具

体
的
な
言
語
活
動
を
各
領
域
に
位
置
づ
け
、
再
構
成

し
、
指
導
事
項
と
の
一
体
化
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
話
す
・
聞
く
」「
書
く
」「
読
む
」
と
い
っ
た
言
葉
の

力
を
は
ぐ
く
も
う
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、「
読
む
こ
と
」
の
領
域
に
お
い
て
、「
自
分

の
考
え
の
形
成
及
び
交
流
」
と
い
う
事
項
が
新
設
さ

れ
た
。
こ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
に
対
し
て
自
ら

の
考
え
を
表
出
し
、
他
者
と
交
流
す
る
中
で
考
え
を

よ
り
広
げ
、
深
め
る
と
い
う
新
た
な
読
み
の
学
習
の

あ
り
方
を
提
案
し
て
い
る
と
い
え
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
な

ど
の
国
際
調
査
か
ら
見
え
た
課
題
の
克
服
に
向
け
、

受
動
的
な
読
み
か
ら
能
動
的
な
読
み
へ
の
転
換
を
図

っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
新
し
い
教
科
書
で
そ
れ

を
最
も
具
現
化
し
て
い
る
の
が
、五
年
生
下
巻
の
『
世

界
遺
産　

白
神
山
地
か
ら
の
提
言
』
で
あ
る
。

　

能
動
的
な
読
み
を
支
え
て
い
る
の
は
、「
確
か
」
な

言
葉
の
力
で
あ
る
。
言
葉
を
正
確
に
理
解
し
、
表
現

す
る
力
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
確
か
」
な
言
葉
の

力
の
う
え
に「
豊
か
」な
言
葉
の
使
い
手
は
存
在
す
る
。

新
版
教
科
書
は
、
確
か
な
言
葉
の
力
を
は
ぐ
く
む
た

め
に
、
手
引
き
や
脚
注
な
ど
の
細
部
を
工
夫
し
て
い

る
。
そ
の
う
え
で
言
葉
の
世
界
を
広
げ
、
豊
か
な
言

葉
の
使
い
手
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
、
五
〇
〇
冊
以

上
の
図
書
を
紹
介
し
た
り
、
六
年
生
上
巻
『
日
本
語

を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
書
き
表
す
』
な
ど
、
言
葉
そ

の
も
の
を
題
材
に
し
た
教
材
を
新
た
に
掲
載
し
た
り

し
て
い
る
。

　

次
は
、
具
体
的
な
教
材
を
例
に
新
版
教
科
書
の
特

徴
や
改
善
点
を
見
て
い
こ
う
。

説
明
的
文
章
で
確
か
な
言
葉
の
力
を

　

ま
ず
、
説
明
的
文
章
で
は
ぐ
く
み
た
い
言
葉
の
力

と
は
何
か
を
考
え
た
い
。
そ
れ
は
、
六
年
間
の
系
統

立
て
た
指
導
に
よ
り
つ
ち
か
わ
れ
る
正
確
な
読
解
力
、

論
理
的
思
考
力
、
情
報
活
用
力
、
説
明
的
な
表
現
力

な
ど
で
あ
ろ
う
。
そ
の
基
礎
を
は
ぐ
く
む
の
が
低
学

年
で
あ
る
。

　

低
学
年
の
説
明
文
教
材
は
、「
説
明
と
は
、
要
旨
を

示
し
て
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
」
を
子
ど
も
た
ち
に
示

す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
子
ど
も
た
ち

は
、
ま
ず
一
年
生
上
巻
で
二
つ
の
説
明
的
文
章
を
学

習
す
る
。『
な
に
が
、
か
く
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
』

と
『
だ
れ
が
、
た
べ
た
の
で
し
ょ
う
』
で
あ
る
。
こ

の
二
つ
の
文
章
に
共
通
し
て
い
る
の
が
、「
説
明
と
は

何
か
」
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
が
お
さ
え
ら
れ
る

構
造
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

ま
ず
、『
な
に
が
、
か
く
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
』

で
は
、
し
ゃ
く
と
り
む
し
と
こ
の
は
ち
ょ
う
を
取
り

上
げ
、「
問
題
事
象
を
言
葉
と
写
真
で
示
し
な
が
ら
問

い
を
設
定
し
、
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と
問
い
の
答
え
に

出
会
う
」
と
い
う
順
序
で
文
章
が
展
開
す
る
。
こ
の

よ
う
な
文
章
を
読
む
こ
と
を
と
お
し
て
、「
説
明
と
は
、

問
い
に
対
す
る
答
え
を
示
す
こ
と
」
だ
と
学
ぶ
の
で

あ
る
。

　　　

教
材
の
終
末
部
で
は
、「
じ
ょ
う
ず
に
か
く
れ
る
こ

と
の
で
き
る
む
し
は
、ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
い
ま
す
。」

と
示
し
、
そ
の
「
む
し
」
に
五
枚
の
写
真
を
対
応
さ

せ
て
い
る
。
何
と
何
が
対
応
し
て
い
る
か
を
把
握
す

る
こ
と
は
、
論
理
的
思
考
の
第
一
歩
で
あ
る
。

　

次
に
『
だ
れ
が
、
た
べ
た
の
で
し
ょ
う
』
だ
が
、

こ
の
教
材
も
『
な
に
が
、
か
く
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
』
と
同
様
の
枠
組
み
を
も
ち
、「
問
題
事
象
の
提
示
、

写
真
に
よ
る
確
認
、
問
い
の
提
示
、
問
い
の
答
え
、

問
題
事
象
と
の
照
合
」
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
お
り
、

そ
れ
が
三
回
繰
り
返
さ
れ
る
。
文
章
量
も
増
え
、
構
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造
的
に
も
複
雑
化
し
、
よ
り
論
理
的
思
考
力
が
は
ぐ

く
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　　

こ
の
教
材
で
も
、
終
末
部
で
他
の
動
物
へ
と
話
題

を
広
げ
て
い
る
。
動
物
の
食
べ
跡
か
ら
発
展
し
、
身

近
な
動
物
へ
の
関
心
を
読
書
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し

て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
教
材
に
よ
り
、
正
確
に
書
い

た
り
、
口
頭
で
説
明
し
た
り
す
る
と
い
う
「
説
明
的

な
表
現
力
」
の
基
礎
が
身
に
つ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て

こ
の
学
習
が
、一
年
生
下
巻
の『
は
た
ら
く
じ
ど
う
車
』

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。「
説
明
と
は
問
い
に
対
す
る

答
え
を
示
す
こ
と
」
と
い
う
概
念
を
学
ん
だ
子
ど
も

た
ち
が
、
さ
ら
に
「
説
明
と
は
何
か
」
を
学
ぶ
重
要

な
教
材
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
説
明
と
は
、

要
旨
を
示
し
て
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
」
と
い
う
概
念

を
学
ぶ
の
で
あ
る
。

　
『
は
た
ら
く
じ
ど
う
車
』
は
、
冒
頭
で

　

じ
ど
う
車
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な　

も
の
が　

あ
り
ま
す
。
ど
の　

じ
ど
う
車
も
、
は
た
ら
き

に　

あ
わ
せ
て　

つ
く
っ
て　

あ
り
ま
す
。

と
、
要
旨
を
述
べ
た
あ
と
、
バ
ス
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

ミ
キ
サ
ー
車
、
シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
、
ポ
ン
プ
車
と
四
つ

の
事
例
を
あ
げ
、
そ
の
「
は
た
ら
き
」
と
「
つ
く
り
」

を
解
説
す
る
。「
ど
こ
に
『
は
た
ら
き
』
が
書
い
て
あ

る
か
」
や
「
ど
こ
に
『
つ
く
り
』
が
書
い
て
あ
る
か
」

を
要
旨
に
照
ら
し
て
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

　　

こ
の
教
材
に
は
、ま
と
め
の
部
分
が
な
い
。こ
れ
は
、

冒
頭
の
要
旨
に
合
わ
せ
て
、
他
の
は
た
ら
く
自
動
車

の
事
例
を
つ
け
加
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
児
童
に
、
い
ろ
い
ろ
な

自
動
車
の
「
は
た
ら
き
」
と
「
つ
く
り
」
を
考
え
さ

せ
て
み
よ
う
。
そ
れ
が
次
の
「
書
く
こ
と
」
教
材
『
の

り
も
の
の
こ
と
を
し
ら
せ
よ
う
』
に
ス
ム
ー
ズ
に
つ

な
が
っ
て
い
く
。

　

ま
た
、
現
行
版
で
は
「
つ
か
い
み
ち
」
と
い
う
言

葉
を
用
い
て
い
る
が
、「
が
く
し
ゅ
う
の
て
び
き
」
で

は
、

　
　

そ
れ
ぞ
れ
の　

じ
ど
う
車
は
、
ど
ん
な　

は

　

た
ら
き
を　

し
ま
す
か
。

　
　
「
つ
か
い
み
ち
」
に　

あ
わ
せ
て
、
ど
の
よ
う

　

に　

つ
く
ら
れ
て　

い
ま
す
か
。

と
な
っ
て
い
る
。
多
く
の
実
践
で
「
は
た
ら
き
」
と

「
つ
か
い
み
ち
」
と
い
う
言
葉
の
混
在
に
つ
い
て
課
題

が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
を
考
慮
し
、
新

版
で
は
「
は
た
ら
き
」
と
「
つ
く
り
」
と
い
う
言
葉

を
前
面
に
打
ち
出
す
と
と
も
に
「
が
く
し
ゅ
う
の
て

び
き
」
を
整
理
し
て
い
る
。

【
現
行
版
】

　

じ
ど
う
車
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な　

も
の
が　

あ
り
ま
す
。
ど
の　

じ
ど
う
車
も
、
つ
か
い
み

ち
に　

あ
わ
せ
て　

つ
く
っ
て　

あ
り
ま
す
。

【
新
版
】

　

じ
ど
う
車
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な　

も
の
が　

あ
り
ま
す
。
ど
の　

じ
ど
う
車
も
、
は
た
ら
き

に　

あ
わ
せ
て　

つ
く
っ
て　

あ
り
ま
す
。

⇦

（2）（3）
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⇦

⇦

　

次
に
本
文
の
文
章
構
造
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
の
文

章
は
、
一
つ
一
つ
の
自
動
車
の
「
は
た
ら
き
」
と
、

そ
の
は
た
ら
き
に
合
わ
せ
た
「
つ
く
り
」
と
具
体
的

な
「
は
た
ら
き
」
を
三
段
落
構
成
で
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
現
行
版
か
ら
変
わ
り
は
な
い
。
大
き
く
改

変
し
た
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

①　

第
三
段
落
の
役
割
の
明
確
化
と
主
語
の
一
致

　

バ
ス
を
例
に
ポ
イ
ン
ト
を
示
す
。
現
行
版
で
は
、

第
一
段
落
に
お
い
て
、「
バ
ス
は
、
お
お
ぜ
い
の　

お

き
ゃ
く
を　

の
せ
て　

は
こ
ぶ　

じ
ど
う
車
で
す
。」

と
、
は
た
ら
き
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
二
段
落

で
「
で
す
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
ざ
せ
き
が　

あ
り
ま

す
。
つ
り
か
わ
や　

手
す
り
も　

つ
い
て
い
ま
す
。」

と
、
は
た
ら
き
に
合
わ
せ
た
つ
く
り
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
は
変
わ
り
な
い
。
つ
ぎ
の
第
三
段
落
は
、

【
現
行
版
】

　

バ
ス
は
、 

き
ま
っ
た　

じ
こ
く
に
、
き
ま
っ

た　

み
ち
を　

は
し
り
ま
す
。

【
新
版
】

　

バ
ス
は
、
お
お
ぜ
い
の　

お
き
ゃ
く
を　

の

せ
て
、　

あ
ん
ぜ
ん
に　

は
し
り
ま
す
。

と
な
っ
た
。
第
二
段
落
で
示
さ
れ
た
「
つ
り
か
わ
と

て
す
り
」
は
、
第
一
段
落
の
「
お
お
ぜ
い
の　

お
き

ゃ
く
を　

の
せ
て
、
は
こ
ぶ
」
と
い
う
は
た
ら
き
の

た
め
の
つ
く
り
で
あ
る
が
、
第
三
段
落
で
ふ
れ
ら
れ

る
「
あ
ん
ぜ
ん
に
」
に
も
関
係
し
て
い
る
。
第
一
・
二

段
落
と
の
関
連
性
を
明
確
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ミ
キ
サ
ー
車
で
も
い

え
る
。

【
新
版
】

　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ミ
キ
サ
ー
車
は
、
な
ま
コ
ン

ク
リ
ー
ト
を　

は
こ
ぶ　

じ
ど
う
車
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
お
お
き
な　

ミ
キ
サ
ー
を　

の

せ
て
い
ま
す
。

　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ミ
キ
サ
ー
車
は
、
な
ま
コ
ン

ク
リ
ー
ト
が　

よ
く　

ま
ざ
る
よ
う
に
、
ミ
キ

サ
ー
を　

ぐ
る
ぐ
る　

ま
わ
し
な
が
ら
、
こ
う

じ
を
す
る　

ば
し
ょ
に　

は
こ
び
ま
す
。

　
「
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
運
ぶ
」
と
い
う
は
た
ら
き
、

「
ミ
キ
サ
ー
を
乗
せ
て
い
る
」
と
い
う
つ
く
り
。
こ
の

二
点
を
さ
ら
に
補
足
し
、
統
合
す
る
役
割
を
も
っ
た

の
が
第
三
段
落
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
現
行
版
で
は
第
三
段
落
に
主
語
が
示
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
が
、
新
版
で
は
ど
の
自
動
車
に
つ
い

て
も
第
一
段
落
と
同
じ
主
語
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ

は
新
学
習
指
導
要
領
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語

の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
の
「　

文
の
中
に
お
け
る

主
語
と
述
語
と
の
関
係
に
注
意
す
る
こ
と
。」
を
意
識

し
た
う
え
で
、
先
に
述
べ
た
「
説
明
的
な
表
現
力
」

の
基
礎
を
は
ぐ
く
む
た
め
の
改
変
で
あ
ろ
う
。

②
「
は
た
ら
き
」
を
正
し
く
、
そ
し
て
詳
し
く

　

先
に
例
示
し
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ミ
キ
サ
ー
車
で
は
、

第
三
段
落
に
お
い
て
「
な
ま
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
か
た

ま
ら
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
表
現
を
、「
な
ま
コ
ン
ク

リ
ー
ト
が
よ
く
ま
ざ
る
よ
う
に
」
と
改
め
て
い
る
。

言
葉
の
機
能
の
一
つ
で
あ
る
「
事
実
を
正
確
に
伝
え

る
こ
と
」
を
意
識
し
て
の
措
置
で
あ
ろ
う
。
で
き
る

限
り
正
確
に
事
実
を
文
章
化
し
、
子
ど
も
た
ち
に
理

解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
機
関
に

協
力
を
得
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
一
例
が
ミ
キ
サ
ー
の

は
た
ら
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
細
か
な
表
現
を
大
切

に
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
文
章
を
つ
づ

る
際
に
も
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
、
シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
を
例
に
、
詳
し
さ
に
つ
い

て
述
べ
た
い
。

【
現
行
版
】

　

シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
は
、
こ
う
じ
を　

す
る
と
き

に　

つ
か
う　

じ
ど
う
車
で
す
。

　
　
　

…

　

う
で
と　

バ
ケ
ッ
ト
を　

う
ご
か
し
て
、
じ

め
ん
を　

ほ
っ
た
り
、
け
ず
っ
た
り
し
ま
す
。

【
新
版
】

　

シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
は
、
じ
め
ん
を　

ほ
っ
た
り
、

け
ず
っ
た
り　

す
る　

じ
ど
う
車
で
す
。

　
　

…

　

シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
は
、
こ
う
じ
の　

と
き
に
、

う
で
と　

バ
ケ
ッ
ト
を　

う
ご
か
し
て
、
あ
な

を　

ほ
っ
た
り　

た
く
さ
ん
の　

土
を　

け
ず

（カ）
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っ
た
り
し
ま
す
。

シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
の
は
た
ら
き
は
、
地
面
を
掘
っ
た
り
、

削
っ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
長
い
腕

と
丈
夫
な
バ
ケ
ッ
ト
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
は
た
ら

き
と
つ
く
り
を
よ
り
詳
し
く
述
べ
て
い
る
の
が
第
三

段
落
で
あ
る
。
簡
単
に
書
い
た
り
詳
し
く
書
い
た
り

す
る
と
い
う
効
果
的
な
書
き
方
は
、
高
学
年
の
「
書

く
こ
と　

ウ　

事
実
と
感
想
、
意
見
な
ど
と
を
区
別

す
る
と
と
も
に
、
目
的
や
意
図
に
応
じ
て
簡
単
に
書

い
た
り
詳
し
く
書
い
た
り
す
る
こ
と
。」
の
指
導
事
項

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
の
基
礎
と
な
る
説
明
の

方
法
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
こ
の
教
材
の
特

徴
と
い
え
よ
う
。

　

写
真
に
も
注
目
し
た
い
。
新
版
で
は
そ
の
自
動
車

の
全
体
を
写
し
た
写
真
に
加
え
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ミ

キ
サ
ー
車
で
は
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
出
て
く
る
写
真
、

シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
で
は
バ
ケ
ッ
ト
の
写
真
を
追
加
し
て

い
る
。
街
中
で
は
、
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
車
が

走
っ
て
い
る
光
景
を
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

す
ぐ
そ
ば
で
そ
の
車
の
つ
く
り
や
は
た
ら
き
を
じ
っ

く
り
観
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
工
事
関
係

車
両
を
よ
く
見
る
機
会
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ

う
な
子
ど
も
の
生
活
実
態
に
考
慮
し
た
紙
面
づ
く
り

に
な
っ
て
い
る
。

学
習
の
て
び
き
を
活
用
し
よ
う

　
「
が
く
し
ゅ
う
の
て
び
き
」に
も
注
目
し
て
ほ
し
い
。

新
版
で
は
、「
こ
こ
が
だ
い
じ
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
が

設
け
ら
れ
た
。
新
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
言
語

活
動
例
や
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に

関
す
る
事
項
〕
な
ど
を
し
っ
か
り
と
お
さ
え
る
ね
ら

い
が
あ
る
。『
は
た
ら
く
じ
ど
う
車
』
で
は
、「
で
す

か
ら
」
と
「
だ
か
ら
」
の
使
い
分
け
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
学
習
指
導
要
領
の
「　

敬
体
で
書
か
れ
た

文
章
に
慣
れ
る
こ
と
。」
を
お
さ
え
る
ね
ら
い
も
あ
る

の
で
あ
る
。

　
「
て
び
き
」
に
は
１
〜
３
ま
で
の
活
動
例
が
設
け
ら

れ
て
い
る
。
注
目
し
て
ほ
し
い
の
は
、
２
・３
に
、
ノ

ー
ト
に
書
き
ま
と
め
る
活
動
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
具
体
的
な
活
動
と
し
て
は
、

２　

ぶ
ん
し
ょ
う
に
は
、
ど
ん
な
じ
ど
う
車
が

で
て
き
ま
し
た
か
。
ノ
ー
ト
に
か
き
ま
し
ょ
う
。

３　

つ
ぎ
の
こ
と
を
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
ま
し
ょ

う
。

・
そ
れ
ぞ
れ
の
じ
ど
う
車
は
、
ど
ん
な
は
た
ら

き
を
し
て
い
る
か
。

・「
は
た
ら
き
」
に
あ
わ
せ
て
つ
く
っ
て
あ
る
の

は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
。

　

子
ど
も
は
、
２
の
活
動
で
四
種
類
の
自
動
車
を
ノ

ー
ト
に
記
す
。
そ
の
う
え
で
、
３
と
し
て
、
一
つ
一

つ
の
自
動
車
に
つ
い
て
、「
は
た
ら
き
」
と
、
そ
れ
に

あ
わ
せ
た
「
つ
く
り
」
を
表
に
す
る
な
ど
し
て
ま
と

め
る
。
読
み
取
っ
た
こ
と
を
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
る
こ

と
は
、
自
ら
の
読
み
取
り
を
自
覚
し
、
よ
り
論
理
的

思
考
力
を
は
ぐ
く
む
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
大
切

で
あ
る
。　

ひ
ろ
が
る
言
葉
を
支
え
る
の
は

　

子
ど
も
た
ち
の
確
か
な
言
葉
の
力
を
は
ぐ
く
み
た

い
。
豊
か
な
言
葉
の
使
い
手
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
そ

れ
は
私
た
ち
教
師
の
だ
れ
も
が
も
つ
願
い
で
あ
る
。

そ
の
願
い
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
確
か

な
言
葉
の
力
を
は
ぐ
く
む
学
習
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ

と
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
期
待
に
満
ち
あ
ふ
れ
た

目
で
新
し
い
教
科
書
を
開
く
。
そ
の
き
ら
き
ら
し
た

目
を
よ
り
い
っ
そ
う
輝
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は

私
た
ち
教
師
で
あ
る
。

　

ぜ
ひ
教
材
の
細
部
ま
で
目
を
通
し
、
こ
の
教
材
で

何
を
学
ぶ
の
か
、
ど
の
よ
う
な
力
を
は
ぐ
く
む
の
か

と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
指
導
に
取
り
組
み
、
一

人
で
も
多
く
の
子
が
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
話
し
、
聞

き
、
書
き
、
読
む
国
語
教
室
を
創
造
し
た
い
。

（1）

（キ）

（p.19）
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加
藤
多
一
と
北
の
文
学

札
幌
学
院
大
学
教
授　
　

渡わ
た
な
べ辺　

知と
も

樹き

文学教材の舞台

12

『
五
月
に
な
れ
ば
』
の
ふ
る
さ
と

　

加か

藤と
う

多た

一い
ち

さ
ん
と
二
度
ほ
ど
お
会
い
し
た
こ
と
が

あ
る
。
柔
和
な
表
情
の
奥
に
、
も
の
書
き
と
し
て
の

芯
の
強
さ
を
感
じ
る
。
日
々
の
暮
ら
し
の
話
は
お
も

し
ろ
く
、こ
と
の
ほ
か
釣
り
の
話
に
は
熱
が
こ
も
る
。

生
ま
れ
故
郷
の
川
で
は
、
ニ
ジ
マ
ス
、
ヤ
マ
メ
、
ア

メ
マ
ス
、
オ
シ
ョ
ロ
コ
マ
な
ど
が
泳
ぐ
と
話
し
て
く

れ
た
。

　

旭
あ
さ
ひ

川か
わ

か
ら
車
で
約
二
時
間
。
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
の
港

町
紋も

ん
べ
つ別
の
手
前
に
滝

た
き
の
う
え上
町
が
あ
る
。
こ
の
町
中
を
流

れ
る
清
流
が
サ
ク
ル
ー
川
で
あ
る
。
教
科
書
五
年
生

上
巻
『
五
月
に
な
れ
ば
』
の
舞
台
だ
。
加
藤
さ
ん
は

一
九
三
四
年
、
こ
の
町
の
農
家
に
生
ま
れ
た
。

加
藤
多
一
と
剣け

ん
ぶ
ち淵
町
「
絵
本
の
館
」

　

旭
川
の
北
、
剣
淵
町
は
「
絵
本
の
里
」
と
し
て
有

名
で
あ
る
。
町
の
中
心
部
に
は
訪
問
者
の
心
を
温
か

く
包
み
込
む
「
絵
本
の
館
」
が
あ
る
。
私
が
訪
れ
た

時
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
絵
本
の
コ
ン
テ
ス
ト
の
最

中
で
、
今
年
の
全
応
募
作
品
三
一
八
点
の
展
示
は
壮

観
だ
っ
た
。

　

加
藤
さ
ん
は
北
海
道
大
学
を
卒
業
後
、
札
幌
市
役

所
勤
務
を
経
て
稚わ

っ
か
な
い内
の
大
学
教
員
と
な
る
。そ
の
後
、

こ
の
「
絵
本
の
館
」
設
立
の
リ
ー
ダ
ー
と
知
り
合
っ

た
の
が
縁
で
一
九
八
八
年
に
剣
淵
に
移
り
住
ん
だ
。

　

本
棚
に
は
加
藤
さ
ん
、
手て

島じ
ま

圭け
い
ざ
ぶ
ろ
う

三
郎
さ
ん
、
あ
べ
弘ひ

ろ

士し

さ
ん
、

後ご

藤と
う

竜り
ゅ
う

二じ

さ
ん
な
ど
、
北
海
道

を
舞
台
に
活
躍
す
る
作
家
を
は

じ
め
、
世
界
各
国
の
絵
本
が
並

び
、
原
画
も
展
示
さ
れ
て
い
る
。

「
絵
本
の
館
」
は
、
絵
本
の
原

画
の
収
集
数
の
多
さ
で
有
名
だ

が
、
建
物
も
見
逃
せ
な
い
。
建

築
家
鈴す

ず

木き

敏と
し

司じ

さ
ん
設
計
の
機

能
的
で
美
し
い
建
物
だ
。
一
度

は
訪
れ
る
価
値
が
あ
る
。

塩し
お
か
り狩
峠
と
見
本
林
で
の
三み

浦う
ら

綾あ
や

子こ

　

三
浦
綾
子
は
、
雑
貨
屋
を
営
み
な
が
ら
小
説
『
氷

点
』
を
書
き
、
作
家
に
な
っ
た
。
旭
川
を
中
心
に
、

三
浦
綾
子
に
関
す
る
記
念
館
が
二
つ
あ
る
。

　

一
つ
は
「
塩
狩
峠
記
念
館
」（
三
浦
綾
子
旧
宅
）

で
あ
り
、も
う
一
つ
は「
三
浦
綾
子
記
念
文
学
館
」だ
。

　

三
浦
綾
子
の
自
宅
は
、
か
つ
て
旭
川
市
内
に
あ
っ

た
小
さ
な
雑
貨
店
で
、
初
期
の
代
表
作
『
塩
狩
峠
』

『
道
あ
り
き
』
な
ど
が
執
筆
さ
れ
た
。
一
九
九
三
年

に
取
り
壊
し
を
惜
し
む
声
が
多
く
、
旭
川
の
隣
和わ

っ
さ
む寒

町
の
塩
狩
駅
の
傍
に
移
築
し
た
の
が
、
こ
の
「
塩
狩

峠
記
念
館
」
で

あ
る
。
夫
光み

つ

世よ

さ
ん
と
の
慎
ま

し
い
生
活
の
様

子
が
手
に
取
る

よ
う
に
わ
か
る

　
「
三
浦
綾
子
記
念
文
学

館
」
は
、「
ひ
か
り
と
愛

と
い
の
ち
」
を
テ
ー
マ
に

一
九
九
八
年
に
開
館
し
、

小
説
『
氷
点
』
の
舞
台
と

な
っ
た
営
林
署
の
見
本
林

の
一
角
に
あ
る
。
旭
川
駅 。

稚内

紋別

旭川

札幌

剣淵 和寒
滝上
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か
ら
車
で
一
〇
分
ほ
ど
の
距
離
だ
が
、
静
か
な
佇
ま

い
の
中
、
ゆ
っ
く
り
足
を
運
び
な
が
ら
、「
人
は
ど

の
よ
う
に
生
き
た
ら
よ
い
の
か
」
と
い
う
三
浦
文
学

に
流
れ
る
根
源
的
な
問
い
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
写
真
や
原
稿
、
年
表
と
執
筆
し
た
作
品
を
と

お
し
て
、
そ
ん
な
演
出
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

ど
ち
ら
か
で
は
な
く
、
ぜ
ひ
、
二
つ
の
「
館
」
の

三
浦
綾
子
に
出
会
っ
て
ほ
し
い
。
分
か
れ
て
建
っ
て

い
て
も
、
彼
女
の
「
願
い
」
と
も
い
う
べ
き
一
本
の

線
で
結
ば
れ
て
い
る
場
所
な
の
だ
か
ら
。

　

と
こ
ろ
で
、
加
藤
さ
ん
は
、
全
国
の
小
中
高
校
生

対
象
の
三
浦
綾
子
作
文
賞
の
審
査
員
や
、
文
学
館
で

の
講
演
も
行
っ
て
い
る
。
夫
の
光
世
さ
ん
は
滝
上
町

で
幼
少
期
を
過
ご
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
二
人

は
旧
知
の
間
柄
に
ち
が
い
な
い
。

ナ
ナ
カ
マ
ド
と
井い

の
う
え上
靖や

す
し

　

井
上
靖
は
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
の
懸
賞
小
説
に
応

募
し
た
『
流
転
』
で
受
賞
、
新
聞
記
者
を
経
て
小
説

家
に
な
る
。『
氷
壁
』
な
ど
、
新
聞
小
説
で
国
民
の

心
を
つ
か
み
、『
天
平
の
甍
』『
敦
煌
』
な
ど
で
国
民

的
作
家
に
な
っ
た
。

　

さ
て
、
旭
川
に
は
「
北
鎮
」
と
名
の
つ
く
所
が
今

も
多
々
あ
る
。「
北
を
鎮
め
る
」
意
味
で
あ
り
、
昔

か
ら
師
団
が
あ
っ
た
。
井
上
靖
は
一
九
〇
七
年
、
春
し
ゅ
ん

光こ
う

町
の
師
団
宿
舎
で
生
ま
れ
た
。父
は
軍
医
で
あ
り
、

一
歳
で
父
の
従
軍
に
よ
っ
て
旭
川
を
離
れ
て
い
る
。

　

幼
少
期
か
ら
青
年
期
ま
で
の
自
伝
的
小
説
と
し

て
、『
し
ろ
ば
ん
ば
』
や
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
を
発

表
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
流
れ
る
静
か
な
淋
し

さ
は
、
父
の
従
軍
先
に
つ
い
て
行
く
こ
と
が
で
き
ず

両
親
と
離
れ
て
伊
豆
で
暮
ら
し
た
こ
と
に
よ
る
。

　

旭
川
開
基
一
〇
〇
年
で
旭
川
を
訪
れ
た
折
、
井
上

靖
は
、「
八
三
年
前
に
こ
の
地
で
生
ま
れ
た
。
多
く

の
も
の
は
時
の
流
れ
の
中
で
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

だ
が
、
白
い
雪
を
載
せ
た
ナ
ナ
カ
マ
ド
の
実
の
赤
さ

だ
け
は
今
も
変
わ
ら
な
い
。」
と
語
っ
た
。
両
親
と

共
に
暮
ら
し
た
日
々
の
思
い
を
、
ナ
ナ
カ
マ
ド
の
美

し
さ
に
重
ね
た
の
だ
。

　

井
上
靖
の
没
後
、
生

前
、
最
も
幸
せ
な
時
を

過
ご
し
た
こ
の
旭
川

に
、
夫
人
か
ら
資
料
が

寄
贈
さ
れ
、「
井
上
靖

記
念
館
」
が
誕
生
し
た
。

「
北
海
道
立
文
学
館
」
と
「
札
幌
芸
術
の
森
」

　

北
海
道
の
冬
は
零
下
三
〇
度
を
、
真
夏
は
三
〇
度

を
超
え
る
。
一
世
紀
も
前
の
先
人
た
ち
は
ど
ん
な
理

由
が
あ
っ
て
、
こ
の
地
に
渡
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か

と
思
う
こ
と
が
あ
る
。

　
「
北
海
道
は
、
人
間
が
原
型
で
生
き
る
こ
と
を
要
求

さ
れ
る
土
地
だ
。
人
間
が
ナ
マ
で
自
然
に
ぶ
つ
か
っ

て
生
き
る
ほ
か
な
い
。」
と
、
か
つ
て
北
海
道
立
文
学

館
で
加
藤
さ
ん
は
語
っ
た
。
馬
に
つ
い
て
の
講
演
で

は
こ
う
も
語
っ
た
。「
私
は
馬
が
好
き
だ
。
な
が
い

顔
も
い
い
し
、
ち
ょ
っ
と
淋
し
そ
う
な
目
の
色
も
い

い
。
草
原
を
か
け
ぬ
け
る
馬
。
そ
り
を
ひ
い
て
雪
原

を
と
ぶ
馬
。
悲
し
み
に
た
え
て
い
る
馬
。
こ
う
い
う

馬
の
い
る
風
景
の
む
こ
う
か
ら
、
人
間
の
家
族
、
馬

の
家
族
の
や
さ
し
い
会
話
が
聞
こ
え
て
く
る
。」　

　

こ
の
馬
を
思
う
心
情
は
、
昭
和
六
一
年
度
版
の
六

年
生
の
教
科
書
に
載
っ
た
吉よ
し

田だ

元は
じ
めの

『
道
産
子
』
の

主
題
と
深
く
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

　

加
藤
さ
ん
の
え
が
く
児
童
文
学
の
世
界
で
は
、
北

の
大
地
に
立
ち
向
か
い
な
が
ら
も
、
自
然
の
仕
組
み

を
知
り
、
人
や
家
畜
と
支
え
あ
っ
て
生
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
人
の
謙
虚
さ
や
優
し
さ
が
あ
る
。
そ
し
て

人
の
お
ご
り
に
対
す
る
怒
り
や
淋
し
さ
が
加
わ
る
。

　

札
幌
の
中
心
部
、
緑
豊

か
な
中
島
公
園
の
一
角
に

「
北
海
道
立
文
学
館
」
が
あ

る
。
北
海
道
ゆ
か
り
の
文

学
者
の
足
跡
を
常
設
展
示

し
、
直
筆
原
稿
な
ど
膨
大

な
資
料
も
保
管
さ
れ
て
い

る
。
札
幌
の
市
街
地
を
離
れ
て
南
に
行
く
と
、
市
民

が
親
し
み
を
こ
め
て
「
ゲ
イ
モ
リ
」
と
呼
ぶ
、「
札

幌
芸
術
の
森
」
が
あ
る
。
広
大
な
山
麓
に
広
が
る
美

術
館
も
含
め
た
芸
術
文
化
空
間
で
あ
る
。
加
藤
さ
ん

が
市
役
所
勤
務
時
代
に
、
実
務
責
任
者
と
し
て
オ
ー

プ
ン
さ
せ
た
札
幌
の
宝
と
言
っ
て
い
い
場
所
で
あ

る
。
こ
ち
ら
に
も
ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
ほ
し
い
。

国語  
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n a v i g a t i o n

教科書ナビ     
読
む
単
元 

横
浜
市
立
三
保
小
学
校

主
幹
教
諭

小こ

林ば
や
し　

康や
す

子こ
４年下巻『ぞろぞろ——落語』

横
浜
市
小
学
校
図
書
館
研
究
会
所
属
。

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
国
語
科
の
内
容
に
つ
い

て
、
従
来
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」

「
読
む
こ
と
」
の
三
領
域
の
ほ
か
に
、〔
伝
統
的
な
言

語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
が
新
設
さ

れ
た
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
日
常
生
活
の
中
で
し
ら
ず
し
ら

ず
の
う
ち
に
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
を
用
い
た
り
、
落

語
の
『
寿
限
無
』
を
口
ず
さ
ん
だ
り
し
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
が
日
本
の
昔
か
ら
あ
る
伝
統
文
化
の
一
つ
で

あ
る
こ
と
や
、
昔
か
ら
今
の
時
代
に
至
る
ま
で
人
々

の
生
活
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
に
ま
で
は
気
が

つ
い
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
子
ど
も
た
ち
に
、
伝
統
的
な
文
化
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
こ
と
や
、
そ
の
お
も
し
ろ

さ
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
四
年
生
下
巻
「
本
の

世
界
を
広
げ
よ
う
」
か
ら
『
ぞ
ろ
ぞ
ろ—

—

落
語
』

の
教
材
を
用
い
て
、
古
典
に
ふ
れ
る
学
習
を
試
み
た
。

　

落
語
は
、
江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る
庶
民
の
口
承
の

文
化
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
飾
ら
な
い
人
々
の
性
格

や
生
活
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
話
の
展

開
も
わ
か
り
や
す
く
、「
落
ち
」
に
よ
る
笑
い
も
あ
る
。

落
語
の
話
そ
の
も
の
に
大
き
な
魅
力
が
あ
る
。
そ
の

話
を
お
も
し
ろ
お
か
し
く
噺
家
が
語
る
の
を
聞
い
て

い
る
と
、
時
間
を
忘
れ
て
し
ま
う
。

　

ま
た
、
自
分
自
身
が
「
語
る
」
楽
し
さ
も
あ
る
。

紙
面
に
書
か
れ
て
い
る
文
章
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、

話
し
言
葉
に
な
る
と
、
声
質
、
音
量
、
抑
揚
、
話
し

方
、
仕
草
、
表
情
な
ど
、
十
人
十
色
で
あ
る
。
ま
た
、

同
じ
人
が
語
っ
て
も
、
そ
の
時
の
状
況
や
気
持
ち
の

も
ち
方
に
よ
っ
て
、
語
り
は
変
化
す
る
。
現
在
発
し

て
い
る
言
葉
は
、
ま
さ
に
今
、
自
分
自
身
が
生
み
出

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
自
分
に
し
か
で
き
な
い
表

現
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
落
語
に
は
話
し
手
と
聞
き
手
が
一
体
と

な
る
心
地
よ
い
空
間
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
魅
力
が
た
く
さ
ん
あ
る
落
語
を
、

子
ど
も
た
ち
に
も
ぜ
ひ
、
素
直
な
目
で
、
心
で
浸
っ

て
ほ
し
い
と
考
え
た
。

落
語
の
魅
力

単
元
の
流
れ
に
つ
い
て

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
に
ふ
れ
る

出
会
い　

○
教
師
の
落
語
を
聞
い
た
り
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
等
の
資
料

を
見
た
り
し
て
落
語
に
興
味
を
も
つ
。

第
一
次　

○
さ
ま
ざ
ま
な
落
語
の
本
を
読
み
、
落
語
に
親
し

む
。

　
　
　
　

○「
笑
顔
い
っ
ぱ
い　

四
年
一
組
か
が
や
き
寄
席
」

を
開
き
、
五
年
生
や
保
護
者
に
聞
い
て
も
ら
う

と
い
う
課
題
を
も
つ
。

　
　
　
　

○
落
語
に
つ
い
て
調
べ
、
豆
知
識
本
を
作
る
。

第
二
次　

○『
ぞ
ろ
ぞ
ろ
』
を
読
み
、お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
う
。

　
　
　
　
　

・
情
景
・
登
場
人
物
・
話
の
展
開
・
落
ち

　
　
　
　

○
語
る
時
に
気
を
つ
け
た
い
こ
と
を
考
え
る
。

　
　
　
　
　

・
全
文
通
読
・
役
割
読
み
・
気
に
入
っ
た
と
こ

　

ろ
を
暗
唱
す
る
・
仕
草
・
視
線
等

笑
顔
い
っ
ぱ
い　

　

四
年
一
組
か
が
や
き
寄
席
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し
て
い
た
子
ど
も
た
ち
は
、
円
窓
師
匠
の
落
語
を
聞

い
て
、
落
語
は
、
語
り
手
と
聞
き
手
が
一
緒
に
つ
く

り
あ
げ
る
こ
と
を
体
で
感
じ
た
の
だ
。

　
「
師
匠
の
落
語
は
、
聞
き
手
の
気
持
ち
を
と
ら
え
て

い
る
。
相
手
を
意
識
し
て
語
っ
て
い
る
」
と
違
い
に

気
づ
い
た
子
ど
も
た
ち
は
、
間
の
取
り
方
に
気
を
つ

け
た
り
、
目
線
や
仕
草
を
鏡
で
確
認
し
た
り
、
友
達

に
見
て
も
ら
っ
た
り
し
て
、
聞
き
手
に
伝
え
る
た
め

の
努
力
を
始
め
た
。

  

子
ど
も
た
ち
は
、
昔
の
人
々
が
、
明
る
く
、
た
く

ま
し
く
生
き
る
姿
を
感
じ
取
り
な
が
ら
、
落
語
を
語

っ
て
い
た
。
伝
統
文
化
に
ふ
れ
る
大
切
な
一
歩
で
あ

っ
た
。

　

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
は
、
語
り

か
け
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
語
り

に
必
要
な
技
能
（
声
の
大
小
・
間
の
取
り
方
・
声
の

出
し
方
・
語
る
速
さ
な
ど
）
や
、
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
（
目
線
や
仕
草
な
ど
）
を
伸
ば
す

こ
と
が
で
き
た
。

　

学
習
の
ま
と
め
と
し
て
寄
席
を
開
い
た
が
、
保
護

者
や
五
年
生
か
ら
は
、「
本
物
だ
」「
笑
い
が
止
ま
ら

な
か
っ
た
」
な
ど
、
賞
賛
の
声
を
い
た
だ
い
た
。

　

学
習
が
終
わ
っ
た
あ
と
も
、子
ど
も
た
ち
か
ら
「
祖

父
母
と
寄
席
に
出
か
け
た
よ
」「
お
正
月
は
親
戚
の
人

の
前
で
落
語
を
し
て
喜
ば
れ
た
よ
」
と
い
う
声
が
聞

か
れ
た
。
将
来
の
夢
は
落
語
家
と
い
う
子
ど
も
も
出

て
き
て
、
興
味
や
関
心
の
継
続
も
見
ら
れ
た
。

せ
た
練
習
方
法
や
落
語
の
用
語
の
解
説
が
、
わ
か
り

や
す
く
示
さ
れ
て
い
た
。「
落
語
っ
て
難
し
そ
う
」
と

思
っ
て
い
た
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
見
て

「
や
っ
て
み
た
い
」と
意
欲
を
も
ち
は
じ
め
て
い
っ
た
。

「
語
る
時
は
目
で
語
る
。
聞
く
時
も
目
で
聞
く
」

　

自
分
の
語
る
文
を
ひ
と
と
お
り
覚
え
た
も
の
の
落

語
の
雰
囲
気
が
出
な
い
と
悩
ん
で
い
た
子
ど
も
た
ち

に
、
三
遊
亭
円
窓
師
匠
が
「
落
語
の
授
業
」
を
し
て

く
だ
さ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
ぼ
く
た
ち
も
師
匠
に
弟

子
入
り
だ
」
と
、
ま
る
で
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
話
の
再
現
の
よ

う
な
展
開
に
、
子
ど
も
た
ち
は
興
奮
状
態
で
あ
っ
た
。

　

円
窓
師
匠
か
ら
の
、

「
目
に
輝
き
が
な
い
と
だ
め
な
ん
だ
」

「
目
に
力
が
な
い
と
、
話
は
聞
い
て
も
ら
え
な
い
よ
」

「『
お
う
い
、
貞
吉
』
と
呼
び
か
け
る
時
は
、
教
室
の

　

い
ち
ば
ん
後
ろ
を
見
る
ん
だ
よ
」

な
ど
の
具
体
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
、
子
ど
も
た
ち
は

真
剣
に
聞
い
て
い
た
。
ア
ド
バ
イ
ス
を
生
か
し
た
友

達
の
落
語
が
変
わ
っ
て
い
く
瞬
間
を
ま
の
あ
た
り
に

し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
目
で
語
り
は
じ
め
た
。

　

師
匠
が
語
る
目
線
の
先
に
、
あ
た
か
も
人
が
い
る

よ
う
に
思
え
た
り
、
刀
が
見
え
た
り
す
る
体
験
を
し

た
子
ど
も
た
ち
は
、
聞
き
手
が
語
り
手
と
と
も
に
情

景
を
思
い
う
か
べ
な
が
ら
話
に
聞
き
入
る
体
験
を
す

る
。
今
ま
で
、
一
方
的
に
語
る
だ
け
で
伝
え
よ
う
と

○
指
導
の
実
際

　

落
語
と
の
出
会
わ
せ
方
を
考
え
た
末
、
わ
た
し
が

落
語
の
『
平ひ

ら
ば
や
し林
』
を
語
る
こ
と
に
し
た
。
わ
た
し
に

と
っ
て
初
め
て
の
経
験
で
、
う
ま
く
い
く
と
は
思
え

な
か
っ
た
が
、
わ
た
し
の
小
話
や
読
み
聞
か
せ
を
楽

し
み
に
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
に
は
、
い
ち
ば
ん
親

し
み
や
す
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
下
手
な
が
ら
、

一
生
懸
命
語
る
わ
た
し
の
落
語
に
、
子
ど
も
た
ち
は

大
い
に
興
味
を
も
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、「
聞
い
て
楽
し
い
」か
ら「
語
っ
て
み
た
い
」

と
子
ど
も
に
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
一
本
の
Ｄ

Ｖ
Ｄ
を
用
意
し
た
。
こ
れ
は
、
今
活
躍
し
て
い
る
お

笑
い
芸
人
四
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
師
匠
に
弟
子

入
り
し
て
落
語
を
習
い
、
一
か
月
後
に
四
人
で
寄
席

を
開
く
と
い
う
、
テ
レ
ビ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番

組
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
版
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
段
階
に
合
わ

円
窓
師
匠
の
ア
ド
バ
イ
ス

終
わ
り
に

相
手
意
識
を
も
っ
て
伝
え
る

興
味
・
関
心
を
引
き
出
す
導
入

第
三
次　

○
自
分
が
語
り
た
い
演
目
を
選
び
、
練
習
す
る
。

　
　
　
　
　

・
選
ん
だ
演
目
ご
と
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
リ

　
　
　
　
　
　

レ
ー
落
語
に
な
る
よ
う
分
担
す
る
。    

　
　
　
　

○『
ぞ
ろ
ぞ
ろ
』
で
学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
、

語
る
工
夫
を
す
る
。              

　
　
　
　

○
三さ

ん
ゆ
う
て
い
え
ん
そ
う

遊
亭
円
窓
師
匠
に
よ
る
「
落
語
の
授
業
」
を

受
け
る
。                      

第
四
次　

○「
笑
顔
い
っ
ぱ
い　

四
年
一
組
か
が
や
き
寄
席
」

を
開
く
。

国語  
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書写

学
習
し
た
こ
と
を
生
活
の
中
に
生
か
そ
う

　

─
─
文
字
の
効
果
的
な
表
し
方
を
考
え
て
ポ
ス
タ
ー
を
書
く
─
─

青
森
県
平
川
市
立
松
崎
小
学
校　
　

宮み
や
も
と本　

忍し
の
ぶ　

一　

は
じ
め
に

　

子
ど
も
た
ち
は
、
各
教
科
で
の
学
習
や
総
合
的
な

学
習
の
時
間
、
学
級
活
動
や
委
員
会
活
動
の
中
で
、
新

聞
作
り
や
ポ
ス
タ
ー
作
り
を
経
験
し
て
き
て
い
る
。

　

し
か
し
、
完
成
し
た
作
品
を
よ
く
見
て
み
る
と
、

「
筆
記
用
具
を
選
ん
で
効
果
的
に
書
く
」
と
い
っ
た

と
こ
ろ
ま
で
は
思
い
が
至
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

　

そ
こ
で
、子
ど
も
た
ち
の
意
識
を
高
め
る
た
め
に
、

「
ポ
ス
タ
ー
作
り
」
を
「
生
活
に
生
か
す
活
動
」
と

位
置
づ
け
、
よ
り
よ
く
内
容
を
伝
え
る
た
め
の
学
習

を
設
定
す
る
こ
と
に
し
た
。
具
体
的
に
は
、
文
字
の

組
み
立
て
方
に
気
を
つ
け
て
、
字
形
を
整
え
て
書
く

こ
と
、
文
字
の
大
き
さ
や
配
列
を
意
識
し
て
書
く
こ

と
、
筆
記
用
具
を
選
ぶ
こ
と
な
ど
を
指
導
の
柱
と
し

た
、
合
科
的
な
扱
い
で
の
学
習
計
画
と
な
っ
た
。

　

新
学
習
指
導
要
領
「
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
」

で
の
「
書
写
に
関
す
る
事
項
」
に
は
、

　

ア　

用
紙
全
体
と
の
関
係
に
注
意
し
、
文
字
の

大
き
さ
や
配
列
な
ど
を
決
め
る
と
と
も
に
、

書
く
速
さ
を
意
識
し
て
書
く
こ
と
。

　

イ　

目
的
に
応
じ
て
使
用
す
る
筆
記
具
を
選

び
、
そ
の
特
徴
を
生
か
し
て
書
く
こ
と
。

と
あ
る
。
ポ
ス
タ
ー
の
内
容
が
、
相
手
に
よ
り
一
層

伝
わ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
効
果
的
に
書
く
と
い
う

こ
と
か
ら
、「
ア
」
の
前
半
部
分
と
「
イ
」
に
つ
い

て
の
取
り
組
み
を
試
み
た
。

二　

指
導
の
実
際
・
展
開
（
第
５
学
年
）

　

代
表
委
員
会
の
議
題
で
あ
る
「
あ
い
さ
つ
」
に
つ

い
て
、
全
校
や
学
級
の
様
子
を
話
し
合
っ
た
。
よ
り

活
発
な
あ
い
さ
つ
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

ポ
ス
タ
ー
を
作
り
、
全
校
児
童
に
呼
び
か
け
よ
う
と

い
う
こ
と
か
ら
単
元
を
構
成
し
た
。

　

本
稿
で
は　

と
、　

の
一
時
間
め
を
、
次
ペ
ー
ジ

に
て
紹
介
す
る
。

三　

お
わ
り
に

　

今
回
の
学
習
で
は
、「
筆
記
用
具
を
選
ぶ
」
と
い

う
活
動
を
設
定
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
筆
記
用
具
を
実

際
に
使
っ
て
み
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
が
そ
の
特

徴
を
発
見
し
、
目
的
に
合
っ
た
用
具
選
び
や
書
き
方

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
普
段
、
何
気
な
く
使
っ

て
い
る
筆
記
用
具
を
意
識
し
て
使
う
こ
と
で
、
新
し

い
発
見
に
つ
な
が
っ
た
。

　

下
書
き
や
清
書
の
活
動
で
は
、
効
果
的
な
ポ
ス
タ

ー
を
書
く
た
め
の
視
点
を
与
え
た
こ
と
で
、
用
紙
に

対
す
る
文
字
の
大
き
さ
や
字
間
、
余
白
な
ど
、
書

写
で
学
ん
で
き
た
こ
と
を
生
か
し
て
取
り
組
め
て
い

た
。
試
し
書
き
や
友
達
と
の
意
見
交
流
を
何
度
も
繰

り
返
し
た
こ
と
で
、
課
題
を
見
つ
け
、
修
正
を
加
え

る
児
童
の
姿
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、書
い
た
も
の
を
、

見
る
距
離
を
変
え
て
何
度
も
見
直
す
こ
と
も
自
発
的

に
で
き
て
い
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
子
ど
も
た
ち
が
わ
か
っ
て
い
る
つ

も
り
の
既
知
の
事
柄
に
、
新
た
な
視
点
や
課
題
を
与

え
る
こ
と
で
、
興
味
・
関
心
を
も
た
せ
、
新
た
な
発

見
・
よ
り
深
い
理
解
に
到
達
で
き
る
よ
う
な
授
業
づ

く
り
に
努
め
た
い
。

　
　

単
元
計
画
（
４
時
間
）

「
全
校
の
あ
い
さ
つ
に
つ
い
て
考
え
よ
う
」

・
代
表
委
員
会
に
向
け
た
話
し
合
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
学
級
活
動
）

「
あ
い
さ
つ
運
動
の
ポ
ス
タ
ー
を
作
ろ
う
」

・
さ
ま
ざ
ま
な
筆
記
用
具
に
つ
い
て
考
え
る
。

・
構
成
を
考
え
、
下
書
き
を
す
る
。　
　

・
選
ん
だ
筆
記
用
具
で
清
書
す
る
。　

１１１ １

１２３

時
間

２

３

（フェルトペンを使用）

（色筆ペンを使用）
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目
標　

さ
ま
ざ
ま
な
筆
記
用
具
の
特
徴
を
知
り
、
書
く
目
的
に
合
わ
せ
た
用
具
を

　
　
　

選
び
、
書
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
学
習
の
め
あ
て
を
知
る
。

②
参
考
作
品
を
調
べ
、
読
み

や
す
い
構
成
に
つ
い
て
考

え
、
話
し
合
う
。

　
③
全
体
の
構
成
を
考
え
て
、

設
計
図
を
書
く
。

④
設
計
図
を
も
と
に
画
用
紙

に
下
書
き
を
す
る
。

　

・
友
達
と
見
せ
合
い
、
修

　

正
を
加
え
る
。

⑤
ま
と
め

○
参
考
作
品
を
示
し
、
読
み
や
す
く
書
く
た
め
の
ポ

イ
ン
ト
に
気
づ
か
せ
る
。

○
全
体
の
構
成
に
お
い
て
、
大
切
な
点
を
確
認
す
る
。

　

・
文
字
の
大
き
さ

　

・
イ
ラ
ス
ト
の
入
る
位
置

　

・
上
下
、
左
右
の
余
白

　

・
伝
え
た
い
内
容
が
目
に
留
ま
る
よ
う
に
書
く
。

○
画
用
紙
よ
り
小
さ
い
紙
を
準
備
す
る
。

○
各
自
考
え
た
文
字
数
に
合
わ
せ
た
配
列
、
イ
ラ
ス

ト
の
位
置
な
ど
を
考
え
る
よ
う
に
促
す
。

○
下
書
き
は
消
せ
る
よ
う
鉛
筆
で
薄
く
書
く
。

○
で
き
あ
が
っ
た
下
書
き
を
友
達
と
見
せ
合
い
、
読

み
や
す
い
構
成
に
な
っ
て
い
る
か
話
し
合
い
、
修

正
を
加
え
る
。

○
読
み
や
す
い
構
成
を
考
え
た
下
書
き
に
な
っ
て
い

る
か
自
己
評
価
、
相
互
評
価
を
す
る
。

学
習
活
動

指
導
・
支
援
の
展
開
と
留
意
点

①
学
習
の
め
あ
て
を
知
る
。

②
さ
ま
ざ
ま
な
筆
記
用
具
を

使
用
し
特
徴
を
考
え
る
。

　
③
筆
記
用
具
の
特
徴
を
話
し

合
い
、
ポ
ス
タ
ー
に
合
う

筆
記
用
具
や
書
き
方
を
考

え
る
。

④
ま
と
め

　

自
分
の
ポ
ス
タ
ー
に
使
い

た
い
筆
記
用
具
を
選
ぶ
。

○
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
筆
記
用
具
に
つ
い
て
、
ど
ん

な
場
面
で
使
用
す
る
か
経
験
を
発
表
す
る
よ
う
促

す
。

○
自
分
の
持
っ
て
い
る
鉛
筆
や
、
教
師
の
準
備
し
た

フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
、
筆
ペ
ン
、
サ
イ
ン
ペ
ン
、
毛
筆
、

絵
の
具
筆
な
ど
を
使
っ
て
文
字
を
書
き
、
そ
の
特

徴
に
つ
い
て
各
自
で
考
え
る
。

○
ポ
ス
タ
ー
は
遠
く
か
ら
で
も
よ
く
見
え
る
よ
う
に

書
き
た
い
の
で
、
太
く
大
き
く
書
け
る
筆
記
用
具

が
よ
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

○
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
は
、
ペ
ン
先
の
使
い
方
に
よ
っ
て
、

毛
筆
や
筆
ぺ
ン
、
絵
の
具
筆
は
、
筆
圧
に
よ
っ
て

文
字
の
太
さ
が
調
整
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
、
ポ

ス
タ
ー
作
り
に
生
か
す
よ
う
に
促
す
。

○
ペ
ン
や
絵
の
具
の
色
使
い
に
よ
る
見
え
方
の
違
い

も
確
認
し
、
用
具
選
び
に
生
か
す
よ
う
に
す
る
。

○
使
い
た
い
筆
記
用
具
と
、
学
習
の
感
想
を
発
表
す

る
。

○
自
己
評
価
を
す
る
。

学
習
活
動

指
導
・
支
援
の
展
開
と
留
意
点

い
ろ
い
ろ
な
筆
記
用
具
の
特
徴
を
知
り
、
ポ
ス

タ
ー
に
合
う
選
び
方
、
書
き
方
を
考
え
よ
う
。

内
容
が
伝
わ
る
よ
う
に
構
成
を
考
え
て
、
下
書

き
を
し
よ
う
。

目
標　

内
容
が
伝
わ
る
よ
う
に
構
成
を
考
え
て
、
下
書
き
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

書写  

　

さ
ま
ざ
ま
な
筆
記
用
具
に
つ
い
て
考
え
る
。（
２
／
４
時
間
め
）

　

構
成
を
考
え
、
下
書
き
を
す
る
。（
３
／
４
時
間
め
）

３

２
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編 集部からのお知らせとお願い

       教育出版編集局

　平成23年度から小学校の新しい教育課程が全面実施されますが，これにそなえて，平成21年4月1日から
平成23年3月31日まで，いわゆる移行措置が行われております。
　編集部では，平成21年度版小学国語教科書『ひろがる言葉　小学国語』を使用しながら，平成21年度，
平成22年度の2年間にわたって，新学習指導要領への移行が円滑に行われるよう配慮した学習指導計画案
をはじめ，資料をご用意しましたので，ご活用いただければ幸いです。
　資料は，PDFファイル，ないし，Excelファイルになっており，弊社ホームページからダウンロードし
てご利用いただけます。
　今年度は，移行措置最終年度となり，国語科においては，「ローマ字」の移行措置が必須となっており
ますので，ご指導に際してご留意たまわりますよう，お願い申しあげます。

平成 22 年度用移行措置資料について

弊社ホームページ　http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/index.html

　　※ホームページへのお問い合わせは，下記までお願いいたします。　　　　

　　　EducoNet 事務局　E-mail：educonet@kyoiku-shuppan.co.jp

弊社新版教科書をご使用いただく際に，ご留意ください

　そのため，新版教科書でご指導いただきますと，「対応が必要な学年」の児童につきましては，上記 2
教材の指導内容が取り扱われないことになりますので，ご留意くださいますようお願い申しあげます。
　なお，弊社小学国語科ホームページ上で，上記 2教材の指導内容に関する抜き刷りと指導資料がご利用
いただけます。これらを参考にしていただき，指導上のご配慮をお願い申しあげます。

送りがなのきまり	 ６年生	 ５年生	 	新６年生（現在５年生）

敬語	 ６年生	 ５年生	 	新６年生（現在５年生）

　平成 23 年度版『ひろがる言葉　小学国語』では，以下の言語教材の指導学年が変更になります。

教材〈指導内容〉 現行本の扱い 新版教科書の扱い 対応が必要な学年

平成 22 年度用『ひろがる言葉　小学国語』教師用指導書『別冊（朱書編）3 下』の訂正とおわび

　平成 22 年度用『ひろがる言葉　小学国語』教師用指導書『別冊（朱書編）３下』につきまして，下記
の部分に誤りがございました。おわび申しあげますとともに，ご指導の際にご留意たまわりますようお願
い申しあげます。

3下・Ｐ66上段	 （「うかんむり」の例）空・実・字・守など	 室・実・安・守など

箇所 誤 正

※下線部を訂正いたします。






