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楽
し
さ
と
悲
し
さ
と
い
う
よ
う
に
、
一
枚
の
絵
の
中
に
相
反

す
る
両
方
の
要
素
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

人
生
に
は
波
が
あ
り
ま
す
。
楽
し
い
こ
と
の
あ
と
に
悲
し

い
こ
と
が
起
こ
る
と
い
う
の
は
よ
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
生

き
る
と
い
う
こ
と
は
死
ぬ
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
な
に
ご
と

も
両
面
が
あ
る
と
い
う
考
え
で
絵
を
描
い
て
い
ま
す
の
で
、

そ
れ
が
作
品
に
表
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
今
振
り
返
る
と
、

こ
の
よ
う
な
考
え
に
至
る
ま
で
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
重

ね
た
り
読
書
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
な
と

思
い
ま
す
。

︱
︱
表
現
を
す
る
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
吸
収
す

る
こ
と
も
大
切
な
の
で
す
ね
。

　

外
か
ら
の
吸
収
が
な
い
と
絵
も
古
び
て
し
ま
い
ま
す
。
自

分
だ
け
の
絵
を
描
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
同
じ
絵
を
描
い

て
い
た
ら
見
て
く
だ
さ
る
か
た
も
飽
き
て
し
ま
い
ま
す
。
ま

た
、「
あ
の
時
の
作
品
が
い
ち
ば
ん
よ
か
っ
た
。」
と
思
わ
れ

た
く
な
い
の
で
、
違
う
絵
を
描
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
い

つ
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
イ
ン
プ
ッ
ト
を
し
て
ア

ウ
ト
プ
ッ
ト
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

　

た
だ
し
、
す
べ
て
を
吸
収
し
よ
う
と
す
る
と
、
現
代
は
情

報
が
多
す
ぎ
て
疲
れ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
自
分
の
ア
ン
テ

ナ
に
か
か
っ
た
も
の
で
興
味
を
も
っ
た
も
の
を
中
心
に
取
り

入
れ
て
い
ま
す
。

︱
︱
と
こ
ろ
で
、
先
生
の
作
品
、『
ふ
り
む
く
』『P

resents

』

『
空
が
高
か
っ
た
こ
ろ
』
で
は
、「
絵
と
言
葉
と
の
結
び
つ
き

陽
」
と
い
う
よ
う
に
言
葉
で
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
は
、
本
を
読
ん
だ
り
し
て
自
分
の
中
の
語
彙
を
豊
か
に

し
て
お
か
な
い
と
、
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
と
思
い
ま
す
。

︱
︱
人
物
や
動
物
を
描
く
場
合
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
設
定

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
。

　

猫
で
し
た
ら
、「
気
高
い
猫
」
と
か
、
そ
の
程
度
の
設
定

を
行
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
絵
は
写
真
を
見
な
が
ら
描
い
て

い
ま
す
が
、
設
定
に
合
っ
た
写
真
を
選
ん
で
い
ま
す
。

︱
︱
実
際
に
描
か
れ
た
先
生
の
作
品
を
見
る
と
、
例
え
ば
、

■
絵
と
言
葉
の
関
係

︱
︱
子
ど
も
の
こ
ろ
の
お
話
を
お
き
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

物
心
が
つ
い
た
時
か
ら
、
時
間
が
あ
れ
ば
絵
を
描
い
た
り
、

本
を
読
ん
だ
り
し
て
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。

　

学
校
の
授
業
で
は
、
国
語
が
い
ち
ば
ん
好
き
で
し
た
ね
。

︱
︱
そ
の
こ
ろ
の
経
験
が
、
絵
を
描
く
仕
事
に
生
か
さ
れ
て

い
る
と
思
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

　

本
を
読
む
こ
と
で
、
言
葉
や
文
章
か
ら
映
像
を
思
い
浮
か

べ
る
こ
と
が
得
意
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

雑
誌
や
書
籍
な
ど
、
本
の
表
紙
の
絵
を
描
く
仕
事
が
多
い

の
で
す
が
、
原
稿
や
ゲ
ラ
（
校
正
刷
り
）
を
い
た
だ
く
場
合

は
、
文
章
を
読
む
こ
と
で
場
面
や
情
景
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な

イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

　

ま
た
、
原
稿
や
ゲ
ラ
の
中
か
ら
印
象
的
な
言
葉
を
抜
き
出

し
て
、
そ
こ
か
ら
思
い
浮
か
ん
だ
言
葉
を
書
き
出
し
て
い
く

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
毛
む
く
じ
ゃ
ら
の
猫
」
と

い
う
言
葉
か
ら
、「
ピ
ン
ク
色
」「
ふ
わ
ふ
わ
」「
活
発
」「
太

言
葉
が
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
生
き
て
は
た
ら
く
「
言
葉
の
力
」
を
育
成
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
の
松
尾
た
い
こ
先
生
に
、

絵
の
世
界
で
言
葉
が
果
た
す
役
割
な
ど
に
つ
い
て
、
お
話
を
う
か
が
っ
て
み
ま
し
た
。
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こ
と
を
文
章
に
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
最
初
か
ら
か
っ

こ
い
い
文
章
を
書
こ
う
と
思
わ
な
い
こ
と
が
大
切
だ
な
と
思

い
ま
す
。

　

わ
た
し
の
場
合
は
、
作
品
を
見
て
思
っ
た
こ
と
を
、
ま
ず

は
自
分
の
知
っ
て
い
る
身
近
な
言
葉
に
し
て
み
ま
す
。「
き

れ
い
」「
涼
し
そ
う
」「
こ
の
水
色
っ
て
水
よ
う
か
ん
の
色

み
た
い
」「
ゼ
リ
ー
の
中
に
潜
っ
た
よ
う
な
気
持
ち
が
す
る
」

な
ど
、
比
喩
な
ど
も
使
っ
て
書
き
出
し
て
い
き
ま
す
。
頭

の
中
だ
け
で
考
え
て
も
な
か
な
か
文
章
は
書
け
ま
せ
ん
が
、

思
っ
た
こ
と
を
文
字
に
す
る
こ
と
で
視
覚
か
ら
も
情
報
が

入
っ
て
、
言
葉
同
士
を
つ
な
げ
て
考
え
を
深
め
る
こ
と
も
で

き
ま
す
の
で
、
よ
り
表
現
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
作
品
が
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
た
ら
、
な
ぜ
す
ば
ら
し
い

の
か
そ
の
理
由
を
考
え
て
い
く
と
、
少
し
ず
つ
答
え
が
出
て

文
章
が
書
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

言
葉
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、
と
て
も
う
れ
し
く
思
っ
て

い
ま
す
。

　
『Presents

』（
双
葉
文
庫
刊
）
は
、
雑
誌
の
連
載
を
本
に

し
た
も
の
で
す
。
一
つ
の
テ
ー
マ
を
も
と
に
毎
回
キ
ー
ワ
ー

ド
が
与
え
ら
れ
、
角
田
光
代
さ
ん
が
小
説
を
わ
た
し
が
絵
を

担
当
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
で
作
っ
た
も
の
を
持
ち
寄

り
ま
し
た
。
キ
ー
ワ
ー
ド
と
頭
の
中
に
浮
か
ん
で
く
る
さ
ま

ざ
ま
な
言
葉
を
、
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ

て
い
き
、
自
分
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
が
か
ち
っ
と
決
ま
っ
た
時

に
絵
に
す
る
と
い
う
達
成
感
や
楽
し
さ
が
あ
り
ま
し
た
。

　
『
空
が
高
か
っ
た
こ
ろ
』（
ポ
プ
ラ
社
刊
）
は
、
わ
た
し
が

文
と
絵
を
一
人
で
担
当
し
ま
し
た
。
最
初
は
文
章
を
た
く
さ

ん
書
い
た
の
で
す
が
、
編
集
者
の
か
た
と
見
直
し
て
い
く
う

ち
に
、
文
章
の
不
要
な
部
分
が
削
ら
れ
て
い
き
、
最
終
的
に

は
簡
単
な
言
葉
だ
け
が
残
り
ま
し
た
。
わ
た
し
は
絵
の
中
で

言
い
た
い
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
な
と
改
め
て
思
い
ま

し
た
。
た
だ
、
絵
だ
け
で
は
た
だ
の
作
品
集
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
の
で
、
言
葉
が
案
内
役
と
な
っ
て
一
つ
の
流
れ
を
示

し
て
く
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

■
鑑
賞
文
を
書
く
と
き
の
ヒ
ン
ト

︱
︱
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
第
一
学
年
の
書
く
こ
と
で
、

芸
術
作
品
の
鑑
賞
文
を
書
く
学
習
が
行
わ
れ
ま
す
。
鑑
賞
文

を
書
く
と
き
の
ヒ
ン
ト
な
ど
が
あ
れ
ば
お
願
い
し
ま
す
。

　

わ
た
し
は
絵
や
映
画
を
見
る
の
が
好
き
で
、
見
て
感
じ
た

方
」
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
て
印
象
的
で
し
た
。

　
『
ふ
り
む
く
』（
講
談
社
文
庫
刊
）
は
、
わ
た
し
が
描
い
た

絵
を
も
と
に
江
國
香
織
さ
ん
が
文
章
を
書
い
て
く
だ
さ
っ
た

本
で
す
。
で
す
か
ら
、
テ
ー
マ
や
何
を
描
く
か
な
ど
を
最
初

に
わ
た
し
の
ほ
う
で
す
べ
て
決
め
ま
し
た
。
そ
の
分
、
自
由

度
は
高
か
っ
た
の
で
す
が
、
大
変
で
も
あ
り
ま
し
た
。
わ

た
し
の
中
で
言
葉
に
な
ら
な
か
っ
た
部
分
を
江
國
さ
ん
が
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こ
れ
ら
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、今
回
扱
っ
た
教
材
は
、『
平
家
物
語
』
の
「
扇＊

１�

の
的
」
で
す
。
こ
の
場
面
は
、『
平
家
物
語
』
の
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、

実
に
緊
張
感
の
あ
る
場
面
で
す
。
そ
の
た
め
、
生
徒
が
興
味
を
も
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
視
点
か
ら
場
面
を
想
像
し
や
す
い
が
ゆ
え
に
、
登
場
人
物

で
あ
る
当
時
に
暮
ら
す
人
々
と
現
代
に
暮
ら
す
自
分
た
ち
と
の
思
い
や
考
え
の

共
通
点
や
相
違
点
を
見
い
だ
す
の
に
適
し
て
い
る
と
考
え
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
回
の
授
業
で
は
、
第
三
次
で
習
得
し
た
話
し
合
い
の
方
法
と
学
習

内
容
を
、
第
四
次
で
活
用
さ
せ
る
こ
と
を
意
識
し
て
授
業
を
組
み
立
て
ま
し
た
。

二
　
教
材
の
目
標

　

第
一
次　

・『
平
家
物
語
』
の
基
調
が
「
仏
教
的
無
常
観
」
で
あ
る
こ
と
を

知
り
、
冒
頭
文
を
暗
唱
す
る
。

　

第
二
次　

・�「
扇
の
的
」
の
難
語
句
の
意
味
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
作
品

の
時
代
背
景
を
知
る
。

　
　
　
　
　

・
あ
ら
す
じ
を
と
ら
え
る
。

　

第
三
次　

・
与
一
が
扇
を
射
る
時
の
気
持
ち
を
想
像
す
る
。

　

第
四
次　

・
与
一
が
舞
っ
て
い
る
男
を
射
る
時
の
気
持
ち
を
想
像
す
る
。

　

（
本
時
）
・
想
像
し
た
与
一
の
気
持
ち
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
発
表
す
る
。

三
　
学
習
計
画
（
全
四
時
間
）

○『
平
家
物
語
』
の
冒
頭
文
を
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
や
七
五
調
の
響
き
に
注

意
し
な
が
ら
音
読
を
繰
り
返
し
、
暗
唱
す
る
。（
一
時
間
）

○「
扇
の
的
」
を
音
読
し
、
難
語
句
の
意
味
に
つ
い
て
調
べ
、
あ
ら
す
じ
を

と
ら
え
る
。（
一
時
間
）

○「
扇
の
的
」
に
出
て
く
る
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
思
い
に
つ
い
て
話
し

一
　
は
じ
め
に
　

　

こ
こ
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
授
業
実
践
の
内
容
は
、
昨
年
度
行
わ
れ
た
第

五
十
七
回
東
北
地
区
国
語
教
育
研
究
協
議
会
（
青
森
大
会
）
で
、「
古
典
に
親

し
み
、
古
典
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
触
れ
、
自
分
の
考
え
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
指
導
」
と
い
う
古
典
部
会
テ
ー
マ
の

も
と
、
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
授
業
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
き
ま
す
。

　

こ
の
テ
ー
マ
は
、
大
会
主
題
「
確
か
な
国
語
の
力
を
は
ぐ
く
む
指
導
の
在
り

方
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、「
自
分
の
思
考
を
互
い
に
よ
り
適
切
に
伝
え
合

う
た
め
の
技
能
を
習
得
し
、
そ
れ
を
活
用
し
目
的
や
意
図
に
応
じ
て
表
現
す
る

力
」
を
「
確
か
な
学
力
」
の
一
つ
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
が
習
得
と
活
用
の
ス

パ
イ
ラ
ル
の
中
で
伸
び
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
、
授
業
を
組
み
立
て

ま
し
た
。

 

古
典（『
平
家
物
語
』）

第
二
学
年

習
得
と
活
用
を
意
識
し
た
授
業

︱
︱『
平
家
物
語
』（「
扇
の
的
」）の
学
習
か
ら

青
森
市
立
筒
井
中
学
校
教
諭　

乳に
ゅ
う

井い　

秀ひ
で

樹き　

実
践
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合
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
与
一
が
扇
を
射
る
時
の
気
持
ち
を
想
像
す
る
。

（
一
時
間
）

○
扇
の
的
を
射
た
あ
と
の
場
面
に
お
け
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
思
い

に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
与
一
が
舞
っ
て
い
る
男
を
射
る

時
の
気
持
ち
を
想
像
し
、
そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
発
表
す
る
。（
本

時
／
一
時
間
）

四
　
本
時
の
展
開
例

学
習
活
動

１�　

自
分
が
担
当
す
る
登
場
人
物

の
確
認
を
す
る
。

２　

本
文
を
音
読
す
る
。

３　

課
題
の
確
認
を
す
る
。

①�

担
当
す
る
登
場
人
物
が
同

じ
生
徒
同
士
で
班
を
構
成

し
、
話
し
合
う
。

②�

話
し
合
っ
た
結
果
を
発
表

す
る
。

５�　

与
一
が
舞
っ
て
い
る
男
を
射

る
時
の
気
持
ち
を
想
像
す
る
。

①�

担
当
す
る
登
場
人
物
が
異

な
る
生
徒
同
士
で
班
を
構

成
し
、
話
し
合
う
。

②�

話
し
合
っ
た
結
果
を
発
表

す
る
。

４�　

与
一
が
舞
っ
て
い
る
男
を
射

る
場
面
で
、
そ
れ
を
見
て
い
た

人
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な

思
い
で
こ
の
場
面
を
見
て
い
た

の
か
を
想
像
す
る
。

６�　

想
像
し
た
与
一
の
気
持
ち
を

ふ
ま
え
、
与
一
の
今
回
の
行
動

に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
発
表

す
る
。

７�　

本
時
で
学
習
し
た
部
分
を
音

読
す
る
。

導　　　入

　　　　　　　　　　　　　展　　　　　　開

　

終　　末

・
指
導
上
の
留
意
点
／
●
評
価

・
前
時
に
担
当
を
決
め
て
お
く
。

　
（
義
経
・
舞
う
男
・
源
氏
の
軍
勢
・

平
家
の
軍
勢
）

・
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
気
を
つ
け

さ
せ
る
。

課
題

　
「
与
一
が
男
を
射
る
時
の
気
持

ち
を
想
像
し
て
み
よ
う
。」

・
話
し
合
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場

人
物
の
思
い
を
紙
に
書
き
、
黒

板
に
貼
る
。

●�

与
一
の
気
持
ち
に
つ
い
て
、
文

中
の
言
葉
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
登
場
人
物
の
立
場
で
話
し

合
っ
て
い
る
。

・�

班
の
メ
ン
バ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
登
場
人
物
（
義
経
・
舞
う
男
・

源
氏
の
軍
勢
・
平
家
の
軍
勢
）

で
構
成
す
る
。

・
話
し
合
っ
た
与
一
の
気
持
ち
を

紙
に
書
き
、
黒
板
に
貼
る
。

●�

担
当
し
た
登
場
人
物
の
思
い
に

つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
る
。

・
自
分
の
意
見
や
考
え
を
も
た
せ
、

話
し
合
い
に
参
加
さ
せ
る
。

●�

現
代
に
暮
ら
す
自
分
た
ち
の
思

い
や
考
え
と
の
共
通
点
や
相
違

点
に
触
れ
て
、
与
一
の
行
動
に

対
す
る
自
分
の
考
え
を
発
表
し

て
い
る
。
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・
や
め
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
。
礼
儀
知
ら
ず
だ
。

　

次
に
、
担
当
し
た
登
場
人
物
が
異
な
る
生
徒
同
士
を
集
め
、
与
一
が
男
を
射

る
時
の
気
持
ち
に
つ
い
て
話
し
合
わ
せ
ま
し
た
。
そ
の
時
の
発
表
内
容
は
、
次

の
と
お
り
で
し
た
。

・
命
令
だ
か
ら
射
る
。
扇
に
当
て
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
次
も
き
っ

と
当
て
ら
れ
る
は
ず
だ
。

・
自
分
の
腕
前
を
見
せ
つ
け
て
や
ろ
う
。

・
で
き
れ
ば
や
り
た
く
な
い
が
、
命
令
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
、
ご
め
ん
。

〈
終
末
〉

　

学
習
の
ま
と
め
と
し
て
、
舞
を
舞
っ
て
い
る
男
を
射
た
与
一
に
対
す
る
自
分

の
考
え
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
き
こ
み
発
表
し
ま
し
た
。
生
徒
が
書
き
こ
ん
だ

も
の
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

Ａ
君　
　

義
経
の
命
令
だ
か
ら
仕
方
が
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
は
た
し
て
本
当

に
射
て
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
残
っ
た
。
い
つ
の
時
代

も
戦い

く
さと

は
つ
ら
い
も
の
だ
と
思
っ
た
。

Ｂ
君　
　

男
を
射
た
こ
と
は
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
日
の
戦

は
終
わ
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
殺
す
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
命
令
を
聞
か
な
い
と
い
け
な
い
武
士
も
な
か
な
か
大
変
だ
と

思
っ
た
。���������

Ｃ
さ
ん　

命
令
と
い
う
形
で
は
あ
る
も
の
の
、
言
わ
れ
て
す
ぐ
射
た
と
い
う
こ

と
、
そ
し
て
力
強
く
弓
を
引
い
た
姿
か
ら
、
与
一
は
自
分
の
弓
の
腕
を

見
せ
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
、
舞
っ
て
い

る
男
の
首
の
真
ん
中
を
射
る
と
は
、
す
ご
い
。
で
も
、
命
令
さ
れ
れ
ば
、

何
で
も
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の
は
つ
ら
い
し
、
と
て
も
怖

い
。
武
士
と
は
、
か
っ
こ
う
が
よ
い
だ
け
で
な
い
の
だ
と
思
っ
た
。

五
　
授
業
の
実
際

��

本
時
の
授
業
で
は
、
話
し
合
い
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
二
種
類

の
班
を
活
用
し
ま
し
た
。
一
つ
は
、
同
じ
登
場
人
物
を
担
当
し
た
生
徒
同
士
が

集
ま
っ
て
そ
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
話
し
合
う
班
で
、
も
う
一
つ
は
、
担
当
し

た
登
場
人
物
が
異
な
る
生
徒
同
士
が
集
ま
っ
て
与
一
の
気
持
ち
に
つ
い
て
話
し

合
う
班
で
す
。

〈
導
入
〉

��

本
時
で
自
分
が
担
当
す
る
登
場
人
物
を
確
認
し
、
扇
の
的
を
射
た
あ
と
の
物

語
を
一
斉
音
読
し
て
か
ら
、
課
題
を
確
認
し
ま
し
た
。

〈
展
開
〉

��

は
じ
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
が
、
ど
ん
な
思
い
で
与
一
を
見
て
い
た

の
か
に
つ
い
て
話
し
合
わ
せ
ま
し
た
。
生
徒
の
発
表
し
た
内
容
は
、
次
の
と
お

り
で
し
た
。

　
　

義
経
班

・
き
っ
と
当
て
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

・
我
々
は
、
本
気
だ
と
い
う
こ
と
を
示
せ
。
早
く
、
射
る
の
だ
。

　
　

舞
う
男
班

・
与
一
は
、
な
ん
て
す
ば
ら
し
い
武
士
だ
。

・
す
ば
ら
し
い
も
の
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
お
礼
に
、舞
を
お
返
し
し
よ
う
。

　
　

平
家
の
軍
勢
班

・
ま
さ
か
、
射
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
な
。

・
与
一
の
姿
に
ぼ
う
然
と
し
た
。

　
　

源
氏
の
軍
勢
班

・
あ
の
舞
は
さ
ら
な
る
挑
発
だ
。
射
て
し
ま
え
。
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り
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
つ
め
は
、
二
種
類
の
班
を
活

用
し
た
こ
と
が
、
場
面
を
立
体
的
か
つ
多
角
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、

与
一
の
気
持
ち
を
よ
り
深
く
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

れ
が
、
板
書
に
も
表
れ
た
と
思
い
ま
す
。（
写
真
参
照
）

��

ま
た
、
今
回
は
『
平
家
物
語
』
で
、
習
得
と
活
用
を
意
識
し
た
授
業
を
実
践

し
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
途
切
れ
る
こ
と
な
く
、
ほ
か
の
教
材
に
お
い
て
も
上
手

に
ス
パ
イ
ラ
ル
さ
せ
な
が
ら
授
業
を
進
め
る
こ
と
、
そ
し
て
評
価
と
の
関
連
性

を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
が
、
自
分
自
身
の
今
後
の
課
題
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
生
徒
と
と
も
に
、
学
ぶ
喜
び
を
感
じ
ら
れ
る
授
業
を
目
ざ
し

て
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
注
】

　

＊
１　

本
実
践
で
は
、
教
科
書
の
掲
載
範
囲
外
の
部
分
も
扱
っ
て
い
る
。

六
　
成
果
と
課
題

　

授
業
後
の
生
徒
の
書
い
た
感
想
か
ら
感
じ
た
、
こ
の
授
業
の
成
果
は
大
き
く

二
つ
で
す
。

　

一
つ
め
は
、
前
時
に
用
い
た
話
し
合
い
活
動
を
、
本
時
で
も
活
用
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
話
し
合
い
が
活
発
に
行
わ
れ
、
多
く
の
生
徒
が
自
分
の
考
え
を
よ

▲ワークシート例

▲板書例
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ま
た
、
指
導
事
項
で
は
、
学
習
過
程
が
よ
り
明
確
化
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

書
く
こ
と
で
は
、
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
に
沿
っ
て
指
導
事
項
が
編
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
の
「
交
流
」
の
指
導
事
項
で
は
、
書
か
れ
た
文
章
を
読
ん
で
自
分
の
意

見
を
言
う
だ
け
で
は
な
く
、
ほ
か
の
人
の
感
想
を
聞
き
合
う
こ
と
で
、
相
手
の

意
図
を
と
ら
え
、
そ
の
よ
さ
を
認
め
て
、
自
分
の
表
現
に
生
か
し
、
も
の
の
見

方
や
考
え
方
を
広
げ
、
深
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、「
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
、
小
学
校
か
ら
古
文
や
漢
文
な
ど
に
関
す
る
指
導
の
充
実
が
示
さ
れ
た
。

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し
み
、
日
本
語
の
特
徴
や
よ
さ
を
よ
り
理
解
す
る
た

め
に
、
音
読
を
し
て
独
特
の
リ
ズ
ム
に
ふ
れ
る
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

今
回
は
、
新
学
習
指
導
要
領
で
示
さ
れ
た
考
え
方
を
ふ
ま
え
、「
言
葉
の
力
」

を
は
ぐ
く
む
た
め
に
、
俳
句
に
光
を
あ
て
、
一＊

１

枚
の
写
真
か
ら
俳
句
を
作
る
活

動
を
試
み
た
。
俳
句
は
、
厳
選
さ
れ
た
言
葉
の
芸
術
で
あ
る
。
日
本
語
の
も
つ

五
音
と
七
音
の
リ
ズ
ム
を
体
感
し
、
言
葉
に
よ
る
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
感

性
、
新
た
な
気
づ
き
な
ど
を
生
み
出
し
、
言
葉
自
体
を
認
知
す
る
（
メ
タ
認�

知
）
教
材
と
し
て
も
最
適
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
俳
句
を
作
り
互
い
の
作
品
に
つ
い
て
交
流
す
る
こ
と
は
、
自
分
だ

け
の
発
見
や
、
独
創
的
な
言
葉
を
用
い
て
表
現
す
る
喜
び
や
、
そ
れ
ら
を
他
者

に
伝
え
る
喜
び
な
ど
を
実
感
し
、
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
広
げ
、
深
め
る
よ

い
チ
ャ
ン
ス
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

現
代
社
会
は
映
像
の
社
会
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
日
常
生
活
の
中
で
、

瞬
時
に
か
つ
休
む
こ
と
な
く
、
ま
た
、
意
識
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
多
く

の
映
像
に
常
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
本
来
、
詩
歌
や
俳
句
は
言
葉
か
ら
そ
の
情

景
を
思
い
描
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
き
た
が
、
今
回
は
、
逆
に
そ
れ
ら
の
映
像

か
ら
言
葉
を
つ
む
ぎ
出
す
試
み
を
計
画
し
た
。
従
来
の
言
葉
か
ら
イ
メ
ー
ジ
や

一
　
は
じ
め
に

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
の
確
実
な
習
得

と
、
そ
れ
ら
を
活
用
し
て
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
思
考
力
・
判
断�

力
・
表
現
力
な
ど
の
育
成
が
、
各
教
科
で
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
基
盤
と
な

る
の
が
、「
言
葉
の
力
」
で
あ
り
、
各
教
科
で
の
言
語
活
動
を
充
実
さ
せ
る
と

と
も
に
、「
国
語
が
そ
の
育
成
の
中
核
を
担
う
」
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　

国
語
科
に
お
い
て
は
、
小
・
中
学
校
を
と
お
し
て
言
語
に
関
す
る
能
力
の�

「
質
」
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
、
各
学
年
の
目
標
や
内
容
な
ど
に
さ
ま
ざ
ま
な
変

更
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
留
意
事
項
的
に
示
さ
れ
て
い
た
「
言
語
活
動
」
は
、
よ
り
具
体
的

な
言
葉
で
例
示
さ
れ
、
内
容
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
指
導
事
項
を
言
語
活

動
を
と
お
し
て
指
導
す
る
こ
と
が
一
層
重
視
さ
れ
て
い
る
。

読
む
こ
と
・
書
く
こ
と（『
近
代
の
俳
句
』）

第
三
学
年

も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
広
げ
、

深
め
る
た
め
に

︱
︱
書
く
こ
と
と
の
関
連
を
図
っ
た
俳
句
の
授
業

大
網
白
里
町
立
大
網
中
学
校
副
校
長　

岡お
か

野の　

武た
け

雄お　

実
践
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思
考
を
集
約
す
る
の
で
は
な
く
、
映
像
に
（
俳
句
と
し
て
）
言
葉
を
あ
て
は
め

る
こ
と
で
、
独
創
性
や
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
を
育
て
た
い
。
そ
し
て
、

一
枚
の
写
真
か
ら
生
ま
れ
た
俳
句
を
も
と
に
交
流
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
思
考

力
・
判
断
力
・
表
現
力
を
広
げ
、
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

　

次
に
、
俳
句
の
教
材
的
価
値
で
あ
る
が
、
次
の
三
点
を
考
え
た
。

　
（
１
）
言
葉
を
言
葉
と
し
て
意
識
で
き
る
教
材
で
あ
る
。

　
（
２
）
新
し
い
言
葉
を
作
り
出
す
営
み
の
教
材
で
あ
る
。

　
（
３
）
言
葉
に
よ
る
情
景
や
感
情
な
ど
の
自
己
表
現
の
教
材
で
あ
る
。

　

な
お
、（
２
）
と
（
３
）
は
、
創
作
に
か
か
わ
る
教
材
的
価
値
で
あ
る
。

　
（
１
）
は
特
に
注
目
す
べ
き
価
値
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
生
徒
に
は
言
葉
を

意
識
す
る
習
慣
を
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
言
葉
を

言
葉
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
で
、
言
葉
を
言
葉
と
し
て
よ
り
深
く
認
知
す
る
力

も
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

生
徒
が
言
葉
を
意
識
し
、
言
葉
の
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
は
、
韻
文
教
材
の
醍
醐
味
で
あ
り
、
本
来
的
な
意
味
に
お
い
て
の

言
語
教
育
に
つ
な
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ど
ん
な
作
品
に
し
ろ
、
ま
ず
は
読

み
味
わ
い
、
楽
し
む
場
が
生
徒
に
提
供
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
韻
文
教
材

は
、
生
徒
に
言
葉
そ
の
も
の
を
味
わ
わ
せ
る
絶
好
の
機
会
を
提
供
で
き
る
も
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
国
語
の
授
業
な
の
だ
か
ら
、
韻
文
で
も
、
正
確
な
読
み

取
り
と
作
品
の
論
理
構
造
を
教
え
る
必
要
が
あ
る
。」
と
い
う
考
え
方
も
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
正
確
な
読
み
取
り
や
論
理
は
説
明
文

や
評
論
、
論
説
文
な
ど
の
教
材
で
も
適
切
な
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
韻

文
教
材
で
論
理
を
教
え
る
必
要
は
な
い
と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
、「
韻
文
」
は

言
葉
の
芸
術
で
あ
り
、
理
屈
を
ま
と
め
た
文
章
で
は
な
い
こ
と
を
頭
に
お
い
て

お
く
必
要
が
あ
る
。「
な
ん
か
、
こ
の
言
葉
の
響
き
が
い
い
な
あ
。」
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
、
韻
文
の
教
育
は
始
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
、（
２
）
の
「
新
し
い
言
葉
を
作
り
出
す
営
み
」
だ
が
、
自
分
の
心
の

あ
ら
わ
れ
や
感
動
を
自
分
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
は
、
言
語
感
覚
を
磨
く
う

え
で
、
と
て
も
大
切
な
営
み
で
あ
る
。

　
（
３
）
は
、（
２
）
と
も
つ
な
が
る
が
、
自
分
の
思
い
を
正
確
に
伝
え
よ
う
と

す
る
と
き
、
表
現
力
は
豊
か
に
な
り
、
よ
り
磨
か
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

二
　
教
材
の
目
標

　

詩
歌
や
俳
句
な
ど
を
題
材
と
し
て
授
業
を
行
う
際
に
は
、
詩
歌
や
俳
句
な
ど

の
基
礎
・
基
本
を
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項
と
結
び
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
内
容
理
解
、
心
情
理
解
な
ど
を
中
心
に
し
た
学
習
で
終
わ
ら
せ
ず
、
そ

の
あ
と
に
、
理
解
し
た
こ
と
を
駆
使
し
て
創
作
す
る
活
動
を
取
り
入
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

　

中
央
教
育
審
議
会
初
等
中
等
教
育
分
科
会
の
教
育
課
程
部
会
中
学
校
部
会
の

記
述
に
も
、
課
題
と
し
て
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

・�

国
民
が
広
く
親
し
ん
で
い
る
文
章
や
詩
歌
を
音
読
し
た
り
暗
唱
し
た
り
す

る
な
ど
し
て
実
感
を
も
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
。

　

・�

文
学
や
言
語
文
化
に
親
し
み
、
創
造
し
た
り
演
じ
た
り
す
る
の
に
必
要
と

さ
れ
る
、
読
書
、
鑑
賞
、
詩
歌
や
俳
句
な
ど
も
含
め
た
創
作
や
書
写
な
ど

の
言
語
活
動
が
で
き
る
こ
と
が
重
要
。

　

こ
の
よ
う
に
、
言
葉
の
リ
ズ
ム
を
と
ら
え
、
感
動
の
中
心
を
お
さ
え
な
が
ら

音
読
や
暗
唱
を
す
る
こ
と
の
必
要
性
や
、
創
作
の
重
要
性
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
今
回
は
そ
の
中
で
、
俳
句
の
創
作
活
動
に
着
目
し
、
写
真
の
ワ
ン�

シ
ー
ン
か
ら
俳
句
を
作
り
、
互
い
の
作
品
を
読
み
合
う
学
習
活
動
を
計
画
し
た
。

同
じ
写
真
か
ら
俳
句
を
作
り
、
交
流
す
る
中
で
、
独
創
性
や
、
思
考
力
・
判
断



−10−

（
三
）
本
時
の
展
開
（
第
三
時
）

　

①
本
時
の
ね
ら
い
と
学
習
活
動
を
確
認
す
る
。

　
　

・
生
徒
の
前
向
き
な
気
持
ち
が
高
ま
る
よ
う
に
す
る
。

　
　

・
本
時
の
授
業
は
表
現
の
活
動
が
主
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
、「
書
く
こ
と
」

の
目
標
を
確
認
す
る
。

　

②
写
真
か
ら
俳
句
を
作
る
。

　
　

・
自
分
だ
け
の
発
見
や
独
創
的
な
言
葉
を
用
い
て
表
現
す
る
。

　
　

・
あ
っ
と
驚
く
よ
う
な
視
点
で
作
る
。

　
　

・
な
る
ほ
ど
と
思
わ
ず
う
な
ず
く
よ
う
な
視
点
で
作
る
。

　
　

・
作
っ
た
感
想
を
ま
と
め
る
。

（
四
）
生
徒
の
作
品
（
写
真
で
一
句
‼
）

　

写
真
と
、
俳
句
の
生
徒
作
品
例
を
次
に
紹
介
す
る
。

　
〔
生
徒
作
品
例
①
〕

　

・
北
斎
も　

み
て
い
た
の
か
な　

こ
の
景
色

　

・
愛
で
る
よ
り　

登
山
の
感
動　

日
に
五
千

力
・
表
現
力
や
、
読
解
力
の
向
上
を
目
ざ
し
た
い
。

三
　
授
業
実
践

（
一
）
本
単
元
の
目
標

①�

俳
句
の
も
つ
基
本
的
な
形
式
や
約
束
ご
と
を
理
解
し
、
写
真
か
ら
イ
メ
ー

ジ
を
広
げ
、
自
分
だ
け
の
発
見
や
独
創
的
な
表
現
を
用
い
て
俳
句
を
作
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
互
い
の
作
品
に
つ
い
て
交
流
し
、
も
の
の
見
方

や
考
え
方
を
広
げ
、
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。（
読
む
こ
と
・
書
く
こ
と
）

②�

日
本
語
の
も
つ
伝
統
的
な
リ
ズ
ム
に
親
し
む
と
と
も
に
、
言
葉
や
表
現
を

豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に

関
す
る
事
項
）

③�

俳
句
に
親
し
み
、
興
味
を
も
っ
て
俳
句
を
作
っ
た
り
、
互
い
の
作
品
に
つ

い
て
交
流
し
た
り
し
て
い
る
。（
国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度
）

（
二
）
指
導
計
画
（
全
五
時
間
）

　

第
一
時
…『
近
代
の
俳
句
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
俳
句
十
四
句
を
繰
り
返
し

音
読
し
て
、「
五
・
七
・
五
」
の
リ
ズ
ム
に
親
し
む
。

　

第
二
時
…
俳
句
に
こ
め
ら
れ
た
作
者
の
思
い
を
と
ら
え
、
俳
句
十
四
句
の
中

か
ら
共
感
で
き
る
俳
句
を
探
す
。
印
象
に
残
っ
た
部
分
を
ノ
ー
ト

に
書
き
写
す
。

　

第
三
時
…
俳
句
の
技
法
な
ど
を
活
用
し
、
写
真
か
ら
自
分
だ
け
の
発
見
や
独

創
的
な
表
現
を
用
い
て
俳
句
を
作
る
。

　

第
四
・
五
時
…
句
会
を
開
く
。

○
自
分
で
作
っ
た
俳
句
を
解
説
し
な
が
ら
発
表
し
、
交
流
す
る
。

○
発
表
し
合
っ
た
俳
句
の
中
か
ら
よ
い
と
思
う
も
の
を
選
び
、
そ

の
俳
句
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
解
説
を
述
べ
る
。

▲写真例（満開の桜と富士山の写真）
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こ
の
よ
う
な
成
果
が
得
ら
れ
た
要
因
と
し
て
、
一
つ
に
は
や
は
り
映
像
の
力

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
枚
の
写
真
か
ら
自
分
だ
け
の
発
見
を
し
よ
う
と
、
全

力
で
取
り
組
ん
で
い
た
。
視
覚
か
ら
の
思
考
に
つ
い
て
は
、
生
徒
に
と
っ
て
は

日
常
的
な
も
の
で
あ
り
、
あ
る
程
度
得
意
な
分
野
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
次
に
、
見
た
も
の
か
ら
自
由
に
発
想
で
き
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

今
回
は
特
に
、
季
語
な
ど
の
形
式
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
ず
、
日
本
語
が
も
つ
五

音
と
七
音
の
リ
ズ
ム
に
こ
だ
わ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
生
徒
は
比
較
的
に
リ
ラ
ッ

ク
ス
し
て
俳
句
作
り
に
取
り
組
め
た
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
作
り
終
わ
る
と
ほ
か
の
生
徒
の
俳
句
が
気
に
な
り
、
作
っ
た
俳
句
で

自
然
と
交
流
が
始
ま
っ
た
こ
と
も
予
想
外
の
成
果
で
あ
っ
た
。
立
派
な
句
会
が

自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
一
枚
の
写
真
を
ほ
か
の
生
徒
が
ど

う
見
て
い
る
の
か
知
り
た
い
と
い
う
好
奇
心
に
動
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

作
っ
て
喜
び
、
交
流
し
て
喜
び
、
自
分
た
ち
が
発
見
し
た
こ
と
や
生
み
出
し

た
言
葉
に
よ
っ
て
、
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
広
げ
、
新
た
な
気
づ
き
に
向�

か
っ
て
動
き
始
め
た
。

　

課
題
と
し
て
は
、
指
導
者
が
意
図
を
も
ち
、
季
節
感
や
広
が
り
の
あ
る
映
像

を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
映
像
を
言
葉
に
す
る
場
合
の
難
し
さ
と
し

て
は
、「
こ
の
配
置
！
」
や
「
こ
の
景
色
」
の
よ
う
に
、
指
示
語
が
多
く
な
る

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

ち
ょ
っ
と
し
た
発
想
や
視
点
の
工
夫
で
、
生
徒
の
力
を
引
き
出
す
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
実
感
し
た
実
践
で
あ
っ
た
。

【
注
】

　

＊
１　

一
枚
の
写
真
か
ら
俳
句
を
作
る
と
い
う
学
習
活
動
は
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
「
カ

シ
ャ
ッ
と
一
句
！　

フ
ォ
ト
５
７
５
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
。

　

・
桜
！
富
士
！　

和
の
美
し
さ　

こ
こ
に
あ
り

　

・
銭
湯
の　

壁
に
あ
り
そ
う　

こ
の
配
置
！

　

・
満
開
の　

桜
に
富
士
も　

ほ
ほ
染
め
る

　

・
富
士
を
背
に　

映
え
る
桜
は　

日
本
の
美

　

・
見
え
る
の
に　

届
か
ぬ
富
士
が　

も
ど
か
し
い

　

・
届
か
な
い　

手
近
な
も
の
で　

す
ま
せ
よ
う

　
〔
生
徒
作
品
例
②
〕

　

写
真
は
省
略
。（
綿
毛
の
タ
ン
ポ
ポ
を
じ
っ
と
眺
め
る
ラ
イ
オ
ン
の
写
真
。）

　

・
王
さ
ま
の　

心
も
な
ご
む　

わ
た
ぼ
う
し

　

・
食
糧
難　

草
食
系
へ
の　

転
向
機、

　

・
ナ
イ
ス
フ
ォ
ト　

い
や
し
の
瞳
に　

笑
み
こ
ぼ
れ

　

・
た
ん
ぽ
ぽ
は　

英
語
に
す
る
と　

ダ
ン
デ
リ
オ
ン

　

・
息
殺
し　

見
つ
め
る
先
は　

わ
た
ぼ
う
し

　

・「
食
べ
ら
れ
る
!?
」「
肉
食
だ
か
ら
食
べ
ま
せ
ん
」

　

・
ぼ
く
だ
っ
て　

か
わ
い
い
も
の
に　

あ
こ
が
れ
る

　

・
た
て
が
み
も　

わ
た
げ
も
今
は　

風
の
中

　

・
鼻
息
で　

飛
ば
す
ぞ
綿
毛　

フ
ン
フ
フ
ン

四
　
成
果
と
課
題

　

成
果
と
し
て
、
俳
句
を
作
る
と
い
う
生
徒
の
意
欲
は
、
今
ま
で
に
な
い
ほ
ど

に
高
ま
っ
た
。
従
来
の
よ
う
に
、「
俳
句
を
作
り
な
さ
い
。」
と
か
「
俳
句
は�

『
季
語
』
が
大
事
で
、『
五
・
七
・
五
』
だ
か
ら
ね
。」
と
い
う
投
げ
か
け
よ
り
も
、

数
段
取
り
組
み
も
で
き
あ
が
り
も
早
か
っ
た
。
そ
し
て
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
内

容
も
充
実
し
て
お
り
、
斬
新
な
視
点
や
言
葉
が
数
多
く
み
ら
れ
た
。
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で
は
、
次
の
図
の
よ
う
な
方
向
性
の
も
と
に
授
業
の
あ
り
方
を
考
え
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
ま
ず
日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
必
要
な
能
力
と
は
何
か
を
考
え
、

そ
れ
を
国
語
科
の
指
導
事
項
に
関
連
づ
け
る
と
と
も
に
、
言
語
活
動
を
と
お
し

て
伸
ば
し
、
そ
の
能
力
を
日
常
生
活
や
社
会
生
活
の
中
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ

せ
て
い
く
こ
と
を
目
ざ
す
授
業
で
す
。

三
　
言
語
活
動
に
つ
い
て
　

　

前
項
で
述
べ
た
「
言
語
活
動
を

と
お
し
て
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
言
葉

の
力
（
指
導
事
項
）
を
言
語
活
動

を
と
お
し
て
指
導
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
言
語
活
動
を

指
導
す
る
こ
と
自
体
が
第
一
に
な

ら
な
い
よ
う
に
、
注
意
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

本
特
集
で
は
、
次
ペ
ー
ジ
以
降

に
授
業
例
を
三
本
紹
介
し
ま
す
。

一
　
は
じ
め
に

　

本
を
読
ん
だ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
話
を
し
た
り
な
ど
、
生
徒
は
、
学
校
以

外
の
場
で
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
体
験
を
経
て
き
て
い
ま
す
。
国
語
の
授
業
で
は
、

こ
の
よ
う
な
学
習
者
個
々
の
言
語
体
験
が
、
授
業
内
容
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

生
み
、
そ
れ
が
国
語
科
の
学
習
に
反
映
さ
れ
、
さ
ら
に
豊
か
な
言
語
環
境
を
作

り
出
す
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

で
は
反
対
に
、
国
語
科
の
授
業
は
、
日
常
生
活
（
他
教
科
を
含
む
）
や
社
会

生
活
に
お
け
る
言
語
生
活
に
、
ど
の
よ
う
に
役
立
ち
、
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
ま
た
、
日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
お
け
る
言
語
生
活
に
役
立
つ
国

語
の
授
業
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

本
誌
で
は
、
こ
の
よ
う
な
課
題
意
識
の
も
と
に
特
集
を
組
む
こ
と
に
し
ま
し

た
。

二
　
新
学
習
指
導
要
領
と
の
関
係

　

新
学
習
指
導
要
領
の
「
改
訂
の
趣
旨
」
の
中
に
、「
実
生
活
で
生
き
て
は
た
ら�

き
、
各
教
科
等
の
学
習
の
基
本
と
も
な
る
国
語
の
能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
」

が
重
点
事
項
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
日
常
生
活

や
社
会
生
活
の
中
で
生
き
て
は
た
ら
く
言
葉
の
力
を
育
て
る
た
め
に
、
国
語
科

の
授
業
を
意
図
的
に
仕
組
ん
で
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
本
特
集

日常生活
社会生活

［言語活動をとおして育成・伸長］

獲得された
言葉の力

指導事項

［フィードバック］ ［必要な能力の抽出］

日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
役
立
つ
国
語
と
は

日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
役
立
つ
国
語
と
は

特
集
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二
　
話
し
合
い
で
求
め
ら
れ
る
言
葉
の
力

　

先
述
の
と
お
り
、
話
し
合
い
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
こ
で
必
要
な
言
葉
の
力
も
ま
た
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

　

・
自
分
の
意
見
を
明
確
に
伝
え
る
力

　

・
相
手
の
意
見
を
正
確
に
理
解
す
る
力

　

こ
の
二
つ
は
代
表
的
な
力
と
い
え
る
。
細
か
く
い
え
ば
、
ほ
か
に
も
「
公
正

に
議
事
を
進
行
す
る
力
」「
適
切
な
言
葉
遣
い
を
選
ぶ
力
」「
適
切
な
タ
イ
ミ
ン

グ
で
質
問
す
る
力
」「
相
手
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
工
夫
す
る
力
」「
課
題
の
解

決
に
向
け
て
互
い
の
考
え
を
生
か
す
力
」
な
ど
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
話
し
合

い
で
求
め
ら
れ
る
言
葉
の
力
の
う
ち
、「
課
題
の
解
決
に
向
け
て
互
い
の
考
え

を
生
か
す
力
」
の
育
成
を
中
心
と
し
た
活
動
に
つ
い
て
記
述
す
る
。

三
　
新
学
習
指
導
要
領
と
の
対
応
（
国
語
の
授
業
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か
）

（
一
）
指
導
事
項
と
の
関
連

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
話
し
合
い
に
よ
っ
て
新
た
な
価
値
を
創
造
し
た
り

合
意
を
形
成
し
て
物
事
を
決
定
し
た
り
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
単
に
結

論
を
出
せ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
意
見
の
違
い
を
確
認
し
た
り
、
よ

り
よ
い
結
論
を
求
め
る
よ
う
に
努
め
た
り
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
、「
話
し
合
う
こ
と
」
の
指
導
事
項
に
示
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
言
語
活
動
の
設
定
と
そ
の
意
義

　

対
立
す
る
二
つ
の
立
場
を
設
定
す
る
の
で
は
な
く
、
話
し
合
う
過
程
で
情
報

の
交
換
が
で
き
た
り
互
い
の
視
野
が
広
が
っ
た
り
す
る
よ
う
な
活
動
が
適
当
で

あ
る
。
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
準
備
、
全
体
会
で
の
提
案
、
質
疑
応
答
、
司
会
進
行
、

学
習
の
反
省
な
ど
、
各
段
階
で
の
具
体
的
な
言
語
経
験
が
言
葉
の
力
を
育
成
し

て
い
く
の
で
あ
る
。

一
　
話
し
合
う
こ
と
の
重
要
性

　

社
会
生
活
に
お
い
て
、
会
議
や
打
ち
合
わ
せ
、
交
渉
な
ど
の
話
し
合
い
を
す

る
機
会
は
多
い
。
例
え
ば
、
前
年
度
の
活
動
に
関
す
る
反
省
会
を
行
う
、
次
年

度
の
方
針
を
ま
と
め
る
、
提
案
さ
れ
た
企
画
を
吟
味
す
る
、
取
引
先
と
仕
事
の

方
法
や
条
件
を
決
め
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
話
し
合
い
の
場
面
が
あ
る
。

　

話
し
合
い
が
実
り
豊
か
な
も
の
で
あ
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
組
織
の
将
来
は
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
ま
た
、
個
人
に
と
っ
て
も
、

自
分
の
意
見
や
考
え
を
周
囲
の
人
々
に
適
切
に
伝
え
ら
れ
る
力
を
身
に
つ
け
て

い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
社
会
人
と
し
て
の
充
実
度
や
人
間
と
し
て
の
幸
福

度
も
変
わ
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　

話
し
合
い
に
必
要
な
言
葉
の
力
は
、
知
識
と
し
て
理
解
す
る
だ
け
で
は
身
に

つ
か
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
話
し
合
い
の
活
動
を
設
定
す
る
意
義
は
大
き
い
。

課
題
の
解
決
に
向
け
て

互
い
の
考
え
を
生
か
す
に
は

︱
︱
相
手
を
説
得
す
る
た
め
の
話
し
合
い

学
習
院
中
等
科
教
諭　

岩い
わ

㟢さ
き　

淳じ
ゅ
ん　

特
集
　
日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
役
立
つ
国
語
と
は

【
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
　
第
三
学
年
】
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い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
提
案
を
考
え
る
。

第
二
時
「
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
。
提
案
原
稿
作
成
。」

○
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
話
し
合
い
、
提
案
を
決
定
す
る
。
提
案
原
稿
を
作
成
す
る

生
徒
、
実
際
に
提
案
を
行
う
生
徒
、
予
想
さ
れ
る
質
問
に
対
す
る
回
答
を
考

え
る
生
徒
な
ど
の
役
割
を
決
め
る
。
提
案
時
間
は
三
分
間
で
あ
る
。

○
司
会
進
行
係
・
記
録
係
・
計
時
係
は
、
第
四
時
に
お
け
る
話
し
合
い
の
進
め

方
を
確
認
す
る
。

第
三
時
「
提
案
練
習
。
質
疑
応
答
対
策
。」

○
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
提
案
の
練
習
を
す
る
。
司
会
進
行
係
・
記
録
係
・
計
時
係

は
い
ず
れ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
入
っ
て
提
案
を
聞
く
。

○
提
案
者
以
外
の
生
徒
は
聞
き
手
と
な
り
、
次
の
よ
う
な
点
を
検
討
す
る
。

　

・
提
案
は
実
行
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
か
。

　

・
話
の
構
成
は
わ
か
り
や
す
く
工
夫
さ
れ
て
い
る
か
。

　

・
提
案
者
の
言
葉
遣
い
、
話
し
方
は
適
切
か
。

　

・
質
問
に
対
す
る
回
答
は
適
切
か
。

○
質
疑
応
答
を
行
う
。
ま
た
、
互
い
に
意
見
を
出
し
合
い
、
意
見
の
中
の
よ
い

部
分
を
生
か
し
な
が
ら
提
案
の
内
容
を
改
善
す
る
。
次
に
そ
の
例
を
示
す
。

　

■
提
案
例

「
わ
た
し
た
ち
は
、
マ
イ
バ
ッ
グ
の
使
用
を
勧
め
ま
す
。
店
で
買
い
物
を

す
る
と
き
に
、
レ
ジ
袋
を
断
っ
て
マ
イ
バ
ッ
グ
に
入
れ
る
よ
う
に
す
れ
ば
、

レ
ジ
袋
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。」

　

■
質
問
・
反
対
意
見
の
例

「
こ
の
ク
ラ
ス
の
生
徒
が
一
か
月
間
取
り
組
ん
だ
と
し
た
ら
、
ど
れ
く
ら

い
レ
ジ
袋
が
減
る
の
で
す
か
。
そ
れ
ほ
ど
減
ら
な
い
の
な
ら
取
り
組
ん
で
も

意
味
が
な
い
と
思
い
ま
す
。」

四
　
授
業
例
（
言
葉
の
力
を
は
ぐ
く
む
た
め
の
言
語
活
動
）

【
教
材
名
】

　

話
し
合
い
「
ゴ
ミ
の
減
量
の
た
め
に
、ク
ラ
ス
で
で
き
る
こ
と
」（
第
三
学
年
）

【
学
習
目
標
】

◆
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

　

互
い
の
考
え
を
生
か
し
合
い
、
課
題
を
解
決
す
る
。〔
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
の
指
導
事
項　

エ
〕

●
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項

　

相
手
を
説
得
す
る
た
め
に
、
話
の
構
成
を
工
夫
す
る
。

◇
国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度

　

説
得
力
の
あ
る
意
見
を
述
べ
合
い
、
話
し
合
い
を
深
め
て
い
る
。

【
授
業
の
流
れ
】（
全
四
時
間
）

　

第
一
時　

概
要
説
明
。
グ
ル
ー
プ
分
け
・
分
担
決
定
。

　

第
二
時　

グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
。
提
案
原
稿
作
成
。

　

第
三
時　

提
案
練
習
。
質
疑
応
答
対
策
。

　

第
四
時　

ク
ラ
ス
で
の
話
し
合
い
と
提
案
の
決
定
。
学
習
の
反
省
と
総
括
。

【
授
業
の
実
際
】

第
一
時
「
概
要
説
明
。
グ
ル
ー
プ
分
け
・
分
担
決
定
。」　

○
生
徒
に
次
の
よ
う
な
説
明
を
す
る
。

「
地
域
に
貢
献
で
き
る
こ
と
の
一
つ
と
し
て
、
ク
ラ
ス
で
ゴ
ミ
の
減
量
に

取
り
組
む
こ
と
に
し
よ
う
。
各
グ
ル
ー
プ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
意
見
を
出
し
合
い
、

話
し
合
い
で
決
め
る
。
新
学
期
か
ら
そ
の
案
を
ク
ラ
ス
全
員
で
実
行
す
る
。

ど
の
よ
う
な
提
案
を
す
る
の
か
を
こ
の
授
業
を
含
め
て
三
時
間
で
決
め
、

第
四
時
に
ク
ラ
ス
で
の
話
し
合
い
を
行
う
。」

○
司
会
進
行
係
（
二
名
）・
記
録
係
（
一
名
）・
計
時
係
（
一
名
）
の
ほ
か
は
、
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を
断
り
、マ
イ
バ
ッ
グ
を
使
う
。』
と
い
う
提
案
で
し
た
。
Ｂ
グ
ル
ー
プ
は
、

『
書
店
で
本
を
買
っ
た
と
き
に
、
す
で
に
出
版
社
の
作
っ
た
カ
バ
ー
が
つ
い
て

い
る
の
で
、
書
店
の
カ
バ
ー
は
断
る
。』
と
い
う
提
案
で
し
た
。
両
グ
ル
ー

プ
に
は
共
通
す
る
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。」

「『
商
品
の
包
装
に
よ
っ
て
発
生
す
る
ゴ
ミ
の
量
を
減
ら
す
。』
と
い
う
点

で
両
グ
ル
ー
プ
は
共
通
し
て
い
る
の
で
、
両
グ
ル
ー
プ
の
提
案
を
生
か
し
た

取
り
組
み
が
考
え
ら
れ
そ
う
で
す
ね
。」

○
学
習
の
反
省
を
各
自
が
紙
に
書
い
て
提
出
す
る
。

○
指
導
者
に
よ
る
総
括
を
行
う
。

　

こ
の
活
動
の
目
標
の
一
つ
は
、「
互
い
の
考
え
を
生
か
し
合
い
、
課
題
を
解

決
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
主
張
や
自
分
の
グ
ル
ー
プ
の
主
張
を

通
す
こ
と
が
第
一
の
目
的
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
提
案
が
採
用
さ
れ
れ
ば

勝
ち
、
採
用
さ
れ
な
け
れ
ば
負
け
と
い
う
よ
う
な
性
質
の
活
動
で
は
な
い
。

　

ま
ず
、
グ
ル
ー
プ
内
に
お
け
る
合
意
の
形
成
が
必
要
で
あ
る
。
自
分
の
考
え

に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
、
話
し
合
う
こ
と
で
視
野
を
広
げ
る
よ
う
に
し
、
そ

の
う
え
で
、
聞
き
手
を
説
得
す
る
た
め
の
構
成
を
考
え
る
。
さ
ら
に
ク
ラ
ス
全

体
で
の
話
し
合
い
の
場
で
、
相
互
の
学
び
を
深
め
て
い
く
。
ら
せ
ん
的
な
活
動

を
と
お
し
て
、
言
葉
の
力
を
身
に
つ
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

五
　
社
会
生
活
で
の
活
用

　

冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
社
会
生
活
に
お
い
て
話
し
合
い
の
場
は
多
い
。
自

分
の
正
当
性
を
主
張
す
べ
き
場
合
も
あ
れ
ば
、
ほ
か
の
人
の
考
え
方
に
学
ぶ
べ

き
場
合
も
あ
る
。
大
切
な
の
は
、
状
況
に
応
じ
て
対
応
を
し
た
り
、
適
切
な
判

断
を
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
学
習
活
動
で
身
に
つ
け
た
言
葉
の
力
は
、

話
し
合
い
を
実
り
豊
か
な
も
の
に
す
る
た
め
の
基
本
的
な
力
な
の
で
あ
る
。

「
わ
た
し
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
は
、
最
も
多
く
買
い
物
を
す
る
人
で

週
に
十
五
回
、
最
も
少
な
い
人
で
週
に
一
回
で
し
た
。
平
均
は
週
に
三
・
五

回
で
す
。
も
し
も
す
べ
て
レ
ジ
袋
を
断
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
ク
ラ
ス
は

三
十
六
人
で
す
か
ら
、『
三
・
五
枚
×
三
十
六
人
×
四
週
』
で
毎
月
五
百
枚
以

上
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
家
族
の
か
た
や
ほ
か
の

ク
ラ
ス
の
人
が
賛
同
し
て
く
れ
た
ら
、
そ
の
数
は
も
っ
と
多
く
な
り
ま
す
。」

　

■
質
問
者
の
反
応
例

「
そ
ん
な
に
多
い
の
で
す
か
。
そ
れ
な
ら
賛
成
し
ま
す
。
以
前
と
比
べ
て

ど
れ
く
ら
い
減
ら
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
ク
ラ
ス
全
員
が
わ
か
る
よ
う
に

グ
ラ
フ
な
ど
の
図
表
の
形
で
毎
週
示
し
て
い
く
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。」

　

■
提
案
例
の
改
善
例

「
わ
た
し
た
ち
は
、
マ
イ
バ
ッ
グ
の
使
用
を
勧
め
ま
す
。
店
で
買
い
物
を

す
る
と
き
に
、
レ
ジ
袋
を
断
っ
て
マ
イ
バ
ッ
グ
に
入
れ
る
よ
う
に
す
れ
ば
、

レ
ジ
袋
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ク
ラ
ス
全
員
が
毎
回
レ
ジ
袋
を
断
れ

ば
、
わ
た
し
た
ち
の
試
算
で
は
、
月
に
五
百
枚
以
上
、
年
に
六
千
枚
以
上
を

減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
実
際
に
断
っ
た
枚
数
を
毎
週
集
計
し
、
グ
ラ
フ

で
示
す
こ
と
も
あ
わ
せ
て
提
案
し
ま
す
。」

　
　
　
＊
傍
線
部
は
、
反
対
意
見
の
例
や
質
問
者
の
反
応
例
を
生
か
し
て
改
善
し
た
部
分
。

第
四
時
「
ク
ラ
ス
で
の
話
し
合
い
と
提
案
の
決
定
。
学
習
の
反
省
と
総
括
。」

○
各
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
提
案
を
聞
く
。
質
疑
応
答
を
行
う
。

○
ク
ラ
ス
全
体
で
話
し
合
う
。
提
案
の
中
か
ら
ど
れ
か
を
採
用
し
て
も
よ
い
し
、

修
正
案
を
考
え
て
も
よ
い
。
話
し
合
い
の
中
で
よ
り
よ
い
案
が
出
さ
れ
た
ら
、

そ
の
案
を
採
用
し
て
も
よ
い
。
次
に
話
し
合
い
の
例
を
示
す
。

　

■
話
し
合
い
の
例

「
Ａ
グ
ル
ー
プ
は
、『
レ
ジ
袋
を
減
ら
す
た
め
に
、
レ
ジ
袋
を
も
ら
う
こ
と
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ポ
ー
ト
に
必
要
な
資
料
を
選
ぶ
力
、
そ
れ
ら
を
レ
ポ
ー
ト
の
構
成
に
即
し
て
並

べ
る
力
、
そ
し
て
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
文
章
に
ま
と
め
る
力
な
ど
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
た
ら
く
学
力
は
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
な
ど
で
学
ぶ
個
別
の
学
習
内
容
や
専
門

性
と
リ
ン
ク
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
同
時
に
、
教
科
な
ど
を
超
え
た
思
考�

力
・
判
断
力
・
表
現
力
と
い
う
面
で
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
本
稿

の
後
半
で
具
体
的
に
紹
介
す
る
、
文
種
に
応
じ
た
段
落
構
成
法
や
思
考
・
判
断

の
た
め
の
文
型
・
語
彙
な
ど
が
そ
れ
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
　
新
学
習
指
導
要
領
と
の
対
応
（
国
語
の
授
業
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か
）

（
一
）
指
導
事
項
と
の
関
連

　

伝
え
る
べ
き
内
容
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
も
、
そ
れ
を
思
い
つ
い
た
順
に
述

べ
て
い
て
は
、
正
し
く
効
果
的
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
正
確
に
伝
え
る

た
め
に
は
、
ま
ず
事
実
と
意
見
を
き
ち
ん
と
区
別
し
た
り
、
資
料
を
適
切
に
引

用
し
た
り
し
て
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
読
み
手
に
わ
か
り
や
す

く
説
得
力
を
も
っ
て
伝
え
る
た
め
に
、
読
み
手
の
興
味
・
関
心
や
既
知
と
未
知

を
ふ
ま
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
説
得
力
の
あ
る
根
拠
や
わ
か
り
や
す

い
具
体
例
を
あ
げ
た
り
、
ど
う
い
う
順
序
や
組
み
立
て
（
論
理
の
展
開
）
で
述

べ
た
り
す
る
か
な
ど
を
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
新
学
習
指
導
要
領
で

は
、
こ
れ
ら
の
内
容
が
「
構
成
」
や
「
記
述
」
の
指
導
事
項
に
示
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
言
語
活
動
の
設
定
と
そ
の
意
義

　

こ
う
し
た
「
レ
ポ
ー
ト
」
学
習
を
展
開
し
て
い
く
た
め
に
は
、
生
徒
に
と
っ

て
身
近
な
題
材
や
課
題
に
即
し
て
学
習
を
組
織
す
る
必
要
が
あ
る
。
加
え
て
生

徒
に
と
っ
て
必
要
だ
と
実
感
で
き
る
活
動
目
的
や
活
動
場
面
、
そ
し
て
読
み
手

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
相
手
の
設
定
な
ど
を
授
業
に
お
い
て
行
う
こ
と
で
、
生
徒

に
と
っ
て
取
り
組
む
に
足
る
魅
力
あ
る
学
習
活
動
と
し
て
指
導
を
展
開
し
た
い
。

一
　「
レ
ポ
ー
ト
」
の
指
導
は
国
語
科
だ
け
の
役
割
な
の
か

　

社
会
生
活
に
お
い
て
、
報
告
を
行
う
機
会
は
多
い
。
例
え
ば
、
そ
の
日
の
仕

事
内
容
を
後
日
に
別
の
人
に
知
ら
せ
る
た
め
の
「
報
告
（
レ
ポ
ー
ト
）」
が
あ
り
、

研
修
や
出
張
な
ど
に
出
か
け
た
あ
と
に
そ
の
成
果
や
結
果
を
報
告
す
る
場
面
な

ど
も
あ
る
。
一
方
、
中
学
校
の
学
習
に
お
い
て
も
、「
報
告
（
レ
ポ
ー
ト
）」
と

い
う
学
習
活
動
は
、
国
語
科
だ
け
で
な
く
、
理
科
や
社
会
科
、
さ
ら
に
は
総
合

的
な
学
習
の
時
間
な
ど
で
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
学
習
活
動
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
、「
報
告
（
レ
ポ
ー
ト
）」
に
関
す
る
指
導
は
、
国
語
科
だ
け
で
な
く
す
べ

て
の
教
師
が
取
り
組
む
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

二
　
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
を
支
え
る
段
落
構
成
法
や
文
型
・
語
彙

　

と
こ
ろ
で
、「
レ
ポ
ー
ト
」
を
仕
上
げ
る
う
え
で
必
要
と
さ
れ
る
力
は
、
レ�

段
落
構
成
法
や
文
型
・
語
彙
を

身
に
つ
け
る
に
は

︱
︱
わ
か
り
や
す
く
説
得
力
の
あ
る
レ
ポ
ー
ト

弘
前
大
学
教
育
学
部
教
授　

児こ

玉だ
ま　

忠た
だ
し　

特
集
　
日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
役
立
つ
国
語
と
は

【
書
く
こ
と
　
第
二
学
年
】
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第
一
時
「
学
習
の
動
機
と
見
通
し
を
も
つ
。」

〈
導
入
〉

　

・「
リ
サ
イ
ク
ル
」
か
ら
ど
ん
な
こ
と
を
思
い
つ
く
か
を
出
し
合
う
。

〈
展
開
〉

　

・
日
本
や
世
界
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
知
る
。

　

・
リ
サ
イ
ク
ル
の
も
つ
機
能
、
役
割
、
効
果
な
ど
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

・
地
域
や
家
庭
で
の
「
伝
統
的
な
生
活
文
化
」
を
リ
サ
イ
ク
ル
と
い
う
観
点

　
　

か
ら
見
直
し
、
み
ん
な
に
知
ら
せ
た
い
リ
サ
イ
ク
ル
を
考
え
る
。

〈
ま
と
め
〉

　

・「
地
域
や
家
庭
で
の
リ
サ
イ
ク
ル
」
に
つ
い
て
発
表
し
合
う
。

　

こ
こ
で
は
、
環
境
保
護
を
目
的
と
し
た
先
進
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
リ
サ
イ
ク
ル

の
例
を
示
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
と
い
う
行
為
の
も
つ
重
要
性
を
生
徒
た
ち
に
理
解

さ
せ
た
い
。
さ
ら
に
、
新
聞
や
空
き
缶
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
の
一
般
的
な
リ

サ
イ
ク
ル
は
も
ち
ろ
ん
、
も
の
を
大
切
に
利
用
し
合
う
と
い
う
観
点
で
行
わ
れ

る
地
域
や
家
庭
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
も
、
見
方
を
変
え
る
と
リ
サ
イ
ク
ル
と

い
え
る
こ
と
を
発
見
的
に
感
じ
取
ら
せ
、
学
習
へ
の
意
欲
を
喚
起
さ
せ
て
お
き

た
い
。

第
四
時
「
レ
ポ
ー
ト
の
方
法
や
文
型
・
語
彙
を
学
ぶ
。」

　

わ
が
国
の
文
章
表
現
指
導
に
お
い
て
、
な
お
課
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
段

落
構
成
法
に
関
す
る
指
導
で
あ
る
。
小
学
校
な
ら
「
始
め
・
中
・
終
わ
り
」、
中

学
校
で
も
「
序
論
・
本
論
・
結
論
」
も
し
く
は
「
統
括
型
・
尾
括
型
・
双
括
型
」

な
ど
の
学
習
内
容
は
あ
る
も
の
の
、
文
種
ご
と
に
細
部
化
さ
れ
た
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
な
型
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
段
落
構
成
法
の
指
導
（
文
章
を

俯
瞰
さ
せ
効
果
的
な
構
成
を
考
え
さ
せ
る
指
導
）
は
な
お
手
探
り
の
状
態
で
あ
る
。

四
　
授
業
例
（
言
葉
の
力
を
は
ぐ
く
む
た
め
の
言
語
活
動
）

【
教
材
名
】

　

レ
ポ
ー
ト
「
地
域
や
家
庭
で
の
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
に
つ
い
て
」（
第
二
学
年
）

【
学
習
目
標
】

◆
書
く
こ
と

　

文
章
の
組
み
立
て
（
構
成
）
や
文
型
・
語
彙
（
記
述
）
を
生
か
し
て
レ
ポ
ー

ト
を
書
く
。〔
書
く
こ
と
の
指
導
事
項　

イ
・
ウ
〕

●
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項

　

レ
ポ
ー
ト
に
ふ
さ
わ
し
い
文
章
の
形
態
や
展
開
を
理
解
す
る
。

◇
国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度

　

ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
知
ら
せ
た
い
地
域
や
家
庭
で
の
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
に
つ

い
て
の
レ
ポ
ー
ト
を
、
わ
か
り
や
す
く
説
得
力
を
も
た
せ
て
書
こ
う
と
し
て
い

る
。

【
授
業
の
流
れ
】（
全
八
時
間
）

　

第
一
時　

学
習
の
動
機
と
見
通
し
を
も
つ
。

　

第
二
時　

地
域
や
家
庭
で
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
取
材
す
る
。

　

第
三
時　

取
材
を
も
と
に
構
想
メ
モ
を
作
成
す
る
。

　

第
四
時　

レ
ポ
ー
ト
の
方
法
や
文
型
・
語
彙
を
学
ぶ
。

　

第
五
時　

レ
ポ
ー
ト
の
下
書
き
を
す
る
。

　

第
六
時　

下
書
き
を
読
み
合
っ
て
推
敲
す
る
。

　

第
七
時　

レ
ポ
ー
ト
を
清
書
す
る
。

　

第
八
時　

仕
上
が
っ
た
レ
ポ
ー
ト
を
読
み
合
っ
て
評
価
す
る
。

【
授
業
の
実
際
】

　

本
稿
で
は
、
第
一
時
と
第
四
時
の
指
導
内
容
例
に
つ
い
て
以
下
に
示
す
。
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�

・
〜
点
が
地
域
で
の
リ
サ
イ
ク
ル
の
特
徴
で
あ
る
。�

（
解
釈
）

　
　
「
結
論
」
で
使
っ
て
み
た
い
文
型
・
語
彙

�

・
つ
ま
り
、
地
域
や
家
庭
で
の
リ
サ
イ
ク
ル
は
、
〜
。（
結
論
）

　

こ
の
ほ
か
に
も
、レ
ポ
ー
ト
の
目
的
や
構
成
に
応
じ
て
次
の
よ
う
な
文
型
・
語

彙
を
サ
ン
プ
ル
と
し
て
生
徒
に
示
す
こ
と
で
思
考
力
や
判
断
力
を
育
て
た
い
。

�

・
全
体
は
（
〜
で
み
る
と
）、○
つ
に
分
け
ら
れ
る
。（
分
類
）

�

・
最
も
大
切
な
の
は
、
〜
。�

（
選
択
）

�

・
〜
の
順
に
並
べ
て
み
る
と
、
…
…
。�

（
順
序
）

�

・
〜
、
一
方
、
…
…
。�

（
対
比
）

�

・
例
え
ば
、
〜
で
あ
る
。�

（
例
示
）

�

・
な
ぜ
な
ら
、
〜
か
ら
で
あ
る
。�

（
理
由
・
原
因
）

�

・
も
ち
ろ
ん
、
〜
。
し
か
し
、
…
…
。�

（
反
論
予
想
）

五
　
方
法
や
型
を
重
視
し
た
学
習
で
気
を
つ
け
た
い
こ
と

　

こ
う
し
た
方
法
や
型
を
重
視
し
た
学
習
指
導
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
学
習
活
動
が
生
徒
の
内
的
必
然

性
に
即
し
て
な
い
と
か
、
文
章
表
現
に
お
い
て
型
は
守
っ
て
い
る
が
内
容
的
に

不
整
合
や
矛
盾
が
あ
る
場
合
が
多
い
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
問
題
点

を
克
服
し
指
導
の
成
果
を
上
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
学
習
の
導
入
段
階
で

「
取
り
組
む
に
足
る
」
と
い
う
動
機
を
も
た
せ
つ
つ
生
徒
の
経
験
を
丁
寧
に
掘

り
起
こ
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
、
文
章
表
現
に
お
い
て
は
論
理
の
妥
当

性
を
吟
味
さ
せ
る
活
動
を
必
要
に
応
じ
て
組
み
入
れ
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。

　

さ
ら
に
は
、
読
み
の
学
習
の
中
で
自
分
の
文
章
に
生
か
し
た
い
表
現
法
に
気

づ
く
よ
う
に
導
く
こ
と
や
、
段
落
構
成
を
生
徒
自
身
の
力
で
考
え
さ
せ
た
り
、

使
い
た
い
文
型
を
自
分
で
選
ん
だ
り
で
き
る
よ
う
に
導
く
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。

　

ひ
る
が
え
っ
て
、
レ
ポ
ー
ト
と
い
う
文
章
の
種
類
（
文
種
）
に
は
、
そ
の
レ

ポ
ー
ト
の
目
的
に
応
じ
て
段
落
構
成
（
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
）
が
構
想
さ
れ
る
。
ど

う
い
う
段
落
構
成
に
す
べ
き
か
を
生
徒
た
ち
に
白
紙
か
ら
考
え
さ
せ
る
だ
け
で

な
く
、
指
導
者
が
サ
ン
プ
ル
を
示
し
て
み
せ
る
の
も
一
つ
の
指
導
方
法
だ
ろ
う
。

　

■
段
落
構
成
法
の
例
（
文
章
・
段
落
の
レ
ベ
ル
）

　
　
「
序
論
」
○
ど
う
い
う
テ
ー
マ
で
レ
ポ
ー
ト
す
る
か
。

　
　
　
　
　
　
○
こ
の
テ
ー
マ
で
明
ら
か
に
し
た
い
こ
と
は
何
か
。

　
　
「
本
論
」
○
何
を
リ
サ
イ
ク
ル
し
て
い
る
か
。

　
　
　
　
　
　
○
ど
の
よ
う
に
リ
サ
イ
ク
ル
し
て
い
る
か
。

　
　
　
　
　
　
○
そ
れ
は
ど
う
い
う
点
で
リ
サ
イ
ク
ル
に
な
っ
て
い
る
か
。

　
　
「
結
論
」
○
こ
の
リ
サ
イ
ク
ル
が
も
っ
て
い
る
意
味
、
効
果
は
何
か
。

　
　
　
　
　
　
○
今
後
取
り
組
み
た
い
リ
サ
イ
ク
ル
は
何
か
。

＊
必
要
に
応
じ
て
、「
調
査
の
方
法
」
や
「
参
考
文
献
の
一
覧
」
な
ど
の
項
目
を
追

加
し
て
設
け
る
と
よ
い
。

　

ま
た
、
文
や
語
句
の
レ
ベ
ル
で
表
現
の
サ
ン
プ
ル
を
示
し
て
み
る
の
も
有
効

で
あ
る
。
こ
れ
ら
表
現
法
は
思
考
や
判
断
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
目
に

見
え
る
形
で
思
考
力
や
判
断
力
を
生
徒
た
ち
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

■
文
型
・
語
彙
の
例
（
文
・
語
句
の
レ
ベ
ル
）

　
　
「
序
論
」
で
使
っ
て
み
た
い
文
型
・
語
彙

�

・
こ
の
レ
ポ
ー
ト
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
〜
。�

（
提
示
）

�

・
〜
を
み
ん
な
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。�

（
課
題
）

　
　
「
本
論
」
で
使
っ
て
み
た
い
文
型
・
語
彙

�

・
地
域
で
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
、
〜
。�

（
提
示
）

�

・
〜
に
よ
れ
ば
、
…
…
と
い
わ
れ
て
い
る
。�

（
引
用
）

�

・
一
般
の
リ
サ
イ
ク
ル
と
の
違
い
は
、
〜
。�

（
比
較
）
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二
　
実
際
的
な
場
面
想
定
に
よ
る
教
材
化

　

社
会
生
活
で
敬
語
が
使
わ
れ
る
一
場
面
と
し
て
、
他
社
と
の
共
同
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
打
ち
合
わ
せ
会
議
の
場
を
考
え
て
み
る
。
会
議
の
場
で
敬
語
の
使
用
に

ば
か
り
注
意
が
い
っ
て
し
ま
い
、
肝
心
の
打
ち
合
わ
せ
の
内
容
が
お
ろ
そ
か
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。
そ
こ
で
必
要
と
な
る
の
が
「
敬
語

を
適
切
に
使
い
こ
な
す
能
力
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
能
力
は
、
社
会
生
活

や
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
必
要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
敬
語
を
生
き

た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
際
的
な
場
面
を
想
定
し
た
も
の
を

教
材
化
し
、
生
徒
の
学
習
意
欲
を
高
め
た
い
。
日
常
生
活
で
必
要
と
さ
れ
る
能

力
、
社
会
に
出
て
す
ぐ
に
求
め
ら
れ
る
能
力
と
し
て
の
敬
語
を
考
え
て
み
た
い
。

三
　
新
学
習
指
導
要
領
と
の
対
応
（
国
語
の
授
業
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か
）

（
一
）
指
導
事
項
（
指
導
項
目
）
と
の
関
連

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
社
会
生
活
に
生
き
て
は
た
ら
く
言
語
の
使
い
手
を

求
め
て
お
り
、
場
面
や
関
係
に
応
じ
て
使
い
こ
な
せ
る
人
間
の
育
成
を
目
ざ
し

て
い
る
。
敬
語
に
関
し
て
は
、
知
識
の
習
得
だ
け
で
は
意
味
が
な
く
、
場
面
や

人
間
関
係
に
対
応
し
て
、
適
切
に
使
い
こ
な
せ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
の�

「
言
葉
の
特
徴
や
き
ま
り
に
関
す
る
事
項
」
や
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の

「
話
す
こ
と
」
の
指
導
事
項
に
示
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
言
語
活
動
の
設
定
と
そ
の
意
義

　

学
習
能
力
の
指
導
に
お
い
て
、
多
様
な
敬
意
表
現
の
提
示
と
、
ロ
ー
ル
プ
レ

イ
が
非
常
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
敬
語
は
他
者
と
の
関
係
で
生
ま
れ
る
も

の
で
あ
り
、
他
者
に
対
す
る
待
遇
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
適
切
な
敬
語
に
対
す

る
意
識
が
芽
生
え
、
能
力
の
伸
長
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

一
　
敬
語
の
学
習
と
そ
の
必
要
性

　

日
常
生
活
や
社
会
生
活
の
中
で
は
、
敬
語
を
使
う
機
会
が
非
常
に
多
い
。
例

え
ば
、
日
常
生
活
で
は
、
挨
拶
を
は
じ
め
、
電
話
や
来
客
の
対
応
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
場
面
や
人
間
関
係
の
中
で
敬
語
を
選
択
し
使
用
し
て
い
る
。
社
会
生
活

に
お
い
て
も
、
社
内
で
は
上
司
な
ど
に
対
し
て
、
社
外
で
は
営
業
先
の
相
手
や
、

共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
組
む
他
社
と
の
打
ち
合
わ
せ
の
場
、
店
先
の
お
客
な
ど
、

多
様
な
場
面
と
相
手
に
応
じ
た
敬
語
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

　

敬
語
を
使
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
は
、
日
常
生
活
や
社
会

生
活
に
お
い
て
重
要
な
言
語
活
動
で
あ
る
こ
と
は
議
論
の
余
地
が
な
く
、
学
習

事
項
と
し
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
苦
手
意
識
を
も
つ
生
徒

は
後
を
絶
た
な
い
。
一
方
で
、
指
導
が
難
し
く
、
指
導
方
法
が
定
着
し
づ
ら
い

学
習
内
容
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

敬
語
を
適
切
に
使
う
力
を

伸
ば
す
に
は

︱
︱
場
の
状
況
や
人
間
関
係
を
と
ら
え
る
ロ
ー
ル
プ
レ
イ

東
京
大
学
教
育
学
部
附
属
中
等
教
育
学
校
教
諭　

鈴す
ず

木き　

一か
ず

史ふ
み　

特
集
　
日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
役
立
つ
国
語
と
は

【
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
　
第
三
学
年
】

【
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
　
第
三
学
年
】
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〈
展
開
〉

　

・
種
類
ご
と
に
出
さ
れ
た
敬
語
が
、
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い

て
、
教
科
書
（『
故
郷
』）
や
補
助
資
料
（『
硝
子
戸
の
中
』）
で
確
認
す
る
。

　

・
そ
れ
ら
の
敬
語
が
ど
の
よ
う
な
場
面
や
人
間
関
係
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る

か
を
話
し
合
う
。

　

・
そ
れ
ら
の
敬
語
を
使
う
と
、
使
わ
な
い
時
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
に
感
じ
が

変
化
し
て
い
る
か
を
話
し
合
う
。

〈
ま
と
め
〉

　

・
敬
語
が
人
間
関
係
に
与
え
る
役
割
を
知
る
。

　

◎
教
科
書
の
中
の
敬
語

　

教
科
書
の
中
に
も
敬
語
は
ふ
ん
だ
ん
に
出
て
く
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
文
学

作
品
で
あ
れ
ば
、
敬
語
に
よ
っ
て
人
間
関
係
の
機
微
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が

多
い
。
例
え
ば
、『
故
郷
』
の
次
の
よ
う
な
場
面
を
示
す
。

「
ご
隠
居
様
、
お
手
紙
は
早
く
に
い
た
だ
き
ま
し
た
。
全
く
、
う
れ
し
く

て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
、
だ
ん
な
様
が
お
帰
り
に
な
る
と
聞
き
ま
し
て

…
…
。」
と
、
閏
土
は
言
っ
た
。

「
ま
あ
、
な
ん
だ
っ
て
そ
ん
な
、
他
人
行
儀
に
す
る
ん
だ
ね
。
お
ま
え
た
ち
、

昔
は
兄
弟
の
仲
じ
ゃ
な
い
か
。
…
…
」

　

な
ぜ
こ
の
閏
土
の
せ
り
ふ
が
「
他
人
行
儀
」
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
を
、『
故
郷
』
の
読
解
と
し
て
行
う
の
で
は
な
く
、
敬
語
の
授
業
と
し
て
も

も
う
一
度
行
い
た
い
。「
い
た
だ
く
」
が
「
も
ら
う
」
の
尊
敬
語
だ
、
と
い
う

知
識
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
場
と
人
間
関
係
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
な
の
か

に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
副
教
材
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
生
徒
は

敬
語
の
言
語
感
覚
を
磨
い
て
い
く
。
さ
ら
に
、
そ
の
言
葉
は
国
語
の
教
科
書
は

も
ち
ろ
ん
、
他
教
科
の
教
科
書
に
も
載
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
せ
た
い
。

四
　
授
業
例
（
言
葉
の
力
を
は
ぐ
く
む
た
め
の
言
語
活
動
）

【
教
材
名
】

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
「
場
に
合
っ
た
敬
語
を
使
う
」（
第
三
学
年
）

【
学
習
目
標
】

●
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項

　

敬
語
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
理
解
す
る
と
と
も
に
、
敬
語
を
適
切
に
使
う
。

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項　

イ
｜
（
ア
）〕

◆
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

　

場
の
状
況
や
相
手
と
の
関
係
に
応
じ
て
、
敬
語
を
適
切
に
使
う
。〔
話
す
こ�

と
・
聞
く
こ
と
の
指
導
事
項　

イ
〕

◇
国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度

　

ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を
と
お
し
て
、
自
分
と
他
者
と
の
関
係
を
把
握
し
、
適
切
な

言
葉
遣
い
で
話
そ
う
と
し
て
い
る
。

【
授
業
の
流
れ
】（
全
四
時
間
）

第
一
次　

今
ま
で
に
習
っ
た
敬
語
に
つ
い
て
振
り
返
る
と
と
も
に
、
実
際
の

場
で
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
。

第
二
次　

実
際
に
あ
り
そ
う
な
状
況
を
設
定
し
て
、
互
い
に
話
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
遣
い
が
適
切
で
あ
る
か
を
考
え
る
。

【
授
業
の
実
際
】

　

敬
語
の
授
業
は
大
き
く
分
け
て
二
種
類
行
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
指
導
内
容
例
を

次
に
示
す
。

第
一
次
「
今
ま
で
に
習
っ
た
敬
語
に
つ
い
て
振
り
返
る
と
と
も
に
、
実
際
の

場
で
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
。」

〈
導
入
〉

　

・
今
ま
で
に
習
っ
た
敬
語
を
、
種
類
ご
と
に
出
し
合
う
。
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べ
て
学
ん
だ
あ
と
、
テ
ス
ト
的
に
行
う
の
で
は
な
く
、
こ
の
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を

行
う
過
程
で
敬
語
の
語
感
を
養
い
、
適
切
に
使
え
る
よ
う
に
指
導
す
る
。

①（
駅
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
で
）「
こ
の
電
車
は
車
庫
に
お
入
り
に
な
り
ま
す
の
で
、

ご
乗
車
で
き
ま
せ
ん
。」

②（
レ
ス
ト
ラ
ン
で
）「
ご
注
文
の
品
は
、
お
そ
ろ
い
に
な
り
ま
し
た
で
し
ょ

う
か
。」

　

①
、
②
の
敬
語
の
部
分
を
、
全
く
敬
語
を
使
わ
ず
に
話
し
た
場
合
、
ど
の
よ

う
な
印
象
の
違
い
が
生
じ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
敬
語
の
使
い
方
と
し
て
ま

ち
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
語
感
の
差
異
」
と
「
ま
ち
が
い
」

を
区
別
し
た
指
導
が
必
要
で
あ
る
。

五
　
さ
ら
に
敬
語
を
活
用
し
て
い
く
た
め
に

　

敬
語
の
学
習
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
意
見
も
あ
る
。「
敬
語
を
使
え
る
よ

う
に
な
る
に
は
、
ま
ず
そ
の
知
識
が
必
要
で
は
な
い
か
。
ま
ず
敬
語
の
種
類
と

言
葉
を
テ
ス
ト
な
ど
で
覚
え
さ
せ
て
か
ら
、
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
が
効
果
を
も
つ
の

で
は
な
い
か
」。
し
か
し
、
生
徒
は
日
々
、
家
庭
や
学
校
な
ど
の
日
常
生
活
の

中
で
、
敬
語
に
接
し
、
敬
語
を
使
お
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
言
語
感
覚
を

大
切
に
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
自
分
の
敬
語
が
身
に
つ
く
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
学
習
し
た
こ
と
は
、
生
徒
の
日
常
生
活
の
中
で
直
接
生
か
せ
る
は
ず

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
数
時
間
の
授
業
で
は
な
か
な
か
実
感
が
わ
か
な
い
こ
と

も
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
学
習
し
た
こ
と
を
も
と
に
、
職
場
体
験
や
親
戚

の
集
ま
り
な
ど
で
ど
の
よ
う
な
敬
語
が
飛
び
交
っ
て
い
た
か
と
い
う
言
語
収
集

実
地
調
査
を
別
の
単
元
と
し
て
設
定
し
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
自

身
の
言
語
や
敬
語
に
対
し
て
意
識
的
に
な
り
、
敬
語
を
中
心
と
し
た
言
語
使
用

の
広
が
り
に
昇
華
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

◎
文
学
作
品
の
中
の
敬
語

　

敬
語
は
文
学
作
品
に
多
く
出
て
く
る
。
次
に
示
す
の
は
漱
石
の
文
章
だ
が
、

同
じ
「
い
た
だ
く
」
で
も
、『
故
郷
』
と
は
場
面
も
人
間
関
係
も
全
く
異
な
る
。

次
の
曲
り
角
へ
来
た
と
き
女
は
「
先
生
に
送
っ
て
い
た
だ
く
の
は
光
栄
で

ご
ざ
い
ま
す
」
と
ま
た
云
っ
た
。
私
は
「
本
当
に
光
栄
と
思
い
ま
す
か
」
と

真
面
目
に
尋
ね
た
。（『
硝
子
戸
の
中
』
夏
目
漱
石
）

　

青
空
文
庫
な
ど
で
検
索
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
使
用
例
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
多
く
の
使
用
例
を
教
材
と
し
て
生
徒
に
提

示
す
る
。
生
徒
は
人
物
の
相
関
図
な
ど
を
作
成
し
て
、
理
解
を
し
て
い
く
。
そ

し
て
、
自
分
の
限
ら
れ
た
生
活
だ
け
で
は
な
い
多
く
の
場
と
人
間
関
係
を
間
接

体
験
し
、
そ
の
こ
と
で
豊
か
な
敬
語
の
使
用
方
法
を
習
得
し
て
い
く
。

第
二
次
「
実
際
に
あ
り
そ
う
な
状
況
を
設
定
し
て
、互
い
に
話
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
遣
い
が
適
切
で
あ
る
か
を
考
え
る
。」

〈
導
入
〉

　

・
現
実
の
ど
の
よ
う
な
場
面
で
敬
語
が
必
要
と
な
る
か
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

〈
展
開
〉

　

・「
敬
語
」
に
関
す
る
「
課
題
」（
下
段
①
②
参
照
）
を
参
考
に
し
て
、
互
い

に
さ
ま
ざ
ま
な
敬
語
を
使
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
み
る
。

　

・
日
常
生
活
か
ら
社
会
生
活
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

ど
の
よ
う
な
場
か
、
ど
の
よ
う
な
人
間
関
係
な
の
か
に
つ
い
て
、
細
か
く

設
定
す
る
。（
そ
の
こ
と
で
、
敬
語
の
適
切
さ
の
判
断
が
明
確
に
な
る
。）

〈
ま
と
め
〉

　

・
敬
語
の
使
用
方
法
の
違
い
に
よ
っ
て
、
受
け
る
印
象
が
ど
の
よ
う
に
違
う

か
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

　

場
面
の
設
定
例
は
教
科
書
に
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
、
敬
語
を
す
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す
る
際
の
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
確
信
す
る
。

17
年
度
調
査
の
問
題

　

17
年
度
調
査
の
問
題
そ
の
も
の
を
次
ペ
ー
ジ
の
下
段
に
掲
げ
た
。
実
は
、
問
題
そ

の
も
の
を
見
て
い
る
先
生
が
た
は
中
・
高
の
校
種
を
問
わ
ず
著
し
く
少
な
い
と
い
う

現
状
が
あ
る
。

　

こ
の
調
査
の
対
象
は
高
校
３
年
生
。
そ
れ
も
11
月
。
卒
業
ま
で
３
か
月
と
い
っ
た

時
点
で
の
調
査
で
あ
る
。
先
生
が
た
の
印
象
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。
中
学
生
が
挑
戦

し
て
も
解
け
る
問
題
も
散
見
さ
れ
る
。

　

本
文
を
見
る
と
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
高
校
生
に
と
っ
て
文
章
の
読
み
取
り
が
難

し
い
と
考
え
ら
れ
る
部
分
に
は
、
本
文
の
右
側
に
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
し
た
ゴ
シ
ッ
ク

体
で
口
語
訳
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
字
一
句
の
瑣
末
な
部
分
に
こ
だ
わ

る
こ
と
な
く
本
文
を
読
め
る
よ
う
に
し
、
問
題
を
解
く
段
階
ま
で
の
読
み
に
差
が
出

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
加
え
て
、「
設
問
三
」
に
は
、
設
問
中
に

問
う
て
い
る
語
句
の
意
味
内
容
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
本
文
全
体
の
半
分
は

既
に
口
語
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
高
校
生
の
古
典
に
対
す
る
抵
抗
感
を

や
わ
ら
げ
る
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

���
「
設
問
一
」
お
よ
び
「
設
問
二
」
は
、「
文
語
の
き
ま
り
」
に
関
す
る
設
問
で
あ

る
。「
設
問
一
」
は
係
り
結
び
に
関
す
る
問
題
、「
設
問
二
」
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
に

関
す
る
問
題
で
あ
る
。「
設
問
一
」の
設
定
通
過
率
60
％
に
対
し
て
通
過
率
40
・
３
％
、�

「
設
問
二
」
は
設
定
通
過
率
65
％
に
対
し
て
通
過
率
32
・
３
％
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ

は
じ
め
に

　

新
学
習
指
導
要
領
の
方
向
性
が
示
さ
れ
た
中
央
教
育
審
議
会
答
申
（
平
成
20
年
１

月
17
日
）
の
「
子
ど
も
た
ち
の
現
状
と
課
題
」
の
中
に
、
国
語
科
教
育
に
携
わ
る
者

に
と
っ
て
看
過
で
き
な
い
記
述
が
あ
る
。

子
ど
も
の
学
力
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
が
教
育
課
程
実

施
状
況
調
査
を
行
い
、
把
握
・
分
析
を
行
っ
て
き
た
。（
中
略
）
高
等
学
校
に
つ

い
て
も
、
平
成
17
年
度
実
施
の
調
査
で
は
、
平
成
14
〜
15
年
度
実
施
の
調
査
と
比

較
し
て
、
例
え
ば
、
英
語
の
「
聞
く
こ
と
」
に
関
す
る
問
題
の
正
答
率
が
上
昇
す

る
一
方
で
、
国
語
の
古
典
に
つ
い
て
は
低
下
す
る
な
ど
の
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

（
稿
者
注
：
傍
線
は
佐
野
が
施
し
た
。）

　

高
校
生
の
学
力
と
学
習
状
況
に
つ
い
て
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
古
典
に
か
か
わ
る

問
題
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
古
典
の
学
力
低
下
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
と
し
た
デ
ー

タ
を
も
っ
て
い
な
く
て
も
、
古
典
を
教
え
る
中
で
肌
で
は
感
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。

　

本
稿
で
は
、
中
央
教
育
審
議
会
答
申
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
平
成
17
年
度
高
等
学

校
教
育
課
程
実
施
状
況
調
査
」（
稿
者
注
：
以
下
「
17
年
度
調
査
」
と
略
す
。）
に
着

目
し
、
中
学
校
に
お
け
る
古
典
教
育
の
あ
り
方
を
提
言
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

調
査
自
体
は
高
等
学
校
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
昨
今
の
高
等
学
校
進
学
率
か
ら
、
そ

こ
に
は
中
学
校
と
の
連
続
性
が
あ
り
、
中
学
校
で
の
古
典
教
育
の
基
盤
の
も
と
、
高

等
学
校
の
実
践
が
取
り
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
看
過
で
き
る
も
の
で
は

な
い
。
高
等
学
校
の
古
典
の
学
力
の
実
態
を
知
る
こ
と
は
、
中
学
校
で
古
典
を
実
践

提言
こ
れ
か
ら
の
古
典
教
育
を
考
え
る

こ
れ
か
ら
の
古
典
教
育
を
考
え
る

︱
︱ 
高
等
学
校
の
古
典
教
育
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校
准
教
授　

佐さ

野の　

比ひ

呂ろ

己み　



も
通
過
率
が
設
定
通
過
率
を
下
回
っ
て
い
る
。
両
問
と
も
古
典
学
習
の
入
門
期
に
は

必
ず
学
習
す
る
内
容
で
あ
り
、
中
学
校
か
ら
繰
り
返
し
学
習
す
る
内
容
で
あ
る
。
文

語
の
き
ま
り
の
定
着
と
い
う
点
に
課
題
が
み
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

��

「
設
問
一
」
の
係
り
結
び
に
つ
い
て
は
前
回
の
調
査
で
も
出
題
さ
れ
て
お
り
、
通

過
率
は
設
定
通
過
率
55
％
と
同
程
度
と
考
え
ら
れ
る
52
・
７
％
で
あ
っ
た
。
17
年
度

調
査
と
は
問
題
が
異
な
る
の
で
直
接
の
比
較
は
で
き
な
い
が
、
文
語
の
き
ま
り
に
関

す
る
基
礎
的
な
知
識
・
技
能
を
習
得
し
て
い
る
高
校
生
の
割
合
が
減
少
し
て
き
て
い

る
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
問
題
自
体
が
「『
こ
そ
』
に
注
意
し
て
文
法
的
に
適
切
な

形
に
直
し
て
」
答
え
る
も
の
で
あ
り
、
設
問
の
中
に
解
答
の
ヒ
ン
ト
が
直
接
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
配
慮
し
た
設
問
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
６
割
も
の
高
校
生
が
正
し
く
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う
結
果
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

���「
設
問
二
」
の
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
設
問
の
中
で
「
読
み
方
」

と
い
う
わ
か
り
や
す
い
語
を
使
い
解
答
し
や
す
く
す
る
配
慮
が
う
か
が
え
る
。
準
正

答
を
み
る
と
「
づ
」
を
「
ず
」
と
直
す
こ
と
も
特
に
求
め
て
い
な
い
。
単
に
「
て
う
」

の
「
読
み
方
」
を
問
う
た
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
音
読
と
い
う
古
典
の
基
本
的

な
学
習
に
よ
っ
て
、
十
分
に
習
得
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
設
問
の
通

過
率
は
高
校
生
の
３
分
の
１
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

��

解
答
の
状
況
を
み
る
と
、
両
問
と
も
、
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
た
解
答
以
外
の
解
答

が
多
く
（「
設
問
一
」
で
は
25
・
８
％
、「
設
問
二
」
で
は
54
・
８
％
）、
そ
の
中
身

も
き
わ
め
て
多
様
で
あ
っ
た
と
い
う
。
設
問
自
体
を
注
意
し
て
読
ん
で
い
な
い
と

思
わ
れ
る
解
答
が
多
々
み
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
解
答
を
み
る
と
、「
設
問
一
」

で
は
「〈
な
り
〉
を
…
…
文
法
的
に
適
切
な
形
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。」
と
い
う
設

問
に
対
し
て
現
代
語
や
名
詞
で
解
答
し
た
り
、「
設
問
二
」
で
は
「
読
み
方
を
、
現

代
仮
名
遣
い
で
書
き
な
さ
い
。」
と
い
う
設
問
に
対
し
て
語
の
意
味
を
解
答
し
た
り

し
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
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の
古
典
教
育
の
基
盤
で
あ
る
中
学
校
の
古
典
教
育
が
、い
か
に
重
要
か
が
う
か
が
え
る
。

古
典
は
好
き
か

��

17
年
度
調
査
で
は
、
高
校
生
お
よ
び
高
等
学
校
教
員
の
意
識
に
つ
い
て
質
問
紙
調

査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

１　

国
語
の
勉
強
は
好
き
だ

　
　
　

そ
う
思
う　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

17
・
１
％

　
　
　

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う　
　
　

30
・
６
％

　
　
　

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い　

23
・
９
％

　
　
　

そ
う
思
わ
な
い　
　
　
　
　
　
　
　
　

23
・
７
％

２　

国
語
の
勉
強
は
大
切
だ

　
　
　

そ
う
思
う　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

46
・
３
％

　
　
　

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う　
　
　

40
・
１
％

　
　
　

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い　

６
・
０
％

　
　
　

そ
う
思
わ
な
い　
　
　
　
　
　
　
　
　

４
・
７
％

３　

国
語
の
勉
強
は
ど
の
程
度
わ
か
り
ま
す
か

　
　
　

よ
く
わ
か
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

９
・
７
％

　
　
　

だ
い
た
い
わ
か
る　
　
　
　
　
　
　
　

44
・
８
％

　
　
　

半
分
く
ら
い
わ
か
る　
　
　
　
　
　
　

30
・
９
％

　
　
　

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い　
　
　
　
　

10
・
４
％

　
　
　

ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い　
　
　
　
　
　

３
・
３
％

��
「
国
語
の
勉
強
は
大
切
だ
」
と
い
う
設
問
に
つ
い
て
、「
そ
う
思
う
」
ま
た
は
「
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う
」
と
肯
定
的
に
回
答
し
た
高
校
生
の
合
計
は
86
・
４
％

（
14
年
度
調
査
で
は
81
・
９
％
）
で
あ
っ
た
。

��

一
方
、「
国
語
の
勉
強
は
好
き
だ
」
と
い
う
設
問
に
つ
い
て
肯
定
的
に
回
答
し
た

高
校
生
の
合
計
は
47
・
７
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
国
語
の
学
習
に
対
し
て
高
校
生

　
「
設
問
三
」
以
降
は
、
文
章
を
読
み
取
る
能
力
を
問
う
設
問
で
あ
る
。
ま
ず
は
、

17
年
度
調
査
通
過
率
、
設
定
通
過
率
、
14
年
度
調
査
通
過
率
の
一
覧
を
ご
覧
い
た
だ

き
た
い
。

��

い
ず
れ
の
設
問
に
つ
い
て
も
14
年
度
調
査
よ
り
通
過
率
が
低
下
し
、
加
え
て
設
定

通
過
率
を
下
回
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
古
典
を
読
む
た
め
の
基
礎
的
・
基
本
的

な
知
識
・
技
能
が
十
分
に
習
得
さ
れ
て
お
ら
ず
、
古
典
の
学
力
の
低
下
が
数
字
と
し

て
は
っ
き
り
と
現
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

��

「
設
問
四
」
の
正
答
は
３
と
６
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
正
答
で
あ

れ
ば
準
正
答
と
さ
れ
、
こ
の
設
問
に
対
し
て
通
過
し
た
こ
と
に
な
る
。
８
割
近
く
の

通
過
率
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
お
お
よ
そ
の
高
校
生
が
十
分
に
理
解
し
て
い
る
と

は
い
い
が
た
い
。

��

ク
ロ
ス
集
計
に
よ
る
と
、
文
語
の
き
ま
り
に
関
す
る
「
設
問
一
」、「
設
問
二
」
に

両
問
と
も
正
答
し
た
高
校
生
の
45
・
３
％
は
、
文
章
の
内
容
を
読
み
取
る
「
設
問
三
」

か
ら
「
設
問
六
」
を
４
問
と
も
正
答
し
て
い
る
が
（
３
問
正
答
し
た
高
校
生
も
含
め

る
と
80
・
６
％
）、「
設
問
一
」、「
設
問
二
」
の
両
問
と
も
正
答
で
き
な
か
っ
た
高
校

生
で
そ
の
後
の
４
問
す
べ
て
を
正
答
で
き
た
の
は
６
％
に
す
ぎ
な
い
（
３
問
正
答
し

た
高
校
生
を
含
め
て
も
21
・
９
％
）
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。
文
語
の
き
ま
り
な

ど
古
典
の
基
礎
的
な
事
項
が
習
得
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
本
文
全
体
の
内
容
を

読
み
取
る
力
に
も
影
響
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
高
等
学
校

17
年
度
調
査
通
過
率

設
定
通
過
率

14
年
度
調
査
通
過
率

設
問
三

57
・
９
％

65
％

63
・
６
％

設
問
四

78
・
３
％

80
％

84
・
５
％

設
問
五

44
・
８
％

50
％

47
・
４
％

設
問
六

35
・
５
％

50
％

41
・
３
％
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答
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
７
割
以
上
の
高
校
生
が
「
古
典
嫌
い
」
で
あ

る
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
と
考
え
る
。「
古
文
は
嫌
い
だ
」「
漢
文
は
嫌
い
だ
」
と

い
っ
た
設
問
で
あ
れ
ば
、
否
定
的
な
回
答
の
数
値
も
減
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
否
定
的
な
回
答
が
多
い
と
推
測
さ
れ
る
数
学
と
比
べ
て
も
、
古
典
の
数
値

は
突
出
し
て
い
る
。「
古
典
嫌
い
」
と
は
断
定
し
な
い
が
、「
数
学
の
勉
強
」
よ
り
も

否
定
的
な
回
答
が
多
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

��

「
国
語
の
勉
強
は
好
き
だ
」
と
い
う
設
問
に
対
し
て
は
、
肯
定
的
な
回
答
と
否
定

的
な
回
答
が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
古
典
を
除
い
た
場
合
、「
国
語
の
勉
強

は
好
き
だ
」
と
い
う
設
問
に
対
し
て
肯
定
的
な
回
答
を
す
る
高
校
生
が
多
く
な
る
だ

ろ
う
。
加
え
て
、「
国
語
の
勉
強
は
ど
の
程
度
わ
か
り
ま
す
か
」
と
い
う
設
問
に
対

す
る
回
答
も
肯
定
的
な
も
の
が
増
加
す
る
だ
ろ
う
。
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
の
結
果
か
ら

も
そ
の
こ
と
が
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
国
語
と
い
う
教
科
に
対
す
る
意
識
に
、

古
典
は
少
な
か
ら
ず
悪
い
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

７　

文
語
文
法
を
理
解
す
る
こ
と

　
　
　

①
よ
く
分
か
っ
た　
　
　
　
　
　
　
　

17
・
２
％

　
　
　
　

よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た　
　
　
　
　

36
・
３
％

　
　
　
　

無
回
答　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

46
・
４
％

　
　
　

②
好
き
だ
っ
た　
　
　
　
　
　
　
　
　

12
・
９
％

　
　
　
　

き
ら
い
だ
っ
た　
　
　
　
　
　
　
　

49
・
４
％

　
　
　
　

無
回
答　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

37
・
７
％

　
　
　

③
普
段
の
生
活
や
社
会
生
活
の
中
で

　
　
　
　

役
に
立
つ
と
思
っ
た　
　
　
　
　
　

32
・
９
％

　
　
　
　

役
に
立
つ
と
思
わ
な
か
っ
た　
　
　

22
・
４
％

　
　
　
　

無
回
答　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

44
・
７
％

��

と
こ
ろ
で
、
平
成
19
年
５
月
、
本
学
２
年
生
を
対
象
に
「
古
文
学
習
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
」
を
行
っ
た
。
古
典
の
学
習
に
際
し
文
語
文
法
を
理
解
す
る
こ
と
が
難
し

の
大
半
が
「
大
切
だ
」
と
考
え
て
い
な
が
ら
、「
好
き
だ
」
と
感
じ
て
い
る
高
校
生

は
そ
れ
に
比
べ
て
少
な
い
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
ク
ロ
ス
調
査
の
デ
ー
タ
が
な

い
の
で
断
定
は
で
き
な
い
が
、
理
解
度
に
つ
い
て
「
だ
い
た
い
わ
か
る
」
以
上
の
高

校
生
と
「
半
分
く
ら
い
わ
か
る
」
以
下
の
高
校
生
の
割
合
と
ほ
ぼ
合
致
し
て
い
る
。�

「
わ
か
る
」
授
業
が
国
語
の
勉
強
を
好
き
に
さ
せ
る
と
考
え
た
い
。

４　

古
文
は
好
き
だ

　
　
　

そ
う
思
う　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

８
・
５
％

　
　
　

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う　
　
　

14
・
６
％

　
　
　

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い　

21
・
５
％

　
　
　

そ
う
思
わ
な
い　
　
　
　
　
　
　
　
　

51
・
２
％

５　

漢
文
は
好
き
だ

　
　
　

そ
う
思
う　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

８
・
９
％

　
　
　

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う　
　
　

15
・
９
％

　
　
　

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い　

20
・
９
％

　
　
　

そ
う
思
わ
な
い　
　
　
　
　
　
　
　
　

50
・
３
％

６　

数
学
の
勉
強
は
好
き
だ

　
　
　

そ
う
思
う　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

15
・
１
％

　
　
　

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う　
　
　

23
・
８
％

　
　
　

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い　

17
・
９
％

　
　
　

そ
う
思
わ
な
い　
　
　
　
　
　
　
　
　

39
・
５
％

　
「
古
文
は
好
き
だ
」
と
い
う
設
問
に
対
し
、
実
に
半
数
以
上
の
高
校
生
が
「
そ
う

思
わ
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
。「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い
」
と
回
答

し
た
高
校
生
が
２
割
強
で
あ
る
か
ら
、
実
に
４
人
に
３
人
の
割
合
で
古
文
に
対
し
て

否
定
的
な
回
答
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
漢
文
に
関
し
て
も
若
干
数
値
は
低

い
も
の
の
否
定
的
な
回
答
の
多
さ
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。「
古
典
嫌
い
」
の
多
さ
を

指
摘
す
る
声
も
あ
る
が
、
中
間
的
回
答
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
否
定
的
な
回
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と
、
指
導
者
中
心
の
講
義
型
、
訓
詁
註
釈
的
に
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

確
実
に
知
識
・
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
は
有
効
な
部
分
が
確
か
に
あ
る
と
考
え

る
。
し
か
し
、
古
典
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
み

れ
ば
、
古
典
を
学
習
す
る
意
欲
を
喚
起
す
る
き
っ
か
け
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
い

ま
ま
終
わ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
ず
は
、
古
典
を
学
習
す
る
意
欲
を
喚
起
す
る
こ
と

が
何
よ
り
大
切
に
な
っ
て
く
る
。
意
欲
を
喚
起
す
る
こ
と
を
第
一
に
考
え
、
そ
の
中

で
古
典
の
知
識
・
技
能
も
習
得
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
授
業
の
展
開
の
構
築
、
指
導
法

を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
加
え
て
、
学
習
者
に
と
っ
て
、

お
も
し
ろ
い
と
感
じ
さ
せ
た
り
、
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
り
す
る
よ
う
な
教
材
を
発
掘

す
る
こ
と
も
肝
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
何
も
高
等
学
校
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は

な
い
。
中
学
校
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
古
典
を
好
き
に
さ
せ
親
し
ま
せ
る
か
に
よ
っ
て
、

高
等
学
校
に
お
け
る
古
典
教
育
の
充
実
の
基
盤
と
な
り
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
古
典
を

親
し
む
態
度
を
醸
成
す
る
の
で
あ
る
。

��

教
師
自
身
が
古
典
教
育
に
対
し
て
し
っ
か
り
と
し
た
考
え
を
も
つ
こ
と
、
そ
の
う

え
で
学
習
者
に
も
古
典
を
学
ぶ
意
義
を
考
え
さ
せ
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

古
典
に
触
れ
合
う
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
も
実
感
さ
せ
た
い
。
こ
こ
で
、
稿
者
の
実
践

研
究
、
古
典
教
育
の
現
代
に
お
け
る
意
義
を
述
べ
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
紙
幅
が

尽
き
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿「
古
典
教
育
の
意
義
」（『
解

釈
』
第
54
巻
第
５
・
６
号　

解
釈
学
会　

平
成
20
年
６
月
）
で
論
じ
て
い
る
。
ご
参

照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

��【
参
考
文
献
・
引
用
文
献
】

･
国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
課
程
研
究
セ
ン
タ
ー
『
平
成
17
年
度
教
育
課
程
実
施
状
況

調
査
（
高
等
学
校
）vol.1�

結
果
概
要
及
び
教
科
・
科
目
別
分
析
』
平
成
19
年
７
月

･

佐
野
比
呂
己
「
古
文
学
習
の
現
状
と
課
題
」（『
北
海
道
教
育
大
学
教
育
実
践
研
究
セ
ン

タ
ー
紀
要
』
第
９
号　

北
海
道
教
育
大
学
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー　

平
成
20
年
３
月
）

く
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
典
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
た
と
い
う

感
想
が
多
く
み
ら
れ
た
。

��

文
語
文
法
に
つ
い
て
は
、
高
等
学
校
の
大
部
分
の
教
員
が
指
導
し
て
い
る
。
し
か�

し
、
教
員
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
指
導
は
、
高
校
生
に
と
っ
て
理
解
し
に
く
く
、
興

味
を
も
ち
に
く
い
と
い
う
印
象
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
高
校
生
の
回
答
を
見
て
も
、

文
語
文
法
に
つ
い
て
「
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
」「
き
ら
い
だ
っ
た
」
が
多
数
を
占

め
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
一
方
、
無
回
答
も
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
。
こ
の

無
回
答
の
高
校
生
に
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
せ
る
か
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
も

た
せ
る
か
に
よ
っ
て
、
大
き
く
数
字
が
左
右
し
て
く
る
。

��

一
方
で
、「
文
語
文
法
を
理
解
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、「
普
段
の
生
活
や
社
会
生

活
の
中
で
役
に
立
つ
と
思
っ
た
」
と
肯
定
的
に
回
答
し
た
高
校
生
が
３
分
の
１
も
い

る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
無
味
乾
燥
な
指
導
に
陥
り
が
ち
の
文
語
文

法
に
つ
い
て
、「
普
段
の
生
活
や
社
会
生
活
の
中
で
役
に
立
つ
と
思
っ
た
」
と
い
う

数
字
は
意
外
に
大
き
い
。
こ
こ
で
も
無
回
答
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。
古
文
の
学
習

の
中
で
最
も
ネ
ッ
ク
と
な
る
で
あ
ろ
う
「
文
語
文
法
を
理
解
す
る
こ
と
」
の
数
字
は
、

我
々
が
思
う
ほ
ど
、
決
し
て
悪
い
も
の
で
は
な
い
。
古
典
の
学
習
に
つ
い
て
、
高
校

生
に
そ
の
意
義
を
感
じ
さ
せ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
意
欲
を
喚
起
さ
せ
る
か
、
我
々
の

改
善
の
努
力
に
よ
っ
て
、
好
転
す
る
可
能
性
を
示
す
デ
ー
タ
で
も
あ
る
。

��

本
学
学
生
に
行
っ
た
「
古
文
学
習
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に
お
い
て
も
、
古
典

の
内
容
に
対
し
て
興
味
を
も
つ
者
は
少
な
く
な
い
と
い
う
結
果
も
み
ら
れ
る
。
教
員

の
指
導
、
授
業
の
展
開
に
よ
っ
て
、
そ
の
興
味
・
関
心
も
プ
ラ
ス
方
向
に
向
い
た
り
、

マ
イ
ナ
ス
方
向
に
向
い
た
り
す
る
と
い
う
指
摘
も
み
ら
れ
た
。
ま
さ
に
教
師
の
腕
の

見
せ
ど
こ
ろ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お
わ
り
に

��

こ
れ
ま
で
古
典
の
授
業
は
、
古
典
を
読
む
た
め
の
知
識
・
技
能
を
習
得
さ
せ
よ
う�
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て
き
た
。
そ
の
た
め
に
、
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
四
点
あ
る
。

⑴　

書
籍
の
刊
行
。二
〇
〇
八
年
八
月『
小
学
校
で
読
ま
せ
た
い
常
用
漢
字
』（
明

治
図
書
）
を
刊
行
し
、
各
教
職
員
が
手
元
に
置
い
て
指
導
・
助
言
で
き
る
態

勢
を
作
っ
た
こ
と
。

⑵　

第
三
学
年
以
上
の
学
年
で
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
時
間
を
活
用
し
て
常
用
漢
字
を

読
め
る
授
業
の
展
開
を
し
た
こ
と
。

　
　
　

第
四
学
年　

四
十
字
程
度　
　
　

第
四
学
年　

八
十
字
程
度 

　
　
　

第
五
学
年　

百
二
十
字
程
度　
　

第
六
学
年　

百
六
十
字
程
度 

⑶　

カ
ー
ド
形
式
に
熟
語
を
書
き
、
黙
っ
て
読
む
、
声
を
出
し
て
読
む
、
ヒ
ン

ト
を
与
え
て
読
む
な
ど
の
方
法
で
熟
語
を
読
め
る
工
夫
を
し
た
こ
と
。（
校

長
が
作
成
）

　

例　

熟　
語
　
　
　

教
師
の
ヒ
ン
ト

不　

況

こ
の
熟
語
は
ニ
ュ
ー
ス
で
聞
か
な
い
日
は
な
い
ね
。

循　

環

多
く
の
駅
前
の
バ
ス
乗
り
場
で
見
か
け
る
ね
。

犠　

牲

ニ
ュ
ー
ス
で
亡
く
な
っ
た
人
の
こ
と
を
言
う
時
に
聞
か
れ
る
ね
。

つ
く
り
の
字
を
ど
う
読
む
か
も
大
事
だ
よ
。

⑷　

掲
示
の
工
夫
。
教
科
に
関
係
す
る
熟
語
を
各
教
室
に
掲
示
し
て
、
読
み
慣

れ
る
習
慣
を
確
立
し
た
こ
と
。�

　

例　

場　
所
　
　
　

熟
語
の
例

事
務
室

文
房
具　

原
稿
用
紙　

墨
汁　

鉛
筆
等

理
科
室

窒
素　

沸
点　

湿
度　

栽
培　

屈
折
等

２　

改
定
常
用
漢
字
を
ど
う
小
学
校
で
活
用
を
図
る
か

　

今
回
、
改
定
さ
れ
て
新
た
に
加
え
ら
れ
た
漢
字
一
九
六
字
あ
る
。
そ
の
中
で
、

五
十
五
字
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、
六
年
生
の
児
童
で
調
査
し
て
み
た
。

⑴　

調
査
日
時　

平
成
二
十
二
年
六
月
十
日
㈭　

第
六
学
年
一
学
級
（
三
十
二
名
）

　
　
　

一　

は
じ
め
に　

　

平
成
二
十
二
年
六
月
七
日
に
答
申
さ
れ
た
改
定
常
用
漢
字
と
し
て
新
た
に

一
九
六
字
が
加
わ
っ
た
。
特
に
、
今
後
新
た
に
加
え
ら
れ
た
常
用
漢
字
を
小
・

中
学
校
段
階
で
ど
の
よ
う
に
し
て
活
用
を
図
る
か
が
課
題
と
な
る
。
そ
の
た
め

に
、
教
科
の
熟
語
、
生
活
用
語
を
重
視
し
て
ど
の
程
度
読
む
こ
と
が
で
き
る
か

を
調
査
し
て
、
以
下
に
こ
の
結
果
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
　

二　

小
学
校
で
の
実
態
調
査

１　

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

　

本
校
で
は
、
三
年
前
か
ら
常
用
漢
字
を
読
め
る
よ
う
に
す
べ
く
、
児
童
の
生

活
に
近
い
言
葉
を
中
心
に
し
て
「
読
め
る
、
分
か
る
、
活
用
す
る
」
を
実
践
し

改
定
常
用
漢
字
を

ど
う
活
用
す
る
か
に
つ
い
て
の一考
察

︱
︱
小
・
中
学
校
の
実
態
調
査
よ
り

東
京
都
小
金
井
市
立
小
金
井
第
一
小
学
校
長　

釼け
ん

持も
ち　

勉つ
と
む　
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③　

調
査
し
た
漢
字
の
80
％
の
正
答
率
は
、
全
体
の
三
十
五
字
あ
り
、
生
活

に
近
い
語
句
に
は
関
心
が
あ
り
、
日
頃
か
ら
読
ん
で
い
る
姿
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。

④　

単
一
の
漢
字
（
鶴
、
嵐
、
柿
、
亀
、
虹
、
麺
、
箸
）
は
、
日
常
目
に
し

て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

⑤　

50
％
の
正
答
率
に
な
ら
な
い
漢
字
は
、
小
学
校
で
は
読
め
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
は
、
読
み
方
を
指
導
し
た
り
、
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
読
め
る
よ
う

し
た
り
す
る
等
が
求
め
ら
れ
る
。
特
に
、（
駒
、
箋
、
堆
、
緻
、
訃
）
の

五
文
字
は
生
活
に
近
い
便
箋
、
遊
び
で
使
用
す
る
駒
、
理
科
で
使
わ
れ
る

堆
、
文
書
で
流
れ
る
訃
、
つ
く
り
の
読
み
方
で
読
め
る
緻
な
ど
は
指
導
の

方
法
で
改
善
さ
れ
る
漢
字
で
あ
る
。

３　

本
調
査
結
果
か
ら
の
考
察

⑴　

改
定
常
用
漢
字
を
小
学
校
で
の
活
用
を
図
る
た
め
に
は
、
次
の
内
容
に
照

ら
し
て
「
読
め
る
、
分
か
る
、
活
用
す
る
」
を
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

①　

都
道
府
県
名
と
し
て
の
漢
字
が
す
べ
て
常
用
漢
字
と
な
っ
た
こ
と
を
受

け
て
、
小
学
校
第
三
学
年
以
上
の
児
童
が
読
め
る
活
動
か
ら
定
着
を
目
指

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②　

社
会
科
、
歴
史
学
習
な
ど
で
使
用
さ
れ
て
い
る
用
語
な
ど
を
的
確
に
指

導
し
つ
つ
、
読
め
る
こ
と
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

③　

学
校
生
活
、
家
庭
生
活
で
使
用
し
て
い
る
語
句
な
ど
を
日
常
の
な
か
で

使
用
し
た
り
、
目
に
し
た
り
す
る
機
会
を
作
り
あ
げ
て
い
く
手
立
て
が
求

め
ら
れ
る
。

④　

常
用
漢
字
を
語
句
と
し
て
理
解
し
て
読
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
不
可

欠
で
あ
る
。

⑤　

児
童
に
は
、
読
め
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
手
立
て
を
明
確
に
し
て
内
容

⑵　

調
査
目
的

　

①　

小
学
校
で
読
ま
せ
た
い
熟
語
、
語
句
と
し
て
五
十
五
字
を
対
象
と
し
た
。

　

②　

各
漢
字
が
言
葉
と
し
て
習
得
状
況
は
ど
の
程
度
な
の
か
を
判
断
す
る
。

　

③　

本
校
と
し
て
児
童
に
読
ま
せ
た
い
語
句
を
選
定
す
る
資
料
に
す
る
。

⑶　

調
査
内
容

①　

新
た
に
加
え
ら
れ
た
常
用
漢
字
の
う
ち
、
小
学
校
で
活
用
が
図
れ
る
状

況
に
あ
る
漢
字
を
選
定
し
た
。（
都
道
府
県
に
関
係
す
る
漢
字
、
社
会
科

に
関
係
す
る
漢
字
、
生
活
に
活
用
を
図
る
漢
字
、
生
活
用
語
と
し
て
知
っ

て
お
き
た
い
漢
字
な
ど
）

②　

熟
語
等
の
調
査
漢
字

挨
拶　

宛
先　

茨
城
県　

島
唄　

愛
媛
県　

岡
山
県　

楷
書　

崖
の
上　

柿　

嵐 

葛
飾
区　

鎌
倉
時
代　

韓
国　

亀　

近
畿
地
方　

錦
糸
町　

串
焼
き　

洞
窟　

熊
本
県 

初
詣　

駒
込　

日
頃　

埼
玉
県　

捻
挫　

鹿
児
島
県　

半
袖　

鉛
筆
の
芯　

那
須
高
原 

親
戚　

便
箋　

堆
積　

元
旦　

緻
密　

進
捗　

鶴　

溺
死　

虹　

二
十
四
の
瞳 

栃
木
県　

か
つ
丼　
奈
良
県　
山
梨
県　
寄
せ
鍋　
箸　
阪
神　
訃
報　
岐
阜
県 

捕
鯨　

蜂
蜜　

弥
生
時
代　

麺　

拉
致　

登
呂
遺
跡　

以
上
55
字

⑷　

調
査
方
法　

①　

読
め
る
熟
語
、
語
句
に
○
を
つ
け
る
。
②　

回
答
を
読

み
上
げ
て
確
か
め
る
。
③　

違
っ
た
読
み
に
は
×
を
つ
け
る
。

⑸　

調
査
結
果
の
概
要
（
全
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
略
。）

①　

今
回
の
改
定
常
用
漢
字
で
加
え
ら
れ
た
漢
字
の
う
ち
、
都
道
府
県
と
し

て
登
用
さ
れ
た
、
十
文
字
の
漢
字
は
ほ
と
ん
ど
小
学
校
で
読
め
る
状
態
と

い
え
る
。（
鹿
、
熊
、
媛
、
岡
、
奈
、
阜
、
埼
、
梨
、
茨
、
栃
）

②　

社
会
科
の
歴
史
に
関
す
る
こ
と
、
地
方
名
な
ど
の
漢
字
も
読
め
る
状
態

と
い
え
る
。（
鎌
、
弥
、
畿
）　

登
呂
遺
跡
を
読
め
る
よ
う
に
と
調
査
し
た

が
、
呂
の
漢
字
が
読
め
な
い
状
況
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
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⑶　

調
査
結
果

　

①　

正
解
率
の
高
い
改
定
常
用
漢
字

○
全
生
徒
正
解　
　
　

嵐　

挨　

岡　

憶　

鎌　

韓　

亀　

虎　

頃　

埼

鹿　

呪　

尻　

栃　

鶴　

丼　

璧　

麺　

奈　

鍋　

虹　

匂　

謎　

梨

誰　

芯　

柿　

俺　

呂　
　
【
以
上
29
字
】

○
生
徒
正
解
率　

生
徒
の
90
％
が
正
解（一問
か
ら
三
問
ま
で
読
め
な
かっ
た
）

　

椅　

茨　

伎　

畿　

串　

隙　

拳　

股　

拶　

袖　

蹴　

須　

膳　

狙

爽　

旦　

爪　

妬　

藤　

阪　

岐　

哺　

枕　

喩　

妖　

璃　

瑠　

熊

那　

羞　

鍵　
　
【
以
上
31
字
】

○
生
徒
正
解
率　

生
徒
の
80
％
が
正
解（
四
問
か
ら
七
問
読
め
な
か
っ
た
）

　

曖　

宛　

彙　

唄　

楷　

崖　

蓋　

葛　

嗅　

巾　

惧　

窟　

詣　

駒

挫　

柵　

嫉　

醒　

戚　

曾　

踪　

捉　

沙　

酎　

貼　

貪　

箸　

斑

餅　

蜂　

昧　

闇　

湧　

瘍　

藍　

脇　

釜　
　
【
以
上
37
字
】

　

②　

正
解
率
が
低
い
改
訂
常
用
漢
字

○
生
徒
正
解
率
生
徒
の
80
％
以
上
が
不
正
解
（
生
徒
の
三
十
人
以
上
が
読

め
な
か
っ
た
）

　

毀　

摯　

遡　

綻　

捗　

椎　

填　

訃　

蔽　

辣　
　
【
以
上
10
字
】

（
例
）
名
誉
毀
損
の
毀　

真
摯
の
摯　

遡
上
の
遡　

破
綻
の
綻　

進
捗
の
捗 

椎
間
板
の
椎　

訃
報
の
訃　

隠
蔽
の
蔽　

辣
腕
の
辣　

装
填
の
填

○
生
徒
正
解
率
生
徒
の
50
％
以
上
が
不
正
解　
（
生
徒
の
半
数
十
九
名
か

ら
二
十
九
名
が
読
め
な
か
っ
た
）

畏　

咽　

怨　

淫　

苛　

潰　

僅　

諧　

舷　

勾　

傲　

刹　

恣　

拭

腎　

裾　

脊　

羨　

堆　

戴　

緻　

汎　

剥　

蔑　

沃　

賄　

弄　

籠

麓　

弥　

艶　
　
【
以
上
31
字
】

　
　
　
（
な
お
、
全
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
略
。）

理
解
ま
で
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

⑥　

今
回
、
調
査
し
た
五
十
五
字
程
度
が
小
学
校
で
は
読
め
る
こ
と
が
あ
っ

て
よ
い
と
考
え
、
読
ま
せ
た
い
漢
字
も
含
め
て
の
調
査
と
し
た
の
で
、
概

ね「
読
め
る
」と
予
測
し
た
も
の
が
正
答
率
が
よ
か
っ
た
。
35
／
55（
64
％
）

の
漢
字
を
ク
リ
ア
ー
し
た
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
積
み
上
げ
が

い
か
に
重
要
か
が
認
識
さ
れ
る
。

⑵　

改
定
常
用
漢
字
の
一
九
六
字
を
日
常
生
活
の
レ
ベ
ル
で
ど
の
よ
う
に
定
着

を
図
る
か
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

①　

小
学
校
段
階
か
ら
理
解
し
て
活
用
を
図
っ
て
い
る
語
句
に
つ
い
て
は
、

小
学
校
段
階
で
定
着
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
都
道
府
県
、名
所
、

地
名
、
都
市
名
な
ど
は
特
に
）

②　

日
常
生
活
に
不
可
欠
な
語
句
に
つ
い
て
は
、
漢
字
に
ル
ビ
を
つ
け
て
で

も
読
め
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。（
鍋
、
麺
、
丼
）

　
　
　

三　

中
学
校
で
の
実
態
調
査

　

今
回
の
改
訂
常
用
漢
字
で
は
、
中
学
校
で
は
大
体
の
常
用
漢
字
の
読
み
が
で

き
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
本
市
の
、
東
京
都
小
金
井

市
立
緑
中
学
校
（
校
長�

吉
田
哲
三
）
で
調
査
の
協
力
を
得
た
の
で
以
下
に
そ

の
結
果
を
明
ら
か
に
す
る
。

１　

改
訂
常
用
漢
字
の
読
み
に
つ
い
て
の
実
態
調
査

⑴　

調
査
日
時　

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日
㈮

　
　
　
　
　
　
　

小
金
井
市
立
緑
中
学
校
第
三
年
生　

一
学
級
（
三
十
八
名
）

⑵　

調
査
目
的　

①　

改
訂
常
用
漢
字
一
九
六
字
の
読
み
方
。

　
　
　
　
　
　
　

②　

熟
語
や
語
句
と
し
て
読
み
方
を
調
査
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

③　

改
訂
常
用
漢
字
を
ど
の
程
度
読
め
る
か
を
図
る
。
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②　

正
答
率
が
低
か
っ
た
改
定
常
用
漢
字
に
つ
い
て
は
、
中
学
校
で
の
活
用

と
し
て
読
め
る
漢
字
と
す
る
か
は
疑
問
符
が
つ
き
そ
う
で
あ
る
。

③　

全
体
の
30
％
に
あ
た
る
改
訂
常
用
漢
字
に
つ
い
て
は
、（
高
い
正
答
率

と
生
徒
の
不
正
解
の
高
か
っ
た
漢
字
を
除
く
と
）
五
十
字
の
読
み
方
を
ど

の
校
種
で
習
得
さ
せ
る
か
を
改
め
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　

五　

お
わ
り
に

　

改
訂
常
用
漢
字
に
つ
い
て
小
学
校
と
中
学
校
で
の
実
態
調
査
を
実
施
し
て
み

た
。
新
た
に
加
わ
っ
た
一
九
六
字
が
負
担
増
と
い
う
意
見
の
多
い
な
か
で
、
今

回
の
調
査
は
、
生
活
に
近
い
語
句
と
し
て
熟
語
や
慣
用
句
な
ど
を
意
識
し
な
が

ら
、
読
み
を
考
え
た
と
き
、
概
ね
読
み
こ
な
せ
る
方
向
性
の
あ
る
漢
字
と
ほ
と

ん
ど
読
め
な
い
漢
字
に
大
き
く
二
分
す
る
傾
向
が
見
え
た
。

　

現
在
、
専
門
部
会
で
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
小
学
校

か
ら
取
り
組
む
べ
き
常
用
漢
字
（
改
訂
常
用
漢
字
を
含
む
）
と
校
種
ご
と
に
区

分
け
し
て
も
よ
い
漢
字
を
考
え
る
時
期
に
き
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
結
果

と
な
っ
た
。
改
定
常
用
漢
字
を
「
ど
う
読
む
か
」
と
い
う
議
論
の
前
に
、
読
め

な
く
て
は
な
ら
な
い
漢
字
が
あ
り
、
生
活
用
語
と
し
て
日
常
か
ら
目
に
し
て
い

る
漢
字
や
学
校
教
育
に
大
き
く
つ
な
が
っ
て
い
る
漢
字
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
分

類
の
基
に
「
言
葉
の
力
」
を
つ
け
る
べ
く
、
書
き
言
葉
と
し
て
の
役
割
を
果
た

す
漢
字
を
「
手
書
き
」
で
書
き
慣
れ
て
活
用
を
図
る
段
階
ま
で
、
書
く
こ
と
の

日
常
化
を
児
童
・
生
徒
に
身
に
付
け
さ
せ
る
絶
好
の
機
会
と
し
た
い
。

　

児
童
・
生
徒
は
「
読
め
て
嬉
し
い
」「
書
け
た
ら
も
っ
と
嬉
し
い
」
と
い
う

感
覚
で
漢
字
の
習
得
に
力
を
い
れ
る
こ
と
で
負
担
意
識
が
大
き
く
改
善
さ
れ
る

も
の
と
考
え
る
。
言
葉
の
力
を
最
大
限
駆
使
し
て
「
漢
字
力
」
の
力
量
を
高
め

て
い
く
こ
と
を
第
一
歩
と
し
て
専
門
部
会
の
考
え
方
を
待
ち
た
い
。

２　

本
調
査
結
果
か
ら
の
考
察

⑴　

改
訂
常
用
漢
字
の
一
九
六
字
の
す
べ
て
の
漢
字
に
つ
い
て
読
み
の
実
態
と

し
て
全
漢
字
の
約
50
％
に
あ
た
る
九
十
七
字
が
読
め
る
と
い
う
結
果
と
な
っ

た
。
こ
の
実
態
は
生
徒
の
80
％
が
読
め
る
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
習
得
率
は

高
い
漢
字
群
と
い
え
る
。

⑵　

改
定
常
用
漢
字
の
読
み
を
80
％
以
上
の
生
徒
が
不
正
解
だ
っ
た
十
字
に
つ

い
て
は
、
読
め
て
ほ
し
い
生
活
用
語
（
訃
報
、
進
捗
、
遡
上
な
ど
）
以
外
は

中
学
生
に
と
っ
て
は
困
難
な
状
況
と
い
え
る
。

⑶　

改
訂
常
用
漢
字
の
中
で
、
生
徒
の
50
％
が
読
め
な
い
漢
字
に
つ
い
て
は
、

全
体
の
約
20
％
に
あ
た
る
四
十
一
字
が
該
当
す
る
。

⑷　

こ
の
実
態
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
中
学
校
で
す
で
に
半
数
に
あ
た
る
改
訂
常

用
漢
字
が
読
め
る
こ
と
に
な
り
、
20
％
に
あ
た
る
改
訂
常
用
漢
字
を
ど
の
校

種
で
読
め
る
よ
う
に
す
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
　
　

四　

小
学
校
六
年
生
、
お
よ
び
中
学
校
三
年
生
の
調
査
結
果
か
ら
見
え
た
こ
と

⑴　

都
道
府
県
に
関
す
る
改
訂
常
用
漢
字
な
ど
に
つ
い
て

①　

小
学
校
第
三
学
年
か
ら
都
道
府
県
が
読
め
て
場
所
が
わ
か
る
指
導
を
し

て
い
る
実
態
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
漢
字
に
つ
い
て
は
小
学
校
で
読
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
漢
字
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
今
回
の
改
訂
常

用
漢
字
で
は
、
鹿
、
熊
、
岡
、
媛
、
阪
、
奈
、
阜
、
梨
、
埼
、
栃
、
茨
が

含
ま
れ
た
。

⑵　

生
活
用
語
と
し
て
身
近
で
読
ん
で
い
る
漢
字
な
ど
に
つ
い
て

①　

今
回
の
中
学
校
で
の
実
態
調
査
の
結
果
か
ら
し
て
、
生
徒
の
80
％
が
読

め
る
漢
字
に
つ
い
て
は
、
中
学
校
で
読
め
る
常
用
漢
字
と
し
て
取
り
入
れ

る
こ
と
に
は
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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の
根
幹
と
な
る
認
知
能
力
な
ど
を
育
て
る
」
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
文
字
を
大
き
く
書
く
こ
と
は
、
文

字
を
細
か
い
点
ま
で
見
て
確
か
め
て
書
け
る
こ
と
や
、

図
形
の
認
識
と
し
て
の
対
象
が
大
き
く
な
る
こ
と
、

書
く
運
動
が
大
き
く
な
る
こ
と
な
ど
、
小
さ
く
書
い

た
場
合
と
多
少
異
な
っ
た
面
か
ら
の
、「
認
知
能
力
」

や
「
図
形
の
弁
別
」
の
能
力
を
育
む
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

　

自
分
の
考
え
を
発
表
す
る
な
ど
、
他
者
に
自
分
の

手
書
き
の
文
字
を
見
せ
る
場
合
に
は
、
文
字
を
書
く

段
階
か
ら
、
自
然
と
他
者
へ
の
意
識
が
働
く
こ
と
と

な
る
。
中
学
生
は
、
書
く
分
量
が
圧
倒
的
に
増
え
て

い
る
こ
と
も
あ
り
、
他
者
に
文
字
を
見
せ
る
場
合
で

も
文
字
を
乱
雑
に
書
い
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
他

者
に
伝
え
る
文
を
書
く
と
き
に
は
、
他
者
へ
意
識
を

向
け
た
と
き
の
文
字
の
書
き
方
に
つ
い
て
、
丁て

い

寧ね
い

に

書
く
こ
と
の
大
切
さ
を
姿
勢
・
執
筆
と
い
っ
た
基
礎

基
本
か
ら
、
再
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

三　

国
語
科
書
写
と
し
て
の
取
り
組
み

　

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
硬
筆
で
文
字
を
大
き

く
書
く
こ
と
は
、
学
校
の
中
で
生
徒
が
多
人
数
に
何

か
を
伝
え
る
た
め
の
基
礎
的
・
基
本
的
な
能
力
の
一

つ
で
あ
る
。
こ
れ
を
国
語
科
書
写
の
中
で
単
元
化
し

て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
用
具
か
ら
選
定
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
が
、
本
実
践
で
は
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
を
使

用
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
は
、
書

と
、
中
学
校
三
年
生
の
「
効
果
的
に
文
字
を
書
く
こ

と
」
を
つ
な
ぐ
学
習
と
し
て
、
中
学
校
一
年
生
に
お

い
て
、
小
学
校
で
学
ん
だ
字
形
の
整
え
方
を
再
確
認

し
、
そ
れ
を
硬
筆
で
大
き
く
書
い
て
い
く
こ
と
と
す

る
。

二　

手
書
き
で
大
き
く
書
い
て
文
字
を
伝
え
る

　

文
字
習
得
の
際
に
手
書
き
を
重
視
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、文
化
審
議
会
答
申
『
改
定
常
用
漢
字
表
』（
平

成
二
十
二
年
六
月
）
に
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
た
。

　

情
報
機
器
の
利
用
に
よ
る
習
得
機
会
は
一

層
増
加
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
視
覚
の
み

が
か
か
わ
る
漢
字
習
得
で
は
、
主
に
漢
字
を

図
形
の
よ
う
に
弁
別
で
き
る
能
力
を
強
化
す

る
こ
と
に
し
か
な
ら
ず
、
繰
り
返
し
漢
字
を

手
書
き
す
る
こ
と
で
身
に
付
く
、
漢
字
の
基

本
的
な
運
筆
や
、
図
形
弁
別
の
根
幹
と
な
る

認
知
能
力
な
ど
を
育
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
手
書
き
で
書
く

こ
と
は
、「
漢
字
の
基
本
的
な
運
筆
や
、
図
形
弁
別

一　

は
じ
め
に

　

中
学
校
で
は
、
生
徒
が
多
人
数
に
自
分
の
意
見
を

伝
え
る
際
に
は
、
話
す
こ
と
と
連
動
し
て
、
文
字
を

大
き
く
書
い
て
見
せ
る
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
例
え
ば
、
調
べ
学
習
の
ポ
ス
タ
ー
発
表
で
模
造

紙
に
書
い
て
発
表
す
る
活
動
の
ほ
か
、
ミ
ニ
黒
板
、

小
さ
な
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
や
画
用
紙
な
ど
に
自
分
の

考
え
を
書
き
、
発
表
す
る
場
合
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、

話
す
こ
と
と
連
動
し
な
く
と
も
、
単
に
掲
示
物
を
書

き
、
掲
示
内
容
を
他
者
に
伝
え
る
場
合
も
あ
る
。
つ

ま
り
、
硬
筆
で
文
字
を
大
き
く
書
く
こ
と
は
、
学
校

の
中
で
生
徒
が
多
人
数
に
何
か
を
伝
え
る
た
め
の
基

礎
的
・
基
本
的
な
能
力
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
小
学
校
高
学
年
の
指
導

事
項
と
し
て
「
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
。」
が
示

さ
れ
た
。
ま
た
、
中
学
校
で
は
、
三
年
生
に
「
効
果

的
に
文
字
を
書
く
こ
と
」
が
示
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、

小
学
校
の「
筆
記
具
の
特
徴
を
生
か
し
て
書
く
こ
と
」

硬
筆
で
文
字
を
大
き
く
書
く
書
写
活
動

　
　
　—

—

「
効
果
的
に
文
字
を
書
く
こ
と
」
を
目
ざ
し
て

東
京
学
芸
大
学
附
属
竹
早
中
学
校
講
師　

清し

水み
ず　

文ふ
み

博ひ
ろ　

書写
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と
と
し
た
。
生
徒
の
意
見
は
画
と
画
の
間
な
ど
「
点

画
の
組
み
合
わ
せ
方
」
に
関
す
る
も
の
が
多
く
、
組

み
立
て
方
に
つ
い
て
の
意
見
は
あ
ま
り
多
く
な
か
っ

た
。

　

教
科
書
を
開
く
と
、
字
形
の
整
え
方
は
次
の
三
種

類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

①�

点
画
の
整
え
方
（
点
画
の
長
短
・
点
画
の

方
向
・
画
と
画
の
間
・
接
し
方
・
交
わ
り

方
）
教
材
文
字
は
「
干
」「
麦
」「
全
」「
庁
」

な
ど
。

②�

部
分
と
部
分
の
組
み
立
て
方
（「
左
右
」

の
組
み
立
て
方
・「
上
下
」の
組
み
立
て
方
・

「
内
外
」
の
組
み
立
て
方
）
教
材
文
字
は

「
供
」「
宇
」「
閉
」
な
ど
。

③�

全
体
の
整
え
方
（
文
字
の
中
心
・
文
字
の

外
形
）
教
材
文
字
は
「
水
」「
皿
」
な
ど
。

　

こ
の
字
形
の
整
え
方
を
理
解
し
、
太
い
フ
ェ
ル
ト

ペ
ン
で
4.5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
マ
ス
目
に
大
き
く
書

い
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
で
大
き
く

書
く
こ
と
に
慣
れ
る
た
め
、
運
筆
練
習
を
行
っ
た
。

縦
横
の
線
や
螺
旋
を
書
き
、
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
で
大
き

く
書
く
準
備
運
動
を
行
っ
て
か
ら
、
実
際
に
①
〜
③

の
文
字
を
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
で
書
い
て
い
っ
た
。

　

ひ
と
と
お
り
①
〜
③
の
教
材
文
字
の
練
習
と
批
正

を
行
っ
た
あ
と
、
今
度
は
、
特
に
気
を
つ
け
た
い
課

題
を
自
分
で
設
定
し
、
一
字
ご
と
に
書
き
込
み
の
批

え
て
書
く
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
か
を
考
え
、

字
形
を
整
え
て
書
く
こ
と
に
つ
い
て
総
合
的
に
考
え

て
い
く
と
い
っ
た
よ
う
に
、
小
学
校
よ
り
も
発
展
さ

せ
た
取
り
上
げ
方
で
、
字
形
の
整
え
方
に
つ
い
て
述

べ
て
い
き
た
い
。

四　

中
学
校
第
一
学
年
に
お
け
る
実
践

　

授
業
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
生
徒
に
は
文
字
を
整

え
て
書
く
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
か
を
聞
い

て
み
た
。
こ
こ
で
聞
い
た
の
は
、
言
葉
や
文
な
ど
の

い
わ
ゆ
る
文
字
群
の
整
え
方
に
つ
い
て
で
は
な
く
、

文
字
そ
の
も
の
の
字
形
の
整
え
方
の
方
法
で
あ
る
。

　

生
徒
か
ら
は
、
丁て

い

寧ね
い

に
書
く
と
い
っ
た
意
見
の
ほ

か
、
画
間
や
中
心
に
気
を
つ
け
て
書
く
な
ど
、
書
写

の
指
導
事
項
も
あ
が
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
学
習
を
し

て
い
て
必
ず
生
徒
か
ら
あ
が
る
意
見
と
し
て
あ
る
の

が
「
バ
ラ
ン
ス
に
気
を
つ
け
て
書
く
」
と
い
う
も
の

で
あ
る
。「
バ
ラ
ン
ス
に
気
を
つ
け
る
」
と
い
う
意

見
が
で
た
と
き
に
は
、
曖
昧
な
言
葉
で
あ
る
た
め
、

生
徒
が
文
字
の
組
み
立
て
方
に
近
い
こ
と
を
言
い
た

い
の
か
、
文
字
の
部
分
に
着
目
し
て
い
る
の
か
、
ま

た
概
形
な
ど
文
字
全
体
の
整
え
方
に
近
い
こ
と
を
言

い
た
い
の
か
を
生
徒
に
聞
き
な
が
ら
、
生
徒
の
言
う

「
バ
ラ
ン
ス
」
に
言
葉
を
加
え
て
文
字
の
整
え
方
を

考
え
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

発
表
さ
れ
た
字
形
を
整
え
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

板
書
し
な
が
ら
、
あ
る
程
度
分
類
を
行
っ
て
い
く
こ

写
教
科
書
な
ど
で
、
硬
筆
筆
記
具
で
大
き
く
書
く
と

き
に
最
も
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
筆
記
具
だ
か
ら
で

あ
る
。

　

文
字
を
大
き
く
書
く
と
、
実
際
に
書
い
た
文
字
に

は
、
小
さ
な
文
字
で
書
き
込
み
批
正
を
行
い
や
す
い
。

ま
た
、
大
き
な
文
字
は
、
書
い
た
本
人
だ
け
で
は
な

く
、
グ
ル
ー
プ
学
習
な
ど
に
お
い
て
周
囲
に
座
っ
て

い
る
生
徒
同
士
で
の
相
互
批
正
も
行
い
や
す
い
利
点

が
あ
る
。

　

概
形
が
３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
以
上
に
な
る
と
、

生
徒
は
書
字
の
際
、
書
き
に
く
さ
を
感
じ
る
こ
と
が

あ
る
。
一
つ
の
文
字
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
手
そ
の

も
の
を
紙
面
上
で
滑
ら
せ
る
運
動
が
加
味
さ
れ
て
く

る
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
人
に
伝
え
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
意
味
で
は
、
大
き
く
書
く
書
き
に
く
さ
に
も

慣
れ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

中
学
校
で
は
、
平
成
元
年
度
版
以
降
、
中
学
校
学

習
指
導
要
領
の
国
語
科
の
書
写
に
関
す
る
事
項
の
始

め
に
「
字
形
を
整
え
」
と
い
う
文
言
が
言
葉
と
し
て

記
述
さ
れ
、
字
形
の
指
導
事
項
が
重
視
さ
れ
て
い
る

現
状
が
あ
る
。
字
形
を
整
え
て
書
く
こ
と
に
関
連
し

た
指
導
事
項
は
、
国
語
科
書
写
で
小
学
校
か
ら
繰
り

返
し
学
習
し
て
き
た
内
容
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
字

の
組
み
立
て
方
の
ほ
か
、
点
画
の
長
短
・
方
向
・
画

間
な
ど
に
気
を
つ
け
て
文
字
を
書
く
こ
と
で
あ
る
。

本
実
践
で
は
、
こ
れ
を
小
学
校
で
学
習
し
た
こ
と
の

再
確
認
と
し
て
と
ら
え
て
い
き
た
い
が
、
字
形
を
整
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ら
見
て
も
読
み
や
す
い
と
い
う
「
伝
達
性
」
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
文
字
の
大
き
さ
の
学
習
は
、
筆
記
具
の
選

択
と
も
関
連
し
、
文
字
を
「
効
果
的
に
見
せ
る
」
こ

と
に
つ
い
て
、
書
き
方
の
工
夫
以
前
に
大
き
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
。

　

新
学
習
指
導
要
領
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
中
学
校
三

年
生
の
「
効
果
的
に
文
字
を
書
く
」
こ
と
の
「
効
果

的
」
と
は
、
解
説
書
に
あ
る
よ
う
に
、
小
学
校
か
ら

学
習
し
て
き
た
書
写
の
学
習
事
項
を
、
総
合
的
に
生

か
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
学
習
で
あ
る
。
本
稿

で
取
り
組
ん
だ
学
習
内
容
の
ほ
か
、
小
学
校
独
自
の

学
習
内
容
や
、
行
書
の
学
習
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
学

習
事
項
を
、「
効
果
的
に
文
字
を
書
く
」
こ
と
に
生

か
し
て
い
く
見
通
し
を
も
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
実
践

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

て
の
感
想
を
書
い
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
。
太
め
の

フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
を
使
い
慣
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

と
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
文
字
を
大
き
く
書
く
と
、

手
そ
の
も
の
を
紙
面
上
で
滑
ら
せ
る
運
動
が
加
味
さ

れ
る
。
こ
の
「
書
き
に
く
さ
」
と
、
授
業
と
し
て
ど

う
向
き
合
っ
て
い
く
か
は
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き

た
い
。

五　

効
果
的
に
文
字
を
書
く
こ
と
を
目
ざ
し
て

　

中
学
校
三
年
生
で
は
、「
効
果
的
に
文
字
を
書
く
」

こ
と
が
新
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
、
解
説
書
に
は
、

「
効
果
的
に
文
字
を
書
く
」
こ
と
と
は
、「
文
字
の
伝

達
性
や
表
現
性
な
ど
を
考
え
な
が
ら
目
的
や
必
要
に

応
じ
て
書
く
こ
と
」
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
で
大
き
く
書
く
こ
と
に
は
、
遠
く
か

正
を
し
な
が
ら
練
習
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

　

図
一
・
二
は
、「
内
外
の
組
み
立
て
方
」「
点
画
の

長
短
」
に
着
目
し
、
練
習
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
後
で
見
て
も
ど
の
よ
う
な
過
程
で

文
字
を
練
習
し
て
い
っ
た
か
が
分
か
り
や
す
い
。
こ

こ
で
も
、
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
言
葉
は
多
用
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
具
体
性
に
乏
し
い
面
も
あ
る
が
、

確
か
に
使
い
や
す
い
言
葉
で
は
あ
る
。

　

全
て
書
き
終
わ
っ
た
後
、
周
り
の
人
と
目
標
の
達

成
ぐ
あ
い
や
、
文
字
の
出
来
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ

と
と
し
た
。
文
字
が
大
き
い
の
で
、
小
さ
い
文
字
よ

り
も
周
り
の
人
と
文
字
に
つ
い
て
批
評
し
あ
う
こ
と

は
行
い
や
す
い
。
文
字
を
適
切
に
批
評
し
あ
う
こ
と

に
つ
い
て
は
う
ま
く
指
導
で
き
な
か
っ
た
部
分
も
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
設
定
し
た
目
標
を
中
心
に
、
適
切

な
書
写
用
語
で
話
し
合
う
こ
と

が
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

学
習
の
感
想
を
見
る
と
、「
一

字
一
字
直
し
な
が
ら
書
け
て
良

か
っ
た
で
す
。」あ
る
い
は
、「
毛

筆
よ
り
も
良
く
書
け
た
気
が
し

ま
す
。」な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
、

今
日
の
学
習
を
肯
定
的
に
と
ら

え
て
い
た
も
の
の
ほ
か
、「
書

き
慣
れ
な
い
ペ
ン
で
書
く
の
は

難
し
か
っ
た
で
す
。」
と
い
う

よ
う
に
、
書
き
に
く
さ
に
つ
い

図
一
（
Ａ
４
判
）

図
二
（
Ａ
４
判
）
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常用漢字表改定に伴う

書籍改訂のおしらせ

「作る」か「造る」か「創る」か。
「沸く」か「湧く」か。
「歌」か「唄」か。「跡」か「痕」か。
漢字の使い分けは誰にとっても難し
いものです。
こうした用字用例のほか，符号の
使い方，外来語の表記，カタカ
ナや数字の書き表し方などを盛
り込み，表記の基準となるべ
く編纂された『表記の手引き』
が，2011年1月に改訂と
なる予定です。
6月，「改定常用漢字表」
が文化審議会より答申
され，年内にも告示と
なるみこみです。「改
定常用漢字表」には，
新しい漢字が196
字，新しい音訓が
29種加わり，漢
字5字・音訓3種
が削除されます。
これによって，法令・公用文書・新聞・雑誌・放送などにおける
漢字使用の様相が変わります。
これまではまぜ書きされることの多かった「補てん」「破たん」
などは漢字で記されるのが一般的となるでしょう。「いい匂い」
という表記も“常用漢字表外”でなくなります。教科書などで
は原則として使用していなかった「誰」「謎」なども今後は漢
字で表記するようになります。
このような，常用漢字表の改定に伴う表記基準の変更を反映
した，全面改訂です。

＊
表
紙
は
旧
版
で
す
。

2011年1月発行予定
A5判　約300ページ
予価 1,680円

第6版　20
11年1月発

行予定

第7版　20
11年発行

予定

「改定常用漢字表」の，小・中学校の学習への
反映については，現在文部科学省にて審議中です。
結論が出しだい，『漢字指導の手引き』の改訂作業
を進行いたしますが，現段階ではスケジュールは未
定です。

国
語
教
育
指
導
用
語
辞
典 

第
四
版

田
近
洵
一
・
井
上
尚
美
　
編

二
〇
〇
九
／
Ａ
５
判
384
ペ
ー
ジ
／
四
二
〇
〇
円

基
本
用
語
と
指
導
の
要
点
を
平
易
に
解
説
し

た
、
国
語
教
育
指
導
用
語
辞
典
の
決
定
版
。

国
語
科
授
業
に
ス
リ
ル
と
サ
ス
ペ
ン
ス
を

河
野
庸
介
　
編

二
〇
一
〇
／
Ａ
５
判
168
ペ
ー
ジ
／
二
一
〇
〇
円

「
少
年
の
日
の
思
い
出
」「
走
れ
メ
ロ
ス
」「
故

郷
」
を
取
り
上
げ
、
生
徒
に
新
し
い
知
識
・

技
能
の
習
得
を
保
障
す
る
授
業
を
提
案
す

る
。

自
己
認
識
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ⅱ

松
山
雅
子
　
編
著

二
〇
〇
八
／
Ｂ
５
判
244
ペ
ー
ジ
／
二
六
二
五
円

国
語
科
メ
デ
ィ
ア
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
具
体

的
提
案
。Ｄ
Ｖ
Ｄ
付
。

文
学
の
力×

教
材
の
力

（
中
一
編
・
中
二
編
・
中
三
編
、
各
一
冊
）

田
中
実
・
須
貝
千
里
　
編

二
〇
〇
一
／
Ａ
５
判
240
ペ
ー
ジ
／
各
二
五
二
〇
円

「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」（
一
年
）、 「
夏
の
葬
列
」

（
二
年
）、「
故
郷
」（
三
年
）
を
含
む
、
各
六

教
材
を
取
り
上
げ
、
作
品
論
を
展
開
す
る
。

まぜ書きが減る！

中学校の漢字は
増える？！

教
育
出
版

本本
の
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編
集
後
記

　
『
道
標
』
二
〇
一
〇
年
秋
（
第
二
十
一
）
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

編
集
部
で
は
、
先
生
が
た
の
「
実
践
授
業
報
告
」「
教
材
提
案
」
な
ど
を
随
時
募
集
し
て

お
り
ま
す
。『
道
標
』
誌
上
や
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
な
ど
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　

＊　

　

弊
社
教
科
書
を
お
使
い
い
た
だ
い
て
い
る
先
生
が
た
か
ら
、
と
き
ど
き
、
漢
字
の
部
首
に

つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
を
い
た
だ
く
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
例
え
ば
、
弊
社
教
科
書
で
は
、

「
匿
」
の
部
首
を
「
か
く
し
が
ま
え
」
と
し
て
お
り
ま
す
が
、「
は
こ
が
ま
え
」
の
ま
ち
が
い

で
は
な
い
か
、
と
い
う
ご
指
摘
で
す
。

　

漢
和
辞
典
を
調
べ
て
み
ま
す
と
、
多
く
の
一
般
の
辞
書
、
ま
た
は
中
辞
典
の
レ
ベ
ル
の
も

の
は
、「
は
こ
が
ま
え
」
と
「
か
く
し
が
ま
え
」
を
別
の
部
首
と
し
て
い
ま
す
が
、
小
学
生

用
の
学
習
辞
典
の
よ
う
な
も
の
で
す
と
、

　

①
一
般
の
辞
典
と
同
様
に
両
者
を
区
別
し
て
い
る
も
の
。

　

②
一
つ
の
部
首
に
「
は
こ
が
ま
え
」
と
「
か
く
し
が
ま
え
」
と
両
方
の
部
首
名
を
並
記
し

て
い
る
も
の
。

　

③
「
は
こ
が
ま
え
」
の
み
し
か
掲
げ
て
い
な
い
も
の
。

　

と
、
扱
い
に
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

現
在
の
「
常
用
漢
字
表
」
は
、「
は
こ
が
ま
え
」
と
「
か
く
し
が
ま
え
」
を
、
字
体
と
し

て
区
別
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
実
際
の
学
習
で
も
、
あ
え
て
両
者
の
区
別
を
教
え
る
こ
と
は

な
い
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
と
存
じ
ま
す
が
、
編
集
部
で
は
、
伝
統
的
な
部
首
分
類
で
は
、

「
は
こ
が
ま
え
」
と
「
か
く
し
が
ま
え
」
は
別
の
部
首
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
多
く

の
一
般
的
な
辞
書
が
、「
は
こ
が
ま
え
」
と
「
か
く
し
が
ま
え
」
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
を

重
視
し
て
、
両
者
を
区
別
し
て
扱
っ
て
お
り
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
取
り
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
お
問
い
合
わ
せ
も
含
め
、
漢
字
の
部
首

の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
先
生
が

た
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
今
後
と
も
、
ご
指
導
・
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

松
尾
た
い
こ
先
生
の
直
筆
サ
イ
ン
入
り
の
著
書
『
空
が
高
か
っ
た
こ
ろ
』
と

ポ
ス
ト
カ
ー
ド
を
セ
ッ
ト
に
し
て
、
四
名
の
か
た
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
い
た
し
ま
す
。

　

官
製
は
が
き
に
、
お
名
前
、
ご
住
所
を
明
記
の
う
え
、
左
の
住
所
宛
お
送
り

く
だ
さ
い
（
締
切
は
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
八
日
消
印
有
効
）。

　

発
表
は
発
送
を
も
っ
て
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
お
寄
せ
い
た

だ
き
ま
し
た
個
人
情
報
は
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
発
送
に
の
み
使
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
　

〒
一
〇
一-

〇
〇
五
一　

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二-

一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
育
出
版
株
式
会
社�

中
学
国
語
編
集
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
道
標
』
二
〇
一
〇
年
秋
号
プ
レ
ゼ
ン
ト
係

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
お
知
ら
せ
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