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巻頭エッセイ●ことのは

橋本　典明
　

テ
レ
ビ
メ
デ
ィ
ア
の
も
つ
映
像
の
力
は
、
何
も
の
に

も
か
え
が
た
い
大
き
な
も
の
で
す
。
と
同
時
に
、
映
像

と
あ
わ
せ
て
提
供
さ
れ
て
い
る
言
葉
も
ま
た
、
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
映
像
だ
け
で
は
伝
え
き
れ
な

い
事
柄
を
解
説
す
る
の
も
、
物
語
を
展
開
し
て
い
く
の

も
言
葉
で
す
。
言
葉
は
映
像
と
と
も
に
テ
レ
ビ
番
組
を

支
え
る
両
輪
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

私
は
、
テ
レ
ビ
番
組
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
、
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
と
し
て
、
二
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
番

組
制
作
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
い
つ
も

問
い
続
け
て
き
た
の
は
、
映
像
と
言
葉
に
よ
っ
て
い
か

に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ

こ
で
は
、
番
組
の
中
で
流
れ
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り

あ
げ
、
ど
の
よ
う
に
表
現
の
工
夫
を
し
て
き
た
の
か
を
、

お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
原
稿
を
作
る
際
、
私
が
最
も
重
要
で

あ
り
、
最
も
難
し
い
と
考
え
て
い
る
の
は
、
ど
こ
ま
で

の
情
報
を
映
像
に
よ
っ
て
伝
え
、
ど
こ
ま
で
を
言
葉
に

よ
っ
て
語
る
か
、
的
確
に
判
断
す
る
こ
と
で
す
。

　

テ
レ
ビ
番
組
に
と
っ
て
大
き
な
力
で
あ
る
映
像
は
、

同
時
に
大
き
な
制
約
に
も
な
り
ま
す
。
ど
れ
ほ
ど
長
期

取
材
を
し
て
多
く
の
映
像
を
撮
っ
て
も
、
決
め
ら
れ
た

放
送
時
間
を
超
え
て
見
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
必

然
的
に
、
映
像
で
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
情
報
は
、
限

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

同
時
に
、
あ
た
り
ま
え
で
す
が
「
撮
れ
な
か
っ
た
も

の
は
見
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」、
と
い
う
の
も
制
約

で
す
。
撮
り
そ
こ
ね
た
決
定
的
瞬
間
を
再
現
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
し
、
そ
も
そ
も
映
像
に
で
き
な
い
も
の

も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
昔
の
で

き
ご
と
や
、
遥
か
か
な
た
の
物
事
は
撮
影
で
き
ま
せ
ん
。

番
組
の
主
人
公
が
過
ご
し
て
き
た
歳
月
や
、
遠
く
離
れ

て
暮
ら
す
家
族
の
様
子
な
ど
は
、
そ
の
端
的
な
例
で
す
。

そ
ん
な
時
に
は
、
過
去
の
写
真
や
遠
方
か
ら
の
手
紙
な

ど
を
用
い
て
映
像
化
す
る
と
い
う
手
法
も
使
わ
れ
ま
す

が
、
そ
れ
で
も
表
現
に
は
限
界
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
、
限
ら
れ
た
映
像
を
、
言

葉
で
ど
の
よ
う
に
補
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
時
、
単
に
情
報
を
補
う
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

視
聴
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
言
葉
を
添
え
る

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
カ
ギ
に
な
り
ま
す
。

　

一
時
間
の
映
像
に
、
そ
れ
を
説
明
す
る
一
時
間
の
ナ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
け
る
。
基
本
的
な
解
説
の
方
法
で
す

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
映
像
以
上
の
も
の
を
伝
え
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
だ
新
人
だ
っ
た
頃
、
先
輩
や
上

司
か
ら
「
絵
（
映
像
）
を
見
れ
ば
わ
か
る
こ
と
は
、
コ

メ
ン
ト
を
す
る
な
。」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

映
像
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
語
ら
な
け
れ
ば
、ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
価
値
は
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
カ
メ
ラ
に

映
っ
て
い
な
い
何
か
を
言
葉
で
プ
ラ
ス
す
る
こ
と
で
、

初
め
て
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
も
ら
え
る
、
そ
し

て
番
組
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　　

例
を
あ
げ
ま
す
。
次
の
よ
う
な
映
像
を
思
い
浮
か
べ

て
く
だ
さ
い
。「
海
に
沈
ん
で
い
く
真
っ
赤
な
夕
日
」
と

い
う
映
像
で
す
。
こ
の
映
像
に
、
ど
ん
な
ナ
レ
ー
シ
ョ

映
像
の
向
こ
う
側
を
言
葉
が
伝
え
る
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ン
を
つ
け
る
か
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、「
夕
日
が
西
の
海
に
沈
ん
で
い
き
ま
す
。」
と

い
う
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
。
こ
れ
は
映
像
を
そ
の
ま
ま
解
説

し
た
例
で
す
ね
。
次
に
、主
人
公
の
い
る
番
組
な
ら
、「
人

生
の
な
か
で
見
た
、
最
も
赤
い
夕
日
で
し
た
。」
と
い
う

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
水
平
線

の
向
こ
う
に
は
、
家
族
が
暮
ら
す
祖
国
の
大
地
が
あ
り

ま
す
。」
と
語
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
三
つ
の
う
ち
、

あ
と
の
二
つ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
夕
日
そ
の
も
の

に
言
及
す
る
の
で
な
く
、
そ
れ
を
見
つ
め
る
人
物
の
心

持
ち
や
、
カ
メ
ラ
に
映
っ
て
い
な
い
世
界
を
語
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
視
聴
者
の
心
に
、
主
人

公
の
た
ど
っ
た
人
生
の
苦
難
が
想
起
さ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
し
、
離
れ
て
暮
ら
す
幼
い
子
ど
も
た
ち
の
顔
が

浮
か
ぶ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
映
像

に
は
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
、
視
聴
者
に
思
い
描
い
て
も
ら

お
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

　

映
像
は
重
要
で
す
。
し
か
し
、映
像
に
頼
る
だ
け
で
は
、

映
っ
た
も
の
を
超
え
る
番
組
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
カ
メ

ラ
の
フ
レ
ー
ム
の
外
側
、
映
像
の
向
こ
う
側
に
あ
る
も

の
を
ど
う
語
る
か
。
映
像
に
付
加
す
る
言
葉
に
、
ど
ん

な
イ
メ
ー
ジ
を
託
そ
う
と
す
る
の
か
。
番
組
制
作
者
が

試
み
て
い
る
の
は
、
言
葉
の
も
つ
豊
か
さ
を
、
可
能
な

か
ぎ
り
追
求
す
る
作
業
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
、
小
さ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
一
つ
。

　

十
五
年
以
上
も
前
の
話
で
す
。
作
詞
家
の
阿あ

久く

悠ゆ
う

さ

ん
に
ご
出
演
い
た
だ
き
、
言
葉
に
つ
い
て
考
え
る
番
組

を
制
作
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
日
本
語
は
想
像
力

を
か
き
た
て
る
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
」、 

阿
久
さ
ん
の
そ
ん
な
危
機
感
に
寄
り
添
っ
た
番
組
で
し

た
が
、
そ
の
時
に
う
か
が
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
つ
が
、

今
も
鮮
明
に
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

少
年
時
代
の
阿
久
さ
ん
に
と
っ
て
、
何
よ
り
の
お
気

に
入
り
は
プ
ロ
野
球
で
し
た
。
大
フ
ァ
ン
だ
っ
た
阪
神

タ
イ
ガ
ー
ス
の
実
況
中
継
を
聞
く
た
め
に
、
毎
夜
ラ
ジ

オ
に
か
じ
り
つ
い
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
翌
朝
、
教

室
で
、
前
夜
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
実
況
を
口
に
し
な
が

ら
、
ピ
ッ
チ
ャ
ー
や
バ
ッ
タ
ー
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
、

見
た
こ
と
の
な
い
姿
を
演
じ
て
は
遊
ん
だ
そ
う
で
す
。

「
ピ
ッ
チ
ャ
ー
若
林
、
ゆ
っ
く
り
と
膝
を
折
っ
て
、
ア

ン
ダ
ー
ス
ロ
ー
か
ら
第
一
球
を
投
げ
た
…
…
。」

「
藤
村
、
物
干
し
竿
を
振
り
抜
い
た
。
打
球
は
右
中
間

を
抜
け
て
…
…
。」

　

テ
レ
ビ
の
な
か
っ
た
時
代
の
こ
と
で
す
。
淡
路
島
に

暮
ら
す
阿
久
少
年
に
と
っ
て
、
あ
こ
が
れ
の
甲
子
園
と

の
つ
な
が
り
は
、ラ
ジ
オ
か
ら
聞
こ
え
る
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

の
声
だ
け
で
し
た
。

「
と
こ
ろ
が
ね
、
橋
本
君
。」
と
、
阿
久
さ
ん
は
、
中

学
生
に
な
っ
て
初
め
て
甲
子
園
に
行
っ
た
時
の
驚
き
を

語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

「
カ
ク
テ
ル
光
線
の
下
に
、
な
に
を
見
た
と
思
う
？　

僕
が
教
室
で
や
っ
て
た
の
と
、寸
分
変
わ
ら
な
い
フ
ォ
ー

ム
で
ピ
ッ
チ
ャ
ー
は
投
げ
、
バ
ッ
タ
ー
は
打
っ
て
い
た

ん
だ
よ
。
な
ん
だ
、
み
ん
な
オ
レ
の
ま
ね
し
て
る
っ
て
、

そ
れ
は
び
っ
く
り
し
た
ね
。」

　

も
ち
ろ
ん
、
ま
ね
て
い
た
の
は
阿
久
さ
ん
で
す
。
ラ

ジ
オ
の
実
況
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
言
葉
が
、
見
た
こ
と

の
な
い
選
手
た
ち
の
姿
を
、
阿
久
少
年
の
脳
裏
に
鮮
や

か
に
描
き
出
し
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
の
時
、
阿
久
さ
ん
が
当
時
を
思
い
出
し
て
語
っ
て

く
だ
さ
っ
た
実
況
の
言
葉
を
再
現
す
る
だ
け
の
力
は
、

私
に
は
恥
ず
か
し
な
が
ら
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、「
あ
の

頃
の
ラ
ジ
オ
の
言
葉
に
は
、
独
特
の
豊
か
さ
が
あ
っ
た
。」

と
い
う
阿
久
さ
ん
の
言
葉
が
、
叱
咤
と
し
て
私
の
心
に

深
く
残
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
、
映
像
が
氾
濫
し
て
い
る
環
境
に
す
で
に

慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
映
像
の
送
り
手
に
と
っ

て
も
、
受
け
手
に
と
っ
て
も
、
い
ま
や
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ

ン
を
め
ぐ
ら
せ
な
が
ら
の
言
葉
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
は

難
し
い
こ
と
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
映

像
の
向
こ
う
側
に
思
い
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
想
像
力
に
あ
ふ
れ
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
、
と
い
う
思

い
を
も
っ
て
、
こ
れ
か
ら
も
言
葉
を
綴
り
続
け
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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理
解
に
役
立
て
る
こ
と
。」
と
あ
る
。
本
稿
で
は
、こ
の
指
導
事
項
を
生
か
し
た

授
業
の
あ
り
方
を
提
案
し
た
い
。「
登
場
人
物
の
設
定
の
仕
方
」
を
捉
え
る
際

に
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
読
者
と
の
共
通
性
だ
け
で
は
な
く
、
主
人
公
が
い
か

に
語
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
個
別
性
に
着
目
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
例
え

ば
、
千
穂
は
「
緑
の
香
り
」
に
誘
わ
れ
、
大
樹
と
対
話
す
る
女
の
子
と
し
て
語

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
香
り
は
次
第
に
強
く
な
る
に
つ
れ
千
穂
に
記
憶
を
掘
り

起
こ
さ
せ
、「
あ
た
し
は
ど
う
生
き
た
い
の
か
、
お
母
さ
ん
に
伝
え
よ
う
。」
と

思
え
る
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
く
。
こ
の
物
語
の
題
名
が
『
み
ど
り
色

の
記
憶
』
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
所
以
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
物
語
は
、
自
分
自

身
と
の
対
話
に
よ
っ
て
、
母
親
と
の
関
係
や
自
ら
の
弱
さ
を
見
つ
め
直
し
て
い

く
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
を
中
学
三
年
生
の
学
習
者
自
身
の
問

題
と
し
て
捉
え
さ
せ
て
い
く
こ
と
も
大
事
で
あ
る
。
千
穂
の
変
化
を
共
感
的
に

捉
え
る
読
者
も
い
れ
ば
、「
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
の
で
は
。」
と
批
評
的
に

捉
え
る
読
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
物
語
世
界
が
提

起
す
る
問
題
を
、
自
分
自
身
に
反
転
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
　
教
材
の
目
標

◆
語
り
手
に
よ
る
登
場
人
物
の
設
定
の
仕
方
を
捉
え
、
内
容
の
理
解
を
深
め

る
。〔
読
む
こ
と
の
指
導
事
項　

イ
〕

●
香
り
の
表
現
の
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
。

◇
物
語
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
、
自
分
の
意
見
を
文
章

に
ま
と
め
る
。

一
　
は
じ
め
に

　

あ
さ
の
あ
つ
こ『
み
ど
り
色
の
記
憶
』は
、平
成
二
十
四
年
度
か
ら
使
用
さ
れ

る
新
教
科
書
『
伝
え
合
う
言
葉　

中
学
国
語
３
』
に
「
書
き
お
ろ
し
」
と
し
て

掲
載
さ
れ
た
新
教
材
で
あ
る
。
主
人
公
で
あ
る
千ち

穂ほ

は
、
進
路
で
悩
む
中
学
三

年
生
の
女
の
子
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、「
確
か
な
自
分
の
意
志
」
を
も
っ
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
友
達
の
真ま

奈な

と
自
分
と
を
比
較
し
ひ
け
め
を
感
じ
て
い
た

り
、
母
親
か
ら
か
け
ら
れ
て
い
る
期
待
と
自
分
の
気
持
ち
と
の
間
で
苦
し
ん
で

い
た
り
す
る
。
中
学
三
年
生
に
と
っ
て
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
教
材
と
い
え
よ
う
。

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
第
三
学
年
の
指
導
事
項
と
し
て
、「
イ　

文
章
の

論
理
の
展
開
の
仕
方
、
場
面
や
登
場
人
物
の
設
定
の
仕
方
を
と
ら
え
、
内
容
の

文
学（『
み
ど
り
色
の
記
憶
』）

第
三
学
年

場
面
や
登
場
人
物
の

設
定
の
仕
方
を
捉
え
て︱『

み
ど
り
色
の
記
憶
』

自
由
の
森
学
園
中
学
校
・
高
等
学
校
教
諭　

齋さ
い

藤と
う　

知と
も

也や　

場
面
や
登
場
人
物
の
設
定
の
仕
方
を
捉
え
る

授
業
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三
　
学
習
計
画
（
全
四
時
間
）

○
全
文
を
読
み
、
千
穂
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ
、
ど
の
よ
う
な
悩
み

を
も
っ
て
い
る
の
か
、
文
章
に
ま
と
め
発
表
す
る
。（
一
時
間
）

○
語
り
手
の
工
夫
に
注
意
し
な
が
ら
、
千
穂
の
気
持
ち
の
揺
れ
動
き
や
移
り

変
わ
り
に
つ
い
て
、
表
に
ま
と
め
る
。（
一
時
間
）

○
「
あ
た
し
は
ど
う
生
き
た
い
の
か
、お
母
さ
ん
に
伝
え
よ
う
。」
と
千
穂
が

思
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
な
ぜ
か
、
ま
た
、
千
穂
が
そ
の
よ
う
に
思
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、「
緑
の
香
り
」
の
意
味
や
「
登
場

人
物
の
設
定
の
仕
方
」
を
ふ
ま
え
て
、
自
分
の
意
見
を
発
表
す
る
。（
本 

時
／
一
時
間
）

○
「
樹
は
も
う
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。」
の
は
な
ぜ
か
、
話
し
合
う
。
こ
の 

物
語
は
私
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考

え
、
自
分
の
意
見
を
文
章
に
ま
と
め
る
。（
一
時
間
）　

四
　
本
時
の
展
開
例
（
第
三
時
）

学
習
活
動

・
指
導
上
の
留
意
点
／
★
評
価

入導

１　

本
時
の
課
題
を
設
定
す
る
。

　

①
前
時
の
学
習
を
振
り
返
る
。

　

②
課
題
を
提
示
す
る
。

・
千
穂
の
気
持
ち
の
揺
れ
動
き
や
移

り
変
わ
り
に
つ
い
て
ま
と
め
た
表

を
、
ノ
ー
ト
で
確
認
さ
せ
る
。

・
課
題
を
板
書
で
示
す
。

開展

・
千
穂
が
「
あ
た
し
は
ど
う
生

き
た
い
の
か
、
お
母
さ
ん
に

伝
え
よ
う
。」
と
思
え
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
ま

た
そ
れ
に
つ
い
て
自
分
は
ど

の
よ
う
に
考
え
る
か
、「
登
場

人
物
の
設
定
の
仕
方
」
を
ふ

ま
え
て
考
え
を
発
表
し
よ
う
。

　

③
後
半
部
分
を
音
読
す
る
。

２　

後
半
部
分
で
千
穂
は
ど
の
よ

う
な
状
況
に
お
か
れ
た
人
物
と

し
て
語
ら
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う

な
特
徴
を
も
つ
人
物
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
か
。

３　
「
あ
た
し
は
ど
う
生
き
た
い

の
か
、
お
母
さ
ん
に
伝
え
よ

う
。」
と
千
穂
が
思
う
こ
と
が

で
き
た
の
は
な
ぜ
か
。

・
着
目
部
分
に
線
を
引
か
せ
る
。

・
次
の
二
点
に
着
目
さ
せ
た
い
。

①
進
路
を
め
ぐ
り
千
穂
と
母
親
に

ど
の
よ
う
な
気
持
ち
の
ず
れ
が

あ
り
、
千
穂
は
そ
の
こ
と
を
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

②
千
穂
は
「
緑
の
香
り
」
に
誘
わ

れ
、
小
学
校
の
頃
に
遊
ん
だ
公

園
の
大
樹
と
対
話
す
る
人
物
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。

・
課
題
に
取
り
組
む
う
え
で
、
自
分

の
考
え
を
、
根
拠
を
明
確
に
し
て

ま
と
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
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五
　
授
業
の
実
際
（
発
問
や
予
想
さ
れ
る
反
応
な
ど
）

　

本
時
の
授
業
で
は
、「
場
面
や
登
場
人
物
の
設
定
の
仕
方
を
捉
え
て
」、
主
人

公
の
心
情
が
変
化
す
る
理
由
や
、
ま
た
そ
う
し
た
主
人
公
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
考
え
る
か
、
自
分
の
意
見
を
ま
と
め
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
際
、 

「
あ
た
し
は
ど
う
生
き
た
い
の
か
、
お
母
さ
ん
に
伝
え
よ
う
。」
と
千
穂
が
思
え 

た
理
由
を
、「
登
場
人
物
の
設
定
の
仕
方
」
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
こ
と
と
、
ま 

た
そ
の
変
化
に
つ
い
て
自
分
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
と
い
う
問
い
を
中
心

に
す
る
。「
お
母
さ
ん
は
あ
た
し
の
気
持
ち
な
ん
か
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
ろ
う
と

し
な
い
。」
と
思
っ
て
い
た
千
穂
が
、「
ち
ゃ
ん
と
伝
え
ら
れ
る
自
信
が
な
く
て
、

ぶ
つ
か
る
の
が
怖
く
て
、
お
母
さ
ん
の
せ
い
に
し
て
逃
げ
て
い
た
。
そ
ん
な
こ

と
、
も
う
や
め
よ
う
。」
と
立
ち
位
置
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、「
緑
の

香
り
」
に
誘
わ
れ
る
こ
と
で
、
大
樹
と
の
対
話
を
経
た
か
ら
で
あ
る
。
小
学
校

の
頃
遊
ん
で
い
た
公
園
の
大
樹
の
「
緑
の
香
り
」
は
次
第
に
強
く
な
り
、「
あ 

た
し
絵
を
描
く
人
に
な
り
た
い
。」
と
い
う
願
い
を
思
い
起
こ
さ
せ
、
枝
か
ら 

落
ち
た
自
分
を
「
だ
い
じ
な
、
だ
い
じ
な
私
の
千
穂
。」
と
言
っ
て
抱
き
し
め

た
母
親
の
姿
も
思
い
出
さ
せ
る
。
大
樹
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
「
か
す
か
な
声
」

は
実
は
千
穂
自
身
の
も
う
一
つ
の
声
で
あ
り
、
千
穂
は
自
分
自
身
と
対
話
す
る

人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
母
親
に
対
す
る
見
方
を
捉
え
直
し
、
前
進
す

る
千
穂
を
捉
え
、
さ
ら
に
そ
の
変
化
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
を
考
え
さ
せ
る
こ

と
は
、
読
者
で
あ
る
生
徒
自
身
を
見
つ
め
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

〈
導
入
〉

１　

前
時
に
学
習
し
た
千
穂
の
気
持
ち
の
変
化
や
、「
緑
の
香
り
」
の
意
味
に
つ

い
て
振
り
返
っ
た
う
え
で
、
本
時
の
課
題
を
設
定
し
後
半
部
分
を
再
読
す
る
。

結終

４　

千
穂
に
、
大
樹
の
声
が
聞
こ

え
て
く
る
の
は
な
ぜ
か
。

５　

千
穂
の
気
持
ち
の
変
化
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
に
思
う
か
。

・
千
穂
の
変
化
に
共
感
す
る
意

見
や
、
そ
う
簡
単
に
は
い
か

な
い
と
感
じ
る
意
見
な
ど
、

根
拠
を
あ
げ
て
話
し
合
う
。

６　

自
分
の
考
え
を
ノ
ー
ト
に
ま

と
め
、
提
出
す
る
。

・
繰
り
返
さ
れ
る
「
緑
の
香
り
」
や
、

「
記
憶
が
き
ら
め
く
」
と
い
う
表

現
に
着
目
さ
せ
る
。

・
大
樹
の
声
と
い
う
の
は
、
実
は
千

穂
自
身
の
中
の
も
う
一
つ
の
声
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。

・「　

」
で
括
ら
れ
た
「
ご
め
ん
な

さ
い
。」
と
地
の
文
に
組
み
こ
ま

れ
て
い
る
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
の

違
い
に
も
注
意
さ
せ
た
い
。

・
自
分
に
ひ
き
つ
け
て
考
え
さ
せ

る
。
千
穂
の
変
化
に
共
感
す
る
意

見
に
せ
よ
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は

な
い
と
批
評
的
に
見
る
意
見
に
せ

よ
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
思
う
の
か

理
由
も
含
め
て
発
言
さ
せ
る
。

★
「
緑
の
香
り
」
の
も
た
ら
す
意
味

や
「
登
場
人
物
の
設
定
の
仕
方
」

を
考
え
た
う
え
で
、
千
穂
の
変
化

の
理
由
や
、
そ
の
変
化
を
ど
の
よ

う
に
思
う
か
、
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
を

あ
げ
て
書
く
こ
と
が
で
き
た
か
。
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に
し
た
自
己
内
対
話
を
と
お
し
て
、
現
在
の
立
ち
位
置
が
生
ま
れ
て
い
る
。

５　

そ
の
よ
う
に
変
化
す
る
千
穂
に
つ
い
て
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
思
い
ま

す
か
。
理
由
を
あ
げ
て
述
べ
な
さ
い
。

・
も
と
も
と
千
穂
に
は
自
分
自
身
の
中
で
の
迷
い
や
葛
藤
が
あ
っ
た
わ
け
だ

か
ら
、
大
樹
を
と
お
し
て
自
分
の
気
持
ち
を
見
つ
め
、
お
母
さ
ん
へ
の
見

方
を
問
い
直
し
て
い
っ
た
こ
と
に
共
感
で
き
る
。
私
も
、
千
穂
と
同
じ
よ

う
に
、
子
ど
も
の
頃
の
気
持
ち
を
思
い
出
し
て
両
親
に
対
す
る
決
め
つ
け

や
思
い
こ
み
を
取
り
の
ぞ
け
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
。

・
確
か
に
大
樹
を
と
お
し
た
自
分
自
身
と
の
対
話
で
千
穂
は
変
化
し
た
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
私
自
身
に
ひ
き
つ
け
て
考
え
る
と
、
こ
ん
な
に
簡
単
に

変
わ
れ
る
と
は
思
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
あ
た
し
の
夢
を
聞
い
て
も
ら
」

え
ば
、
お
母
さ
ん
が
そ
れ
を
理
解
し
て
く
れ
る
ほ
ど
単
純
な
問
題
と
は
限

ら
ず
、
千
穂
に
甘
さ
も
感
じ
る
か
ら
だ
。

〈
終
結
〉  

６　

議
論
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
本
時
の
課
題
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を

ノ
ー
ト
に
ま
と
め
、
提
出
す
る
。

六
　
終
わ
り
に

　

新
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項
、「
場
面
や
登
場
人
物
の
設
定
の
仕
方
を
捉

え
、
内
容
の
理
解
に
役
立
て
る
こ
と
。」
を
意
識
し
た
提
案
授
業
で
あ
る
。
語
り

手
が
登
場
人
物
を
い
か
に
語
っ
て
い
る
か
、
そ
の
細
部
や
個
別
性
に
着
目
す
る

こ
と
が
大
切
に
な
る
。
こ
の
続
き
と
し
て
四
時
間
め
に
「
物
語
や
小
説
な
ど
を

読
ん
で
批
評
す
る
こ
と
」
と
い
う
言
語
活
動
例
を
生
か
す
授
業
も
可
能
で
あ
る
。

〈
展
開
〉

２　

後
半
部
分
で
千
穂
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

・
絵
を
描
く
こ
と
に
関
わ
る
仕
事
が
し
た
い
の
に
、
進
学
校
を
受
験
す
る
よ

う
に
勧
め
て
く
る
母
に
は
、
理
解
さ
れ
な
い
と
思
い
こ
ん
で
い
た
。

・
し
か
し
「
緑
の
香
り
」
に
誘
わ
れ
、
小
学
生
の
頃
遊
ん
だ
公
園
の
大
樹
と

対
話
す
る
こ
と
で
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
生
き
た
い
の
か
を
お
母
さ
ん
に

伝
え
よ
う
と
い
う
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。

３　
「
あ
た
し
は
ど
う
生
き
た
い
の
か
、
お
母
さ
ん
に
伝
え
よ
う
。」
と
千
穂
が

思
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

・「
緑
の
香
り
」
に
誘
わ
れ
大
き
な
樹
と
対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
母
親 

の
自
分
に
対
す
る
愛
情
を
思
い
出
し
、「
あ
た
し
の
気
持
ち
な
ん
か
わ
か
ら

な
い
。」
と
決
め
つ
け
て
逃
げ
て
い
た
の
は
自
分
の
方
だ
っ
た
と
気
づ
い

た
か
ら
。

４　

大
樹
の
声
が
千
穂
に
聞
こ
え
て
く
る
の
は
な
ぜ
だ
と
思
い
ま
す
か
。

・「
大
樹
」
の
声
は
実
は
、
千
穂
の
中
の
も
う
一
つ
の
声
で
あ
る
。
千
穂
の 

中
に
も
、お
母
さ
ん
に
対
す
る
不
信
と
信
頼
が
揺
れ
動
い
て
い
た
。「
緑
の

香
り
」
に
よ
っ
て
「
大
樹
」
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
そ
の
樹
の
前
で
自
分

自
身
と
対
話
す
る
と
記
憶
が
掘
り
起
こ
さ
れ
、
母
親
へ
の
信
頼
や
逃
げ
て

い
た
自
分
の
問
題
が
見
え
て
く
る
か
ら
。

・
例
え
ば
、
Ｐ
29
Ｌ
５
の
「　

」
内
の
「
ご
め
ん
な
さ
い
。」
は
、
大
樹
か

ら
落
ち
た
と
き
母
親
に
実
際
に
謝
っ
た
言
葉
だ
が
、
そ
の
後
の
地
の
文
の

〈
ご
め
ん
な
さ
い
、
お
母
さ
ん
。
あ
り
が
と
う
、
お
母
さ
ん
。〉と
い
う
感
謝

を
含
ん
だ
言
葉
は
、
現
在
の
千
穂
の
内
面
の
声
と
も
読
め
る
。
大
樹
を
前
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年
に
わ
た
っ
て
採
録
さ
れ
た
シ
リ
ー
ズ
も
の
の
コ
ラ
ム
教
材
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
業
界
の
第
一
線
で
活
躍
し
て
い
る
専
門
家
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
仕
事
の

中
で
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
仕
事
を
通
じ
て
言
葉
と

ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　

本
教
材
『
言
葉
と
仕
事　

言
葉
の
上
達
は
競
技
を
上
達
さ
せ
る
』
は
水
泳
の

北き
た

島じ
ま

康こ
う

介す
け

選
手
の
コ
ー
チ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
平ひ

ら

井い

伯の
り

昌ま
さ

氏
が
、
ス
ポ
ー
ツ
ト

レ
ー
ナ
ー
の
視
点
か
ら
、
言
葉
の
力
に
つ
い
て
実
体
験
を
織
り
交
ぜ
て
論
じ
た

文
章
で
あ
る
。
選
手
に
と
っ
て
、
言
語
を
媒
体
と
し
て
自
身
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ

ン
を
客
観
的
か
つ
正
確
に
分
析
し
、
指
導
者
や
周
囲
の
人
々
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
い
か
に
大
事
で
あ
る
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
が
言
葉
を
う
ま
く
使
う
こ
と
で
、
自
分
の
感
覚

や
思
い
を
客
観
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
、
コ
ー
チ
や
周
囲
の

人
々
と
意
志
の
疎
通
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
言
語
が
そ
な
え
て
い
る
「
対
象
性
」
と
「
伝
達
性
（
共
有
性
）」
の

機
能
に
着
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
教
材
は
内
容
を
深
く
掘
り
下
げ
、
よ
り
抽
象
度
を
高
め
て
言
語
学
的
に
ア

プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
本
実
践
で
は
、
第
一
学
年
の
発

達
段
階
を
考
慮
し
、
身
近
な
言
語
の
使
用
例
を
通
じ
て
、
生
徒
に
具
体
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
も
た
せ
な
が
ら
言
語
に
つ
い
て
学
ぶ
経
験
を
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
い

と
し
た
。　

　

な
お
、
本
実
践
に
お
け
る
指
導
内
容
は
、
新
学
習
指
導
要
領
の
各
領
域
の
指

導
事
項
と
直
接
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
学
習
指
導
要
領
改
訂

の
基
本
方
針
で
あ
る
「
言
語
の
教
育
と
し
て
の
立
場
を
一
層
重
視
」
す
る
こ
と

一
　
は
じ
め
に

　

学
習
指
導
要
領
改
訂
に
あ
た
り
、
中
央
教
育
審
議
会
は
「
言
語
の
教
育
と
し

て
の
立
場
を
一
層
重
視
」
す
る
こ
と
や
、「
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
を
国
語
科

の
方
針
と
し
て
掲
げ
た
。
今
後
は
よ
り
一
層
、
実
生
活
に
生
き
る
言
葉
の
力
を

育
む
こ
と
、
言
語
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
言
葉
が
生
活
や
社
会
の
中
で

ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
い
、
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
、
国
語
の
授
業

を
通
じ
て
生
徒
に
考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
い
と
考
え
た
。

　
『
言
葉
と
仕
事
』
は
、
教
科
書
改
訂
に
よ
り
、
新
し
く
第
一
学
年
か
ら
第
三
学

コ
ラ
ム（
言
葉
と
仕
事
）

第
一
学
年

言
葉
と
生
活
を
結
び
つ
け
る

言
語
活
動
を

︱『
言
葉
と
仕
事
　
言
葉
の
上
達
は
競
技
を
上
達
さ
せ
る
』

東
京
学
芸
大
学
附
属
国
際
中
等
教
育
学
校
教
諭　

荻お
ぎ

野の　

聡さ
と
し　

実
生
活
に
お
け
る
言
葉
の
重
要
性
に
気
づ
く

授
業
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や
、「
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
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い

て
新
学
習
指
導
要
領
の
根
源
的
な
精
神
を
ふ
ま
え
て
の
実
践
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

な
お
、今
回
は
教
科
書
採
録
の
コ
ラ
ム
教
材
と
し
て
の
性
質
を
考
慮
し
て
、一

時
間
扱
い
の
単
元
と
し
て
計
画
を
立
て
た
。

二
　
教
材
の
目
標 

○
言
葉
が
実
生
活
の
中
で
担
う
役
割
と
そ
の
機
能
に
つ
い
て
、
考
え
を
深
め

る
。

○
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
も
つ
の
か
、
日
々
の
生
活
を
と
お
し
て

考
え
て
い
こ
う
と
す
る
。

　

価
値
目
標
と
し
て
二
点
を
設
定
し
た
。
コ
ラ
ム
教
材
『
言
葉
と
仕
事
』
の
性

質
と
趣
意
と
か
ら
判
断
し
、
取
り
立
て
て
技
能
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
必
要
は
な

い
と
考
え
、
技
能
目
標
は
立
て
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
技
能
を
身
に
つ
け
た
り

高
め
た
り
す
る
こ
と
は
、
本
教
材
を
学
習
し
た
あ
と
に
、
生
徒
自
身
が
実
生
活

全
般
を
通
じ
て
学
習
し
獲
得
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
生
徒
に
言
葉
に
対
す
る

関
心
を
抱
か
せ
、
日
常
か
ら
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
、
言
葉
に
つ
い
て
主
体
的
に
学

ぼ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
こ
と
こ
そ
が
、
本
教
材
で
の
ね
ら
い
と
す
べ
き
と
こ

ろ
だ
と
考
え
る
。

時
間

学
習
活
動

指
導
上
の
留
意
点

三
　
展
開
例
（
全
一
時
間
）

導
入

　
10
分

展
開
①

　
20
分

１　

北
島
康
介
選
手
の
強
さ
の

秘
密
に
つ
い
て
考
え
る
。

２　

本
文
を
読
み
、
筆
者
が
伝

え
た
い
こ
と
は
何
か
を
考
え

る
。

３　

言
葉
が
き
っ
か
け
で
う
ま

く
い
っ
た
経
験
に
つ
い
て
考

え
る
。

４　

生
活
の
中
で
の
言
葉
の
使

用
例
と
そ
の
際
の
言
葉
の
は

た
ら
き
（
言
葉
が
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
）
に
つ
い
て
個

人
で
考
え
る
。

・
体
力
面
や
技
術
面
だ
け
で
な

く
、
言
葉
を
効
果
的
に
活
用

し
て
い
る
点
に
注
意
を
向
け

さ
せ
る
。

→
言
葉
の
大
切
さ
、
言
葉
の
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
の
大
切
さ
。

→
部
活
動
の
練
習
場
面
な
ど
。

・
テ
ニ
ス
の
ダ
ブ
ル
ス
や
サ
ッ

カ
ー
日
本
代
表
チ
ー
ム
の
イ

メ
ー
ジ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な

ど
、
具
体
例
を
あ
げ
る
。

・
言
葉
の
使
用
例
は
考
え
つ
く

が
言
葉
の
は
た
ら
き
ま
で
は

考
え
ら
れ
な
い
生
徒
に
は
、

個
別
に
支
援
を
す
る
。
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四
　
授
業
の
実
際 

「
こ
れ
も
そ
う
な
ん
じ
ゃ
な
い
。」

　

生
徒
は
日
常
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
言
葉
の
使
用
例
を
夢
中
に
な
っ
て
探

し
て
い
た
。
中
学
一
年
生
に
と
っ
て
、
言
葉
は
日
常
に
あ
ふ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
ふ
だ
ん
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
使
用
し
て
い
る
言
葉
そ
の
も

の
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
て
み
る
機
会
は
な
か
な
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
言

葉
が
実
は
ス
ポ
ー
ツ
の
上
達
に
ま
で
関
係
し
て
い
る
、
と
い
う
新
た
な
知
的
発

見
を
教
材
文
か
ら
得
た
生
徒
た
ち
は
、
主
体
的
に
言
葉
に
つ
い
て
の
思
索
を
深

め
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
。
毎
朝
登
校
す
る
時
に
見
か
け
る
駅
の
看
板
や
道
路

標
識
な
ど
か
ら
発
想
を
広
げ
て
い
き
、
教
室
や
学
校
の
中
に
あ
る
言
葉
、
社
会

生
活
や
仕
事
の
中
で
使
わ
れ
る
言
葉
の
例
へ
と
視
野
を
拡
げ
て
い
っ
た
。
一
人

の
つ
ぶ
や
き
を
聞
い
た
生
徒
が
、
そ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
も
と
に
さ
ら
に
考
え
を

深
め
て
い
く
姿
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
見
ら
れ
た
。

　

そ
の
後
、
考
え
が
深
ま
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
目
に
見
え
る
形
で
の
言
葉
だ

け
で
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
言
葉
の
は
た
ら
き
や
、
遠

く
離
れ
た
相
手
と
情
報
の
や
り
と
り
を
可
能
に
さ
せ
る
言
葉
の
は
た
ら
き
に
気

づ
く
生
徒
が
現
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。

　

グ
ル
ー
プ
活
動
に
取
り
か
か
っ
て
か
ら
は
、
友
達
か
ら
自
分
に
は
な
か
っ
た

ア
イ
デ
ィ
ア
を
も
ら
う
こ
と
で
新
た
な
発
想
を
生
ん
で
い
た
生
徒
も
多
く
い
た
。

今
回
は
言
葉
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
は
、
正
解
不
正
解
と
い
う
見
方
を
し
な
い

と
い
う
大
前
提
の
も
と
に
学
習
を
進
め
て
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
ふ
だ
ん

は
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
場
面
で
も
遠
慮
し
て
発
言
を
控
え
る
よ
う
な
生
徒
が

積
極
的
に
発
言
し
て
い
た
の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。

展
開
②

　
15
分

ま
と
め

　
５
分

　
〈
例
〉
会
話
、
話
し
合
い
、

電
話
、
メ
ー
ル
、
手
紙
、
本
、

広
告
、
授
業
、
ス
ポ
ー
ツ
、

作
文
、
実
験
、
買
い
物
、
宣

伝
、
テ
レ
ビ
、
日
記
、
記
念

碑
な
ど
。

５　

グ
ル
ー
プ
に
な
り
、
各
自

の
意
見
の
共
有
化
を
図
る
。

６　

言
葉
の
使
用
例
を
グ
ル
ー

プ
ご
と
に
順
番
に
発
表
し
合

う
。
他
の
グ
ル
ー
プ
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
使
用
例
の
中
で
の

言
葉
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て

考
え
、
発
表
す
る
。

７　

本
時
の
感
想
お
よ
び
学
習

を
通
じ
て
言
葉
に
つ
い
て
考

え
た
こ
と
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

に
ま
と
め
る
。

→
広
告
…
…
見
て
い
る
人
に
製

品
の
よ
さ
や
値
段
な
ど
の
情

報
を
伝
え
る
。

→
記
念
碑
…
…
昔
に
起
こ
っ
た

で
き
ご
と
や
昔
の
人
々
の
業

績
を
未
来
に
伝
え
る
。

・
言
葉
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
、

他
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
意
見
が

出
な
い
場
合
は
、
発
表
し
た

グ
ル
ー
プ
に
答
え
て
も
ら
う
。

・
言
葉
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て

は
、
答
え
を
一
つ
に
し
ぼ
る

の
で
は
な
く
、
多
様
な
意
見

を
認
め
る
よ
う
に
さ
せ
る
。

・
本
時
の
学
習
で
新
し
く
気
づ

い
た
こ
と
や
、
今
後
の
生
活

の
中
で
気
を
つ
け
て
い
き
た

い
こ
と
を
中
心
に
ま
と
め
さ

せ
る
。
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五
　
成
果
と
展
望 

　

生
徒
は
こ
ち
ら
の
予
想
以
上
に
言
葉
に
つ
い
て
考
え
る
学
習
に
興
味
を
も
っ

て
取
り
組
ん
で
い
た
。
活
発
に
意
見
を
述
べ
る
生
徒
が
多
く
、
言
語
教
育
の
導

入
単
元
と
し
て
の
ね
ら
い
に
は
即
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
第
一
学
年
の
生
徒

に
と
っ
て
、
本
教
材
は
、
ス
ポ
ー
ツ
と
い
う
身
近
な
話
題
か
ら
言
葉
に
つ
い
て

認
識
を
深
め
る
う
え
で
適
し
た
教
材
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　

言
葉
の
使
用
例
を
探
す
際
、「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」「
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
」

「
携
帯
電
話
」
な
ど
、
メ
デ
ィ
ア
や
情
報
機
器
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
生
徒
も 

多
数
い
た
。
ま
た
、
言
葉
の
は
た
ら
き
と
し
て
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」 

や
「
情
報
の
受
信
と
発
信
」
に
関
心
を
向
け
て
い
る
生
徒
の
発
言
が
多
く
出
て 

き
た
の
が
印
象
的
で
、
情
報
化
社
会
に
生
き
る
中
学
生
の
感
性
に
ふ
れ
た
思
い

で
あ
っ
た
。
他
方
、
言
語
と
人
間
の
認
識
や
思
考
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、 

生
徒
の
理
解
を
十
分
に
導
け
な
か
っ
た
点
が
反
省
と
し
て
残
る
。
二
時
間
扱
い

に
し
て
、
も
っ
と
話
し
合
い
に
時
間
を
割
く
と
ど
の
よ
う
な
学
び
が
生
ま
れ
る

だ
ろ
う
か
。
今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
。
こ
れ
か
ら
も
、
日
常
の
生
活
と
国
語

の
学
習
を
通
じ
、
言
語
に
つ
い
て
感
覚
鋭
く
主
体
的
に
思
索
し
よ
う
と
す
る
生

徒
を
育
て
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

【
参
考
文
献
】

・
平
井
伯
昌
『
世
界
で
た
だ
一
人
の
君
へ
―
新
人
類
北
島
康
介
の
育
て
方
―
』

（
二
〇
〇
四
年
、
幻
冬
舎
）

・
田
嶋
幸
三
『「
言
語
技
術
」
が
日
本
の
サ
ッ
カ
ー
を
変
え
る
』（
二
〇
〇
七
年
、

光
文
社
）

生徒のワークシート
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ち
が
読
み
解
く
べ
き
は
、
日
常
で
あ
り
社
会
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
写
真

と
文
字
の
組
み
合
わ
さ
っ
た
表
現
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て

い
る
も
の
な
の
か
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
、
国
語
科
の
学
習
と
し
て
写
真
を
活

用
す
る
意
義
と
な
る
。

三
　
新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
写
真
」

　

そ
も
そ
も
新
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
は
、
写
真
を
国
語
科
で
扱
う
こ
と
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
小
学
校
の
新
学
習
指
導

要
領
に
は
、
第
三
学
年
お
よ
び
第
四
学
年
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
言

語
活
動
例
と
し
て
「
ウ　

図
表
や
絵
、
写
真
な
ど
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
を
基

に
話
し
た
り
、
聞
い
た
り
す
る
こ
と
。」
と
あ
り
、
既
に
写
真
が
読
み
取
り
の

対
象
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
様
に
第
三
学
年
お
よ
び
第
四
学
年
の

「
書
く
こ
と
」
の
言
語
活
動
例
に
、「
ウ　

収
集
し
た
資
料
を
効
果
的
に
使
い
、 

説
明
す
る
文
章
な
ど
を
書
く
こ
と
。」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
の
資
料
に
は
、「
例

え
ば
文
章
を
図
解
す
る
資
料
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
写
真
や
グ
ラ
フ
な
ど
を

具
体
的
に
解
説
し
た
文
章
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
文
章
と
図
表
な
ど
の
資

料
と
が
相
互
に
密
接
な
関
連
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
識
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
が
大
切
と
な
る
。」（『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
』）と
あ
り
、

小
学
校
段
階
に
お
け
る
写
真
活
用
が
多
く
の
場
面
で
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

一
　
は
じ
め
に

　

連
載
の
第
一
回
で
は
、
社
会
状
況
の
変
化
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
に
よ
る
新
た
な

国
語
観
の
導
入
、
そ
れ
に
伴
う
新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
言
語
活
動
の
充
実

の
観
点
か
ら
国
語
科
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
教
育
の
意
義
に
つ
い
て
説
明
し
、
そ

れ
ら
が
具
体
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
平
成
二
十
四
年
度
版
教
科
書
に
お
け
る

「
メ
デ
ィ
ア
と
表
現
」
を
紹
介
し
た
。
今
回
は
第
一
学
年
の
『
写
真
と
言
葉
が
生

み
出
す
世
界
―
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
入
門
』
の
中
か
ら
、「
詩
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー

へ
よ
う
こ
そ
」
の
具
体
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。（
本
誌
Ｐ
15
参
照
。）

二
　
写
真
と
言
葉

　

第
一
学
年
で
は
「
言
語
表
現
と
映
像
表
現
の
相
互
作
用
に
注
目
」
さ
せ
る
こ

と
を
ね
ら
い
と
し
、「
写
真
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
軸
に
、
学
習
活
動
を
組
み
立

て
て
い
る
。
写
真
を
使
っ
た
言
語
活
動
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
写
真
を
見

な
が
ら
作
文
を
書
い
た
り
、
新
聞
作
り
で
写
真
を
使
っ
た
り
な
ど
、
従
来
の
国

語
科
授
業
の
中
で
も
大
い
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
活

動
に
、
言
葉
と
写
真
が
一
体
化
さ
れ
た
表
現
物
と
し
て
「
読
む
」
と
い
う
観
点

は
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
我
々
の
日
常
に
あ
ふ
れ
る
表
現
物
を
読

み
の
対
象
と
し
て
見
て
い
こ
う
と
い
う
視
点
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
子
ど
も
た

国
語
科
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
教
育
の
意
義

佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
准
教
授　

羽は

田だ　

潤じ
ゅ
ん　

連
載
2
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が
融
合
さ
れ
ひ
と
つ
の
統
一
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
も
つ
も
の
を
、
写
真
と
言

葉
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
視
点
を
こ
こ
で
は
育
み
た
い
。

　

同
時
に
、
例
え
ば
、
①
「
詩
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
へ
よ
う
こ
そ
」
は
、
新
た
な
詩

の
読
解
学
習
の
提
案
で
も
あ
る
。
学
習
の
方
法
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
目
標
設

定
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

◆
詩
と
写
真
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
自
ら
の
詩
の
読
み
を
鮮
明
に
捉
え
直
す
。

（
読
む
こ
と
）

　

国
語
科
メ
デ
ィ
ア
学
習
と
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
学
習
で
も
あ
る
し
、
メ
デ
ィ
ア

を
活
用
し
た
言
葉
の
学
習
で
も
あ
る
。
特
に
、
後
者
は
、
中
学
生
の
生
き
生
き

と
し
た
言
語
活
動
を
引
き
出
す
う
え
で
重
要
な
視
点
で
あ
る
。

　
（
二
）
学
習
活
動
の
流
れ

１　

全
文
を
通
読
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
理
解
し
、
身
近
な
メ

デ
ィ
ア
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

２　

詩
と
写
真
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
、
い
ち
ば
ん
合
っ
て
い
る
も
の
を
選
び
、
そ

の
理
由
に
つ
い
て
話
し
合
う
。（
①
「
詩
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
へ
よ
う
こ
そ
」）

３　

写
真
と
文
章
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
そ
の
時
の
効
果
に
つ
い
て

ノ
ー
ト
に
ま
と
め
る
。（
②
「
言
葉
と
写
真
の
か
か
わ
り
を
楽
し
む
」）

４　

一
枚
の
写
真
か
ら
生
ま
れ
る
多
様
な
言
葉
の
世
界
を
創
作
し
、
写
真
と
文
章

の
関
係
に
つ
い
て
話
し
合
う
。（
③
「
言
葉
の
万
華
鏡
―
一
枚
の
写
真
か
ら
」）

　

本
教
材
を
全
て
通
し
て
行
お
う
と
す
る
場
合
の
設
定
は
、
全
四
時
間
と
し
て

い
る
。
と
は
い
え
、
全
て
の
教
材
を
通
し
て
行
わ
な
く
て
も
学
習
は
可
能
で
あ

わ
か
る
。
中
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
、
第
二
学
年
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
」
の
指
導
事
項
に
「
ウ　

目
的
や
状
況
に
応
じ
て
、
資
料
や
機
器
な
ど
を
効

果
的
に
活
用
し
て
話
す
こ
と
。」
と
あ
り
、
解
説
で
は
、「
グ
ラ
フ
や
表
、
写
真

や
図
な
ど
を
取
り
入
れ
た
分
か
り
や
す
い
資
料
作
り
の
工
夫
が
大
切
で
あ
る
。」

（『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
』）
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
、
写

真
は
既
に
活
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
小
学
校
、

中
学
校
の
い
ず
れ
も
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
活
動
に
「
写
真
」
の
文
言
が
記
載

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
写
真
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
理
解
を
ふ

ま
え
る
こ
と
が
言
語
活
動
を
充
実
さ
せ
て
い
く
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

四
　『
写
真
と
言
葉
が
生
み
出
す
世
界
―
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
入
門
』

　

本
教
材
は
、
①
「
詩
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
へ
よ
う
こ
そ
」、
②
「
言
葉
と
写
真
の
か

か
わ
り
を
楽
し
む
」、
③
「
言
葉
の
万
華
鏡
―
一
枚
の
写
真
か
ら
」
の
三
つ
の 

学
習
活
動
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
（
一
）
教
材
目
標

◆
写
真
と
言
葉
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
。（
読
む
こ
と
）

◇
写
真
と
言
葉
を
組
み
合
わ
せ
た
作
品
の
創
作
に
取
り
組
む
。（
言
語
活
動
へ
の
関

心
・
意
欲
・
態
度
）

　

教
材
名
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
写
真
と
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
が
教
材
全
体
を

貫
く
言
語
活
動
と
な
る
。
学
習
活
動
①
が
詩
と
写
真
、
②
が
説
明
文
と
写
真
、 

③
が
多
様
な
言
語
表
現
と
写
真
で
あ
る
。「
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
入
門
」と
し

て
、
日
常
的
・
社
会
的
言
語
表
現
に
分
け
入
る
視
点
、
つ
ま
り
、
写
真
と
言
葉



−14−

た
り
く
る
？
」
と
い
う
発
問
は
、
そ
の
選
択
意
識
を
他
者
に
説
明
す
る
も
の
と

し
て
、
自
分
の
読
み
を
鮮
明
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
（
二
）
写
真
詩
と
い
う
表
現
形
態

　

写
真
詩
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
詩
人
と
写
真
家
が
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て

作
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
す
で
に
あ
る
詩
に
写
真
を
つ
け
る
も
の
、
写
真
も
詩
も

両
方
ひ
と
り
で
創
作
す
る
も
の
も
あ
る
。
詩
が
も
つ
言
葉
の
力
と
写
真
が
も
つ

視
覚
的
表
現
の
力
と
が
「
化
学
変
化
」
を
起
こ
す
こ
と
で
、
単
独
で
は
味
わ
い

え
な
い
魅
力
が
発
揮
さ
れ
る
表
現
形
態
で
あ
る
。

　

ま
ど
・
み
ち
お
氏
の
詩
集
に
も
、
写
真
詩
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
も
の
が

あ
る
。
こ
の
「
ボ
タ
ン
」
も
ま
た
、
そ
う
し
た
一
編
で
あ
る
。
学
習
者
は
、
日
々

の
読
書
生
活
の
中
で
、
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
詩
の
言
葉
の
共
鳴
に
あ
た
り
ま

え
の
よ
う
に
出
会
っ
て
い
る
。
本
教
材
は
、
四
と
お
り
の
写
真
詩
（
こ
こ
で
は

詩
の
ポ
ス
タ
ー
）
を
比
べ
る
こ
と
で
、
日
々
営
ま
れ
て
い
る
自
分
の
読
む
生
活

そ
の
も
の
を
自
覚
的
に
捉
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
と
と
も
に
、
詩
の
言
語
の

新
た
な
魅
力
を
再
発
見
す
る
縁
と
な
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

　
（
三
）
詩
の
ポ
ス
タ
ー
を
読
む

　

で
は
四
つ
の
詩
の
ポ
ス
タ
ー
を
読
ん
で
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
は
、
右
上
か
ら
。
ボ
タ
ン
と
は
、
い
わ
ゆ
る
洋
服
な
ど
の
前
を
留
め
る

際
に
使
わ
れ
る
ボ
タ
ン
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、「
せ
か
い
で　

一
ば
ん
み
じ
か

い
／
ト
ン
ネ
ル
を
／
で
た
り
は
い
っ
た
り　

す
る
の
が
／
し
ご
と
の
…
」
で
わ

か
る
。
写
真
は
、
そ
の
ボ
タ
ン
が
縫
い
付
け
ら
れ
る
場
面
を
、
針
を
持
つ
指
と

と
も
に
ア
ッ
プ
で
写
し
出
し
て
い
る
。「
ボ
タ
ン
」
は
最
後
に
「
宇
宙
」
に
ま
で

世
界
が
広
が
る
、
哲
学
的
な
問
い
か
け
を
も
つ
詩
で
あ
る
。
対
し
て
、
ボ
タ
ン

る
。
い
ず
れ
も
、
写
真
を
活
用
す
る
こ
と
で
言
葉
の
魅
力
を
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
る
学
習
活
動
の
提
案
で
あ
り
、
ど
れ
か
一
つ
の
教
材
の
み
で
行
う
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
学
習
を
意
識
し
た
場
合
の
評
価
規
準
例
に
つ
い
て

は
次
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
が
、
例
え
ば
詩
の
学
習
と
し
て
展
開
す
る
場
合

は
「
読
む
こ
と
」
の
評
価
規
準
も
併
せ
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
（
三
）
評
価
規
準
例　
＊
〔　

〕
内
は
学
習
指
導
要
領
と
の
対
応

・
本
や
文
章
な
ど
か
ら
必
要
な
情
報
を
集
め
る
た
め
の
方
法
を
身
に
つ
け
、
写
真

と
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
必
要
な
情
報
を
読
み
取
っ
て
い
る
。〔
指
導
事
項
Ｃ

（
１
）
カ
〕

・
写
真
と
言
葉
な
ど
と
の
関
連
を
考
え
な
が
ら
、
文
章
を
読
ん
だ
り
、
創
作
に
取

り
組
ん
だ
り
し
て
い
る
。〔
言
語
活
動
例
Ｃ
（
２
）
イ
〕

　

本
誌
で
は
「
詩
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
へ
よ
う
こ
そ
」
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
。

五
　「
詩
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
へ
よ
う
こ
そ
」

　
（
一
）
詩
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
目
的

　

教
材
名
の
と
お
り
、
こ
こ
は
、
新
た
な
詩
の
読
解
学
習
の
た
め
の
コ
ー
ナ
ー

で
あ
る
。
紙
面
を
広
げ
た
と
た
ん
に
広
が
る
四
つ
の
詩
の
世
界
。「
ボ
タ
ン
」
と

い
う
詩
は
同
じ
な
の
に
、
組
み
合
わ
さ
れ
た
写
真
が
違
う
だ
け
で
ず
い
ぶ
ん
印

象
が
違
っ
て
見
え
る
、ま
さ
に「
化
学
変
化
」が
起
き
て
い
る
。そ
う
し
た
学
習

者
の
ち
ょ
っ
と
し
た
驚
き
を
す
く
い
上
げ
、「
さ
あ
、
み
ん
な
だ
っ
た
ら
、
ど
れ

が
い
ち
ば
ん
ぴ
っ
た
り
く
る
だ
ろ
う
か
？
」
と
問
い
か
け
る
。
学
習
者
の
選
択

意
識
は
、
四
つ
の
ポ
ス
タ
ー
と
の
出
会
い
の
時
点
で
始
ま
っ
て
い
る
。「
ぴ
っ 
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付
け
は
具
体
的
で
、
生
活
的
で
、
身
近
な
世
界
を
表
現
し
て
い
る
。
誰
も
が
経

験
し
う
る
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、「
ボ
タ
ン
」
を
巡
る
自
身
の
思
い
出 

を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
の
が
こ
の
詩
の
ポ
ス
タ
ー
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

左
上
の
写
真
は
、
ト
ン
ネ
ル
の
縁
取
り
と
そ
の
下
に
並
ぶ
四
人
の
影
、
そ
し

て
そ
の
向
こ
う
に
広
が
る
明
る
い
自
然
に
満
ち
た
世
界
が
印
象
的
な
詩
の
ポ
ス

タ
ー
で
あ
る
。
ト
ン
ネ
ル
は
行
き
来
す
る
物
語
を
つ
な
ぐ
象
徴
で
あ
り
、
そ
こ

に
立
つ
子
ど
も
た
ち
は
、
物
語
の
舞
台
へ
と
足
を
進
め
よ
う
か
と
い
う
状
況
で

あ
る
。
ボ
タ
ン
も
ま
た
、
服
を
着
る
、
脱
ぐ
、
と
い
う
行
為
に
立
ち
会
う
と
い

う
意
味
で
、
内
と
外
を
つ
な
ぐ
象
徴
的
な
存
在
と
も
い
え
る
。
ト
ン
ネ
ル
の
写

真
と
融
合
す
る
こ
と
で
、「
ボ
タ
ン
」
の
も
つ
冒
険
物
語
的
な
世
界
観
が
強
く 

浮
き
上
が
っ
て
く
る
の
が
こ
の
詩
の
ポ
ス
タ
ー
な
の
で
あ
る
。

　

右
上
の
写
真
の
ボ
タ
ン
は
丸
く
、
ま
た
ト
ン
ネ
ル
の
写
真
も
縁
取
り
が
丸
い
。

ボ
タ
ン
と
は
丸
い
も
の
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
円
と
は 

完
結
し
た
形
状
を
も
つ
も
の
と
し
て
古
来
よ
り
完
全
な
る
も
の
の
象
徴
で
も
あ

る
。
そ
れ
ら
円
を
代
表
す
る
も
の
の
一
つ
が
月
で
あ
る
。
右
下
の
詩
の
ポ
ス

タ
ー
は
、
そ
の
月
を
正
面
か
ら
捉
え
、
そ
の
丸
み
の
中
に
「
ボ
タ
ン
」を
収
め
た
。

「
宇
宙
に
と
っ
て
ボ
タ
ン
は
な
に
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
最
後
の
問
い
か
け

は
、
こ
れ
ま
で
の
「
ボ
タ
ン
」
の
物
語
を
一
気
に
拡
大
し
て
い
く
効
果
を
も
つ
。

ボ
タ
ン
、
月
と
い
っ
た
丸
い
も
の
が
、
我
々
人
類
や
世
界
に
と
っ
て
、
ど
の
よ

う
な
存
在
で
あ
る
の
か
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
組
み
合
わ
せ
と
い
え
よ
う
。

　

丸
い
も
の
と
い
え
ば
、「
瞳
」
も
そ
う
で
あ
る
。
左
下
は
、
少
年
の
瞳
を
、
目

線
を
強
く
感
じ
る
写
真
で
あ
る
。「
ボ
タ
ン
」
は
、
ボ
タ
ン
の
存
在
を
定
義
し 

な
が
ら
も
、
最
後
に
は
ボ
タ
ン
と
は
何
か
？　

と
問
い
か
け
る
詩
で
あ
る
。
問

101

写真と言葉が生み出す世界

ま
ど
・
み
ち
お

　詩
人
。
主
な
詩
集
に
『
ま
ど
・
み
ち
お
詩
の
本
―
ま
ど
さ
ん
１００
歳さ
い

１００
詩
集
』『
の
ぼ
り
く
だ
り
の
…
』『
逃に

げ
の
一
手
』
な
ど
が
あ
る
。

《
出
典
》『
ま
ど
・
み
ち
お
全
詩
集
』
に
よ
っ
た
。

学
習
活
動
１

　あ
な
た
の
心
に
い
ち
ば
ん
ぴ
っ
た
り
く
る
詩
の
ポ
ス
タ
ー
は
ど

れ
で
す
か
。
ペ
ア
に
な
っ
て
、
そ
の
理
由
を
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

●
メ
デ
ィ
ア
と
表
現
● 

言
語
表
現
と
映
像
表
現
の
相そ

う

互ご

作
用
に
注
目
し
よ
う
。

写
真
と
言
葉
が
生
み
出
す
世
界
―
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
入
門

詩のギャラリーへようこそ

100

　い
つ
も
読
ん
だ
り
書
い
た
り
し
て
い
る
文
字
と
、
な
に
げ
な
く
見
て
い
る
写

真
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特と

く

徴ち
ょ
う

的
な
や
り
方
で
、
伝
え
た
い
事こ

と

柄が
ら

を
表
現
し
、
私わ

た
した

ち

に
語
り
か
け
て
き
ま
す
。
文
字
で
書
か
れ
た
詩
や
文
章
が
、
写
真
と
い
う
異
な

る
表
現
方
法
と
い
っ
し
ょ
に
な
る
と
、
ど
ん
な
化
学
変
化
が
生
ま
れ
る
か
、
体
験

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

・・・・５

「詩のギャラリーへようこそ」（第１学年P100-101）
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学
習
展
開
例

⑴
写
真
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
紹
介
し
、
詩
の
ポ
ス
タ
ー
を
作
る
こ
と
を

提
案
す
る
。

⑵
教
科
書
を
開
か
せ
、
四
つ
の
詩
の
ポ
ス
タ
ー
を
見
せ
る
。

⑶
教
科
書
の
四
つ
の
ポ
ス
タ
ー
の
う
ち
、
ど
の
ポ
ス
タ
ー
が
「
心
に
い
ち
ば
ん

ぴ
っ
た
り
く
る
」
か
を
考
え
さ
せ
る
。（
個
人
→
グ
ル
ー
プ
）

⑷
発
表
を
行
い
、
誰
の
理
由
が
最
も
説
得
力
が
あ
っ
た
か
に
注
目
し
な
が
ら
、
最

終
的
な
自
分
の
意
見
を
ま
と
め
る
。

発
展
学
習

⑸
詩
の
ポ
ス
タ
ー
を
創
作
す
る
。

例
１　
「
ボ
タ
ン
」
に
合
っ
た
写
真
を
新
た
に
探
す
。
ま
た
は
撮
影
す
る
。

例
２　

自
分
の
好
き
な
「
詩
」
を
選
び
、
そ
れ
に
合
っ
た
写
真
を
選
ぶ
。

例
３　

詩
を
創
作
し
、
写
真
を
選
び
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
詩
の
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
す
る
。 

六
　
終
わ
り
に

　

新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
は
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
見
方
が
ず
い
ぶ

ん
変
わ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
学
習
す
る
の
も
メ
デ
ィ
ア
学
習
で
は
あ
る

が
、
今
回
の
よ
う
に
、
詩
と
い
う
言
葉
の
芸
術
を
写
真
と
の
組
み
合
わ
せ
の
中

で
再
発
見
し
て
い
く
と
い
う
の
も
メ
デ
ィ
ア
学
習
の
も
つ
可
能
性
の
一
つ
で
あ

る
。
読
解
行
為
と
い
う
表
れ
に
く
い
も
の
を
顕
在
化
し
て
い
く
た
め
の
方
法
と

し
て
、
ま
た
、
写
真
と
言
葉
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
効
果
を
意
識
す
る
も
の
と
し

て
、「
詩
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
の
学
習
活
動
を
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

い
か
け
ら
れ
た
読
み
手
は
、
そ
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
簡
単

に
答
え
が
出
る
問
い
で
は
な
い
。
写
真
の
少
年
は
、
問
い
か
け
る
少
年
で
も
あ

り
、
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
少
年
で
も
あ
る
。「
ボ
タ
ン
」
が
も
つ
問
い
と
答

え
を
頭
の
中
の
宇
宙
で
必
死
に
考
え
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　

読
解
し
た
内
容
を
表
現
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
特
に
他
者
に
わ
か
る
よ
う
に

伝
え
よ
う
と
す
る
と
言
葉
が
出
て
こ
な
い
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、「
な
ぜ
ぴ
っ

た
り
く
る
の
か
？
」
と
問
わ
れ
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
化
学
変
化
が
起
き
て

い
る
の
か
を
自
分
の
印
象
と
あ
わ
せ
て
考
え
て
い
く
と
、「
読
み
」
の
言
葉
が

具
体
的
に
出
て
く
る
効
果
が
あ
る
。
自
ら
の
読
み
が
、
写
真
詩
を
使
う
こ
と
で

他
者
と
共
有
し
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
（
四
）
学
習
展
開

　

年
間
指
導
計
画
と
し
て
は
一
時
間
の
設
定
で
あ
る
。
紙
面
を
開
い
た
時
の
第

一
印
象
を
大
切
に
し
た
授
業
を
行
い
た
い
。
導
入
と
し
て
の
、
紙
面
を
開
か
せ

る
タ
イ
ミ
ン
グ
と
、
発
問
を
投
げ
か
け
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
重
要
で
あ
る
。
何
か

を
選
ぶ
と
い
う
行
為
は
、
基
本
的
に
ワ
ク
ワ
ク
す
る
も
の
で
あ
る
。「
文
字
だ

け
の
『
ボ
タ
ン
』
を
読
む
→
『
詩
の
ポ
ス
タ
ー
』
を
読
む
」
や
、「
写
真
だ
け
を

読
む
」
と
い
う
活
動
も
考
え
ら
れ
る
が
、 

前
者
は
文
字
だ
け
の
「
ボ
タ
ン
」
か

ら
始
め
て
し
ま
う
と
ワ
ク
ワ
ク
感
が
弱
ま
っ
て
し
ま
う
し
、
後
者
は
本
教
材
の

学
習
活
動
③
「
言
葉
の
万
華
鏡
―
一
枚
の
写
真
か
ら
」
の
ほ
う
が
適
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
教
科
書
紙
面
を
最
大
限
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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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
二
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



−18−

二
　「
事
実
」
と
「
意
見
」
を
区
別
す
る
能
力

　

情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
の
よ
う
な
、
情
報
を
読
み
、
発
信
す
る
能
力
が
必
要
と
な

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
中
学
一
年
生
の
段
階
で
そ
の
能
力
を
つ
け
る

場
合
、
基
礎
と
な
る
能
力
の
一
つ
と
し
て
「
事
実
」
と
「
意
見
」
の
区
別
が
あ

げ
ら
れ
る
。「
事
実
」
と
「
意
見
」
を
区
別
す
る
こ
と
で
、
情
報
を
読
み
判
断
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
し
、
自
分
が
発
信
者
と
な
っ
た
と
き
に
、
わ
か

り
や
す
く
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
社

会
や
日
常
生
活
に
役
立
つ
国
語
力
に
結
び
つ
い
て
い
く
基
礎
技
能
・
能
力
と
し

て「
事
実
」
と「
意
見
」
を
区
別
し
て
話
す
能
力
を
養
う
実
践
を
提
案
し
た
い
。

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

　
（
一
）
指
導
事
項
と
の
関
連

　
「
事
実
」
と
「
意
見
」
を
区
別
す
る
と
い
う
点
で
は
、
新
学
習
指
導
要
領
に
お

い
て
は
、
第
一
学
年
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
指
導
事
項
に
「
イ　

全

体
と
部
分
、
事
実
と
意
見
と
の
関
係
に
注
意
し
て
話
を
構
成
し
、
相
手
の
反
応

を
踏
ま
え
な
が
ら
話
す
こ
と
。」
と
あ
る
。

　
（
二
）
言
語
活
動
の
設
定
と
そ
の
意
義

　

新
版
教
科
書
の
第
一
学
年
の
『
事
実
と
意
見
を
区
別
し
て
話
す
』
で
は
、
通

学
路
の
安
全
マ
ッ
プ
を
も
と
に
、
注
意
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
場
所
な 

ど
に
つ
い
て
報
告
す
る
活
動
を
行
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
単
な
る
事
実
の
報

告
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
意
見
や
判
断
が
含
ま
れ
る
「
報
告
」
で
も
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
教
材
で
学
習
す
る
こ
と
で
、
意
識
し
て
い
な
か
っ

た
「
事
実
」
と
「
意
見
」
の
区
別
を
意
識
化
・
自
覚
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
お
け
る
場
面

　

社
会
生
活
の
中
で
は
、
出
張
や
研
修
を
行
っ
た
場
合
な
ど
、
収
集
し
た
情
報

に
つ
い
て
報
告
す
る
こ
と
が
あ
る
。
一
般
に
、
報
告
は
、
得
ら
れ
た
情
報
と
そ

れ
に
対
す
る
考
察
を
含
め
て
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
私
た
ち
は
日
常
的
に
ニ
ュ
ー 

ス
や
報
道
と
し
て
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
「
報

告
」
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
。
身
近
な
学
校
生
活
で
考
え
て
み
る
と
、
総
合

的
な
学
習
の
時
間
な
ど
で
は
、
調
べ
た
内
容
を
整
理
し
て
発
表
す
る
と
い
う
活

動
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
報
告
を
行
う
こ
と
も
多
い
。

　

中
学
生
は
、
す
ぐ
に
出
張
を
し
た
り
ニ
ュ
ー
ス
報
道
の
場
に
つ
い
た
り
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
を
と
お
し
て
、

社
会
で
必
要
な
能
力
を
育
成
す
る
場
面
を
経
験
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
事
実
」と「
意
見
」を

区
別
し
て
話
す
必
要
性

︱
︱
安
全
マ
ッ
プ
を
も
と
に
わ
か
り
や
す
く
報
告
す
る

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　

日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
役
立
つ
国
語
と
は
①

【
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
　
第
一
学
年
】
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第
一
時
「『
事
実
』
と
『
意
見
』
の
区
別
に
つ
い
て
知
る
。」

〈
導
入
〉

・
教
科
書
教
材
の
「
発
表
例
」
を
も
と
に
、「
事
実
」
と
「
意
見
」
に
つ
い
て

学
習
す
る
こ
と
を
提
示
す
る
。

〈
展
開
〉

　

・「
発
表
例
」
に
つ
い
て
、
抜
き
出
し
た
り
、
傍
線
を
引
い
た
り
す
る
な
ど
し

て
、「
事
実
」
と
「
意
見
」
を
分
け
る
。「
事
実
」
と
「
意
見
」
が
ど
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
を
知
り
、
わ
か
り
や
す
さ
と
わ
か
り
に
く
さ
に

つ
い
て
理
解
す
る
。

　
　
　

例　
「
危
な
い
の
で
、
街
灯
を
も
う
少
し
増
や
す
べ
き
だ
と
考
え
ま

す
。」
と
い
う
部
分
で
は
、「
の
で
」
と
い
う
理
由
と
と
も
に
、「
べ

き
」
や
「
考
え
る
」
と
い
う
意
見
を
示
す
文
末
表
現
が
あ
る
。

〈
ま
と
め
〉

・
グ
ル
ー
プ
や
各
自
で
考
え
た
こ
と
や
出
た
意
見
を
発
表
し
、
こ
の
「
発
表

例
」
に
つ
い
て
の
理
解
を
共
有
す
る
。

第
二
時
「
実
際
の
報
告
に
よ
っ
て
、
わ
か
り
や
す
さ
と
わ
か
り
に
く
さ
を
知
る
。」

〈
導
入
〉

・
教
科
書
教
材
の
図
を
参
考
に
し
て
、
安
全
マ
ッ
プ
の
報
告
を
す
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
マ
ッ
プ
上
に
追
加
情
報
を
書
き
加
え
て
も
か
ま
わ
な
い
。
ま

た
、
自
分
た
ち
の
身
近
な
地
図
な
ど
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
も
と
に
す
る
。

〈
展
開
〉

・
自
分
の
考
え
た
報
告
を
、
グ
ル
ー
プ
内
で
交
互
に
発
表
す
る
。
聞
き
手
は

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

【
教
材
名
】　
「
事
実
と
意
見
を
区
別
し
て
話
す
」（
新
版
教
科
書　

第
一
学
年
）

【
学
習
目
標
】

◆
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

　

事
実
と
意
見
を
区
別
し
て
、
話
を
構
成
す
る
。〔
話
す
こ
と
・
聞
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

　

話
す
と
き
の
文
末
表
現
に
気
を
つ
け
る
。〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の

特
質
に
関
す
る
事
項　

イ-

オ
〕

◇
国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度

　

身
近
な
話
題
に
つ
い
て
、
図
な
ど
を
も
と
に
し
て
話
す
。

【
授
業
の
流
れ
】（
全
五
時
間
）

　

第
一
時　

安
全
マ
ッ
プ（
本
誌
Ｐ
20
参
照
）を
も
と
に
、
危
険
箇
所
な
ど
に
つ

い
て
報
告
す
る
際
の「
事
実
」と「
意
見
」の
分
け
方
を
理
解
す
る
。

　

第
二
時　

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
安
全
マ
ッ
プ
に
つ
い
て
報
告
し
合
い
、
わ
か
り

や
す
さ
な
ど
の
観
点
に
つ
い
て
質
問
し
合
う
こ
と
で
共
有
す
る
。

　

第
三
時　

第
二
時
で
の
聞
き
と
り
メ
モ
や
発
表
メ
モ
を
も
と
に
、「
事
実
」
と

「
意
見
」
を
区
別
し
、
発
表
の
構
成
を
組
み
直
す
。

　

第
四
時　

わ
か
り
や
す
く
組
み
直
さ
れ
た
発
表
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
ご
と

に
発
表
し
、
よ
り
よ
い
報
告
を
理
解
し
表
現
す
る
。

　

第
五
時　

自
作
の
校
内
安
全
マ
ッ
プ
な
ど
を
作
り
、
報
告
の
仕
方
を
考
え
る
。

【
授
業
の
実
際
】

　

本
稿
で
は
、
第
一
、
二
、
三
時
の
指
導
内
容
例
に
つ
い
て
示
す
。
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メ
モ
を
取
り
な
が
ら
、
わ
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
や
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ

に
つ
い
て
確
認
す
る
。

・
発
表
さ
れ
た
報
告
に
つ
い
て
、
質
問
を
挟
む
こ
と
で
、
不
明
確
な
点
を
明

ら
か
に
し
、「
事
実
」
と
「
意
見
」
に
つ
い
て
区
別
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

・
下
段
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
使
い
、
話
し
手
と
聞
き
手
が
相
互
補
完

的
に
他
者
と
関
わ
る
よ
う
に
す
る
。
質
問
を
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
事

実
」
と
「
意
見
」
に
つ
い
て
自
覚
的
に
な
る
と
同
時
に
、
聞
き
手
に
と
っ

て
わ
か
り
や
す
い
表
現
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
考
え
な
が
ら
話
を
組
み
立

て
る
一
助
と
す
る
。

・「
事
実
」
と
「
意
見
」
の
確
認
以
外
の
質
問
も
考
え
ら
れ
る
が
、混
同
し
そ

う
に
な
っ
た
場
合
や
、
不
適
切
な
質
問
に
つ
い
て
は
、
第
一
時
で
行
っ
た

「
事
実
」
と
「
意
見
」
の
区

別
に
戻
っ
て
確
認
し
、
わ

か
り
や
す
い
報
告
の
た
め

の
区
別
と
い
う
原
点
に
戻

る
。

〈
ま
と
め
〉

・
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
い
と
こ
ろ

を
取
り
入
れ
て
自
分
の
報

告
に
役
立
て
る
こ
と
を
理

解
し
、
次
時
に
は
構
成
し

直
す
こ
と
を
知
る
。

151

事実と意見を区別して話す

5 1015

は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
次
ペ
ー
ジ
の
発
表
例
の

「
縦
一
列
に
な
っ
て
歩
き
ま
し
ょ
う
。」「
街
灯
を
も
う
少
し
増
や
す

べ
き
だ
」「
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。」
な
ど
は
、
全す
べ

て
意
見
で
あ
る
。

文
末
表
現
に
気
を
つ
け
る

　「
事
実
」
は
、
文
末
を
は
っ
き
り
と
「
…
…
た
」「
…
…
だ
」「
…

…
ま
す
」「
…
…
で
す
」
と
言
い
切
り
、「
意
見
」
は
「
…
…
べ
き
だ
」

「
…
…
と
考
え
る
」「
…
…
ま
し
ょ
う
」
な
ど
に
な
る
。

　「
横
に
並
ん
で
歩
い
て
い
る
人
も
い
て
、
と
て
も
危
な
い
」
は
事

実
か
意
見
か
。「
と
思
う
」
な
ど
を
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
表
現
は
「
意

見
」
で
あ
る
。
ま
た
、
相
手
の
こ
と
を
考
え
て
、
丁て
い

寧ね
い

な
言
葉
「
で

す
」「
ま
す
」
を
使
お
う
。
ま
た
、
疑
問
は
「
…
…
で
す
か
」「
違ち
が

い

ま
す
か
」
と
聞
こ
う
。

話
す
順
番
を
考
え
て
、
話
を
組
み
立
て
る

　学
校
の
近
く
か
ら
説
明
を
始
め
る
の
か
、
危
険
と
思
わ
れ
る
順
に

話
す
の
か
、
そ
れ
と
も
、
よ
り
多
く
の
友
達
が
通
る
と
こ
ろ
か
ら
始

め
る
の
か
。
説
明
を
す
る
と
き
に
は
、
図
や
表
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に

飛
ん
で
説
明
す
る
と
わ
か
り
に
く
く
な
る
。
説
明
す
る
順
番
に
注
意

し
て
話
を
組
み
立
て
よ
う
。

151

駐車場に出入りする
車に注意

大型用品店

コンビニエンス
ストア

東公園

ガードレールなし
歩道と車道の段差なし

駐車場に出入りする
車に注意

ちゅうしゃじょうちゅうしゃじょう

市立病院

東　中

危

危

サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド

危

危

サイクリングロード
からの合流地点

サイクリングロード
からの合流地点

橋の上，街灯なく
暗い
橋の上，街灯なく
暗い

私の家
わたし

２３

安全マップの例

報
告
内
容

質　
　

問

答　
　

え

ワークシート例

・
私
は
先
日
、
祖
父
の

お
見
舞
い
に
市
立
病

院
に
行
き
ま
し
た
。

・
東
公
園
の
先
の
信
号

は
、
変
わ
る
の
が
と

て
も
速
く
、
急
い
で

渡
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

評
価
・
観
点

・
ま
ち
が
っ
た
「
事
実
」
は
な
い
か
。

・「
事
実
」
と
「
意
見
」
が
分
か
れ
て
い
る
か
。

・
文
末
な
ど
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
。

・
図
な
ど
の
説
明
は
わ
か
り
や
す
い
か
。

・
聞
き
手
へ
対
応
し
て
い
る
か
。　
　
　
　
　
　

な
ど

・
交
通
手
段
は
何
を

使
っ
た
の
で
す
か
。

・「
先
の
信
号
」
と
は

ど
こ
の
こ
と
で
す

か
。

・
ど
ち
ら
の
信
号
も
速

い
の
で
す
か
。

・
と
て
も
速
い
と
い
う

の
は
ど
の
く
ら
い
速

い
の
で
す
か
。

・
自
転
車
で
す
。

・
私
の
家
か
ら
病
院
に
向

か
う
途
中
で
、
大
通
り

を
渡
る
と
き
の
信
号
で

す
。

・
大
通
り
の
信
号
は
長
い

の
で
す
が
、
私
の
家
か

ら
大
通
り
を
渡
る
と
き

に
速
く
変
わ
り
ま
す
。

・
歩
い
て
渡
る
場
合
は
、

渡
り
終
わ
る
と
す
ぐ
に

点
滅
が
始
ま
っ
て
し
ま

う
く
ら
い
で
す
。
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ポ
ー
ト
を
書
い
て
も
、
そ
れ
は
出
張
報
告
と
は
異
な
る
。
そ
れ
で
は
、
社
会
生

活
と
は
結
び
つ
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
新
学
習
指
導
要
領
に
は
、
中
学
一
年
生

は
「
日
常
生
活
で
必
要
な
能
力
」
と
い
う
枠
組
み
で
目
標
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
次
の
段
階
と
し
て
社
会
生
活
を
見
す
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
、
第
二
、
第
三
学
年
と
進
む
に
し
た
が
っ
て
「
社
会
生
活
に
か
か
わ
る
こ

と
な
ど
に
つ
い
て
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
明
白
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
一
年
生
の
段
階
で
は
、
社
会
生
活
に
結
び
つ
く
た
め
の
基
礎
技
能
と
い

う
観
点
が
欠
か
せ
な
い
。
学
校
生
活
か
ら
学
習
場
面
を
想
定
す
る
と
、
総
合
的

な
学
習
の
時
間
や
学
校
行
事
で
の
活
動
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
学
校

生
活
か
ら
社
会
生
活
へ
と
移
行
し
て
い
く
時
期
の
基
礎
能
力
と
し
て
「
事
実
」

と
「
意
見
」
を
区
別
し
た
わ
か
り
や
す
い
報
告
と
い
う
学
習
活
動
を
組
ん
だ
。 

今
後
の
活
動
と
し
て
、
学
校
内
で
の
「
報
告
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
基
礎
技
能

を
い
つ
も
意
識
す
る
こ
と
が
わ
か
り
や
す
さ
や
明
確
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

本
学
習
活
動
で
は
ふ
れ
な
か
っ
た
が
、
発
展
的
な
学
習
と
し
て
は
、
意
図
的

に
「
事
実
」
と
「
意
見
」
を
混
在
さ
せ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
社
会
生
活
で

は
、
発
信
者
が
明
確
に
分
け
て
述
べ
て
く
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
混
在
し
た
情

報
を
読
み
解
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
混
在
を
意
図
的
に
引
き
起
こ
す
こ

と
で
、
い
か
に
見
分
け
る
か
と
い
う
ゲ
ー
ム
性
を
も
っ
た
学
習
活
動
も
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
は
「
質
問
」
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
質
問
を
的

確
に
す
る
こ
と
で
、
わ
か
り
や
す
さ
と
い
う
も
の
の
本
質
が
み
え
て
く
る
。

　

た
だ
し
、「
事
実
」
と
「
意
見
」
は
厳
密
な
区
別
の
し
に
く
さ
を
内
に
含
ん

で
い
る
た
め
に
、
意
図
的
混
在
に
よ
っ
て
、
学
習
者
が
混
乱
す
る
場
合
が
あ
る
。

本
稿
の
学
習
の
流
れ
に
は
含
め
ず
、
発
展
と
し
て
こ
こ
に
示
す
こ
と
に
し
た
。

第
三
時
「『
事
実
』
と
『
意
見
』
を
明
確
に
し
て
、
報
告
を
再
構
成
す
る
。」

〈
導
入
〉

・
前
時
の
自
分
の
発
表
を
振
り
返
り
、
わ
か
り
や
す
さ
の
観
点
を
確
認
す
る
。

前
時
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
見
せ
合
う
こ
と
で
、
自
分
の
発
表
の
よ
い
点
や

改
善
点
を
把
握
す
る
。

〈
展
開
〉

・
前
時
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
も
と
に
、
自
分
の
発
表
を
修
正
す
る
。
そ
の

際
に
、
文
末
表
現
に
注
意
し
た
り
、「
事
実
」
か
「
意
見
」
か
わ
か
り
に
く

い
と
こ
ろ
な
ど
を
修
正
し
た
り
す
る
。

・
最
後
の
修
正
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
順
番
で
話
せ
ば
よ
い
か
に
つ
い
て
、

再
構
成
し
、
順
番
に
も
気
を
つ
け
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
発
表
メ
モ
の
段

階
で
、
箇
条
書
き
に
し
た
り
、「
事
実
」
と
「
意
見
」
の
色
分
け
を
し
た
り

す
る
と
よ
い
。

・
前
時
の
グ
ル
ー
プ
と
は
別
の
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
そ
の
中
で
発
表
し
合
う
。

よ
い
報
告
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
点
が
よ
か
っ
た
か
に
つ
い
て
明
確

に
し
て
、
グ
ル
ー
プ
か
ら
推
薦
し
、
全
体
で
の
報
告
を
す
る
。

〈
ま
と
め
〉

・「
事
実
」
と
「
意
見
」
が
混
同
し
て
い
な
い
報
告
の
よ
さ
に
つ
い
て
、
全
員

で
共
有
し
、
報
告
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
す
る
。

五
　
日
常
生
活
や
社
会
生
活
で
の
活
用

　

中
学
一
年
生
の
授
業
で
は
、
直
接
社
会
人
が
経
験
す
る
よ
う
な
場
面
を
体 

験
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
遠
足
や
修
学
旅
行
の
紀
行
文
や
レ
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二
　
よ
り
よ
く
伝
え
る
た
め
に
必
要
な
言
葉
の
力

　

自
分
が
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
、
ま
ず
は
、「
自
分
が

思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
的
確
な
言
葉
を
用
い
て
表
現
す
る
力
」
が
必
要

で
あ
る
。
豊
か
な
言
葉
の
知
識
と
そ
の
活
用
力
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、

読
み
手
の
理
解
を
よ
り
よ
く
得
る
た
め
に
は
、「
ど
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
そ

う
思
っ
た
（
感
じ
た
）
の
か
、
な
ぜ
そ
う
思
っ
た
（
感
じ
た
）
の
か
を
表
現
す

る
力
」
も
求
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
を
単
に
羅
列
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

書
く
順
序
を
考
え
た
り
適
切
な
接
続
語
を
用
い
た
り
す
る
な
ど
と
い
っ
た
表
現

上
の
工
夫
を
行
う
力
も
必
要
で
あ
る
。

三
　
新
学
習
指
導
要
領
と
の
対
応
（
国
語
の
学
習
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
、
第
一
学
年
の
「
書
く
こ
と
」
の
「
記
述
に
関
す
る

指
導
事
項
」
と
し
て
、「
伝
え
た
い
事
実
や
事
柄
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
や
気

持
ち
を
根
拠
を
明
確
に
し
て
書
く
こ
と
。」
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
（
二
）
言
語
活
動
の
設
定
と
そ
の
意
義

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
自
分
が
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
よ
り
よ
く
読
み

手
に
伝
え
る
た
め
に
は
、
学
習
指
導
要
領
で
い
う
「
根
拠
」
な
ど
を
あ
わ
せ
て

示
す
必
要
が
あ
る
。
ひ
と
ま
と
ま
り
の
鑑
賞
文
を
書
く
こ
と
で
、「
思
っ
た
こ

と
や
感
じ
た
こ
と
」
と
そ
の
「
根
拠
」
を
的
確
な
言
葉
を
用
い
て
表
現
し
た
り
、

表
現
上
の
工
夫
に
よ
っ
て
「
明
確
に
」
し
た
り
す
る
力
な
ど
を
身
に
つ
け
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

一
　
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
伝
え
る

　

日
常
の
生
活
を
送
る
中
で
、
我
々
は
自
分
が
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を

言
葉
で
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
に
た
び
た
び
出
会
う
。
中
学
生
も
、

友
人
と
の
お
し
ゃ
べ
り
の
中
で
、「
昨
日
の
テ
レ
ビ
番
組
、
ど
う
思
っ
た
？
」 

と
聞
か
れ
た
り
、
授
業
で
友
人
の
発
表
に
つ
い
て
の
感
想
を
求
め
ら
れ
た
り
す

る
。
親
し
い
友
人
に
は
、「
お
も
し
ろ
か
っ
た
。」
と
い
っ
た
ご
く
簡
単
な
表
現

で
答
え
る
こ
と
が
適
切
な
場
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
返
答

で
は
、
自
分
が
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
十
分
相
手
に
伝
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。
で
は
、
例
え
ば
、「
鑑
賞
文
を
書
く
」
と
い
っ
た

場
面
に
お
い
て
、
自
分
が
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
よ
り
よ
く
読
み
手
に

伝
え
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
の
力
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。

自
分
が
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
、

よ
り
よ
く
相
手
に
伝
え
る
た
め
に
は

︱
︱
芸
術
作
品
な
ど
の
鑑
賞
文
を
書
く

筑
波
大
学
附
属
中
学
校
教
諭　

秋あ
き

田た　

哲て
つ

郎ろ
う　

日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
役
立
つ
国
語
と
は
②

【
書
く
こ
と
　
第
一
学
年
】
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第
二
次　

友
人
の
芸
術
的
な
作
品
の
中
で
、
最
も
心
に
残
っ
た
も
の
に
つ
い

て
、
鑑
賞
文
を
書
く
。（
一
時
間
）

　

第
三
次　

鑑
賞
文
を
交
流
し
、
他
の
鑑
賞
文
の
表
現
上
の
工
夫
に
着
目
し
、

自
ら
の
参
考
と
す
る
。（
〇・五
時
間
）

【
授
業
の
実
際
】

　

第
一
次
と
第
二
次
に
つ
い
て
示
す
こ
と
に
す
る
。

第
一
次
「
著
名
な
芸
術
作
品
を
鑑
賞
し
、
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
発

表
し
つ
つ
、
そ
れ
を
鑑
賞
文
に
し
て
よ
り
よ
く
読
み
手
に
伝
え
る
た
め
に
は
、

ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
か
を
考
え
る
。」

〈
導
入
〉

・
芸
術
作
品
の
鑑
賞
文
に
つ
い
て
、
書
い
た
こ
と
の
有
無
や
書
い
た
時
の
印

象
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

〈
展
開
〉

　

・
絵
画
な
ど
の
著
名
な
芸
術
作
品
を
生
徒
に
示
し
、
作
者
や
時
代
な
ど
、

知
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

　

・
鑑
賞
文
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
自
分
が
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
メ

モ
に
ま
と
め
る
。

　

・
自
分
が
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
よ
り
よ
く
読
み
手
に
伝
え
る
た
め

に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
か
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

　

・
鑑
賞
文
の
例
を
も
と
に
、
ど
の
よ
う
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い

て
考
え
る
。

　

日
常
生
活
の
中
で
「
鑑
賞
文
」
を
書
く
機
会
は
少
な
く
、「
鑑
賞
文
な
ん
て

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

【
教
材
名
】

　
　
「
友
人
の
芸
術
的
な
作
品
に
対
す
る
鑑
賞
文
を
書
こ
う
」（
第
一
学
年
）

【
学
習
目
標
】

◆
書
く
こ
と

　

友
人
の
芸
術
的
な
作
品
に
つ
い
て
、
自
分
が
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
、

そ
の
理
由
な
ど
と
と
も
に
、
読
み
手
に
よ
く
伝
わ
る
よ
う
に
表
現
す
る
。〔
書

く
こ
と
の
指
導
事
項　

ウ
〕

　

友
人
の
鑑
賞
文
を
読
み
、
そ
の
内
容
ば
か
り
で
は
な
く
表
現
の
工
夫
に
つ
い

て
も
着
目
し
、
自
ら
の
参
考
と
す
る
。〔
書
く
こ
と
の
指
導
事
項　

オ
〕

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

　

書
く
順
序
を
考
え
た
り
、
適
切
な
接
続
語
を
用
い
た
り
す
る
。〔
伝
統
的
な

言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項　

イ-

エ
〕

◇
国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度

　

自
分
が
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
よ
り
よ
く
相
手
に
伝
え
る
た
め
に
は
、

ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
か
を
考
え
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

【
授
業
の
流
れ
】（
全
三
・
五
時
間
）

　

第
一
次　

著
名
な
芸
術
作
品
を
鑑
賞
し
、
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
発

表
し
つ
つ
、
そ
れ
を
鑑
賞
文
に
し
て
よ
り
よ
く
読
み
手
に
伝
え
る

た
め
に
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
か
を
考
え
る
。（
二
時
間
）

※
文
化
祭
で
、
友
人
に
よ
る
絵
画
・
楽
器
の
演
奏
・
合
唱
・
演
劇
な
ど
の

芸
術
的
な
作
品
を
鑑
賞
す
る
。
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第
二
次
「
友
人
の
芸
術
的
な
作
品
の
中
で
、最
も
心
に
残
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、鑑

賞
文
を
書
く
。」

〈
導
入
〉

・
文
化
祭
の
印
象
を
話
し
合
う
。

　

次
の
「
何
が
最
も
心
に
残
っ
た
か
。」
を
考
え
る
作
業
に
つ
な
が
る
話
し
合
い

と
し
た
い
。

〈
展
開
〉

・
第
一
次
で
学
ん
だ
こ
と
を
復
習
す
る
。

・
文
化
祭
で
鑑
賞
し
た
友
人
の
芸
術
的
な
作
品
の
中
で
、
最
も
心
に
残
っ
た

も
の
を
選
び
、
自
分
が
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
メ
モ
に
ま
と
め
る
。

（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①
の
欄
）

・
メ
モ
を
も
と
に
、「
ど
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
」「
な
ぜ
」
そ
の
よ
う
に
思
っ

た
り
感
じ
た
り
し
た
か
を
加
え
る
。（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②
の
欄
）

　

第
一
次
と
同
様
に
、
ま
ず
は
芸
術
作
品
に
つ
い
て
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ

と
を
、
ご
く
短
く
、
漠
然
と
し
た
言
葉
で
表
現
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

批
判
的
な
も
の
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
個
人
を
攻
撃
し
た
り
見
下
し
た
り

す
る
よ
う
な
書
き
方
に
な
ら
な
い
よ
う
に
指
導
す
る
。
そ
の
う
え
で
、「
ど
の

よ
う
な
点
に
つ
い
て
」「
な
ぜ
」
を
書
く
作
業
に
移
ら
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

の
よ
う
な
指
示
だ
け
で
は
筆
の
動
か
な
い
生
徒
も
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

次
ペ
ー
ジ
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
示
し
た
よ
う
な
「
〜
に
つ
い
て
」「
な
ぜ
な
ら 

（
そ
れ
は
）
〜
か
ら
で
す
。」「
例
え
ば
〜
」「
〜
に
比
べ
て
」
な
ど
と
い
っ
た
言

葉
を
用
い
る
よ
う
に
指
示
す
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
気
づ
く

こ
と
自
体
が
重
要
な
学
習
で
あ
る
の
で
、
余
裕
が
あ
れ
ば
生
徒
に
考
え
さ
せ
る

ど
の
よ
う
に
書
け
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
。」
と
言
う
生
徒
も
多
い
。
し
か
し
、 

あ
る
物
事
に
つ
い
て
、
自
分
が
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
言
葉
で
説
明
す

る
機
会
は
多
い
は
ず
な
の
で
、
ま
ず
は
芸
術
作
品
に
つ
い
て
思
っ
た
こ
と
や
感

じ
た
こ
と
を
、
ご
く
短
く
、
漠
然
と
し
た
言
葉
で
表
現
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
め

る
。
そ
の
う
え
で
、
そ
れ
を
よ
り
よ
く
読
み
手
に
伝
え
る
た
め
に
必
要
な
こ
と

に
つ
い
て
意
見
交
換
さ
せ
た
い
。
あ
る
程
度
の
意
見
が
出
た
と
こ
ろ
で
芸
術
作

品
に
つ
い
て
の
鑑
賞
文
の
例
（
芸
術
作
品
に
つ
い
て
ふ
れ
た
文
章
や
指
導
者
が

作
成
し
た
文
章
）
を
示
し
、
先
の
意
見
交
換
で
出
た
意
見
の
確
認
や
、
気
づ
い

て
い
な
か
っ
た
点
の
発
見
、
ど
う
す
れ
ば
も
っ
と
よ
く
な
る
か
な
ど
に
つ
い
て

考
え
さ
せ
る
。
生
徒
か
ら
は
、
次
に
あ
げ
る
も
の
を
含
め
て
、
多
様
な
意
見
が

出
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
指
導
者
は
、
適
宜
、
生
徒
の
意
見
を
黒
板
に
整
理

し
た
り
、
意
見
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
例
を
示
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
生
徒
の

理
解
を
深
め
る
。

○
芸
術
作
品
の
ど
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
感
じ
た
り
思
っ
た
り
し
た
か
を
明

確
に
す
る
こ
と
。

○
な
ぜ
そ
う
思
っ
た
り
感
じ
た
り
し
た
か
の
理
由
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

〈
ま
と
め
〉

・
よ
り
よ
く
読
み
手
に
伝
え
る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
鑑
賞
文
を
書
く
。

　

自
ら
の
鑑
賞
文
が
芸
術
的
に
妥
当
か
ど
う
か
を
気
に
す
る
生
徒
も
い
る
と
思

わ
れ
る
。
今
回
の
学
習
は
、「
自
分
が
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
よ
り
よ
く

読
み
手
に
伝
え
る
た
め
に
何
が
必
要
か
。」
を
考
え
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と

し
た
国
語
の
学
習
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
。
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時
間
を
設
け
た
い
。
こ
の
「
ど
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
」「
な
ぜ
」
と
い
っ
た
こ

と
を
明
確
に
し
て
い
く
作
業
の
中
で
、
自
分
が
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
の

表
現
も
洗
練
さ
せ
て
い
く
よ
う
に
指
導
す
る
。

〈
ま
と
め
〉

・
鑑
賞
文
を
書
く
。（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
③
の
欄
）

　

感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
の
観
点
ご
と
に
段
落
を
分
け
た
り
、「
ま
た
」

「
次
に
」な
ど
の
接
続
語
を
用
い
た
り
、
書
く
順
序
を
考
え
た
り
し
な
が
ら
ひ
と

ま
と
ま
り
の
鑑
賞
文
と
し
て
完
成
さ
せ
る
。
読
み
手
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い

文
章
と
な
っ
て
い
る
か
を
強
く
意
識
さ
せ
る
。
指
導
者
は
個
別
に
支
援
を
行
う
。

五
　
日
常
生
活
へ
の
活
用
・
発
展
的
な
学
習

　

日
常
の
生
活
を
送
る
中
で
、
我
々
は
自
分
が
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を

説
明
す
る
場
面
に
た
び
た
び
出
会
う
が
、
思
わ
ず
根
拠
の
な
い
一
方
的
な
こ

と
を
言
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
言
葉
足
ら
ず
で
理
解
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
り
す

る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。「
ど
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
」「
な
ぜ
」
そ
の
よ
う
に

思
っ
た
り
感
じ
た
り
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
も
の
の
見
方

が
正
し
い
か
を
確
か
め
た
り
、
相
手
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
く
説
得
力
の
あ
る

表
現
が
行
え
た
り
す
る
と
考
え
る
。
ま
た
、「
〜
に
つ
い
て
」「
な
ぜ
な
ら
（
そ

れ
は
）
〜
か
ら
で
す
。」「
例
え
ば
〜
」「
〜
に
比
べ
て
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
は
、

説
明
的
な
文
章
な
ど
を
読
む
際
、
生
徒
に
着
目
さ
せ
た
い
言
葉
で
も
あ
る
。
文

章
を
読
む
学
習
と
今
回
の
学
習
を
関
連
さ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
よ
い
効
果
が
得

ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

友
人
の
芸
術
的
な
作
品
に
関
す
る
鑑
賞
文
を
書
こ
う

①
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
（
例　
一組
の
合
唱
が
、
力
強
い
と
感
じ
ま
し
た
。）

②
作
品
の
ど
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
そ
う
思
っ
た
か
（
感
じ
た
か
）、
な
ぜ
そ
う

思
っ
た
か
（
感
じ
た
か
）
を
加
え
よ
う
。

　
　

※
次
の
言
葉
の
う
ち
、
い
く
つ
か
を
使
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
ａ 

〜
に
つ
い
て    

ｂ 

な
ぜ
な
ら
（
そ
れ
は
）
〜
か
ら
で
す
。    

　
　
　
ｃ 

例
え
ば  　

  　

ｄ 

〜
に
比
べ
て

③
書
く
順
序
や
段
落
の
分
け
方
に
注
意
し
て
ひ
と
ま
と
ま
り
の
鑑
賞
文
と
し
よ
う
。

④
友
人
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
欄

ワークシート例
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挨曖宛嵐畏萎椅彙茨咽淫唄鬱怨

媛艶旺岡臆俺苛牙瓦楷潰諧崖蓋

骸柿顎葛鎌韓玩伎亀毀畿臼嗅巾

僅錦惧串窟熊詣憬稽隙桁拳鍵舷股

虎錮勾喉乞傲駒頃痕沙挫采塞埼

柵刹拶斬恣餌鹿叱嫉腫呪袖羞蹴

憧拭尻芯腎須裾凄醒脊戚煎羨腺

詮箋膳狙遡曽爽痩踪捉遜汰唾堆戴

ア
イ

ア
イ

あ-

て
る

あ
ら
し

イお
そ-

れ
る

イな-

え
る

イ イ い
ば
ら

イ
ン 

イ
ン

 

◆ 

み
だ-

ら

う
た

ウ
ツ 

 

◆ 

エ
ン

オ
ン 

エ
ン

 
◆ 

エ
ン

つ
や

オ
ウ 

お
か

オ
ク 

お
れ

カ 

 

◆ 

ガゲき
ば

 

◆ 

ガか
わ
ら

カ
イ 

カ
イ

つ
ぶ-

す･

つ
ぶ-

れ
る

カ
イ 

ガ
イ

が
け

ガ
イ

ふ
た

ガ
イ 

か
き

ガ
ク

あ
ご

カ
ツ

 

◆ 

く
ず

か
ま

か
ま

カ
ン 

ガ
ン 

キ キか
め

キ キ キ
ュ
ウ

う
す

キ
ュ
ウ

か-

ぐ
キ
ン 

キ
ン

わ
ず-

か

キ
ン

に
し
き

グく
し

ク
ツ 

く
ま

 

◆ 

ケ
イ

も
う-

で
る

ケ
イ 

ケ
イ 

 

◆ 

ゲ
キ

す
き

け
た

ケ
ン

こ
ぶ
し

ケ
ン

か
ぎ

ゲ
ン 

コま
た

コと
ら

コ コ
ウ 

コ
ウ 

コ
ウ

の
ど

こ-

う
ゴ
ウ 

こ
ま

こ
ろ

コ
ン

あ
と

サ ザ サ
イ 

サ
イ･

ソ
ク

ふ
さ-

ぐ･

ふ
さ-
が
る

さ
い

サ
ク 

 

◆ 

サ
ツ

セ
ツ 

サ
ツ 

ザ
ン

き-

る
シ シ 

 

◆ 

ジえ
さ･

え

し
か･

か

シ
ツ

し
か-

る

シ
ツ 

シ
ュ

は-

れ
る･

は-

ら
す

ジ
ュ

の
ろ-

う

 

◆ 

シ
ュ
ウ

そ
で

シ
ュ
ウ 

シ
ュ
ウ

け-

る

シ
ョ
ウ

あ
こ
が-

れ
る

 

◆ 

シ
ョ
ク

ふ-

く･

ぬ
ぐ-

う

し
り

シ
ン

 

ジ
ン 

ス す
そ

セ
イ 

セ
イ 

セ
キ 

セ
キ 

セ
ン

い-

る

 

◆ 

セ
ン

う
ら
や-

む･

う
ら
や-

ま
し
い

セ
ン 

セ
ン 

セ
ン 

ゼ
ン 

ソね
ら-

う

 

◆ 

ソさ
か
の
ぼ-

る

ソ
ウ･

ゾ 

ソ
ウ

さ
わ-

や
か

 

◆ 

ソ
ウ

や-

せ
る

ソ
ウ 

ソ
ク

と
ら-

え
る

ソ
ン 

タ ダつ
ば

タ
イ 

タ
イ 

改
定
さ
れ
た
「
常
用
漢
字
表
」
に
つ
い
て

改
定
さ
れ
た
「
常
用
漢
字
表
」
に
つ
い
て（
音
訓
の
割
り
振
り
）

平
成
二
十
三
年
三
月
に
文
部
科
学
省
よ
り
通
知
さ
れ
た
、
追
加
音
訓
・
付
表
の
語
の
割
り
振
り
に
関
す
る
資
料
で
す
。

　

【
記
号
の
説
明
】
小
学
校
で
学
習
す
る
音
訓
や
付
表
の
語
は
「
□
」
で
示
し
ま
し
た
。
小
学
校
で
学
習
す
る
音
訓
に

つ
い
て
は
、（　

）
内
に
配
当
学
年
を
示
し
ま
し
た
。
小
・
中
学
校
で
学
習
し
な
く
て
も
よ
い
音
訓
や
付
表
の

語
は
「
◆
」
で
示
し
ま
し
た
。
特
別
な
読
み
を
す
る
語
や
用
例
の
ご
く
限
ら
れ
た
語
は
、　

線
で
示
し
ま
し
た
。

追
加
さ
れ
た
漢
字
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誰旦綻緻酎貼嘲捗椎爪鶴諦溺塡妬賭藤瞳

栃頓貪丼那奈梨謎鍋匂虹捻罵剝箸氾汎

阪斑眉膝肘阜訃蔽餅璧蔑哺蜂貌頰睦勃

昧枕蜜冥麺冶弥闇喩湧妖瘍沃拉辣藍璃慄

侶瞭瑠呂賂弄籠麓脇勺錘銑脹匁

だ
れ

タ
ン･

ダ
ン

タ
ン

ほ
こ
ろ-
び
る

チ チ
ュ
ウ 

チ
ョ
ウ

は-

る
チ
ョ
ウ

あ
ざ
け-

る

チ
ョ
ク 

ツ
イ 

つ
め
・
つ
ま

つ
る

テ
イ

あ
き
ら-

め
る

デ
キ

お
ぼ-

れ
る

テ
ン 

トね
た-

む

 

◆ 

トか-

け
る

ト
ウ

ふ
じ

ド
ウ

ひ
と
み

と
ち

ト
ン 

ド
ン

む
さ
ぼ-

る

ど
ん
ぶ
り･

ど
ん

ナ ナ な
し

な
ぞ

な
べ

に
お-

う

に
じ

ネ
ン 

バの
の
し-

る

ハ
ク

は-

が
す

は-

ぐ
は-

が
れ
る

は-

げ
る

は
し

ハ
ン 

ハ
ン 

ハ
ン

ハ
ン 

 

◆ 

ビミま
ゆ

ひ
ざ

ひ
じ

フ フ ヘ
イ 

ヘ
イ

も
ち

ヘ
キ 

ベ
ツ

さ
げ
す-

む

ホ ホ
ウ

は
ち

ボ
ウ 

ほ
お

ボ
ク 

ボ
ツ 

マ
イ 

ま
く
ら

ミ
ツ 

メ
イ

 

◆ 

ミ
ョ
ウ 

メ
ン 

ヤ やや
み

ユ ユ
ウ

わ-

く
ヨ
ウ

あ
や-

し
い

ヨ
ウ 

ヨ
ク 

ラ ラ
ツ

 

 

◆ 

ラ
ン

あ
い

リ リ
ツ 

リ
ョ 

リ
ョ
ウ 

ル ロ ロ ロ
ウ

も
て
あ
そ-

ぶ

 

◆ 

ロ
ウ

か
ご･

こ-

も
る

ロ
ク

ふ
も
と

わ
き

シ
ャ
ク

ス
イ

つ
む

セ
ン 

チ
ョ
ウ

 

も
ん
め

■
追
加
さ
れ
た
音
訓

委 

□
ゆ
だ-

ね
る
（
３
）

育 

□
は
ぐ
く-

む
（
３
）

応 

□
こ
た-

え
る
（
５
）

滑　

 

コ
ツ

関 

□
か
か-

わ
る
（
４
）

館 

□
や
か
た
（
３
）

鑑 

◆
か
ん
が-

み
る

混 

□
こ-

む
（
５
）

私 

□
わ
た
し
（
６
）

臭　

 

に
お-

う

旬　

 

シ
ュ
ン

伸　

 

の-

べ
る

振　

 

ふ-

れ
る

粋　

 

い
き

■
変
更
さ
れ
た
音
訓

側
□
か
わ 

→ 

が
わ
（
４
）

■
削
除
さ
れ
た
音
訓

畝
→
「
せ
」
を
削
除
。

疲
→
「
つ
か-

ら
す
」
を
削
除
。

浦
→
「
ホ
」
を
削
除
。

■
追
加
さ
れ
た
付
表
の
語

鍛
冶　

 

か
じ

固
唾　

 

か
た
ず

尻
尾　

 

し
っ
ぽ

■
変
更
さ
れ
た
付
表
の
語

◆
「
一
言
居
士
」
→
◆
「
居
士
」
に
変
更
。

「
五
月
晴
れ
」
→　
「
五
月
」
に
変
更
。

□
「
お
母
さ
ん
」
→
□
「
母
さ
ん
」
に
変
更
。

□
「
お
父
さ
ん
」
→
□
「
父
さ
ん
」
に
変
更
。

◆
「
海
女
」　　

→
◆
「
海
女
、
海
士
」
に
変
更
。

逝 

◆
い-

く

拙　

 

つ
た
な-

い

全 

□
す
べ-

て
（
３
）

創 

□
つ
く-

る
（
６
）

速 

□
は
や-

ま
る
（
３
）

他 

□
ほ
か
（
３
）

中 

□
ジ
ュ
ウ
（
１
）

描　

 

か-

く

放 

□
ほ
う-

る
（
３
）

務 

□
つ
と-

ま
る
（
５
）

癒　

 

い-

え
る
・
い-

や
す

要 

□
か
な
め
（
４
）

絡 

◆
か
ら-

め
る

類 

□
た
ぐ-

い
（
４
）

　

老
舗　

 

し
に
せ

□
真
面
目　

 

ま
じ
め

　

弥
生　

 

や
よ
い

削
除
さ
れ
た
漢
字
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■
練
習
問
題
例
（
追
加
さ
れ
た
漢
字
）

―
線
の
漢
字
に
注
意
し
て
、
次
の
文
を
読
ん
で
み
よ
う
。

□
挨
拶
を
し
て
入
室
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
曖
昧
な
態
度
を
改
め
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
友
に
宛
て
て
手
紙
を
書
く
。 
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
会
場
は
拍は

く

手し
ゅ

の
嵐
だ
っ
た
。 
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
畏
敬
の
念
を
抱い

だ

く
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
人
前
で
萎
縮
せ
ず
に
話
せ
る
よ
う
に
な
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
会
場
に
椅
子
を
用
意
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
読
書
を
と
お
し
て
語
彙
を
豊
か
に
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
茨
城き

県
の
県
庁
所
在
地
は
水み

戸と

市
で
あ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
姉
は
耳じ

鼻び

咽
喉
科
の
医
師
だ
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
い
つ
ま
で
も
降
り
続
く
長
雨
を
淫
雨
と
い
う
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
長
唄
を
習
い
始
め
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
陰い

ん

鬱
な
気
分
を
笑え

が
お顔
で
吹ふ

き
飛
ば
す
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
時
間
の
経
過
と
と
も
に
怨
念
が
し
ず
ま
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
才
媛
の
誉ほ

ま
れが
高
い
。 

 〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
ガ
ラ
ス
を
磨み

が

い
て
艶
を
出
す
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
私
は
知
的
好こ

う

奇き

心
が
旺
盛
な
子
ど
も
だ
っ
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
岡
山や

ま

県
、静し

ず

岡
県
、福ふ

く

岡
県
で
映
画
を
撮さ

つ

影え
い

す
る
。〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
臆
す
る
こ
と
な
く
試
合
に
臨の

ぞ

む
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
作
品
に
登
場
す
る
「
俺
」
の
心
情
を
読
み
取
る
。 〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
開か

い

拓た
く

者
は
苛
烈れ

つ

な
運
命
を
生
き
抜ぬ

い
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
動
物
の
牙
の
長
さ
を
測
定
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
屋
根
を
瓦
で
葺ふ

く
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
ノ
ー
ト
に
楷
書
で
丁て

い

寧ね
い

に
書
き
写
す
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
木
の
実
を
す
り
潰
す
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
芭ば

蕉し
ょ
う

は
俳
諧
師
を
志
し
て
江え

戸ど

に
出
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
岬み

さ
き

の
断
崖
絶ぜ

っ

壁ぺ
き

に
海
鳥
が
営え

い

巣そ
う

し
て
い
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
木
箱
の
蓋
を
あ
け
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

漢
︱
︱
追
加
や
変
更
の
あ
っ
た
漢
字
・
音
訓
・
付
表
の
語

　

改
定
さ
れ
た
「
常
用
漢
字
表
」
の
中
で
追
加
や
変
更
の
あ
っ
た
漢
字
・
音
訓
・
付

表
の
語
の
う
ち
、
小
・
中
学
校
で
学
習
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
練
習
問
題
例
を
次
に

示
し
ま
し
た
。

字
練
習
問
題
例
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□
時
代
の
変
化
と
と
も
に
制
度
が
形
骸
化
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
柿
が
実
る
季
節
に
な
っ
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
よ
く
か
ん
で
食
べ
る
こ
と
は
顎
の
発
達
に
よ
い
。〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
義
理
と
人
情
と
の
間
で
葛
藤
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
茶

で
湯
を
沸わ

か
す
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
鎌
を
用
い
て
草
刈か

り
を
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
韓
国
へ
留
学
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
子
ど
も
の
み
や
げ
に
玩
具
を
買
う
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
明
日
は
歌か

舞ぶ

伎
の
鑑か

ん

賞し
ょ
う

会
が
行
わ
れ
る
。 
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
亀
の
飼
育
日
誌
を
つ
け
る
。 
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
名め

い

誉よ

を
傷
つ
け
る
行
い
を
名
誉
毀
損
と
い
う
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
来
週
、近き

ん

畿
地
方
で
桜
が
満
開
に
な
る
だ
ろ
う
。〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
選
手
の
肩か

た

の
脱だ

っ

臼
を
防
ぐ
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
花
の
匂
い
を
嗅
ぐ
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
雑
巾
で
床ゆ

か

を
拭
く
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
提
出
期
限
ま
で
時
間
は
残
り
僅
か
だ
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
美
術
館
で
錦
絵
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
絶ぜ

つ

滅め
つ

危
惧
動
物
に
つ
い
て
図
書
館
で
調
べ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
野
菜
の
串
焼
き
を
た
く
さ
ん
食
べ
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
こ
の
洞ど

う

窟
に
は
コ
ウ
モ
リ
が
生
息
し
て
い
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
熊
本も

と

県
の
県
花
は
リ
ン
ド
ウ
で
あ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
お
盆ぼ

ん

休
み
に
墓
に
詣
で
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
外
国
の
絵
に
憧
憬
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
日
々
の
稽
古
で
技
量
が
上
達
し
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
隙
間
を
縫ぬ

う
よ
う
に
し
て
進
む
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
三
桁
の
数
字
を
記
入
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
拳
法
の
試
合
を
見
に
い
く
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
外
出
す
る
と
き
は
必
ず
ド
ア
に
鍵
を
か
け
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
右
舷
前
方
に
小
さ
な
島
を
発
見
し
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
大
股
で
歩
く
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
「
虎
の
衣
を
借
る
狐き

つ
ね」
を
辞
書
で
調
べ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
禁
錮
刑け

い

に
処
せ
ら
れ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
勾
配
の
急
な
坂
を
登
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
昨
日
読
ん
だ
小
説
の

概が
い

を
話
す
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
暑
さ
で
喉
が
渇か

わ

く
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
「
来
春
上
映
、
乞
う
御ご

期
待
。」 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
傲
慢ま

ん

な
態
度
を
改
め
る
よ
う
苦
言
を
呈て

い

す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
チ
ー
ム
は
勝
ち
進
み
、
決
勝
に
駒
を
進
め
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
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□
頃
を
見
計
ら
っ
て
行
動
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
会
議
室
を
使
用
し
た
痕
跡せ

き

が
あ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
こ
の
と
こ
ろ
な
ん
の
音
沙
汰
も
な
い
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
準
備
不
足
で
計
画
が
頓
挫
し
て
し
ま
う
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
新
監か

ん

督と
く

が
試
合
の
采
配
を
振
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
傷
口
が
塞
が
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
荒あ

ら

川か
わ

は
東と

う

京き
ょ
う

都
と
埼
玉た

ま

県
の
県
境
を
流
れ
る
。 〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
試
合
で
柵
越
え
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
つ
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
そ
の
曲
を
聞
い
た
刹
那
、
心
が
落
ち
着
き
始
め
た
。

 
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
笑
顔
で
挨
拶
を
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
世
相
を
斬
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
恣
意
的
な
判
断
を
抑よ

く

制せ
い

す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
裁
判
長
は
真
摯
に
反
省
す
る
よ
う
諭さ

と

し
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
魚
に
餌
を
与
え
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
鹿
児ご

島し
ま

県
の
県
花
は
ミ
ヤ
マ
キ
リ
シ
マ
で
あ
る
。〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
叱
ら
れ
て
反
省
を
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
嫉
妬
心
を
抑お

さ

え
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
患か

ん

部ぶ

の
腫
れ
が
お
さ
ま
っ
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
映
画
の
主
人
公
が
呪
文
を
唱
え
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
寒
さ
に
備
え
て
長
袖
の
シ
ャ
ツ
を
用
意
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
羞
恥ち

心
を
欠
い
て
は
な
ら
な
い
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
を
蹴
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
歌
手
に
憧
れ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
ハ
ン
カ
チ
で
汗あ

せ

を
拭
う
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
目
尻
に
喜
び
の
涙な

み
だを

浮う

か
べ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
鉛え

ん

筆
の
芯
を
削け

ず

る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
腎
臓
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
調
べ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
成
功
の
た
め
の
必
須
条
件
を
考
え
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
富ふ

士じ

の
裾
野
を
歩
く
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
凄
絶
な
試
合
を
制
し
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
深
い
眠ね

む

り
か
ら
覚
醒
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
脊
髄ず

い

は
知
覚
・
運
動
の
刺し

激げ
き

を
伝
達
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
親
戚
を
代
表
し
て
挨
拶
を
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
お
い
し
い
煎
茶
の
い
れ
方
を
研
究
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
人
の
成
功
を
羨
む
の
を
や
め
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
涙る

い

腺
が
弱
い
ほ
う
だ
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
証し

ょ
う

拠こ

の
有
無
を
詮
索さ

く

す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
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□
便
箋
で
近き

ん

況き
ょ
う

を
伝
え
る
手
紙
を
書
く
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
今
日
の
夕
食
の
配
膳
係
を
決
め
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
次
の
試
合
で
は
自
己
記
録
の
更こ

う

新し
ん

を
狙
い
た
い
。〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
カ
ヌ
ー
で
川
を
遡
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
曽
祖
父
の
若
い
頃
の
写
真
を
見
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
休
日
の
森
林
浴
で
爽
快
感
を
味
わ
っ
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
暑
さ
で
馬
が
痩
せ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
事
件
の
真
相
を
知
る
人
物
が
失
踪
し
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
文
章
の
要よ

う

旨し

を
捉
え
る
。 
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
試
合
に
優
勝
し
た
彼
は
、
謙け

ん

遜
し
て
何
も
語
ら
な
か
っ
た
。

 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
「
久
し
く
ご
無
沙
汰
し
て
お
り
ま
す
。」 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
眉
に
唾
を
付
け
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
川
底
に
土
や
砂
が
堆
積
し
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
戴
冠か

ん

式
の
絵
画
を
鑑
賞
し
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
誰
も
が
こ
の
苦
難
を
乗
り
越
え
て
い
っ
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
国
家
が
財
政
破
綻
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
緻
密
な
計
画
が
よ
う
や
く
功
を
奏
し
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
梅
の
実
を
焼
酎
に
漬つ

け
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
封ふ

う

筒と
う

に
切
手
を
貼
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
人
の
失
敗
を
嘲
る
な
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
仕
事
の
進
捗
状
況
を
確か

く

認に
ん

す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
脊
椎
動
物
に
つ
い
て
調
べ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
作
業
の
前
に
爪
を
切
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
願
い
を
こ
め
て
鶴
を
折
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
夢
を
諦
め
ず
に
努
力
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
孫
を
溺
愛
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
赤
字
を
補
塡
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
他
人
の
成
功
を
嫉
妬
し
な
い
よ
う
心
が
け
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
監
督
は
後
半
戦
で
大
き
な
賭
け
に
出
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
祖
母
か
ら
藤
色
の
帯
を
譲ゆ

ず

り
受
け
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
彼
は
暗
闇
で
瞳
を
凝こ

ら
し
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
栃
木ぎ

県
の
日に

っ

光こ
う

の
社
寺
を
訪
れ
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
室
内
に
あ
る
荷
物
の
整
理
整
頓
を
行
う
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
知
識
の
吸
収
に
は
貪
欲
で
あ
り
た
い
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
丼
物
は
、
ご
飯
の
上
に
具
を
の
せ
て
作
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
絵
を
見
た
刹
那
、友
達
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
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□
平へ

い

城じ
ょ
う

京き
ょ
う

は
現
在
の
奈
良ら

県
に
あ
っ
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
富
士
山
は
静
岡
県
と
山や

ま

梨
県
に
ま
た
が
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
宇
宙
の
謎
に
挑い

ど

む
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
鍋
焼
き
う
ど
ん
を
作
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
風
が
花
の
匂
い
を
運
ん
で
き
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
雨
上
が
り
の
空
に
虹
が
出
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
来
年
度
の
予
算
か
ら
費
用
を
捻
出
す
る
予
定
だ
。〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
人
を
罵
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
切
手
を
封
筒
か
ら
剝
が
す
。 
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
菜
箸
で
料
理
を
取
り
分
け
る
。 
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
氾
濫ら

ん

す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
用よ

う

途と

が
広
い
こ
と
を
汎
用
性
が
高
い
と
い
う
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
大お

お

阪さ
か

市
は
、
阪
神
工
業
地
帯
の
中
心
都
市
の
一
つ
で
あ
る
。

 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
キ
ア
ゲ
ハ
の
羽
に
は
黒
の
斑
文
が
あ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
噂う

わ
さ

話
を
聞
い
て
眉
を
ひ
そ
め
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
荷
物
を
膝
に
乗
せ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
椅
子
の
肘
の
形
が
よ
い
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
岐ぎ

阜
県
の
白し

ら

川か
わ

郷ご
う
に
合が

っ

掌し
ょ
う

造
り
の
家
屋
が
あ
る
。〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
思
い
が
け
な
い
訃
報
に
接
し
て
嘆な

げ

き
悲
し
む
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
裁
判
で
証
拠
の
隠い

ん

蔽
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
つ
き
た
て
の
餅
を
食
べ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
完
璧
な
演
技
で
観
客
を
魅み

了り
ょ
う

し
た
。 

 〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
人
を
蔑
む
よ
う
な
こ
と
は
す
る
な
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
オ
ル
カ
は
哺
乳
類
ク
ジ
ラ
目
に
属
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
蜜
蜂
が
花
に
と
ま
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
計
画
の
全
貌
を
把は

握あ
く

す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
お
に
ぎ
り
を
頰
張
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
地
域
の
か
た
が
た
と
の
親
睦
を
深
め
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
平
家
の
勃
興
と
衰す

い

退た
い

の
歴
史
を
調
べ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
読
書
三
昧
の
日
々
を
送
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
線
路
の
枕
木
の
点
検
が
終
わ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
蜂
蜜
を
使
っ
た
お
菓
子
を
作
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
知
人
の
冥
福
を
祈い

の

る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
麺
を
ゆ
で
る
た
め
に
お
湯
を
沸
か
す
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
金
属
の
精せ

い

錬れ
ん

と
加
工
の
技
術
を
冶
金
と
い
う
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
弥
生
の
空
に
花
が
舞ま

う
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
闇
雲
に
突
き
進
む
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
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□
比
喩
の
効
果
を
音
読
し
て
味
わ
う
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
温
泉
が
湧
き
出
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
祖
父
か
ら
妖
怪か

い

の
説
話
を
聞
く
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
彼
は
潰
瘍
の
治ち

療り
ょ
う

薬
を
研
究
し
て
い
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
古
代
、
肥
沃
な
土
地
に
文
明
が
生
ま
れ
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
拉
致ち

な
ど
の
事
件
か
ら
身
を
守
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
記
者
会
見
で
辛し

ん

辣
な
質
問
が
続
い
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
藍
色
の
ハ
ン
カ
チ
を
愛
用
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
人
形
浄じ

ょ
う

瑠
璃
を
見
に
い
く
。 

 〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
戦
争
の
話
を
聞
い
て
戦
慄
が
走
っ
た
。 
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
彼
は
僧
侶
の
話
を
静
か
に
聞
い
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
そ
の
意
味
は
極
め
て
明
瞭
だ
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
近ち

か

松ま
つ

門も
ん

左ざ

衛え

門も
ん

は
浄
瑠
璃
の
名
作
家
だ
っ
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
お
風
呂
に
入
っ
て
疲つ

か

れ
を
癒
や
す
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
賄わ

い

賂
の
授
受
を
禁
じ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
試
合
で
相
手
チ
ー
ム
を
翻ほ

ん

弄
し
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
買
い
物
籠
に
野
菜
を
入
れ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
午
後
か
ら
筑つ

く

波ば

山
麓
へ
向
か
っ
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
書
類
を
机
の
脇
に
寄
せ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

■
練
習
問
題
例
（
追
加
さ
れ
た
音
訓
）

―
線
の
漢
字
に
注
意
し
て
、
次
の
文
を
読
ん
で
み
よ
う
。

□
権
限
の
一
部
を
グ
ル
ー
プ
長
に
委
ね
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
部
活
動
を
と
お
し
て
忍に

ん

耐た
い

力
が
育
ま
れ
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
観
客
の
期
待
に
応
え
た
い
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
『
東と

う

海か
い

道ど
う

中ち
ゅ
う

膝
栗く

り

毛げ

』
は
滑
稽
本
で
あ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
地
域
の
環
境
保
護
の
取
り
組
み
に
関
わ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
豪ご

う

族ぞ
く

の
館
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
夏
休
み
で
行
楽
地
は
人
が
混
ん
で
い
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
こ
の
作
品
を
作
っ
た
の
は
私
で
す
。（「
わ
た
く
し
」
以
外
の
読
み
で
。）

 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
鼻
を
つ
く
臭
い
が
す
る
薬
品
だ
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
旬
の
野
菜
を
食
べ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
救
済
の
手
を
伸
べ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
方
位
磁
石
の
針
が
振
れ
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
粋
な
は
か
ら
い
で
二
人
の
対
面
が
実
現
し
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
拙
い
文
章
だ
っ
た
が
読
者
の
心
を
捉
え
た
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
次
の
種
目
で
全
て
の
競
技
が
終
了
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
こ
れ
か
ら
の
文
化
を
創
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
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□
パ
ソ
コ
ン
の
処
理
速
度
が
速
ま
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
「
原
因
は
他
で
も
な
く
私
に
あ
り
ま
す
。」 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
今
日
中
に
結
論
を
出
し
た
い
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
こ
こ
か
ら
見
え
る
景
色
を
描
き
た
い
と
思
っ
た
。（「
え
が
―
く
」以
外
の
読
み
で
。）

 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
ゆ
っ
く
り
と
ボ
ー
ル
を
放
っ
た
。（「
は
な
―
つ
」
以
外
の
読
み
で
。）

 
 〔　

　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
委
員
長
の
役
が
務
ま
る
。 

 〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
傷
が
癒
え
て
か
ら
復
帰
し
た
い
。 

 〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
温
泉
で
疲
れ
た
体
を
癒
や
す
。 

 〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
彼
は
守
備
の
要
に
な
る
選
手
だ
。 

 〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
兄
は
類
い
な
い
柔じ

ゅ
う

道ど
う

の
達
人
で
あ
る
。 

 〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

■
練
習
問
題
例
（
変
更
さ
れ
た
音
訓
）

―
線
の
漢
字
に
注
意
し
て
、
次
の
文
を
読
ん
で
み
よ
う
。

□
右
側
に
あ
る
ド
ア
か
ら
退
出
す
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

■
練
習
問
題
例
（
追
加
さ
れ
た
付
表
の
語
）

―
線
の
漢
字
に
注
意
し
て
、
次
の
文
を
読
ん
で
み
よ
う
。

□
金
属
を
熱
し
て
打
ち
鍛き

た

え
、
種
々
の
器
物
を
作
る
こ
と
を
鍛
冶
と
い
う
。

 
 〔　

　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
固
唾
を
の
ん
で
試
合
の
行
方
を
見
守
る
。 

 〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
犬
が
尻
尾
を
振
る
。 

 〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
老
舗
旅
館
の
お
も
て
な
し
に
感
動
す
る
。 

 〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
仕
事
ぶ
り
か
ら
真
面
目
な
人ひ

と

柄が
ら

が
う
か
が
え
る
。〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
弥
生
時
代
の
土
器
が
見
つ
か
る
。 

 〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

■
練
習
問
題
例
（
変
更
さ
れ
た
付
表
の
語
）

―
線
の
漢
字
に
注
意
し
て
、
次
の
文
を
読
ん
で
み
よ
う
。

□
母
さ
ん
の
趣し

ゅ

味み

は
ジ
ョ
ギ
ン
グ
だ
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
今
日
は
す
が
す
が
し
い
五
月
晴
れ
の
日
曜
日
だ
。〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

□
父
さ
ん
は
切
手
を
収
集
し
て
い
る
。 

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
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一
、
は
じ
め
に

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、書
写
が「
言
語
事
項
」と
し
て
の
指
導
事
項
か
ら「
伝

統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
と
し
て
の
指
導
事
項
に 

な
っ
た
。
そ
こ
で
、
国
語
科
書
写
の
教
科
書
に
も
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
多
様
な

文
字
表
現
や
文
化
と
し
て
の
文
字
を
再
認
識
す
る
ペ
ー
ジ
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
身
の
回
り
の
多
様
な
文
字
」
を

意
識
し
た
自
身
の
指
導
実
践
を
紹
介
し
た
い
。

　
　
　
二
、
指
導
展
開
例

　
◉
主
題

　
　
「
身
の
回
り
の
多
様
な
文
字
に
関
心
を
も
ち
、効
果
的
に
文
字
を
書
こ
う
」

　
◉
単
元
設
定
の
理
由
　
　

　

私
た
ち
は
、
日
常
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
に
囲
ま
れ
て
生
活
し
て
い
る
。
地

域
に
あ
る
書
き
文
字
に
ふ
れ
、
文
字
の
表
現
力
、
表
現
効
果
と
書
き
手
の

意
図
な
ど
に
興
味
を
も
ち
、
学
習
場
面
や
実
生
活
で
の
目
的
や
相
手
に
合

わ
せ
て
「
適
切
に
書
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
書
写
力
」
の
育
成
を
意
識

し
て
本
単
元
を
設
定
し
た
。

　
◉
対
象
　
中
学
校
三
年
生

　
◉
教
材
名
　
　

　

【
書
く
こ
と
】　　

日
本
語
の
文
字

　

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

　
　
　

多
様
な
表
現
に
よ
る
文
字

　
　
　

文
字
の
変へ
ん

遷せ
ん

　
◉
地
域
素
材
の
活
用
　
　

　

学
校
周
辺
の
地
域
に
あ
る
手
書
き
文
字
を
使
用
し
た
看
板
、
表
示
な
ど

を
題
材
に
し
て
、
手
書
き
の
文
字
が
日
常
生
活
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る

こ
と
や
、
そ
の
文
字
の
も
つ
表
現
力
、
表
現
効
果
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た

い
。

　
◉
単
元
の
学
習
展
開
例
（
６
時
間
扱
い
）

第
三
学
年
指
導
事
項

「
身
の
回
り
の
多
様
な
文
字
」を
意
識
し
た
授
業
提
案

江
東
区
立
深
川
第
六
中
学
校
教
諭　

板い
た

垣が
き　

純
じ
ゅ
ん

子こ　

時
数

指
導
内
容
・
指
導
方
法　
　
　
　
　
　
　
　

①②③④⑤⑥

◦
漢
字
の
成
り
立
ち
、
書
体
変
遷
に
つ
い
て
の
簡
略
な
説
明
お
よ
び

書
体
の
特
徴
か
ら
、
明
朝
体
・
ゴ
シ
ッ
ク
体
・
教
科
書
体
な
ど
を

理
解
す
る
。
課
題
「
私
の
好
き
な
文
字
」（
身
の
回
り
に
あ
る
文

字
よ
り
）
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
の
手
順
説
明
。

◦
課
題「
私
の
好
き
な
文
字
」（
身
の
回
り
に
あ
る
文
字
よ
り
）レ
ポ
ー

ト
発
表
会
。
さ
ら
に
パ
ソ
コ
ン
文
字
と
手
書
き
文
字
と
の
違
い
は

何
か
を
考
え
る
。

◦
検
証
！　
「
地
域
に
あ
る
文
字
の
表
現
」
に
つ
い
て
の
グ
ル
ー
プ

学
習
を
行
う
。

◦
検
証
！　
「
地
域
に
あ
る
文
字
の
表
現
」
に
つ
い
て
の
グ
ル
ー
プ

学
習
お
よ
び
発
表
会
を
行
う
。（
本
時
）

◦
文
字
の
も
つ
表
現
力
や
効
果
を
考
え
、
毛
筆
で
「
深
川
め
し
」
を

書
く
。

◦
作
品
鑑
賞
会
を
行
う
。

書写



−36−

　
◉
単
元
の
学
習
展
開
例
　
解
説

　

文
字
へ
の
興
味
・
関
心
を
喚
起
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
国
語
科
教
科
書
資
料

編
な
ど
に
よ
り
「
書
体
特
徴
」
を
学
習
す
る
。
こ
の
学
習
を
通
じ
、
生
徒
に

と
っ
て
馴
染
み
の
あ
る
明
朝
体
・
ゴ
シ
ッ
ク
体
・
教
科
書
体
な
ど
の
書
体
を
理

解
し
た
う
え
で
、
課
題
「
私
の
好
き
な
文
字
」（
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
文
字
よ

り
）
の
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
さ
せ
た
。
生
徒
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
か
ら
、

例
え
ば
、
新
聞
や
雑
誌
の
広
告
、
お
菓
子
な
ど
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
、
ス
ー
パ
ー
の

ポ
ッ
プ
、
看
板
文
字
な
ど
か
ら
文
字
を
探
し
、
レ
ポ
ー
ト
用
紙
に
貼
り
付
け
て

い
た
。
注
意
点
と
し
て
は
、
な
ぜ
そ
の
文
字
を
選
ん
だ
の
か
を
理
由
付
け
さ
せ

る
こ
と
で
あ
る
。
日
常
何
気
な
く
見
て
い
る
文
字
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を

も
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
よ
い
機
会
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

次
に
、
個
人
の
学
習
か
ら
い
よ
い
よ
グ
ル
ー
プ
で
の
学
習
で
あ
る
。
地
域
に

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
看
板
な
ど
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
班
ご
と
に
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
に
出
か
け
地
域
に
あ
る
文
字
を
写
真
に
撮
り
、
テ
ー
マ
を
設
定
し
考
察

を
加
え
て
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
よ
る
発
表
を
行
っ
た
。
テ
ー
マ
は
、
手
書
き
文

字
に
つ
い
て
や
看
板
・
広
告
・
標
識
文
字
、
さ
ら
に
文
字
の
色
に
つ
い
て
な
ど

各
班
と
も
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
発
表
し
て
い
た
。

　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
生
か
し
て
実
際
に
毛
筆
に
よ
る
書
写
を
行
っ

た
。
多
様
な
文
字
表
現
、
さ
ら
に
文
字
の
表
現
効
果
に
つ
い
て
学
習
し
た
う
え

で
、
地
域
の
名
物
で
あ
る
「
深
川
め
し
」
の
文
字
を
個
人
で
書
い
た
。
表
現
の

領
域
に
入
る
授
業
内
容
で
は
あ
っ
た
が
、
ど
の
生
徒
も
生
き
生
き
と
文
字
を
書

い
て
い
た
の
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
最
後
に
は
、
全
員
の
作
品
を
並
べ
て
掲

示
し
鑑
賞
お
よ
び
投
票
を
行
っ
た
。
選
ば
れ
た
作
品
は
ど
れ
も
ユ
ニ
ー
ク
で
魅

力
あ
る
作
品
で
あ
っ
た
。

　
◉
本
時
の
学
習
計
画
（
６
時
間
扱
い
の
う
ち
、
本
時
は
４
時
間
め
）

　
⑴
本
時
の
ね
ら
い

①
地
域
に
あ
る
手
書
き
文
字
の
表
現
に
つ
い
て
の
グ
ル
ー
プ
学
習
お
よ

び
発
表
会
を
通
し
て
、
文
字
の
表
現
効
果
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

②
地
域
に
あ
る
手
書
き
文
字
の
表
現
に
つ
い
て
の
グ
ル
ー
プ
学
習
お
よ

び
発
表
会
へ
参
加
し
、
友
達
の
発
表
を
聞
き
味
わ
う
。

　
⑵
学
習
の
展
開

時
数

学
習
活
動　
　
　
　
　

学
習
活
動
と
教
師
の
指
示

◎
評
価
の
観
点　
　
　
　

導
入10

分

展
開35

分

◦
前
時
の
授
業
内
容
を
確
認
し
、

本
時
の
授
業
の
流
れ
を
確
認
す

る
。

◦
「
地
域
に
あ
る
手
書
き
文
字
の

表
現
」
に
つ
い
て
の
グ
ル
ー
プ
学

習
、
発
表
会
の
手
順
、
留
意
事

項
を
確
認
す
る
。

◦
グ
ル
ー
プ
学
習
の
続
き
お
よ
び
発

表
の
準
備
を
行
う
。

◦
司
会
・
進
行
へ
「
地
域
に
あ
る
手

書
き
文
字
の
表
現
」
発
表
会
の

運
営
を
委
ね
る
。

◦
司
会
が
発
表
会
を
開
会
す
る
。

◦
質
問
カ
ー
ド
へ
質
問
や
助
言
を

記
入
す
る
。

◦
発
表
開
始
（
４
名
）

◦
司
会
が
発
表
会
を
閉
会
す
る
。

◦
前
時
で
は
グ
ル
ー
プ
内
で
「
私
の

好
き
な
文
字
」
発
表
会
を
行
っ

た
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
。

◦
グ
ル
ー
プ
学
習
や
発
表
会
が
充

実
す
る
か
ど
う
か
は
、
参
加
者

の
態
度
で
決
ま
る
こ
と
を
確
認

す
る
。

◎
発
表
会
で
の
聞
き
手
の
態
度
の

重
要
性
を
理
解
し
て
い
る
か
。

（
生
徒
）
学
級
委
員
・
国
語
係

◦
グ
ル
ー
プ
学
習
、発
表
会
の
目
的
、

質
問
カ
ー
ド
に
つ
い
て
の
係
の
説

明
を
よ
く
聞
く
よ
う
促
す
。

◎
発
表
者
の
話
を
真
剣
に
聞
き
、

質
問
シ
ー
ト
に
記
入
し
て
い
る
か
。

◦
発
表
者
に
は
発
表
の
際
の
姿
勢

に
気
を
つ
け
る
よ
う
に
さ
せ
る
。

◎
振
り
返
り
シ
ー
ト
に
記
入
し
て

い
る
か
。
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⑶
評
価
計
画

（
国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度
）　

グ
ル
ー
プ
学
習
や
発
表
会
に
興
味
を
も
っ

て
参
加
し
、
身
の
ま
わ
り
の
多
様
な
文
字
に
関
心
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。

（
話
す
・
聞
く
能
力
）　
グ
ル
ー
プ
学
習
へ
参
加
し
、
発
表
会
で
発
表
者
の
ス

ピ
ー
チ
を
聞
き
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
書
く
能
力
）　

発
表
会
の
記
録
や
振
り
返
り
シ
ー
ト
に
適
切
に
記
入
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
読
む
能
力
）　

発
表
会
の
内
容
な
ど
を
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
言
語
に
つ
い
て
の
知
識
・
理
解
・
技
能
）　

振
り
返
り
シ
ー
ト
に
関
心
を
も
っ

た
こ
と
を
適
切
な
言
葉
で
記
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
三
、
終
わ
り
に

　

私
た
ち
は
日
常
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
に
囲
ま
れ
て
生
活
し
て
い
る
が
、
そ

の
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
は
少
な
い
。
中
学
生
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
中
学
校
で
学
習
す
る
内
容
に
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特

質
に
関
す
る
事
項
」
と
し
て
の
指
導
事
項
「
多
様
な
表
現
に
よ
る
文
字
」
を
学

習
す
る
こ
と
は
意
義
深
い
。

　

本
展
開
で
も
、
生
徒
が
地
域
に
あ
る
書
き
文
字
に
ふ
れ
、
文
字
の
表
現
力
、

表
現
効
果
と
書
き
手
の
意
図
な
ど
に
興
味
を
も
っ
た
こ
と
が
そ
の
反
応
か
ら
十

分
に
う
か
が
え
た
。

　

学
習
場
面
や
実
生
活
で
の
目
的
や
相
手
に
合
わ
せ
て
「
適
切
に
書
き
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
書
写
力
」
の
育
成
を
意
識
し
て
、
今
後
も
授
業
を
展
開
し
て
い

き
た
い
。

平
成
24
年
版
『
中
学
書
写
２
・
３
』
44
ペ
ー
ジ
よ
り

ま
と
め5分

◦
振
り
返
り
シ
ー
ト
に
ま
と
め
る
。

◦
教
師
の
説
明
を
聞
き
、
次
時
の

学
習
内
容
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

◦
発
表
会
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と

を
ま
と
め
る
。

◦
次
回
授
業
で
は
、
発
表
会
の
続

き
を
行
う
こ
と
を
予
告
す
る
。

◎
グ
ル
ー
プ
学
習
、
発
表
会
へ
参

加
し
、
友
達
の
発
表
を
聞
き
味

わ
う
こ
と
が
で
き
た
か
。
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理
解
」
を
学
習
せ
ず
、
新
版
教
科
書
で
も
学
習
す
る
機
会
の
な
い
ま
ま
、
中
学

校
の
学
習
を
修
了
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
移
行
の
た
め
の
措
置

が
必
要
で
す
。

　

ご
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
現
行
版
教
科
書
の
第
二
学
年
の
「
漢
文
の
訓
読
」
を
第

一
学
年
で
、
第
三
学
年
の
「
敬
語
」
を
第
二
学
年
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ご
活
用
い
た
だ
く

こ
と
も
可
能
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、「
漢
文
の
訓
読
」
は
、
現
行
版
教

科
書
で
は
第
二
学
年
の
『
論
語
』
の
一
節
を
例
文
と
し
て
使
用
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

第
一
学
年
の
教
材
を
も
と
に
ご
指
導
い
た
だ
く
た
め
に
、
本
資
料
で
は
「
故
事
成

語
」
を
例
文
に
使
用
し
ま
し
た
。
ま
た
、「
敬
語
」
に
つ
き
ま
し
て
も
、
現
行
版
教

科
書
で
は
「
敬
語
の
指
針
」（
平
成
十
九
年
文
化
審
議
会
答
申
）
に
示
さ
れ
た
、
新

し
い
敬
語
の
分
類
が
反
映
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
本
資
料
で
は
新
た
に
五
つ
の

分
類
を
視
野
に
入
れ
た
教
材
を
作
成
い
た
し
ま
し
た
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
ご
指
導

の
際
に
は
、
本
資
料
を
コ
ピ
ー
し
、
生
徒
に
配
付
し
て
い
た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
。

　

な
お
、
ご
指
導
の
時
期
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
年
度
の
一
年
生
、
二
年
生
で
の
ご

使
用
、
来
年
度
の
二
年
生
、
三
年
生
で
の
ご
使
用
の
い
ず
れ
で
も
可
能
で
ご
ざ
い
ま

す
。
学
校
や
地
域
の
実
情
な
ど
に
合
わ
せ
て
ご
判
断
く
だ
さ
い
。

【
参
考
】

■
「
漢
文
の
訓
読
」
の
新
学
習
指
導
要
領
上
の
位
置
づ
け

第
一
学
年
の
伝
ア-

ア　

文
語
の
き
ま
り
や
訓
読
の
仕
方
を
知
り
、
古
文
や
漢
文

を
音
読
し
て
、
古
典
特
有
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
い
な
が
ら
、
古
典
の
世
界
に
触
れ

る
こ
と
。

■
「
敬
語
」（
敬
語
の
知
識
・
理
解
）
の
新
学
習
指
導
要
領
上
の
位
置
づ
け

第
二
学
年
の
伝
イ-

ア　

話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
と
の
違
い
、
共
通
語
と
方
言
の

果
た
す
役
割
、
敬
語
の
働
き
な
ど
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
。

　

文
部
科
学
省
か
ら
、
平
成
二
十
年
六
月
十
三
日
付
け
で
、「
小
学
校
及
び
中
学
校

の
学
習
指
導
要
領
等
に
関
す
る
移
行
措
置
並
び
に
移
行
期
間
中
に
お
け
る
学
習
指
導

に
つ
い
て
」
と
い
う
通
知
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
中
学
校
国
語
の
移
行
期
間
中
の
教
育
課
程
に
つ
き
ま
し
て

は
、「
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
新
中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
が
、
現
行
中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
場
合
に
は
、
新
中
学
校
学
習

指
導
要
領
に
定
め
る
内
容
の
一
部
を
追
加
又
は
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と
。」
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

来
年
度
よ
り
、
こ
の
新
学
習
指
導
要
領
が
全
面
実
施
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
く
授
業

が
始
ま
り
ま
す
。
教
科
書
の
内
容
も
全
面
改
訂
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
次
の

よ
う
な
こ
と
が
生
じ
ま
す
。

　

①
現
行
版
第
二
学
年　

漢
文
の
訓
読　
現
行
版
教
科
書
Ｐ
26
〜
27

　

現
行
版
教
科
書
で
は
、「
漢
文
の
訓
読
」
は
第
二
学
年
で
扱
っ
て
い
ま
す
が
、

新
版
教
科
書
で
は
、
第
一
学
年
で
扱
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
今

年
度
の
一
年
生
は
、
現
行
版
教
科
書
で
は
「
漢
文
の
訓
読
」
を
学
習
せ
ず
、
新

版
教
科
書
で
も
学
習
す
る
機
会
の
な
い
ま
ま
中
学
校
の
学
習
を
修
了
し
て
し

ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
移
行
の
た
め
の
措
置
が
必
要
で
す
。

　

②
現
行
版
第
三
学
年　

敬
語
（
敬
語
の
知
識
・
理
解
）　
現
行
版
教
科
書
Ｐ
196
〜
199

　

現
行
版
教
科
書
で
は
、
敬
語
の
知
識
や
理
解
に
関
す
る
学
習
は
第
三
学
年
で

扱
っ
て
い
ま
す
が
、
新
版
教
科
書
で
は
、
第
二
学
年
で
扱
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
今
年
度
の
二
年
生
は
、
現
行
版
教
科
書
で
は
「
敬
語
の
知
識
・

付
録
平
成
二
十
四
年
度
版
『
伝
え
合
う
言
葉
　
中
学
国
語
』

移
行
措
置
資
料
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■
返
り
点
…
…
漢
文
を
日
本
語
の
語
順
で
読
む
た
め
の
符
号
。
漢
字
の
左
下
に

書
き
ま
す
。

　

○
レ
点　

一
字
下
か
ら
返
っ
て
読
む
と
き
の
符
号
。

守
ル

　
株
。ヲ

　
　
株
を
守
る
。

　
　
レ

　

昔
、
宋そ
う

の
農
民
が
切
り
株
に
ぶ
つ
か
っ
て
死
ん
だ
う
さ
ぎ
を
手
に
入

れ
て
以
来
、
仕
事
そ
っ
ち
の
け
で
う
さ
ぎ
を
待
と
う
と
切
り
株
を
守
っ

た
故
事
か
ら
、
古
い
慣
習
に
と
ら
わ
れ
て
、
変
化
や
進
歩
を
し
な
い
こ

と
を
い
う
。

　　

○
一
・
二
点　

二
字
以
上
、
下
か
ら
返
っ
て
読
む
と
き
の
符
号
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
イ
）

借か
ル

　
虎と

ら
ノ

　
威ゐ

ヲ

　
狐

き
つ
ね
。
　
　
虎
の
威
を
借
る
狐
。

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　

虎
に
捕つ
か

ま
っ
た
狐
が
「
私
は
百
ひ
ゃ
く

獣じ
ゅ
うの
長
だ
と
神
様
に
命
じ
ら
れ
た
。」

と
だ
ま
し
、
虎
を
従
え
て
歩
く
と
獣け
も
の

た
ち
が
逃に

げ
出
し
た
の
で
、
虎
は

獣
た
ち
が
狐
を
恐お
そ

れ
た
と
思
い
込こ

ん
だ
と
い
う
故
事
か
ら
、
弱
い
者
が

有
力
者
の
権
勢
を
か
さ
に
着
て
い
ば
る
こ
と
を
い
う
。

　

訓
読
法
に
従
っ
て
漢
字
仮
名
交
じ
り
に
改
め
た
も
の
を
書
き
下
し
文
と
い
い

ま
す
。

第
一
学
年
　
訓
読
の
仕
方

【
目
標
】　

●
訓
読
の
仕
方
を
知
り
、
音
読
し
て
漢
文
特
有
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
う
。

　

漢
文
は
、
も
と
も
と
中
国
の
文
章
で
す
。
漢
字
だ
け
で
書
か
れ
、
語
順
が
日

本
語
と
異
な
る
の
で
、
私
た
ち
の
祖
先
は
符ふ

号ご
う

を
つ
け
、
日
本
語
に
翻ほ

ん

訳や
く

し
な

が
ら
読
む
訓
読
法
を
考
え
ま
し
た
。

■
送
り
仮が

名な

…
…
用
言
の
活
用
語ご

尾び

や
助
詞
・
助
動
詞
を
片
仮
名
で
漢
字
の
右

下
に
書
き
ま
す
。
歴
史
的
仮
名
遣づ

か

い
を
用
い
ま
す
。

大た
い

　
　
器き

ハ

　
晩ば

ん

　
　
成せ

い

。ス

　
　
大
器
は
晩
成
す
。

　

偉い

大だ
い

な
人
物
は
時
間
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
と
大
成
す
る
こ
と
を
い
う
。
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ハ
ル
は
お
客
さ
ん
に
ど
の
よ
う
な
言
い
方
を
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

　

言
葉
は
、
そ
の
内
容
も
も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
が
、
内
容
さ
え
ま
ち
が
っ
て
い

な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
も
よ
い
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
話
し
言
葉
の
場
合
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
場
面
な

の
か
、
自
分
と
相
手
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
な
の
か
、
な
ど
を
判
断
し
、
そ
の

場
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
の
仕
方
を
選
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ハ
ル
の
場
合
は
、
次
の
よ
う
な
条
件
が
、
表
現
の
仕
方
を
選
ぶ
観
点
に
な
り

ま
す
。

　

・
パ
ン
屋
さ
ん
の
店
先
と
い
う
場
所
。

　

・
お
客
さ
ん
と
店
員
と
い
う
関
係
。

　

・
商
品
を
買
っ
て
く
れ
る
お
客
さ
ん
へ
の
感
謝
と
、
待
た
せ
て
す
ま
な
い
と

い
う
気
持
ち
。

　

さ
て
、
お
客
さ
ん
に
気
持
ち
よ
く
買
い
物
を
し
て
も
ら
う
に
は
、
ど
の
よ
う

な
言
い
方
を
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

　

聞
き
手
や
読
み
手
な
ど
の
相
手
に
、
敬
意
を
表
す
言
葉
を
敬
語
と
い
い
ま

す
。
敬
語
と
い
う
と
、
堅か

た

苦
し
く
形
式
的
な
印
象
を
抱い

だ

き
が
ち
で
す
が
、
敬
語

に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
を
も
ち
、
適
切
に
使
う
こ
と
で
、
私わ

た
した

ち
は
互
い
を

尊
重
し
合
い
、
よ
り
よ
い
人
間
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

第
二
学
年
　
敬
語
（
敬
語
の
知
識
・
理
解
）

【
目
標
】　

●
敬
語
の
は
た
ら
き
や
特
徴
に
つ
い
て
知
る
。

◎
敬
語
と
は
何
だ
ろ
う
？　

▼
▼
▼

　

次
に
示
す
の
は
、
中
学
生
の
ハ
ル
と
ア
キ
の
会
話
の
一
部
で
す
。

ア
キ　

あ
ら
、
元
気
が
な
い
よ
う
だ
け
ど
、
ど
う
し
た
の
？

ハ
ル　

実
は
今
日
、
商
店
街
の
パ
ン
屋
さ
ん
で
「
職
場
体
験
」
を
し
た
ん
だ
。

そ
う
し
た
ら
…
…
。

ア
キ　

例
に
よ
っ
て
、
何
か
、
や
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
？

ハ
ル　

逆
だ
よ
。
で
き
な
か
っ
た
ん
だ
…
…
。

ア
キ　

何
が
で
き
な
か
っ
た
の
？

ハ
ル　

お
客
さ
ん
と
の
や
り
と
り
。
お
客
さ
ん
が
来
た
ん
だ
け
ど
、
そ
の

人
の
買
い
た
い
パ
ン
が
、ま
だ
焼
き
あ
が
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、「
悪

い
け
ど
、
三
十
分
た
っ
た
ら
、
ま
た
来
て
よ
。」
っ
て
…
…
。

ア
キ　

そ
の
ま
ん
ま
言
っ
ち
ゃ
っ
た
の
？

ハ
ル　

…
…
う
ん
。
お
か
げ
で
店
長
さ
ん
か
ら
大
目
玉
。

ア
キ　

あ
ら
あ
。

ハ
ル　

ち
ゃ
ん
と
敬
語
を
使
え
ば
よ
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
け
ど
、
慌あ
わ

て
て
い

た
か
ら
…
…
。
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・「
お
世
話
に
な
っ
た
方
へ
お
手
紙
を
出
す
。」（
自
分
か
ら
相
手
に
向
か
う

事
柄
）

　

な
お
、
自
分
の
側
の
行
い
、
物
事
な
ど
を
へ
り
下
ら
せ
て
言
う
と
き
、
敬
意

を
表
し
た
い
相
手
が
話
や
文
章
の
聞
き
手
や
読
み
手
と
な
る
場
合
は
、
丁
重
語

と
し
て
区
別
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
明
日
か
ら
家
族
旅
行
へ
参

り
ま
す
。」
な
ど
の
場
合
は
、
聞
き
手
に
対
す
る
敬
意
を
表
す
表
現
で
す
。

丁て
い

寧ね
い

語

　

改
ま
っ
た
場
面
や
相
手
に
対
し
て
丁
寧
に
述
べ
る
言
葉
を
、
丁
寧
語
と
い
い

ま
す
。
文
末
の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。

【
語
例
】

　

文
末
の
「
で
す
」「
ま
す
」「
で
ご
ざ
い
ま
す
」

【
使
用
例
】

　

・「
今
日
は
九
月
三
日
で
す
。」

　

・「
山や

ま

田だ

君
を
紹し

ょ
う

介か
い

し
ま
す
。」

美
化
語

　

物
事
を
、
上
品
に
美
し
く
表
現
す
る
言
い
方
を
、
美
化
語
と
い
い
ま
す
。
直

接
に
は
、
誰だ

れ

に
対
し
て
の
敬
意
も
含ふ

く

ま
れ
て
い
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
す
。

【
使
用
例
】

　

・「
こ
こ
で
は
う
ま
い
お
米
が
と
れ
る
。」

　

・「
冷
た
い
お
水
が
ほ
し
い
。」

◎
敬
語
の
種
類
と
は
た
ら
き　

▼
▼
▼

尊
敬
語

　

話
題
の
中
の
人
物
（
相
手
・
相
手
側が

わ

の
人
物
な
ど
）
を
高
め
て
言
う
言
葉
を

尊
敬
語
と
い
い
ま
す
。

【
語
例
】

　

お
っ
し
ゃ
る
（
←
言
う
）　　

お
使
い
に
な
る
（
←
使
う
）

　

な
さ
る
（
←
す
る
）　　
　
　

読
ま
れ
る
（
←
読
む
）

　
〔
敬
意
を
表
し
た
い
相
手
か
ら
の
〕
お
言
葉
・
ご
説
明

　

お
元
気　
　

ご
立
派　
　

お
名
前　
　

ご
趣し

ゅ

味み　
　

○
○
様　
　

○
○
殿ど

の

【
使
用
例
】

　

・「
が
ん
ば
れ
よ
。」
と
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。（
相
手
の
行
い
）

　

・「
お
客
様
の
ご
住
所
は
？
」（
相
手
に
関
係
し
た
事
柄
）

　

・「
と
て
も
お
忙
し
い
よ
う
で
す
ね
。」（
相
手
の
状じ

ょ
う

況き
ょ
う

）

謙け
ん

譲じ
ょ
う

語

　

話
題
の
中
の
人
物
（
自
分
や
自
分
側
の
人
物
な
ど
）
の
動
作
が
向
か
う
相
手

を
高
め
て
言
う
言
葉
を
謙
譲
語
と
い
い
ま
す
。

【
語
例
】

　

申
し
上
げ
る
（
←
言
う
）　　
　

お
目
に
か
か
る
（
←
会
う
）

　

お
届
け
す
る
（
←
届
け
る
）　　

ご
案
内
す
る
（
←
案
内
す
る
）

　
〔
敬
意
を
表
し
た
い
相
手
へ
の
〕
ご
案
内
・
ご
説
明

【
使
用
例
】

　

・「
先
生
に
花
束
を
差
し
上
げ
ま
し
た
。」（
自
分
の
行
い
）



各学年73,500円（予価）

各巻15,750円，約15 ～ 40分

言葉がつなぐ世界遺産〈1年〉 教材のもととなったNHKスペシャルの映像を再編集して制作。

金子みすゞ  やさしさの世界〈1年〉 金子みすゞ の人と作品を紹介します。朗読は女優・小林綾子。

悠久の自然〈2年〉 写真家・星野道夫の見たアラスカの自然を，ふんだんに収録。

言葉の達人になろう〈2年〉 著者である鴻上尚史が，教室に向かって語りかける。

無言館の青春〈3年〉 「無言館」に残された美術作品を通じて，戦争と平和を考える。

故郷〈3年〉 当時の中国の様子，紹興の町並み，科挙制度などを解説。

近代文学の世界〈1～ 3年〉 夏目漱石，森鷗外，芥川龍之介，太宰治を取り上げる。

平家物語〈2年〉 いくつかのエピソードを，絵巻物や史跡を追いながら解説する。

おくのほそ道〈3年〉 句を味わいながら旅程をたどり，「おくのほそ道」に触れる。

歌舞伎・能・狂言の世界〈1～ 3年〉 古典芸能を紹介する。教科書教材「外郎売り」「しびり」も収録。

⑴　画面をできるだけ広く使えるようにツールの配置
等を工夫しています。

⑵　ツールは直感的に選べるようにわかりやすいデザ
インにしています。

⑶　電子黒板がない場合も，パソコンとプロジェクタ
等で使えるように設計しています。

⑷　写真はできるだけ明るい色彩調とし，投影式の機
器（プロジェクタ）でも見やすいよう配慮しています。

⑸　カラーユニバーサルデザインを意識して，色数を
抑えた判別の工夫をしています。

⑹　文字のサイズは，読みやすさを損なわない範囲で
最大限大きく表示しています。

中学国語DVD

各学年580円 各学年340円 460円 380円

中学国語デジタル教科書

中学国語 中学国語 中学書写

学習ノート 漢字ノート 中 学 文 法 硬筆練習帳
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編
集
後
記

　
「
道
標
」
二
〇
一
一
年
秋
（
第
二
十
三
）
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

今
春
、
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
た
新
版
教
科
書
が
完
成
し
ま
し
た
。

　

今
号
よ
り
、
本
誌
で
は
、
新
版
教
科
書
の
教
材
に
対
応
し
た
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

で
お
届
け
し
て
お
り
ま
す
。
来
年
度
か
ら
の
お
授
業
の
参
考
に
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

　

編
集
部
で
は
、
先
生
が
た
か
ら
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
。
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