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文
筆
を
業
と
し
て
い
る
人
間
な
の
に
、
本
を
読
む
こ
と
は
苦
手
で
あ
る
。
世
の

中
に
は
む
ず
か
し
い
本
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
年
を
と
っ
て
、
本
に
は
慣
れ
て
き
て

い
る
は
ず
だ
が
、
決
し
て
楽
に
な
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　

学
生
時
代
の
こ
と
で
、
と
き
ど
き
思
い
出
す
の
は
友
人
の
読
書
の
感
想
に
つ
い

て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
Ａ
と
い
う
友
人
が
、
今
月
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い

た
論
文
を
読
ん
で
き
た
。
か
れ
は
得
意
に
な
っ
て
そ
の
内
容
を
語
っ
て
く
れ
る
。

ぼ
く
は
お
ど
ろ
い
て
、
さ
っ
そ
く
図
書
館
に
い
っ
て
そ
の
論
文
を
読
ん
で
み
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
か
れ
の
い
っ
て
い
る
よ
う
な
内
容
で
は
な
い
。
似
て
い
る
と

こ
ろ
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
じ
も
の
と
は
と
て
も
思
え
な
い
と
こ
ろ
も
あ

る
。

　

そ
れ
は
、
か
れ
が
誤
っ
て
文
意
を
読
み
と
っ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
ぼ
く
は
思
う
。

し
か
し
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
ぼ
く
が
誤
読
し
て
い
る
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
や
、
あ
る
い
は
、
論
文
の
書
き
手
は
、
Ａ
で
も
ぼ
く
の
理
解
で
も
な
い
こ
と

を
、
本
当
は
書
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
を
読
ん
で
い
て
、共
感
す
る
と
人
は
安
心
し
て
読
み
つ
づ
け
る
よ
う
に
思
う
。

安
心
し
て
読
み
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
自
分
は
相
手
の
い

っ
て
い
る
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
理
解
し
て
い
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

言
葉
と
い
う
も
の
は
共
有
で
共
用
の
も
の
だ
。
ぼ
く
は
小
説
家
だ
か
ら
、
で
き

る
だ
け
自
分
の
個
性
の
出
た
文
章
で
作
品
を
書
き
た
い
と
思
う
。
し
か
し
、
言
葉

は
全
部
ぼ
く
以
外
の
人
々
が
つ
く
っ
た
も
の
だ
。
昔
か
ら
の
日
本
人
が
み
ん
な
で

つ
く
り
あ
げ
た
も
の
で
、
ぼ
く
は
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
日
本
語
を
つ
か
っ
て
い

る
。
ぼ
く
が
座
布
団
を
枕
に
し
て
寝
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、「
ザ
ブ
ト
ン
」
と

書
い
た
と
き
、
そ
れ
が
い
つ
も
「
マ
ク
ラ
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
て
も
、「
ザ
ブ

ト
ン
」
は
「
ザ
ブ
ト
ン
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
言
葉
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
に
し
た

が
っ
て
書
く
。
そ
う
す
る
と
み
ん
な
が
同
じ
文
章
を
書
く
か
と
い
う
と
、
そ
う
は

な
ら
な
い
。

　

ぼ
く
は
、
ぼ
く
の
感
触
を
も
っ
た
文
章
を
書
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
と
き

に
は
う
ま
く
い
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
他
人
の
文
章
を
読
ん
で
い
て
、
こ
れ
は
〈
だ

れ
そ
れ
以
外
の
文
章
じ
ゃ
な
い
よ
〉
と
思
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。

　

ま
た
、
み
ん
な
が
知
っ
て
い
る
は
ず
の
言
葉
を
つ
か
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
理
解
の

で
き
な
い
こ
と
を
書
く
人
も
い
る
。
そ
の
人
は
、
ど
う
や
ら
ぼ
く
が
考
え
た
こ
と

も
な
い
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
ら
し
く
て
、
ひ
と
通
り
読
ん
で
も
さ
っ
ぱ
り

わ
か
ら
な
い
。
く
り
か
え
し
読
ん
で
い
る
う
ち
に
〈
こ
う
い
う
こ
と
か
な
？
〉
と

思
う
こ
と
も
起
こ
る
。
そ
の
と
き
は
、
本
と
自
分
の
あ
い
だ
に
道
が
ひ
ら
け
か
け

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ど
う
や
ら
自
分
が
わ
か
る
べ
き
重
大
な
こ
と
を
い
っ
て

い
る
ら
し
い
と
い
う
気
が
し
て
く
る
。
こ
の
と
き
が
読
書
の
い
ち
ば
ん
楽
し
い
と

き
で
あ
る
。

　

幾
度
読
ん
で
も
わ
か
ら
な
い
と
き
は
、〈
今
は
あ
き
ら
め
よ
う
〉
で
い
い
の
じ

ゃ
な
い
か
。
本
当
に
重
要
な
も
の
な
ら
、
道
が
ひ
ら
く
日
が
く
る
。

　

そ
し
て
誤
読
だ
が
、
す
ば
ら
し
い
誤
読
だ
っ
て
あ
る
。
要
は
自
分
だ
。
そ
れ
は

す
ば
ら
し
い
独
自
な
考
え
を
触
発
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
か
ら
。

読
む
と
い
う
こ
と

三
木 

卓　
作
家
・
詩
人

み
き　

た
く　

一
九
三
五
年
生
ま
れ
。
静
岡
県
出

身
。『
東
京
午
前
三
時
』で
Ｈ
氏
賞
、『
わ
が
キ
デ
ィ
・

ラ
ン
ド
』
で
高
見
順
賞
、『
鶸
』
で
芥
川
賞
を
受
賞
。

１
年
下
巻
『
お
手
が
み
』
訳
、
３
年
下
巻
『
の
ら

ね
こ
』作
者
。
日
本
芸
術
院
恩
賜
賞（
二
〇
〇
七
年
）

受
賞
。
旭
日
中
綬
章
（
二
〇
一
一
年
）
受
章
。
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あ
ら
か
じ
め
計
画
し
た
授
業
時
数
（
以
下
「
時
数
」

と
表
記
）
が
、
行
事
な
ど
に
よ
っ
て
減
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
増
加
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
が
大
方

の
現
場
の
状
況
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
時
数
を
確
保
す
る
た
め
に
あ

れ
こ
れ
「
策
」
を
練
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
時
間

的
条
件
は
限
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
行
わ
な
け
れ
ば

国語

「
授
業
時
数
が
足
り
な
い
！
」
を
乗
り
切
る
に
は

特集

な
ら
な
い
教
科
内
容
は
厳
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
配
当
時
間
そ
の
も
の
と
、
そ
れ
に
伴
う

内
容
を
減
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

以
下
、
そ
の
「
削
減
」
す
る
計
画
を
立
て
て
実
践

し
て
い
く
際
の
「
考
え
方
」
を
、
い
く
つ
か
提
案
し

た
い
。

　　

ま
ず
、「
そ
も
そ
も
」
か
ら
始
ま
る
根
源
的
か
つ
原

則
的
な
問
い
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
例
え
ば
、

「
そ
も
そ
も
時
数
と
は
な
ん
な
の
か
、
な
ん
の
た
め
に

あ
る
の
か
」「
そ
も
そ
も
誰
が
ど
う
決
め
る
べ
き
な
の

か
」「
そ
も
そ
も
こ
の
時
数
に
必
然
性
は
あ
る
の
か
」

な
ど
と
い
う
よ
う
に
。

　

既
定
の
も
の
と
し
て
時
数
は
存
在
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
は
一
見
、
無
意
味
な
考
え
方
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
時
数
を
問
う
こ
と
は
教
育
内
容
を
問
う
こ

と
で
あ
る
。
は
じ
め
に
定
め
ら
れ
た
時
数
あ
り
き
で

は
な
く
、
教
育
（
教
科
）
内
容
に
時
数
を
合
わ
せ
て

い
く
の
が
本
来
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
お
の
ず
と
時

数
の
め
や
す
も
決
ま
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

ま
た
、
定
ま
っ
た
時
数
を
削
減
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
時
数
の
設
定
が
、
現
状

に
合
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

現
状
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
状
況
に
あ
る
そ
れ
ぞ

れ
の
現
場
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
現
場
の
時
数

の
中
の
主
人
公
は
、
生
き
て
日
々
成
長
し
て
い
る
子

ど
も
で
あ
る
。
な
に
が
な
ん
で
も
、
既
定
の
時
数
に

合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

　

一
方
、
予
定
し
た
時
数
ど
お
り
に
進
ん
で
し
ま
う

ほ
う
が
お
か
し
い
と
い
う
考
え
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

時
数
も
含
め
た
教
育
課
程
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
不
変

の
規
範
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
子
ど
も

と
と
も
に
変
容
し
て
い
く
動
的
な
も
の
で
あ
る
と
捉

え
る
考
え
方
で
あ
る
。

　

教
育
課
程
を
最
終
的
に
定
め
る
の
は
各
学
校
で
あ

る
。
年
間
を
見
通
し
、
教
科
内
容
を
見
通
し
て
、
ま

ず
は
時
数
を
配
分
す
る
。
そ
の
後
も
途
中
見
直
し（
そ

こ
に
は
削
減
だ
け
で
は
な
く
増
加
も
あ
る
が
）
を
含

め
て
柔
軟
に
運
用
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

換
言
す
れ
ば
、
状
況
に
対
応
で
き
る
柔
軟
性
の
担

保
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
応
急
措

　

成
蹊
小
学
校
教
諭
を
経
て
、
現
職
。
著
書
に
『
国

語
科
発
問
づ
く
り
の
基
礎
基
本
』（
明
治
図
書
）、『
読

み
合
う
教
室
へ―

―

文
学
の
「
読
み
」
の
授
業―

―

』

（
百
合
出
版
）な
ど
。
学
生
の
指
導
と
と
も
に
、幼
・
小
・

中
の
現
場
を
訪
ね
、
実
践
の
た
め
に
大
学
が
で
き
る

こ
と
を
模
索
中
。
ま
た
、「
文
学
教
育
と
生
活
綴
方
教

育
」
が
目
下
の
研
究
テ
ー
マ
。

宮
城
教
育
大
学
教
育
学
部

国
語
教
育
講
座
准
教
授

  

は
じ
め
に

国語

  

考
え
方
そ
の
一　

根
源
的
に
問
う

木き
の
し
た下

ひ
さ
し

柔
軟
に
、
前
向
き
に
、
子
ど
も
主
体
で
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置
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
年
間
の
教
育
目
標
と
子
ど

も
の
成
長
を
見
す
え
て
の
も
の
で
あ
る
。

　

今
、
子
ど
も
た
ち
を
見
す
え
、
国
語
科
の
授
業
で

い
ち
ば
ん
大
切
に
し
た
い
こ
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。

こ
の
基
本
的
な
問
い
に
「
そ
も
そ
も
」
を
つ
な
げ
て

考
え
て
い
き
た
い
。
そ
れ
は
、教
師
一
人
一
人
が
、「
こ

と
ば
」
の
力
と
は
何
か
を
問
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
「
削
減
」
と
い
う
語
か
ら
は
、
ど
う
し
て
も
負
の
印

象
を
受
け
て
し
ま
う
。「
減
ら
し
た
く
な
い
け
ど
仕
方

な
い
か
ら
減
ら
す
」
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。「
足
り
な

い
…
…
な
ん
と
か
し
な
く
て
は
…
…
」
と
い
う
中
で
、

予
定
し
て
い
た
内
容
を
時
間
と
と
も
に
消
化
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
な
に
か
後
ろ
め
た
い
気
持
ち

に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

前
節
で
述
べ
た
「
柔
軟
性
」
と
も
重
な
っ
て
く
る

の
だ
が
、
そ
も
そ
も
時
数
は
想
定
さ
れ
た
時
数
で
あ

り
、
絶
対
的
な
存
在
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
形
式
的

に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
必
要
十
分
な
指

導
事
項
を
踏
ま
え
て
設
定
さ
れ
て
は
い
る
の
だ
ろ
う

が
、
各
現
場
の
多
様
な
状
況
を
踏
ま
え
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。

　

な
ら
ば
、
減
ら
す
と
い
う
こ
と
で
慌
て
た
り
暗
く

な
っ
た
り
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
子
ど

も
た
ち
の
状
況
を
捉
え
て
時
数
を
変
更
す
る
の
は
、

当
然
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

国
語
科
の
場
合
の
子
ど
も
の
状
況
と
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
「
こ
と
ば
」
の
状
況
で
あ
る
。
目
前
の
子

ど
も
た
ち
の
個
々
の
「
こ
と
ば
」
の
力
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
、
何
が
で
き
て
い
て
何
が
課
題
と
な
る

の
か
。
そ
こ
を
ま
ず
お
さ
え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

　

そ
の
と
き
に
、
や
は
り
前
向
き
な
姿
勢
を
も
ち
た

い
。
子
ど
も
た
ち
の
課
題
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
、

気
を
つ
け
な
い
と
、ど
う
し
て
も「
何
が
で
き
な
い
か
」

と
い
う
発
想
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。「
課
題
」
で
あ
る

か
ら
当
然
な
の
だ
が
、
一
方
で
「
何
が
で
き
て
い
る

の
か
」
を
捉
え
て
お
か
な
い
と
、
そ
れ
こ
そ
削
減
す

る
と
き
に
頭
を
抱
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

つ
ま
り
、
で
き
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
こ
は
削
減
し

て
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
。
で
き
て
い
る
こ
と
、
そ

れ
は
目
前
の
「
子
ど
も
の
事
実
」
で
あ
る
が
、
そ
こ

か
ら
発
想
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
前
向
き
に
時
数

を
削
減
で
き
る
は
ず
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
時

間
を
か
け
る
単
元
、
か
け
な
い
単
元
が
見
え
て
く
る

の
で
は
な
い
か
。

　
「
あ
れ
も
で
き
な
い
、
こ
れ
も
で
き
な
い
」
と
課
題

を
山
積
み
に
し
て
し
ま
う
か
ら
、「
何
を
減
ら
そ
う
」

「
減
ら
す
と
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
読
解
力
に
課
題
が
あ
る
と
す
る
。
大
事

な
の
は
、
そ
の
課
題
の
中
身
だ
ろ
う
。
子
ど
も
た
ち

に
ま
っ
た
く
読
解
の
力
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
読

め
る
部
分
だ
っ
て
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
読

め
る
、
こ
の
よ
う
に
読
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
を
お

さ
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

指
導
計
画
を
立
て
て
教
材
研
究
を
す
る
と
き
は
、

ど
う
し
て
も
教
材
で
何
を
教
え
る
か
と
い
う
こ
と
が

先
に
来
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
読
み
で
い
う
な
ら

ば
、
子
ど
も
に
教
材
文
を
ど
う
読
ま
せ
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、一
方
で
、あ
る
い
は
そ
の
前
に
、

子
ど
も
は
こ
の
文
章
を
ど
の
よ
う
に
読
む
だ
ろ
う
か
、

受
け
取
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
視
点
も
落
と
し
た
く
な

い
。
そ
れ
は
「
で
き
て
い
る
」
部
分
を
見
取
る
こ
と

で
も
あ
る
。
そ
こ
を
踏
ま
え
て
、
確
実
な
時
数
を
見

い
だ
し
た
い
。

　

本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
国
語
科
の
授
業

時
数
で
あ
る
。
国
語
（
日
本
語
）
の
教
育
の
中
核
と

な
る
べ
き
教
科
は
国
語
科
だ
が
、
国
語
科
で
全
て
の

「
こ
と
ば
」
の
教
育
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
い

う
ま
で
も
な
く
、
日
本
語
で
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る

な
ら
ば
、
そ
の
場
は
ま
さ
に
国
語
（
日
本
語
）
教
育

の
場
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

ま
わ
り
く
ど
い
述
べ
方
だ
が
、
つ
ま
り
、
国
語
科

で
必
ず
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

あ
る
が
、
逆
に
国
語
科
で
や
ら
な
く
て
も
よ
い
こ
と

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

換
言
す
れ
ば
、
国
語
科
の
中
で
だ
け
時
数
の
削
減

を
考
え
て
し
ま
う
と
、
ど
う
し
て
も
行
き
づ
ま
っ
て

考
え
方
そ
の
二　

前
向
き
に
捉
え
る

考
え
方
そ
の
三　

視
野
を
広
げ
、
実
を
と
る
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を
設
定
し
た
り
し
て
、
そ
こ
に
教
科
書
単
元
を
組
み

入
れ
て
い
く
よ
う
な
方
向
も
考
え
て
み
た
い
。

　

時
間
が
少
な
く
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
分
中
身
を

凝
縮
す
る
と
い
う
の
も
一
つ
の
考
え
方
で
あ
る
。
だ

が
、
機
械
的
に
詰
め
込
む
と
い
う
こ
と
は
し
た
く
な

い
し
、
そ
れ
は
子
ど
も
に
と
っ
て
迷
惑
で
あ
る
。
や

は
り
、
新
し
い
時
数
の
中
身
、
つ
ま
り
、
学
習
内
容

を
精
選
、
あ
る
い
は
再
編
成
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
、
内
容
の
見
直
し
も
求
め
ら
れ
よ

う
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
授
業
方
法
そ
の
も
の
も
、

考
え
直
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

考
え
直
す
と
い
う
と
や
や
お
お
げ
さ
だ
が
、
要
す

る
に
、
そ
の
時
数
に
合
っ
た
学
習
活
動
、
す
な
わ
ち

言
語
活
動
を
設
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
場

合
に
よ
っ
て
は
発
想
の
転
換
も
必
要
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
本
末
転
倒
か
も
し
れ
な
い
が
、
読
み
の

授
業
に
お
い
て
、い
わ
ゆ
る
「
三
読
法
」
と
「
一
読
法
」

を
比
べ
て
み
た
場
合
、
そ
の
作
品
は
ど
ち
ら
の
方
法

が
時
間
を
有
効
に
使
え
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
視
点
を

も
っ
て
、
計
画
を
立
て
て
み
て
は
ど
う
か
。

　

頻
繁
に
行
わ
れ
る
交
流
や
振
り
返
り
と
い
っ
た
活

動
に
し
て
も
、
常
に
ど
の
単
元
・
教
材
で
も
そ
れ
を

行
う
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
な
く
て
も

困
ら
な
い
よ
う
な
教
材
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
時
間
が
少
な
い
か
ら
と
活
動
を
せ
か
す
の

で
は
な
く
、
逆
に
ゆ
と
り
を
も
つ
こ
と
で
全
体
の
時

間
を
絞
り
こ
む
こ
と
も
で
き
よ
う
。
や
た
ら
に
課
題

を
多
く
す
る
の
で
は
な
く
、
じ
っ
く
り
と
集
中
で
き

る
よ
う
な
学
習
課
題
を
設
定
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
授
業
時
間
外
の
活
動
、
朝
の
時
間
や
放

課
後
、
家
庭
で
の
学
習
の
あ
り
方
な
ど
も
再
考
す
る

必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
新
た
な
こ
と
を
工
夫
し
て
行
え
ば
、

教
師
に
と
っ
て
は
時
数
削
減
で
は
な
く
、
実
質
的
に

は
時
間
増
に
な
っ
て
し
ま
う
。そ
う
な
ら
な
い「
工
夫
」

も
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
に
よ
り
、
個
の
教

員
に
任
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
学
校
現
場
全

体
で
共
同
し
て
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
仕
事
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

表
題
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
「
考
え
方
」
を
述
べ

て
き
た
。
何
を
ど
れ
く
ら
い
削
減
す
る
の
か
と
い
う

数
字
に
左
右
さ
れ
る
部
分
も
多
々
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、

大
切
な
こ
と
は
時
数
で
は
な
く
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う

な
学
習
活
動
（
言
語
活
動
）
を
行
い
、「
こ
と
ば
」
の

力
を
育
む
の
か
で
あ
る
。

　

削
減
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
受
け
身
的
な
構
え
で

は
な
く
、
子
ど
も
の
「
こ
と
ば
」（
言
語
生
活
）
の
事

実
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
力
を
つ
け
た
い
と
い
う
主
体

的
な
方
向
で
、「
削
減
」
す
る
「
時
数
」
を
捉
え
て
い

き
た
い
。

国語  

し
ま
う
か
ら
、
他
教
科
も
含
め
て
「
減
じ
方
」
を
考

え
て
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

教
科
内
で
も
同
様
で
あ
る
。
言
語
活
動
は
総
合
的

活
動
で
あ
る
。「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
と
い
っ
た

領
域
は
、
あ
く
ま
で
も
指
導
の
た
め
の
便
宜
的
な
も

の
で
あ
る
と
捉
え
た
い
。

　

例
え
ば
、「
読
む
こ
と
」
の
学
習
活
動
の
中
に
も
、

当
然
書
く
と
い
う
活
動
は
存
在
す
る
。
時
数
的
に
そ

れ
は
「
書
く
こ
と
」
に
含
め
な
い
が
、
実
質
的
に
は

「
書
く
こ
と
」
の
学
習
に
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
音

読
は
言
語
事
項
で
は
な
い
。
だ
が
、
実
質
的
に
は
音

声
の
学
習
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
、
削
減
は
時
数
操
作

の
問
題
と
も
な
る
。
前
向
き
に
別
な
言
い
方
を
す
れ

ば
、
指
導
内
容
の
整
理
、
合
理
化
で
あ
る
。

　
「
合
理
化
」
と
い
う
語
を
使
う
と
機
械
的
・
表
面
的

に
受
け
止
め
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
前
向
き
な
時
数
の
削
減
は
、
ま
さ
に
合
理
化
な

の
で
は
な
い
か
。
切
り
捨
て
で
は
な
く
、
実
を
と
る

意
味
で
の
合
理
化
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
合
理
化
」
と
い
え
ば
、「
再
編
」
と
い

う
語
も
連
想
さ
れ
よ
う
。
教
科
書
内
容
の
再
編
も
考

え
て
み
た
い
。
目
次
ど
お
り
進
め
て
い
く
こ
と
が
望

ま
し
い
の
だ
ろ
う
が
、
算
数
な
ど
と
は
異
な
り
、「
組

み
換
え
」「
入
れ
換
え
」
は
し
や
す
い
の
で
は
な
い

か
。
組
み
合
わ
せ
て
新
た
な
「
単
元
」
を
作
っ
た
り
、

そ
れ
こ
そ
「
総
合
学
習
」
の
発
想
で
新
た
な
「
単
元
」

考
え
方
そ
の
四　

さ
ま
ざ
ま
に
工
夫
す
る

お
わ
り
に
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『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
は
、
優
れ
た
情
景
描
写
や
心
情
の

変
化
な
ど
が
的
確
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
日
本
児
童
文

学
の
名
作
と
し
て
定
評
が
あ
る
教
材
で
あ
る
。

　

本
単
元
で
は
、
叙
述
を
も
と
に
し
て
、
登
場
人
物
の

性
格
や
心
情
の
変
化
・
情
景
描
写
に
つ
い
て
想
像
す
る

こ
と
を
目
標
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
登
場
人
物
や
で
き

ご
と
、
行
動
や
会
話
文
な
ど
、
各
時
間
に
読
み
取
る
観

点
を
焦
点
化
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
も
と
に
読
み
取
り

を
行
う
。
そ
の
後
、
観
点
を
絞
っ
た
交
流
活
動
を
行
う

こ
と
で
、
互
い
の
感
じ
方
の
違
い
に
気
づ
か
せ
る
学
習

を
展
開
す
る
。

　

学
び
の
焦
点
化
を
図
る
こ
と
で
、
短
時
間
で
効
果
的

な
読
解
指
導
と
な
る
。

              
      

国
士
舘
大
学
体
育
学
部

准
教
授

 
井い

の
う
え
よ
し
ひ
ろ

上
善
弘

短
時
間
で
効
果
的
に
指
導
す
る
た
め
に

○
叙
述
に
着
目
し
て
物
語
を
読
み
、
感
じ
た
こ
と
や
考

え
た
こ
と
を
進
ん
で
話
し
合
お
う
と
し
て
い
る
。〈
関

心
・
意
欲
・
態
度
〉

○
場
面
の
移
り
変
わ
り
に
注
意
し
な
が
ら
、
登
場
人
物

の
性
格
や
気
持
ち
の
変
化
に
つ
い
て
、
叙
述
を
も

と
に
想
像
し
て
読
む
。
C
⑴
ウ

○
文
章
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
交
流
し
、
一
人
一
人

の
感
じ
方
の
違
い
に
気
づ
く
。
C
⑴
オ

学
習
計
画
（
全
５
時
間
）

○
で
き
ご
と
を
も
と
に
あ
ら
す
じ
を
確
か
め
る

　

第
１
時
で
は
、
物
語
の
大
ま
か
な
内
容
を
読
み
取
ら

せ
る
。
そ
の
た
め
に
、
教
師
の
範
読
の
際
に
次
の
よ
う

な
観
点
を
示
し
て
、
目
的
を
も
っ
て
全
文
を
読
む
よ
う

に
す
る
。

・
登
場
人
物
は
だ
れ
か

・
ど
の
よ
う
な
で
き
ご
と
が
起
き
た
か

・
最
後
は
、
ど
う
な
っ
た
か

　

な
お
、
あ
ら
か
じ
め
短
冊
等
を
用
意
し
、
児
童
に
並

べ
替
え
さ
せ
る
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
も
よ
い
。

○
教
師
用
指
導
書
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
活
用

　

場
面
ご
と
に
読
み
取
り
を
行
う
際
に
は
、
学
習
課
題

を
明
確
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
教
師
用
指
導
書

の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
適
宜
活
用
し
た
い
。

第
２
時
…
…
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
2

第
３
時
…
…
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
4

第
４
時
…
…
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
6

第
５
時
…
…
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
7

　

な
お
、
児
童
に
提
示
す
る
際
は
、
番
号
を
変
更
す
る

よ
う
に
す
る
。

○
心
に
残
っ
た
場
面
の
感
想
を
紹
介
し
合
う

　

場
面
を
視
写
す
る
際
に
は
、
会
話
文
だ
け
で
な
く
、

情
景
を
描
い
た
地
の
文
も
書
く
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、

感
想
に
は
、
そ
の
場
面
を
選
ん
だ
理
由
も
書
く
よ
う
に

す
る
。

文
学
の
場
合

実
践
で
の
留
意
点

教
材
に
つ
い
て

教
材
の
目
標

○
全
文
を
読
み
、
で
き
ご
と
を
も
と
に
あ

ら
す
じ
を
確
か
め
合
う
。

○
第
一
・
二
場
面
か
ら
、「
ご
ん
」
の
性
格

を
読
み
取
る
。

○
第
三
・
四
・
五
場
面
を
読
み
、
兵
十
の
様

子
や
ご
ん
の
し
た
こ
と
か
ら
、
ご
ん
の

心
情
を
想
像
す
る
。

○
第
六
場
面
を
読
み
、
兵
十
へ
の
手
紙
を

書
く
。

○
心
に
残
っ
た
場
面
を
中
心
に
、
感
想
を

紹
介
し
合
う
。

１
時

２
時

３
時

４
時

５
時

ご
ん
ぎ
つ
ね
（
四
年
下
巻
）
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本
教
材
は
、
図
版
や
写
真
な
ど
、
本
文
に
合
わ
せ
て

示
さ
れ
て
い
る
資
料
な
ど
も
活
用
し
な
が
ら
、
伊
能
忠

敬
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
人
物
で
、
ど
の
よ
う
な
業
績

を
残
し
た
か
に
つ
い
て
読
み
取
っ
て
い
く
。

　

ま
た
、
自
ら
の
目
標
に
向
か
っ
て
地
道
に
努
力
を
続

け
る
伊
能
忠
敬
の
生
き
方
を
読
み
取
ら
せ
た
い
。
人
物

の
生
き
方
を
多
面
的
に
捉
え
、
そ
の
生
き
方
に
つ
い
て

自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
で
、
自
分
自
身
の
生
き
方
に

つ
い
て
考
え
て
い
く
き
っ
か
け
に
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

本
単
元
で
は
、
ま
ず
、
人
物
の
生
き
方
や
で
き
ご
と

に
対
す
る
考
え
方
を
整
理
す
る
活
動
と
し
て
、
年
表
作

り
を
行
い
、
伝
記
の
読
み
方
を
学
ぶ
。

　

そ
の
後
、
伊
能
忠
敬
の
生
き
方
や
考
え
方
が
読
み
取

れ
る
叙
述
を
も
と
に
、
伊
能
忠
敬
を
紹
介
す
る
文
章
を

書
き
、
そ
れ
を
交
流
す
る
活
動
を
行
う
こ
と
で
、
自
分

の
考
え
を
明
確
に
し
て
い
く
。

○
伝
記
や
描
か
れ
て
い
る
人
物
の
生
き
方
に
興
味
を
も

ち
、
読
む
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
る
。〈
関
心
・
意
欲
・

態
度
〉

○
登
場
人
物
の
関
係
や
心
情
、
場
面
に
つ
い
て
の
描
写

を
捉
え
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。
C
⑴
エ

○
文
章
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
交
流
し
、
自
分
の
考

え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
。
C
⑴
オ

学
習
計
画
（
全
５
時
間
）

○
教
師
用
指
導
書
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
活
用

　

伝
記
を
読
む
う
え
で
大
切
に
し
た
い
こ
と
は
、
人
物

の
生
き
方
や
考
え
方
を
捉
え
る
こ
と
と
、
人
物
に
対

す
る
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。『
伊
能
忠
敬
』

は
比
較
的
長
い
文
章
で
あ
る
た
め
、
各
時
間
指
導
に
お

い
て
は
、
課
題
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

本
実
践
例
で
は
、
教
科
書
の
「
学
習
の
て
び
き
」
を

も
と
に
、
教
師
用
指
導
書
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
活
用
す

る
こ
と
で
、
焦
点
化
さ
れ
た
課
題
を
も
と
に
学
習
の
重

点
化
を
図
る
。

第
１
時
…
…
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
4                            

・
初
発
の
感
想
と
し
て
、
共
感
で
き
る
と
こ
ろ
と
、
伊

能
忠
敬
の
一
生
を
短
い
言
葉
で
書
き
表
す
活
動
を

行
う
。

第
２
時
…
…
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
1　

第
３
時
…
…
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
2

第
４
時
…
…
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
3

・「
学
習
の
て
び
き
」
2
に
そ
っ
て
、
伊
能
忠
敬
の
人

　

物
像
を
読
み
取
り
、
話
し
合
う
。

　

な
お
、
第
２
時
の
年
表
作
り
が
、
一
単
位
時
間
で
難

し
い
場
合
は
、
第
３・
４
時
の
読
解
活
動
と
合
わ
せ
行

う
。

○
第
５
時
で
「
書
く
こ
と
」
と
の
融
合
を
図
る

　

教
科
書
「
学
習
の
て
び
き
」
の
「
書
く
」
で
は
、
伊

能
忠
敬
以
外
の
伝
記
を
読
み
、
紹
介
す
る
活
動
を
示
し

て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
そ
の
活
動
を
伊
能
忠
敬
の
学
習
の
ま
と

め
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
伊
能
忠
敬
を
紹
介
す
る
文
章

を
書
く
こ
と
で
、
読
解
と
書
く
こ
と
の
融
合
を
図
る
の

で
あ
る
。
紹
介
す
る
文
章
の
分
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
百
字

程
度
を
め
や
す
と
し
、
書
い
た
も
の
は
互
い
に
読
み
合

い
、
感
想
や
意
見
を
交
流
す
る
。

　

な
お
、
伊
能
忠
敬
以
外
の
伝
記
を
読
む
活
動
は
、
伝

記
指
導
に
お
い
て
は
、
欠
か
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第

１
時
や
第
５
時
に
お
い
て
、
伊
能
忠
敬
以
外
の
伝
記
を

読
む
よ
う
に
さ
せ
た
い
。
巻
末
の
『
オ
ー
ド
リ
ー
＝
ヘ

プ
バ
ー
ン
』
や
『
６
年
生
で
読
み
た
い
本
』
な
ど
を
紹

介
し
、
伝
記
を
読
む
機
会
を
作
り
た
い
。

教
材
に
つ
い
て

教
材
の
目
標

実
践
で
の
留
意
点

○
全
文
を
読
み
、
初
発
の
感
想
を
も
つ
。

○
時
を
表
す
言
葉
を
も
と
に
、
伊
能
忠
敬

の
生
涯
を
年
表
に
整
理
す
る
。

○
叙
述
を
も
と
に
、
伊
能
忠
敬
が
ど
ん
な

人
物
か
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

○
伊
能
忠
敬
を
紹
介
す
る
文
章
と
、
伊
能

忠
敬
の
生
き
方
や
考
え
方
に
対
す
る
感

想
を
書
く
。

１
時

２
時

３
時

４
時

５
時

伊
能
忠
敬
（
六
年
下
巻
）
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本
教
材
の
特
徴
は
、
論
の
展
開
が
明
確
な
段
落
構

成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
段
落
相

互
の
関
係
を
つ
か
み
、
筆
者
の
論
の
運
び
方
を
子
ど

も
が
学
ぶ
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、話
題
が
身
近
で
あ
る
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
書
か
れ
た
内
容
を
子
ど
も
が
自
分
で

確
か
め
な
が
ら
読
み
進
め
ら
れ
る
と
い
う
利
点
が
あ

る
。
そ
こ
で
、
段
落
構
成
図
を
ま
と
め
、
筆
者
が
ど

の
よ
う
に
論
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
学
習

す
る
こ
と
に
重
点
を
お
く
よ
う
に
し
た
い
。

　

一
方
、
本
教
材
は
、「
書
く
こ
と
」
の
学
習
が
「
学

習
の
て
び
き
」
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ

こ
で
身
に
つ
け
た
読
み
取
り
方
を
、「
書
く
こ
と
」

に
転
移
さ
せ
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
要
約
し
た
り
引
用
し
た
り
す
る
と
い

う
、
本
来
「
読
む
こ
と
」
で
学
ぶ
指
導
事
項
を
、
思

い
切
っ
て
「
書
く
こ
と
」
で
扱
う
よ
う
に
し
て
時
数

を
圧
縮
し
た
い
。

○
筆
者
の
意
見
と
自
分
の
意
見
と
を
比
べ
な
が
ら
、

絵
文
字
に
興
味
を
も
っ
て
読
み
進
め
て
い
る
。〈
関

心
・
意
欲
・
態
度
〉

○
絵
文
字
が
使
わ
れ
続
け
て
い
る
理
由
を
ふ
ま
え
、

そ
の
特
徴
を
整
理
し
て
、
読
む
。
C
⑴
イ

○
事
実
と
意
見
と
の
関
係
を
、
段
落
の
つ
な
が
り
か

ら
捉
え
る
。
C
⑴
イ

学
習
計
画
（
全
５
時
間
）

　

学
習
に
入
る
前
に
、興
味
づ
け
の
意
味
も
含
め
て
、

子
ど
も
た
ち
が
楽
し
く
学
習
に
入
れ
る
よ
う
に
、
絵

文
字
を
集
め
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
教
材
文
を
読
む
前

に
、
集
め
て
き
た
絵
文
字
の
特
徴
を
発
表
さ
せ
、
絵

文
字
の
よ
さ
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
て
お
く
。
そ
の
こ

と
に
よ
り
、
自
分
の
考
え
を
も
っ
て
主
体
的
に
説
明

文
に
関
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

筆
者
の
示
し
た
特
徴
と
自
分
の
考
え
を
比
較
し
な
が

ら
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
い
わ

ば
内
容
を
受
容
す
る
読
み
で
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
を

と
お
し
て
筆
者
と
対
話
し
て
い
く
読
み
と
な
り
、
学
習

が
子
ど
も
主
体
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
子
ど
も
た
ち
に
筆
者
と
対
話
し
て
い
る
よ

う
に
意
識
さ
せ
る
。
板
書
や
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
常
に

自
分
の
考
え
と
筆
者
の
事
例
を
併
記
す
る
よ
う
に
し

て
、
比
べ
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
で
、
主
体
を
子

ど
も
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
一

つ
一
つ
の
事
例
を
確
認
し
て
い
き
な
が
ら
、
筆
者
の

結
論
に
納
得
で
き
る
か
ど
う
か
判
断
し
よ
う
と
読
み

進
め
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
第
３
時
か
ら
学
習
履
歴
を
模
造
紙
な
ど
に

書
き
残
し
て
お
く
と
、
段
落
構
成
図
に
ま
と
め
る
と

き
に
、
復
習
も
兼
ね
て
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
、
簡

略
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
ほ
し

い
の
は
、
段
落
構
成
図
は
、
あ
く
ま
で
も
論
の
展
開

を
見
や
す
く
す
る
も
の
で
、
作
る
こ
と
自
体
が
目
的

と
な
っ
て
は
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

最
後
は
、
筆
者
の
論
の
展
開
を
意
識
し
た
学
習
感

想
を
書
か
せ
、
こ
の
あ
と
に
控
え
る
「
書
く
こ
と
」

の
学
習
へ
と
転
移
を
図
り
た
い
。

説
明
文
の
場
合

東
京
学
芸
大
学
附
属

小
金
井
小
学
校
教
諭

 

大お
お
つ
か
け
ん

塚
健
太た

郎ろ
う

○
集
め
て
き
た
絵
文
字
に
つ
い
て
発
表
し

合
い
、
絵
文
字
の
よ
さ
を
ま
と
め
る
。

○
本
文
を
読
み
、
語
句
や
漢
字
を
調
べ
る
。

○
自
分
た
ち
で
ま
と
め
た
絵
文
字
の
よ
さ

と
、
筆
者
の
捉
え
る
特
徴
と
を
比
べ
な

が
ら
読
み
進
め
る
。

○
筆
者
の
主
張
と
そ
れ
を
支
え
る
事
例
の

関
係
を
、
段
落
構
成
図
に
ま
と
め
る
。

○
筆
者
の
論
の
展
開
を
考
え
て
読
み
、
感

想
を
も
つ
。

１
時

２
時

３
時

４
時

５
時

教
材
に
つ
い
て

教
材
の
目
標

実
践
で
の
留
意
点

く
ら
し
と
絵
文
字
（
三
年
下
巻
）
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教
材
に
つ
い
て

　

本
教
材
は
、
こ
れ
ま
で
に
学
習
し
た
説
明
文
と
は

明
ら
か
に
違
う
文
体
で
書
か
れ
、
扱
わ
れ
て
い
る
内

容
も
、
抽
象
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
筆
者
の

考
え（
結
論
）を
読
者
に
納
得
し
て
も
ら
う
た
め
に
、

論
の
展
開
が
工
夫
し
て
書
か
れ
て
い
る
文
章
で
あ

る
。

　

そ
こ
で
、
お
の
ず
と
学
習
の
重
点
が
置
か
れ
る
の

は
、
筆
者
の
結
論
へ
の
導
き
方
と
な
る
。
ど
ん
な
事

例
を
使
い
、
ど
の
よ
う
な
順
番
で
説
明
し
、
ど
ん
な

反
対
意
見
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
ら
を
打
ち

消
し
、
結
論
へ
と
導
く
筆
者
の
論
理
展
開
を
、
評
価

す
る
目
で
読
み
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
論
理
展
開
を
確
認
し
な
が
ら
読
み
進

め
る
た
め
に
、
わ
か
り
や
す
い
文
章
表
現
（「
例
え

ば
…
…
し
て
い
る
と
し
よ
う
。」
な
ど
の
よ
う
な
表

現
）
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
表
現
を
手
が
か
り
に
、

筆
者
の
考
え
と
自
分
の
考
え
と
を
対
話
さ
せ
な
が
ら

検
証
し
て
い
く
読
み
方
を
獲
得
さ
せ
る
こ
と
に
重
点

を
置
い
て
、
時
数
の
圧
縮
を
図
り
た
い
。

教
材
の
目
標　

○
筆
者
の
考
え
と
自
分
の
主
張
と
を
比
べ
な
が
ら
、

事
例
の
選
び
方
や
論
の
展
開
の
仕
方
に
つ
い
て
評

価
し
よ
う
と
、
読
み
進
め
て
い
る
。〈
関
心
・
意

　

欲
・
態
度
〉

○
筆
者
の
結
論
に
つ
い
て
、
事
例
と
意
見
を
区
別
し

て
読
み
進
め
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。
C
⑴

ウ
○
筆
者
が
結
論
に
い
た
る
ま
で
の
論
の
展
開
を
評
価

し
な
が
ら
、
読
み
進
め
る
。
C
⑴
ウ

学
習
計
画
（
全
３
時
間
）

実
践
で
の
留
意
点

　

第
１
時
は
、
一
読
後
に
ク
ラ
ス
で
筆
者
の
結
論
が

な
ん
で
あ
る
か
を
、
最
終
段
落
の
内
容
を
確
認
す
る

こ
と
で
共
通
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
結
論
に
対
し
て
、
自
分
は
ど
う
思
う

か
感
想
を
ま
と
め
さ
せ
る
。
で
き
れ
ば
、
感
想
を
一

覧
に
し
て
、
子
ど
も
ど
う
し
で
読
み
合
っ
て
か
ら
第

２
時
に
入
り
た
い
と
こ
ろ
だ
。
も
し
不
可
能
で
あ
れ

ば
、
教
師
が
目
を
と
お
し
、
納
得
・
反
対
お
よ
び
双

方
の
意
見
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
お
く
だ
け
で
も
よ

い
。

　

第
２
時
は
、「
結
論
に
納
得
で
き
る
理
由
」、「
反

対
す
る
理
由
」
と
い
う
よ
う
に
、
理
由
を
明
確
に
し

て
意
見
交
換
を
進
め
て
い
く
。
そ
の
中
で
、
論
の
展

開
や
事
例
の
あ
げ
方
、
事
例
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て

理
由
を
述
べ
た
発
言
（「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
甘
さ
に

つ
い
て
は
実
感
が
わ
か
な
い
が
、
お
な
か
の
痛
み
に

つ
い
て
は
実
感
の
伴
う
事
例
だ
っ
た
の
で
、
完
全
に

は
わ
か
り
合
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
少
し
納
得
で
き

た
」
と
い
う
よ
う
な
発
言
）
を
取
り
上
げ
、
筆
者
の

論
理
展
開
に
目
を
向
け
さ
せ
な
が
ら
教
師
が
話
し
合

い
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
。

　

第
３
時
は
、
段
落
構
成
図
に
、
事
例
・
意
見
の
部

分
な
ど
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
整
理
し
て
い
く
。
そ

の
と
き
に
、
第
１
時
や
第
２
時
の
学
習
の
内
容
を
盛

り
込
ん
で
い
く
と
、論
の
展
開
が
見
え
や
す
く
な
る
。

板
書
の
上
段
に
事
例
・
意
見
、
下
段
に
第
１
時
や
第

２
時
の
学
習
内
容
を
ま
と
め
て
い
く
と
よ
い
。
す
る

と
最
後
に
、
ど
ん
な
事
例
を
ど
の
よ
う
な
順
番
で
出

し
、
ど
ん
な
反
対
意
見
を
想
定
し
、
打
ち
消
し
て
い

く
か
な
ど
の
論
の
展
開
の
工
夫
が
見
つ
け
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
が
、
読
者
に
自
分
の
意
見
に
納
得
し
て

も
ら
う
た
め
の
筆
者
の
工
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

意
識
づ
け
、
さ
ら
に
、
書
き
方
（
論
理
展
開
）
に
つ

い
て
感
想
を
求
め
て
、「
書
く
こ
と
」
の
学
習
へ
と

つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

○
一
読
後
、
筆
者
の
結
論
に
納
得
が
い
く

か
ど
う
か
の
感
想
を
ま
と
め
る
。

○
筆
者
の
結
論
に
対
す
る
自
分
の
考
え
に

つ
い
て
意
見
交
換
を
す
る
。

○
前
時
の
内
容
を
受
け
て
、
筆
者
の
結
論

に
い
た
る
ま
で
の
論
の
展
開
を
評
価
す

る
。

１
時

２
時

３
時

教
材
に
つ
い
て

教
材
の
目
標

実
践
で
の
留
意
点

ぼ
く
の
世
界
、き
み
の
世
界
（
六
年
下
巻
）
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コ
ラ
ム
と
は
、「
囲
み
記
事
」
と
も
呼
ば
れ
る
短

い
記
事
や
評
論
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
誰
か
に
読
ま

れ
る
こ
と
が
前
提
に
あ
り
、
書
き
手
の
伝
え
た
い
こ

と
を
限
ら
れ
た
文
字
数
で
表
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
文
種
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
コ
ラ
ム
を
書
く
た

め
の
テ
ー
マ
の
設
定
や
文
章
構
成
の
学
習
に
時
間
が

か
か
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

テ
ー
マ
の
設
定
で
は
、教
材
を
手
が
か
り
に
し
て
、

こ
と
わ
ざ
や
故
事
成
語
な
ど
の
既
習
事
項
を
活
用
す

る
と
、
テ
ー
マ
が
決
め
や
す
い
こ
と
に
気
づ
か
せ
た

い
。

　

教
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
斉
藤
さ
ん
の

コ
ラ
ム
は
、
は
じ
め
に
読
み
手
に
語
り
か
け
、
次
に

こ
と
わ
ざ
と
実
体
験
と
を
結
び
つ
け
て
、
感
じ
た
こ

と
か
ら
自
分
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最

後
に「
観
天
望
気
」と
い
う
言
葉
を
紹
介
し
て
、題
名

の
「
鳥
は
気
象
予
報
士
」
と
い
う
見
方
を
更
に
広
げ
、

読
み
手
に
行
動
を
促
す
文
章
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

文
章
を
構
成
す
る
視
点
と
し
て
は
、
実
体
験
と
結

び
つ
け
て
考
え
た
こ
と
を
中
心
に
据
え
、
最
後
に
ど

の
よ
う
な
こ
と
を
読
み
手
に
伝
え
た
い
か
を
考
え
て

ま
と
め
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
た
い
。

　

短
い
記
事
や
評
論
を
書
く
力
は
、
他
教
科
の
言
語

活
動
に
生
か
さ
れ
る
重
要
な
力
で
あ
る
。
限
ら
れ
た

時
間
内
で
伝
え
た
い
こ
と
を
書
く
力
が
、
今
こ
そ
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

○
作
品
例
で
工
夫
し
て
い
る
点
に
気
づ
き
、
自
分
の

　

文
章
に
生
か
そ
う
と
す
る
。〈
関
心
・
意
欲
・
態
度
〉

○
体
験
し
て
得
た
考
え
や
意
見
を
、
文
章
全
体
の
構

　

成
を
考
え
、
読
み
手
に
よ
く
わ
か
る
効
果
的
な
表

　

現
で
書
く
。

学
習
計
画
（
全
６
時
間
）

　

生
活
の
中
か
ら
話
題
を
決
め
る
と
い
う
取
材
・
選

材
に
時
間
が
か
か
る
。
何
ら
か
の
枠
組
み
を
示
し
、

そ
こ
か
ら
想
起
さ
れ
る
経
験
や
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
掘
り
起
こ
し
て
い
く
と
よ
い
。

　

教
材
文
を
参
考
に
す
る
と
、
こ
と
わ
ざ
が
話
題
の

き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
。
各
学
級
の
実
態
に
合
わ

せ
て
、
こ
の
よ
う
な
き
っ
か
け
に
な
る
も
の
を
選
定

し
て
示
す
と
よ
い
。
例
え
ば
、
こ
と
わ
ざ
を
話
題
の

き
っ
か
け
に
す
る
場
合
、好
き
な
こ
と
わ
ざ
を
選
び
、

そ
の
こ
と
わ
ざ
を
実
感
す
る
体
験
を
思
い
起
こ
し
た

り
、
具
体
的
な
事
実
を
調
べ
た
り
す
る
。
四
字
熟
語

や
、
故
事
成
語
な
ど
も
コ
ラ
ム
の
話
題
の
き
っ
か
け

に
な
る
だ
ろ
う
。

　

組
み
立
て
メ
モ
を
作
る
際
に
は
、「
こ
と
わ
ざ
」「
自

分
の
体
験
や
調
べ
て
わ
か
っ
た
こ
と
」「
感
じ
た
こ

と
や
思
っ
た
こ
と
」「
伝
え
た
い
こ
と
」
な
ど
を
箇

条
書
き
に
す
る
。
少
な
い
文
字
数
で
ど
の
よ
う
な
構

成
に
す
る
と
効
果
的
か
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。
書
く
と
き
に
文
字
数
を
意
識
し
な
が
ら
書
く
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
、
組
み
立
て
メ
モ
に
も
マ
ス
目

の
あ
る
用
紙
を
使
う
よ
う
に
す
る
と
よ
い
。

　

全
員
の
作
品
を
ま
と
め
て
一
冊
の
コ
ラ
ム
集
と
し

て
印
刷
し
、
読
み
合
っ
て
感
想
を
交
流
し
た
い
。
交

流
の
時
間
を
短
縮
す
る
た
め
に
は
、
付
箋
紙
な
ど
に

感
想
を
書
い
て
渡
す
な
ど
の
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。

書
く
こ
と
の
場
合東

京
都
足
立
区
立

千
寿
本
町
小
学
校
教
諭

 

坂さ
か
も
と本

喜き

代よ

子こ

教
材
文
を
読
み
、
学
習
計
画
を
立
て
る
。

話
題
を
決
め
、
必
要
な
こ
と
を
取
材
す

る
。

組
み
立
て
メ
モ
を
作
る
。

文
字
数
に
合
わ
せ
て
コ
ラ
ム
を
書
く
。

め
あ
て
に
そ
っ
て
推
敲
し
清
書
す
る
。

コ
ラ
ム
集
に
ま
と
め
て
読
み
合
い
、
感
想

を
交
流
す
る
。

１
時

２
時

３
時

４
時

５
時

６
時

教
材
に
つ
い
て

教
材
の
目
標

実
践
で
の
留
意
点

コ
ラ
ム
を
書
こ
う
（
五
年
下
巻
）
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教
材
に
つ
い
て

　

卒
業
を
前
に
、
文
章
表
現
を
と
お
し
て
自
分
の
成

長
を
振
り
返
り
、
自
分
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
直
し

て
い
こ
う
と
す
る
教
材
で
あ
る
。
更
に
今
ま
で
学
習

し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
表
現
方
法
の
ま
と
め
と

し
て
、
ふ
さ
わ
し
い
表
現
方
法
を
選
ん
で
書
く
と
い

う
活
動
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

卒
業
に
向
け
、
行
事
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の

内
容
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
時

間
を
短
縮
さ
せ
た
い
。

　

ま
た
、
表
現
方
法
を
選
択
す
る
た
め
に
は
、
既
習

の
表
現
方
法
の
特
徴
を
整
理
し
て
理
解
で
き
る
よ
う

に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
必
要
な

構
成
表
や
イ
メ
ー
ジ
マ
ッ
プ
を
用
い
る
こ
と
に
よ

り
、
限
ら
れ
た
時
間
数
で
も
豊
か
な
表
現
活
動
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

◯
自
分
の
成
長
を
振
り
返
っ
た
り
、
作
品
例
を
参
考

に
し
た
り
し
な
が
ら
、
す
す
ん
で
文
章
を
書
こ
う

と
し
て
い
る
。〈
関
心
・
意
欲
・
態
度
〉

◯
自
分
の
成
長
に
と
っ
て
大
切
な
題
材
と
表
現
方
法

を
選
び
、
文
章
全
体
の
構
成
を
考
え
て
、
読
み
手

に
わ
か
り
や
す
い
効
果
的
な
表
現
で
書
く
。

学
習
計
画
（
全
７
時
間
）

　

六
年
生
の
書
く
活
動
の
総
ま
と
め
と
し
て
豊
か
な

学
習
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

既
習
事
項
を
振
り
返
る
こ
と
や
、
自
分
の
体
験
を

容
易
に
想
起
で
き
る
児
童
に
は
、
大
変
や
り
が
い
の

あ
る
学
習
活
動
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
卒
業
を

間
近
に
控
え
、
十
分
な
個
別
指
導
の
時
間
が
確
保
で

き
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。

　

支
援
が
必
要
な
児
童
に
は
、
題
材
を
全
員
の
共
通

体
験
で
あ
る
行
事
や
思
い
出
に
絞
り
こ
む
と
よ
い
。

陸
上
大
会
や
学
習
発
表
会
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

の
発
表
会
な
ど
、
共
通
し
た
体
験
を
一
緒
に
思
い
出

す
こ
と
に
よ
り
、
選
択
し
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

多
様
な
表
現
方
法
の
中
か
ら
、
ふ
さ
わ
し
い
表
現

方
法
を
選
ぶ
た
め
、
指
導
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
い

が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
対
応
と
し
て
必
要
に
応
じ

て
、
相
談
し
た
り
確
認
し
た
り
し
な
が
ら
、
進
め
ら

れ
る
よ
う
に
配
慮
し
た
い
。

　

随
筆
を
選
択
し
た
場
合
は
、構
成
メ
モ
を
作
成
し
、

効
果
的
な
構
成
を
考
え
、
書
き
出
し
や
終
わ
り
を
工

夫
す
る
。
一
方
、
詩
や
短
歌
・
俳
句
を
選
択
し
た
場

合
は
、
イ
メ
ー
ジ
マ
ッ
プ
で
心
が
動
か
さ
れ
た
で
き

ご
と
や
対
象
を
整
理
し
、
そ
こ
か
ら
言
葉
を
書
き
出

し
、
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
活
動

が
個
別
に
進
む
た
め
、
同
じ
表
現
方
法
を
選
ん
だ
児

童
ど
う
し
で
交
流
す
る
場
を
設
け
た
い
。

　

な
か
な
か
表
現
方
法
が
決
め
ら
れ
な
い
と
い
う
場

合
は
、
は
じ
め
は
、
短
い
随
筆
を
書
く
こ
と
に
す
る

と
よ
い
。
第
６
時
で
、
下
書
き
と
し
て
書
い
た
自
分

の
随
筆
を
も
と
に
し
て
、
詩
や
短
歌
・
俳
句
に
表
現

し
直
し
て
み
る
。
な
お
、
そ
の
際
、
随
筆
の
ま
ま
が

よ
い
か
、
別
の
表
現
方
法
が
よ
い
か
を
、
児
童
自
身

が
ふ
さ
わ
し
い
方
法
を
選
択
し
て
も
よ
い
。

教
材
文
を
読
み
、
学
習
計
画
を
立
て
る
。

二
つ
の
作
品
例
か
ら
、
作
者
が
伝
え
た

か
っ
た
こ
と
や
、
構
成
・
記
述
の
工
夫
、

表
現
方
法
の
効
果
に
つ
い
て
読
み
取
る
。

書
き
た
い
題
材
を
決
定
し
、
伝
え
た
い
内

容
と
相
手
に
合
わ
せ
た
表
現
方
法
を
選

ぶ
。

伝
え
た
い
目
的
と
相
手
を
考
え
な
が
ら
、

題
材
や
表
現
方
法
に
合
っ
た
構
成
表
、
ま

た
は
イ
メ
ー
ジ
マ
ッ
プ
を
作
る
。

構
成
表
や
イ
メ
ー
ジ
マ
ッ
プ
を
も
と
に
、

目
的
や
相
手
、
表
現
方
法
に
合
っ
た
書
き

表
し
方
で
下
書
き
を
書
く
。

下
書
き
を
見
直
し
て
必
要
な
推
敲
を
し
、

作
品
を
完
成
さ
せ
る
。

友
達
の
作
品
を
読
み
合
い
、
感
想
を
交
流

す
る
。

１
時

２
時

３
時

４
時

５
時

６
時

７
時

教
材
に
つ
い
て

教
材
の
目
標

実
践
で
の
留
意
点

表
現
方
法
を
選
ん
で
書
こ
う（
六
年
下
巻
）
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書写

「
伝
え
合
う
力
」
を
は
ぐ
く
む
書
写
学
習

佐
世
保
市
立
小
佐
世
保
小
学
校　
　

髙
橋　

ち
あ
き

一　

は
じ
め
に

　

書
写
の
時
間
に
お
い
て
も
「
伝
え
合
う
力
」
の
育

成
を
図
り
た
い
、
あ
わ
せ
て
、
単
な
る
「
書
き
写
し

の
書
写
」
で
は
な
く
、「
国
語
を
適
切
に
表
現
し
正

確
に
理
解
す
る
能
力
を
育
成
」
す
る
と
い
う
、
国
語

科
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
書
写
学
習
を
実
現
さ

せ
た
い
と
い
う
願
い
は
、
多
く
の
教
師
が
も
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
自
己
表
現
の
場
」
と
し
て
、

書
写
学
習
の
な
か
に
位
置
づ
け
た
学
び
を
構
成
し
、

子
ど
も
自
身
に
自
己
の
成
長
を
実
感
さ
せ
た
い
の
で

あ
る
。
そ
ん
な
「
書
写
の
時
間
」
な
ら
ば
、
子
ど
も

た
ち
が
学
ぶ
楽
し
さ
を
実
感
で
き
る
こ
と
が
、
大
い

に
期
待
で
き
よ
う
。

　

こ
こ
で
は
、
自
分
の
思
い
を
文
字
に
よ
っ
て
表
現

し
、
伝
え
合
う
力
の
育
成
を
目
ざ
す
実
践
、「
心
画

に
よ
る
書
」
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

二　
「
心
画
に
よ
る
書
」
と
す
る
た
め
に

　
「
心
画
に
よ
る
書
」
で
は
、
国
語
科
の
「
話
す
こ

と･

聞
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
と
関

連
さ
せ
た
学
習
を
組
む
こ
と
が
大
前
提
と
な
る
。
こ

こ
で
の
ね
ら
い
は
、
い
わ
ゆ
る
「
上
手
な
書
字
」
が

で
き
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
心

画
に
よ
る
書
」
が
ね
ら
う
の
は
、
自
分
の
思
い
を
伝

え
合
う
こ
と
で
、
子
ど
も
自
身
が
新
た
な
自
分
を
発

見
し
、
自
己
の
成
長
を
実
感
す
る
姿
で
あ
る
。

三　

実
践
事
例

　

単
元
名
「
表
現
の
書　

三
行
詩
で
思
い
を
伝
え
よ
う
」

①
単
元
の
ね
ら
い

　

○
モ
デ
ル
の
詩
と
出
合
い
、
家
族
や
友
達
と
の

　

ふ
れ
あ
い
を
題
材
に
し
た
三
行
詩
を
書
く
こ
と

　

が
で
き
る
。

　

○
読
み
手
に
自
分
の
思
い
が
伝
わ
る
よ
う
な
書

　

字
の
工
夫
を
捉
え
、
自
分
の
表
現
に
生
か
す
こ

　

と
が
で
き
る
。

　

○
毛
筆
（
小
筆
）
を
使
っ
て
、
色
紙
に
自
作
の

　

三
行
詩
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
指
導
計
画
（
５
時
間　

国
語
３
ｈ
＋
書
写
２
ｈ
）

　

○
モ
デ
ル
の
三
行
詩
を
読
み
、
好
き
な
三
行
詩

　

に
つ
い
て
話
し
合
う
。　
　
　
　
　
（
読
む
こ
と
）

　

○
自
作
の
三
行
詩
を
書
く
。　
　
　
（
書
く
こ
と
）

　

○
モ
デ
ル
の
書
か
ら
、
書
き
手
の
工
夫
に
つ
い

　

て
話
し
合
い
、
自
作
の
三
行
詩
を
表
現
す
る
工

　

夫
（
書
字
・
レ
イ
ア
ウ
ト
）
を
考
え
る
。

　

○
三
行
詩
を
色
紙
に
表
現
す
る
。

　

○
完
成
し
た
書
（
三
行
詩
）
に
こ
め
た
思
い
を

　

発
表
し
、
書
字
の
工
夫
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
）

四　

学
習
の
実
際

　

子
ど
も
が
本
気
で
書
字
へ
向
か
う
に
は
、
本
気
で

書
き
た
い
と
思
う
内
容
を
つ
く
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。
本
単
元
で
は
、
家
族
や
友
達
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
三
行
詩
で
つ
く
っ
て
い
っ
た
。

　

モ
デ
ル
と
な
る
三
行
詩
（
資
料
１
）
を
鑑
賞
し
、

そ
の
よ
さ
を
実
感
し
た
子
ど
も
た
ち
は
、
家
族
や
友

達
へ
発
信
す
る
三
行
詩
を
書
き
、
発
表
し
合
っ
た
。

互
い
に
微
笑
み
な
が
ら
発
表
を
聞
き
、「
こ
の
気
持

ち
わ
か
る
よ
」
と
言
葉
を
掛
け
合
っ
て
い
た
。

　

次
の
段
階
で
は
、
こ
の
三
行
詩
を
書
で
表
す
の
で

あ
る
。
子
ど
も
た
ち
に
は
、
三
行
詩
を
書
い
た
時
点

で
、書
写
の
時
間
に
毛
筆
を
使
っ
て
表
現
し
よ
う
と
、

投
げ
か
け
て
お
い
た
。

や
る
気
満
々
の
子
ど
も

た
ち
に
提
示
し
た
モ
デ

ル
の
書
は
、
三
行
詩
で

は
な
い
が
、
同
じ
三
行

で
示
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ

ト
（
行
頭
の
意
図
的
不
揃
い
、
強
調
す
る
部
分
の
大

小
や
筆
使
い
の
変
化
）
に
、
本
単
元
が
ね
ら
う
「
思

い
を
伝
え
る
力
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
）」
の

育
成
と
合
致
す
る
部
分
が
多
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。

　

次
に
、
資
料
２
及
び
３
を
示
し
、
子
ど
も
に
書
き

手
が
伝
え
た
い
こ
と
と
書
の
レ
イ
ア
ウ
ト
の
関
係
を

考
え
さ
せ
た
。
鑑
賞
を
と
お
し
て
、
子
ど
も
た
ち
か

ら
は
、「
書
に
は
心
が
あ
る
、
そ
れ
を
追
究
し
て
い

き
た
い
、
と
い
う
願
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。」
と
の

感
想
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
願
い
の
こ

め
ら
れ
た
文
字
や
行
頭
、
行
間
の
取
り
方
の
工
夫
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

資料 1
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次
の
段
階
で
は
、
こ
こ
で
読
み
取
っ
た
こ
と
を
生

か
し
て
、
自
分
の
三
行
詩
を
色
紙
に
表
現
す
る
。
自

分
の
三
行
詩
を
見
つ
め
、
自
分
が
伝
え
た
い
こ
と
を

ど
う
表
現
し
て
い
く
か
を
考
え
、
自
作
の
詩
で
強
調

し
た
い
部
分
は
ど
こ
か
、
線
を
引
い
た
り
、
言
葉
を

丸
で
囲
ん
だ
り
し
た
。

　

完
成
作
品
は
、
色
紙
に
小
筆
で
書
く
こ
と
に
な
る

が
、
レ
イ
ア
ウ
ト
の
工
夫
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
修

正
も
加
え
て
い
く
た
め
に
、
ま
ず
は
色
紙
大
の
画
用

紙
に
納
得
い
く
ま
で
作
品
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
。
小

筆
は
通
常
の
授
業
で
は
、
ま
と
め
書
き
に
氏
名
を
記

す
程
度
で
あ
っ
た
が
、
作
品
制
作
そ
の
も
の
を
小
筆

で
行
う
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
は
改
め
て
大
筆
で
書

く
と
き
と
の
違
い
に
気
づ
い
て
い
っ
た
。
小
筆
の
場

合
は
、
手
首
や
指
で
筆
に
伝
わ
る
力
を
調
整
し
て
書

か
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
余
白
も
表

現
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
レ
イ
ア
ウ
ト
を
工
夫
し
な

が
ら
、
色
紙
全
体
に
調
和
よ
く
文
字
列
を
配
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
与
え
ら
れ
た
紙
面
に
余
白
と
の

バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
書
く
た
め
に
は
、
何
よ
り
姿
勢

正
し
く
書
へ
向
か
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
も
実

感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
試
行

錯
誤
し
な
が
ら
、
自

作
の
三
行
詩
に
こ
め

た
思
い
を
表
現
し
て

い
っ
た
。

　

完
成
し
た
作
品
を

見
る
と
、
資
料
４
の

作
品
は
、
兄
に
対
す

る
思
い
を
自
信
を

も
っ
て
示
し
て
お
り
、

温
か
く
力
強
い
作
風

か
ら
も
、
そ
の
こ
と

が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
資
料
５
の
作
品
か
ら
も
子

ど
も
の
父
親
に
対
す
る
愛
情
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
彼

女
の
父
親
は
漁
師
。
そ
の
大
き
く
て
頼
も
し
い
手
を

じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
姿
が
見
え
て
く
る
。
資
料
６

の
作
品
は
、
文
字
の
整
い
や
余
白
の
取
り
方
等
に
つ

い
て
は
ま
だ
ま
だ
で
あ
る
が
、
母
親
と
の
つ
な
が
り

を
大
切
に
し
た
い
と
い
う
切
々
た
る
思
い
が
伝
わ
っ

て
く
る
。
彼
女
は
当
時
、
母
親
の
仕
事
の
関
係
で
離

れ
て
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
ん
な
彼
女
だ
か
ら
こ
そ
、

母
親
か
ら
感
じ
る
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
し
た
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
多
く
を
語
る
こ

と
が
な
か
っ
た
だ
け
に
、
三
行
詩
づ
く
り
を
す
る
な

か
で
、
彼
女
の
心
の

中
を
垣
間
見
た
気
が

し
た
。

　

最
後
に
、
国
語
の

時
間
に
発
表
会
を

行
っ
た
。
三
行
詩
に

こ
め
た
思
い
や
そ
れ
を
伝
え
る
た
め
に
書
字
や
レ

イ
ア
ウ
ト
を
工
夫
し
た
こ
と
、
学
習
全
体
か
ら
感

じ
た
こ
と
を
友
達
に
伝
え
て
い
っ
た
。「
あ
な
た
の

お
父
さ
ん
の
手
、
温
か
い
も
の
ね
。」
と
語
り
か
け

る
友
達
の
言
葉
に
微
笑
む
子
ど
も
の
姿
が
印
象
的

で
あ
っ
た
。

五　

お
わ
り
に

  

「
心
画
」
と
名
付
け
た
こ
の
書
写
学
習
は
、
技
能

の
基
礎
・
基
本
習
得
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
国
語
科

の
ね
ら
い
で
あ
る
「
新
た
な
自
分
発
見
→
伝
え
合

う
力
の
育
成
」
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
国
語
科
の
三
領
域
と
関
連
さ
せ
た
授
業
を

展
開
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
自
分
の
作
品
と
友
達

の
作
品
の
交
流
を
と
お
し
て
、
友
達
や
自
分
の
が

ん
ば
り
や
す
ご
さ
を
実
感
し
て
い
っ
た
。

　
「
書
写
学
習
」
を
、
技
能
を
身
に
つ
け
る
も
の
だ

け
に
と
ど
め
お
い
て
は
、
も
っ
た
い
な
い
。
こ
こ

に
示
し
た
子
ど
も
た
ち
の
作
品
や
言
葉
は
「
書
写

学
習
」
を
「
表
現
の
場
」
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち

が
認
知
し
て
い
っ
た
証
で
あ
る
。「
先
生
、
お
昼
休

み
も
一
緒
に
筆
で
書
き
ま
し
ょ
う
」、
そ
う
言
っ
て

誘
い
に
来
て
く
れ
た
子
ど
も
の
笑
顔
に
、
こ
れ
か

ら
も
し
っ
か
り
応
え
て
い
き
た
い
。

※
資
料
１
の
書
の
レ
イ
ア
ウ
ト
を
故
意
に
崩
し
、
印
象
を

　

変
え
る
こ
と
で
、
資
料
１
に
込
め
ら
れ
た
書
き
手
の
思

　

い
を
読
み
取
ら
せ
る
よ
う
に
し
た
。

※
資
料
１
・
２
・
３
と
も
に
、
実
際
の
例
示
は
手
書
き
文
字

　

で
示
し
た
。

資料 2

資料 5 資料 4

資料 3

資料 6
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常
用
漢
字
二
一
三
六
字
の
音
訓
は
四
千
種
以
上
。
そ
の

全
て
を
五
十
音
順
に
並
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
訓
で
読
む
語

例
を
集
め
ま
し
た
。

　

使
用
さ
れ
る
漢
字
全
て
に
、
い
つ
習
う
か
（
小
・
中
・

高
の
別
、
小
学
校
で
学
習
す
る
漢
字
に
つ
い
て
は
配
当
学

年
も
）
を
付
記
し
て
い
ま
す
。

　

児
童
が
ま
だ
習
っ
て
い
な
い
漢
字
を
、
う
っ
か
り
使
っ

て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
漢
字
テ
ス
ト
の
作
成

に
、
プ
リ
ン
ト
や
学
級
通
信
の
制
作
に
、
必
携
の
一
冊
で

す
。

　

付
録
と
し
て
、
二
一
三
六
字
の

画
数
・
筆
順
も
掲
載
し
ま
し
た
。

音
訓
引
き

常
用
漢
字
用
字
用
例
集

B5判
368ページ
1,575 円
（本体1,500円+税）

小 5 で学習する漢字だが，
「ソツ」という音は中学校で
学習する。

小 3で
学習する漢字。

小 5で
学習する漢字。

中学校で
学習する漢字。
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編 集部からのお知らせとお願い

       教育出版編集局

下記の部分につきまして，訂正のうえご指導くださいますようお願い申しあげます。
平成２４年度用『ひろがる言葉　小学国語』教師用指導書につきまして

平成２４年度用『ひろがる言葉　小学国語』教科書につきまして

平成 24 年度用教科書は，平成 23 年度用教科書から下記の箇所が変更されております。ご指導の際には，
ご留意くださいますようお願い申しあげます。

箇所 平成 23 年度用 平成 24 年度用学年・巻・教材名

３下『新しく学んだ漢字』
４下『いろいろな詩』

４下『漢字の広場７　
熟語の意味（二）』
５下『どんな学習をしよ
うかな』
６下『伊能忠敬』

P.113　4 段め「黄」
P.10　作者紹介

P.89　上段 10 行め

P.7　下段 8 行め

P. 74　下段 13 行め

「木」
ジュール＝ルナール　詩
人・ 作 家。 物 語 に『 に ん
じん』、詩集に『博

はく

物誌
し

』
などがあります。
中古←→　　　　　　　

内容や要旨
し

をとらえなが
ら、

忠敬と林蔵は師弟の関係
となる。

「黄」
ジュール＝ルナール　詩
人・ 作 家。『 に ん じ ん 』

『博
はく

物誌
し

』などの作品が
あります。
中古品←→　　　　　　
　

内容をとらえながら、

忠敬と林蔵は師弟
てい

の関係
となる。

箇所 原文 訂正文学年・巻・教材名

解説・展開編　１下
『のりものの　ことを　

しらせよう』

P.94　下段 17 行め

P.102　上段 3 行め

P.102　下段 4 行め

P.102　下段 11 行め

書く前にメモを見ながら
口頭作文をさせるとよい。
２．メモを見て、口頭作
文をする。
２．口頭作文は一文ずつ
言わせる。
教師と一緒に口頭作文を
したり、

書く前にメモを見ながら
口頭で言わせるとよい。
２．メモを見て、口頭で
文章を言う。
２．文章は一文ずつ言わ
せる。
教師と一緒に口頭で文章
を言ったり、

箇所 原文 訂正内容学年・巻・教材名

１下『いろいろな　かぞ
えかた』記入例

P.113　「 ６」 お よ び
「８」の数え方

記入例では、○が一つず
つついている。

「６」「８」につく「本」
「杯」「匹」は、清音で読

む場合と、半濁音で読む
場合と、両方ある。

箇所 原文 訂正文学年・巻・教材名

４下『二つのことがらを

つなぐ』

P.24　 下 段 9 行 め 朱

書解説部分

順接　　　逆接

が　　　　ために

逆接　　　順接

が　　　　ために

○『解説・展開編』

○『ワークシート編』

○『別冊（朱書編）』
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教育出版の

平成23年度版小学校教科書準拠・教授用ソフトシリーズ

デジタルデジタル
教科書教科書

〒101-0051　東京都千代田区神田神保町2-10
ホームページ 　http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/

各 63,000円 ( 本体＋税） ※各教科・各学年ごとのお求めとなります。1～6 年をまとめた価格ではありません。

TEL. 03-3238-6811　
FAX. 03-3238-6810

ひろがる言葉
小学国語
1～6 年

● 教科書の文字や写真の拡大表示によって，場面の読み取りが
しやすくなります。

● 詩や物語，説明文教材のために朗読音声を収録。さし絵の
掛図機能を使って読み聞かせをすることができます。

● 話し合いや発言の仕方などが動画を使って，視覚的に学べます。

● 新出漢字の学習では，アニメーションによる筆順表示や読み・
用例を一文字ずつ表示しています。


