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私
は
芸
人
で
あ
る
。
大
学
院
で
日
本
語
学
を
専
攻
し
な
が
ら
、
新
宿
や
浅
草
な
ど

で
漫
才
を
や
っ
て
い
た
し
、
今
も
大
学
で
日
本
語
を
教
え
な
が
ら
ラ
イ
ブ
に
出
た
り

ラ
ジ
オ
に
出
た
り
し
て
い
る
。
教
え
て
い
る
の
は
海
外
か
ら
の
留
学
生
た
ち
だ
。
日

本
人
な
ら
、
な
か
な
か
ひ
っ
か
か
ら
な
い
言
葉
に
ひ
っ
か
か
る
よ
う
で
、
い
つ
も
新

鮮
な
質
問
が
飛
ん
で
く
る
の
が
楽
し
い
。

　
「〈
芸
が
細
か
い
〉と
は
、ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
？　

下
手
と
い
う
こ
と
で
す
か
？
」

と
い
う
質
問
が
き
た
。
確
か
に
学
習
し
て
い
る
時
点
で
は
そ
う
思
え
る
か
も
し
れ
な

い
。「
芸
」
が
「
細
か
い
」
と
い
う
形
容
詞
を
と
る
こ
と
を
、
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
よ

う
だ
。
ま
た
、「
芸
」
の
説
明
を
し
て
い
る
と
、「
園
芸
」
は
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
の
芸
っ
て

こ
と
で
す
か
、と
き
た
。私
は
趣
味
で
国
語
辞
典
を
集
め
て
い
る
。そ
こ
で
試
し
に「
芸
」

と
い
う
語
が
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
、
各
国
語
辞
典
を
読
み
比
べ
て
み
た
。

『
三
省
堂
国
語
辞
典　

第
七
版
』（
三
省
堂
）

①
〔
職
業
と
す
る
た
め
に
〕
習
い
お
ぼ
え
た
特
別
の
技
術
。

②
芸
能
・
曲
芸
な
ど
の
わ
ざ
。

　

最
も
サ
ッ
パ
リ
し
て
い
る
の
が
『
三
省
堂
国
語
辞
典
』。
こ
の
辞
典
は
「
だ
い
た
い

の
意
味
を
伝
え
る
の
が
小
型
国
語
辞
典
の
役
割
」
と
い
う
思
想
で
編
ま
れ
て
い
る
と

い
う
。
語
釈
は
ほ
と
ん
ど
が
二
行
以
内
。
と
は
い
え
「
職
業
と
す
る
た
め
に
」
を
入

れ
た
あ
た
り
は
、
プ
ロ
の
芸
に
対
す
る
敬
意
も
感
じ
る
。
語
釈
を
短
く
し
て
、
新
語

や
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
言
葉
も
収
録
す
る
の
が
こ
の
辞
典
の
よ
い
と
こ
ろ
だ
。

『
新
明
解
国
語
辞
典　

第
七
版
』（
三
省
堂
）

〔「
わ
ざ
」
の
意
〕
他
人
が
簡
単
に
は
出
来
な
い
事
を
そ
つ
無
く
効
率
的
に
や
っ
て
見
せ
た
り
他
人
が

ち
ょ
っ
と
ま
ね
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
技
を
人
前
で
や
っ
て
見
せ
た
り
す
る
ス
マ
ー
ト
な
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
。「
―
は
身
を
助
く
／
無
―
大
食
・
武
―
・
水
（
ミ
ズ
）
―
・
足
―
・
腹
―
・
表
―
」

　

ご
存
じ
『
新
明
解
』
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
辞
典
。
造
語
成
分
と
し
て
の
「
芸
」
は
別

項
目
で
立
て
て
、「
芸
」
そ
の
も
の
の
意
味
を
こ
う
記
述
す
る
。「
そ
つ
無
く
効
率
的
に
」

の
場
合
、
工
場
で
仕
分
け
な
ど
を
す
る
熟
練
し
た
人
の
仕
事
は
、
芸
が
あ
る
仕
事
と
い

う
こ
と
に
な
る
。「
人
前
で
や
っ
て
見
せ
」
る
と
い
う
く
だ
り
は
、
舞
台
人
を
含
意
し

て
い
る
し
、「
ス
マ
ー
ト
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
入
れ
た
あ
た
り
は
、
ダ
サ
い
も
の
は

芸
じ
ゃ
な
い
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
じ
る
。

『
岩
波
国
語
辞
典　

第
七
版
』（
岩
波
書
店
）

①  〔〔
名
・
造
〕〕修
練
し
て
身
に
つ
け
た
技
能
。
学
問
。
技
術
。
わ
ざ
。「
芸
は
身
を
助
け
る
」「
芸
文
・
芸
術
・

芸
林
・
才
芸
・
学
芸
・
六
芸
（
り
く
げ
い
）・
多
芸
・
無
芸
・
工
芸
・
武
芸
・
技
芸
・
手
芸
」

② 

芸
術
、
ま
た
遊
芸
に
関
す
る
こ
と
。「
芸
妓
（
げ
い
ぎ
）・
芸
当
・
芸
能
・
芸
界
・
遊
芸
・
演
芸
」

③
草
木
を
植
え
る
。
種
子
を
ま
く
。「
園
芸
・
農
芸
」

④
「
安
芸
（
あ
き
）
国
」
の
略
。「
芸
州
」　

▽
「
芸
」
は
、
も
と
音
「
ウ
ン
」
で
別
字
。
香
草
の
意
。
今
「
藝
」
の
代
用
。

　
『
岩
波
』
は
と
に
か
く
硬
い
、
硬
い
が
情
報
は
た
っ
ぷ
り
だ
。
特
に
造
語
成
分
と
し

て
の
「
芸
」
に
注
目
し
て
、
い
ろ
ん
な
二
字
熟
語
を
載
せ
て
い
る
。「
芸
」
を
使
っ
た

用
語
に
何
が
あ
る
の
か
と
思
っ
て
調
べ
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
と
い
う
設
計
方
針
だ
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
き
て
「
芸
」
が
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
の
技
で
は
な
く
、「
草
木
を
植

え
る
」
の
だ
と
わ
か
っ
た
。
他
の
国
語
辞
典
に
も
「
草
木
を
植
え
る
」
と
い
う
意
味

で
「
芸
」
を
説
明
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。

　

一
冊
の
国
語
辞
典
に
「
正
解
」
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
辞
典
の
設
計
方
針
が
あ
る

の
で
、
得
意
な
も
の
と
不
得
意
な
も
の
が
あ
る
か
ら
だ
。
こ
れ
を
辞
典
ユ
ー
ザ
ー
の

人
た
ち
に
知
っ
て
も
ら
え
る
と
、
も
っ
と
楽
し
い
辞
典
ラ
イ
フ
が
送
れ
る
は
ず
、
と

思
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
い
き
な
り
数
冊
持
つ
の
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
。
な
の
で
、

ク
ラ
ス
の
児
童
に
は
一
律
に
同
じ
も
の
を
薦
め
ず
に
、
で
き
れ
ば
思
い
思
い
の
国
語

辞
典
を
持
た
せ
て
、
読
み
比
べ
を
し
て
み
る
と
、
楽
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
九
七
六
年
東
京
生
ま
れ
。
芸
人
（
オ
フ
ィ
ス
北
野
所
属
）、
一
橋
大
学
非
常
勤
講
師
。
早
稲
田
大
学

大
学
院
博
士
後
期
課
程
修
了
（
文
学
修
士
）。
漫
才
コ
ン
ビ
「
米
粒
写
経
」
と
し
て
活
躍
。
著
書
に
『
学

校
で
は
教
え
て
く
れ
な
い
！
　
国
語
辞
典
の
遊
び
方
』『
ヘ
ン
な
論
文
』（
と
も
に
角
川
学
芸
出
版
）。

国
語
辞
典
に
正
解
は
な
い

サ
ン
キ
ュ
ー
タ
ツ
オ

　
　
　
　
　
　
　
芸
人
、
一
橋
大
学
非
常
勤
講
師

巻
随
頭
筆
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「対話型授業」で楽しい学習を創る

授
業
に
お
け
る
楽
し
さ
と
は

　

学
習
者
が
授
業
に
お
い
て「
楽
し
さ
」を
感
得
す
る
の
は
ど
ん
な
と
き
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
自
分
の
発
想
や
気
づ
き
な
ど
が
認
め
ら
れ
た
と
き
、
ま
た
、
他
者
の
意
見

や
感
想
な
ど
か
ら
、
未
知
の
世
界
を
知
り
、
新
た
な
発
見
を
し
た
と
き
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
「
深
い
楽
し
さ
」
と
は
、
仲
間
と
と
も
に
、
深
い
学
び
が
で
き

た
と
き
、
す
な
わ
ち
、
次
々
と
思
考
が
深
ま
り
視
野
が
広
が
る
愉
悦
を
感
得
で
き
た

と
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
対
話
型
授
業
は
、
そ
う
し
た
学
び
の
楽
し
さ
を
感
得

さ
せ
る
有
用
な
学
習
な
の
で
す
。

　

折
し
も
中
央
教
育
審
議
会
は
今
後
の
学
校
教
育
の
方
向
に
つ
い
て
示
し
た
「
教
育

課
程
企
画
特
別
部
会　

論
点
整
理
」
に
お
い
て
、「
対
話
的
学
び
」「
主
体
的
学
び
」「
深

い
学
び
」
の
重
視
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
対
話

型
授
業
の
実
践
研
究
を
、
全
国
の
仲
間
と
と
も
に
継
続
し
て
き
た
筆
者
の
主
張
に
通

底
す
る
こ
と
で
す
。
課
題
は
「
対
話
的
学
び
」
に
よ
る
、「
主
体
的
学
び
」「
深
い
学
び
」

を
日
々
の
教
育
実
践
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
す
。

　

対
話
場
面
を
設
定
す
れ
ば
、
効
果
が
あ
が
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教

師
の
工
夫
と
配
慮
が
あ
っ
て
こ
そ
、
対
話
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
る
学
習
効
果
が
高

ま
る
の
で
す
。
そ
れ
を
具
現
化
す
る
た
め
の
、
留
意
事
項
と
て
だ
て
を
記
し
ま
す
。

１　
「
対
話
型
授
業
」の
基
本
的
留
意
事
項

　

児
童
の
主
体
性
を
重
視
し
、
深
い
思
考
力
を
育
成
す
る
た
め
の
対
話
型
授
業
の
基

本
的
留
意
事
項
を
七
つ
に
整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

①　

多
様
性
・
差
異
性
の
容
認
と
尊
重

　

多
様
な
も
の
と
出
会
い
、
そ
の
差
異
を
活
用
す
る
こ
と
が
、
論
議
を
拡
充
し
、
そ

の
過
程
で
思
考
力
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

授
業
に
お
い
て
、
自
分
と
は
異
な
る
意
見
や
感
想
を
前
向
き
に
受
け
止
め
、
生
か

す
こ
と
に
よ
り
、
対
話
に
深
ま
り
と
広
が
り
が
も
た
ら
さ
れ
ま
す
。

②　

全
人
的
見
方

　

多
様
性
や
差
異
性
を
活
用
す
る
た
め
に
は
、
人
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
よ
さ
を
認

め
る
全
人
的
な
捉
え
方
が
必
要
で
す
。
論
理
的
思
考
力
や
言
語
運
用
能
力
だ
け
を
重

視
す
る
の
で
は
な
く
、
鋭
敏
な
感
覚
・
感
性
、
多
様
な
体
験
等
を
も
つ
人
々
の
よ
さ

を
対
話
の
場
面
で
出
し
合
う
こ
と
に
よ
り
対
話
は
拡
充
し
ま
す
。

③　
「
聴
く
」
こ
と
の
重
視

　

対
話
の
基
本
は
応
答
で
す
。
応
答
で
重
視
す
べ
き
は
「
聴
く
」
こ
と
で
す
。「
聴
く
」

「
教
育
の
真
実
は
現
場
に
あ
る
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
全
国
各
地
の
教

育
実
践
者
・
研
究
者
た
ち
と
と
も
に
、
 21
世
紀
の
新
た
な
教
育
の
創

造
を
目
ざ
し
た
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
著
書
に
『
共
に
創
る
対

話
力
』『
授
業
で
育
て
る
対
話
力
』（
と
も
に
教
育
出
版
）
な
ど
が
あ
る
。

「
対
話
型
授
業
」
で
楽
し
い
学
習
を
創
る

目
白
大
学
人
間
学
部
教
授
　
多た

田だ 

孝た
か

志し

■ 

特
集 

■

「
対
話
型
授
業
」
で
「
深
い
学
び
」
に
導
く

国

語
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と
は
聞
き
流
す
こ
と
で
は
な
く
、
相
手
の
伝
え
た
い
こ
と
を
正
確
に
聴
き
取
り
、
ま

た
相
手
の
伝
え
た
い
こ
と
を
引
き
出
し
、
さ
ら
に
は
、
聴
き
な
が
ら
自
分
の
新
た
な

考
え
方
を
再
組
織
化
す
る
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
積
極
的
な
聴
き
方
の
力
を
高
め
て

お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

④　

叡え
い

知ち

の
共
創

　

対
話
は
、
目
的
を
も
っ
た
話
し
合
い
で
す
。
わ
か
り
合
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
者

ど
う
し
が
、
互
い
に
意
見
や
感
想
を
伝
え
よ
う
と
す
る
た
め
の
相
互
行
為
で
す
。
こ

う
し
た
相
互
行
為
の
継
続
に
よ
り
、
一
人
で
は
到
達
し
え
な
か
っ
た
発
想
や
解
決
策

な
ど
の
叡
智
を
共
創
し
て
い
く
こ
と
に
、
対
話
の
本
来
的
な
目
的
が
あ
り
ま
す
。

⑤　

理
解
の
不
可
能
性
へ
の
対
応

　

対
話
に
は
合
意
形
成
を
求
め
る
対
話
と
、
合
意
形
成
を
唯
一
の
目
的
と
し
な
い
対

話
が
あ
り
ま
す
。
率
直
に
意
見
を
出
し
合
っ
て
も
、
必
ず
し
も
合
意
形
成
が
で
き
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。わ
か
ら
な
い
、理
解
が
難
し
い
意
見
や
感
想
な
ど
を
否
定
せ
ず
、

認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
の
思
考
を
広
め
、
深
め
る
手
が
か
り
と
す
る
対
応
力
が

必
要
で
す
。

⑥　

思
考
の
深
化
の
継
続

　

対
話
型
授
業
に
お
い
て
は
、
常
に
結
論
を
出
す
こ
と
を
終
着
点
と
せ
ず
、
次
の
ス

テ
ー
ジ
に
向
か
い
、
継
続
し
て
思
考
を
深
化
さ
せ
て
い
く
対
話
が
望
ま
れ
ま
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
学
習
者
自
身
に
よ
る
、
発
想
の
転
換
、
新
た
な
視
点
の
導
入
、
教
師

に
よ
る
「
ゆ
さ
ぶ
り
」
な
ど
が
効
果
的
で
す
。

⑦　

創
発
の
基
盤
と
し
て
の
混
乱
・
混
沌
、
不
確
実
性
の
尊
重

　

対
話
型
授
業
で
は
、
混
乱
・
混
沌
場
面
を
重
視
、
と
き
に
は
意
図
的
に
設
定
し
、

不
確
実
性
を
尊
重
し
て
い
く
こ
と
が
、
学
習
効
果
を
高
め
ま
す
。

　

大
切
な
の
は
、
沈
黙
・
迷
い
、
と
ま
ど
い
な
ど
感
情
が
揺
れ
動
き
、
思
索
が
浮
遊

す
る
時
間
を
保
障
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
深
い
考
察
、
多
様
な
視
野

か
ら
の
熟
慮
が
で
き
ま
す
。

２　

�「
主
体
性
を
高
め
」「
深
い
学
び
」を
生
起
さ
せ
る�

「
対
話
型
授
業
」の
具
体
的
て
だ
て

⑴　

対
話
の
基
礎
力
の
育
成

　

対
話
力
の
育
成
に
は
、
そ
の
た
め
の
基
礎
力
を
日
常
的
・
段
階
的
に
高
め
て
お
く

こ
と
が
必
須
で
す
。
そ
の
基
礎
力
は
以
下
に
分
類
で
き
ま
す
。

　

⒜　

対
話
の
基
礎
力
と
し
て
の
交
流
・
表
現
体
験

　
　

日
常
的
に
触
れ
る
・
関
わ
る
・
感
じ
る
体
験
の
意
図
的
な
設
定

　
　

音
読
・
朗
読
・
読
書
・
詩
作
等
、
多
様
な
表
現
機
会
の
設
定

　

⒝　

基
本
の
ス
キ
ル
の
習
得

　
　

聴
く
・
話
す
・
話
し
合
う
力
を
高
め
る
ス
キ
ル
の
段
階
的
な
習
得

　

⒞　

見
方
・
考
え
方
を
広
げ
、
深
め
る

　
　

観
察
力
・
洞
察
力
を
高
め
る
て
だ
て
の
工
夫

　
　

多
様
な
見
方
・
思
考
を
深
め
て
い
く
た
め
の
方
法
の
習
得　

　

⒟　

対
話
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
る

　
　

�

対
話
の
映
像
資
料
の
視
聴
、
対
話
場
面
の
相
互
批
評
、
模
擬
対
話
等
に
よ
る
対

話
の
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り

⑵　

対
話
型
授
業
の
拡
充

　

そ
れ
で
は
、
実
際
の
学
習
過
程
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
て
だ
て
が
効

果
的
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
対
話
型
授
業
を
参
観
し
、
考
察
し
て

き
た
体
験
か
ら
次
の
こ
と
が
指
摘
で
き
ま
す
。

　

⒜　

雰
囲
気
づ
く
り
へ
の
配
慮

　

・
語
り
や
す
い
、
意
見
を
出
し
や
す
い
受
容
的
な
雰
囲
気
づ
く
り

　

・
聴
き
合
う
関
係
性
の
醸
成

　

⒝　

学
習
者
の
内
面
を
豊
か
に
す
る

　

・�

自
己
見
解
の
明
確
化
、
調
査
活
動
の
実
施
、
体
験
の
想
起
等
に
よ
り
、
対
話
に



5

「対話型授業」で楽しい学習を創る

参
加
す
る
個
々
人
の
内
面
を
豊
か
に
す
る
工
夫

　

・�
対
話
で
何
を
明
ら
か
に
し
た
い
か
、
自
己
の
「
問
い
」
の
明
確
化

　

・�
自
分
の
考
え
を
も
た
せ
、
他
者
の
意
見
や
感
想
に
よ
り
、
自
己
見
解
を
深
め
て

い
く
時
間
の
保
障

　

⒞　

学
習
課
題
・
話
題
設
定
の
工
夫

　

・�

ね
ら
い
の
分
析
、
教
材
の
開
発
・
選
定
・
考
察
に
よ
る
、
効
果
的
な
対
話
場
面

の
設
定

　

・�

多
様
な
角
度
か
ら
論
議
で
き
る
課
題
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
思
考
を
深
め
て

い
け
る
話
題
の
設
定

　

⒟　

対
話
の
組
織
化

　

・�「
自
己
と
の
対
話
」
と
「
他
者
と
の
対
話
」
の
往
還
を
基
本
と
し
つ
つ
、
個
人
、

グ
ル
ー
プ
、
ワ
ー
ル
ド
カ
フ
ェ
方
式
な
ど
、
多
様
な
対
話
の
形
態
の
複
合
的
な

活
用

　

⒠　

混
乱
・
混
沌
の
重
視

　

・�

議
論
が
停
滞
し
た
と
き
の
対
処
法
の
活
用
、
再
考
の
提
案
、
援
助
要
請
、
異
な

る
視
点
の
導
入
な
ど
の
方
法
の
習
得
と
活
用

　

・�

ま
と
ま
り
か
け
た
状
況
に
「
ゆ
さ
ぶ
り
」
を
か
け
、
さ
ら
に
深
さ
を
求
め
る
意

欲
を
喚
起

　

⒡　

多
様
な
資
料
の
活
用

　

・�

教
材
文
を
中
心
と
し
つ
つ
、
ノ
ー
ト
の
記
述
、
教
室
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
資
料

の
活
用
、
既
習
事
項
の
活
用
、
各
教
科
等
の
学
習
成
果
の
援
用
、
教
科
横
断
的

学
習
の
展
開

　

・�

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
作
成
、
論
議
を
深
め
る
言
葉
の
掲
示
・
配
付

　

⒢　

省
察
･
振
り
返
り　
　

　

・�

思
考
を
深
め
、
成
長
・
変
容
し
た
自
分
を
自
覚

　

・�

対
話
に
つ
い
て
の
自
己
評
価
の
確
認

⑶　

教
師
の
役
割

　
「
対
話
」
を
深
め
る
た
め
の
教
師
の
役
割
の
一
つ
は
説
明
で
す
。
教
師
が
説
明
し
て

お
く
べ
き
内
容
と
し
て
は
、
対
話
の
目
的
・
機
能
、
主
体
的
参
加
の
大
切
さ
、
聴
く

こ
と
や
批
判
的
思
考
力
の
意
義
、
深
い
対
話
を
も
た
ら
す
要
件
（
批
判
、
反
論
、
異

見
の
活
用
）、
既
存
の
知
識
や
思
考
を
い
っ
た
ん
捨
て
る
勇
気
と
人
の
意
見
を
吸
収
す

る
こ
と
の
奨
励
等
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

右
記
に
つ
い
て
、
折
に
ふ
れ
説
明
し
て
お
く
こ
と
が
、
子
ど
も
た
ち
に
勇
気
を
も

た
せ
、
対
話
の
方
法
を
認
識
さ
せ
、
対
話
場
面
で
深
い
思
考
力
・
対
話
力
を
生
起
さ

せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

二
つ
め
は
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
で
す
。
学
習
者
を
励
ま
し
、
論
議
を
広
げ
、
深
め

る
た
め
の
多
様
な
コ
メ
ン
ト
力
を
高
め
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

コ
メ
ン
ト
力
の
種
類
は
お
お
む
ね
左
記
に
分
類
で
き
ま
す
。

　

〇
褒
め
る
・
勇
気
づ
け
る　
「
す
ご
い
」「
よ
く
気
が
つ
い
た
ね
」

　

〇
引
き
出
す　
「
他
の
考
え
は
な
い
か
な
」「
詳
し
く
言
っ
て
み
て
」

　

〇
新
た
な
視
点
を
示
唆
す
る　
「
…
…
の
立
場
か
ら
は
ど
う
か
な
」

　

〇�

思
考
を
深
化
さ
せ
る　
「
じ
っ
く
り
考
え
て
み
よ
う
」「
こ
れ
ま
で
の
話
し
合
い
を

思
い
出
し
て
み
よ
う
」

　

教
師
の
役
割
の
基
本
は
、
一
人
一
人
の
子
ど
も
た
ち
が
そ
の
内
面
に
語
る
べ
き
意

見
や
感
想
、
体
験
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
信
じ
て
や
る
こ
と
で
す
。
ど
の
子
も
語
る

べ
き
内
容
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
表
現
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
教

師
が
し
っ
か
り
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
、
子
ど
も
た
ち
に
自
己
表
現
へ
の
勇
気
を
与

え
ま
す
。

　

ま
た
、
言
葉
に
な
ら
な
い
表
現
、
か
す
か
な
身
体
表
現
を
捉
え
、
表
出
さ
せ
る
配

慮
に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
は
一
人
、
ま
た
一
人
と
対
話
の
愉
悦
を
感
じ
取
り
、
対
話

型
授
業
に
楽
し
ん
で
取
り
組
ん
で
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
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子
ど
も
た
ち
が
物
語
を
読
む
時
、
そ
こ
に
は
物
語
の
世
界
に
浸
り
な
が
ら
思
い
を

め
ぐ
ら
す
楽
し
さ
が
あ
る
。
物
語
を
教
室
で
学
ぶ
意
味
と
は
、
自
分
の
読
み
と
友
達

の
読
み
を
比
較
し
、
意
見
を
出
し
合
い
な
が
ら
さ
ら
な
る
深
い
読
み
に
変
わ
っ
て
い

く
こ
と
だ
と
考
え
る
。「
読
む
こ
と
」
の
授
業
で
は
、
児
童
が
自
分
の
考
え
を
も
ち
な

が
ら
読
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。「
あ
な
た
は
ど
う
考
え
る
の
？
」
と
児
童
の
心
を
揺

さ
ぶ
る
コ
メ
ン
ト
を
適
切
に
取
り
入
れ
、
思
わ
ず
語
り
合
い
た
く
な
る
対
話
型
授
業

を
展
開
す
る
。

四
年
生
　
単
元
名
　
心
の
通
い
合
い
を
読
む

　
　
　
　
教
材
名
　『
夕
鶴
』
木
下 

順
二

○
単
元
の
目
標

・ 

物
語
の
好
き
な
と
こ
ろ
や
心
が
ひ
か
れ
る
と
こ
ろ
に
着
目
し
な
が
ら
感
想
を
も
つ

と
と
も
に
、
音
読
を
工
夫
し
て
、
す
す
ん
で
物
語
を
読
も
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
、

情
景
に
つ
い
て
叙
述
を
基
に
想
像
し
て
読
み
、
感
想
を
述
べ
合
う
こ
と
で
一
人
一

人
の
感
じ
方
の
違
い
に
気
付
く
。【
C

（1）
ウ
】

・ 

物
語
に
出
て
く
る
文
字
や
語
句
に
つ
い
て
辞
書
を
利
用
し
て
調
べ
る
。【
伝
国

（1）
イ

（カ）
】

〇
学
習
計
画
（
全
9
時
間
）

〔
一
次
〕
本
文
を
読
ん
で
初
発
の
感
想
を
も
ち
、
友
達
の
感
想
を
参
考
に
し
て
学
習
計

画
を
立
て
、
見
通
し
を
も
つ
。
言
葉
調
べ
を
し
て
言
葉
辞
典
を
作
る
。

〔
二
次
〕
読
み
の
ト
ピ
ッ
ク
（
①
よ
ひ
ょ
う
と
つ
う
の
人
物
像
、
②
約
束
を
破
っ
て
の

ぞ
い
て
し
ま
っ
た
よ
ひ
ょ
う
と
、
布
を
織
り
続
け
る
つ
う
の
心
情
、
③
作
品
の
主
題
）

に
そ
っ
て
本
文
の
内
容
を
読
み
取
り
、
ま
と
め
の
感
想
を
書
く
。

〔
三
次
〕
読
み
取
っ
た
こ
と
を
生
か
し
て
音
読
劇
を
す
る
。

〇
一
人
一
人
の
学
習
感
想
か
ら
読
み
を
深
め
る
（
座
席
表
型
評
価
補
助
簿
）

　
対
話
型
授
業
を
行
う
に
あ
た
っ
て
不
可
欠

な
こ
と
は
、
児
童
一
人
一
人
の
思
考
の
変
容

を
教
師
が
見
取
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
私
は
、
子
ど
も
た
ち
の
学
習
感
想
を
記
入

し
た
「
座
席
表
型
評
価
補
助
簿
」
を
持
つ
と

同
時
に
、
児
童
に
も
配
付
す
る
手
法
を
取
り

入
れ
て
い
る
。
本
単
元
で
は
、
①
よ
ひ
ょ
う

に
関
す
る
意
見
、
②
つ
う
に
関
す
る
意
見
、

③
作
品
の
表
現
に
関
す
る
意
見
と
を
色
分
け

し
て
分
類
し
た
。
そ
の
際
、
友
達
の
意
見
に

影
響
さ
れ
て
、
自
分
の
意
見
を
変
え
た
と
こ

ろ
に
は
下
線
を
引
き
、
人
の
意
見
を
取
り
入

れ
る
こ
と
の
よ
さ
や
意
義
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
全
体
の
思
考
を
深
め
る
と
思
わ

れ
る
意
見
に
印
を
つ
け
て
お
く
こ
と
で
、
児
童
に
今
日
の
授
業
で
指
名
さ
れ
る
こ
と

を
事
前
に
知
ら
せ
る
。
自
分
の
意
見
が
教
室
の
学
び
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
児
童

は
喜
び
を
感
じ
、
よ
り
深
い
読
み
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
。

　
授
業
の
随
所
で
こ
の
「
座
席
表
型
評
価
補
助
簿
」
は
威
力
を
発
揮
す
る
。「
こ
の
前

あ
な
た
は
…
…
と
い
う
感
想
を
も
っ
て
い
た
の
に
、
今
日
は
□
□
さ
ん
の
意
見
で
変

わ
っ
た
よ
う
だ
ね
。
理
由
を
言
っ
て
く
れ
る
？
」「
△
△
さ
ん
も
似
た
意
見
を
も
っ
て

児
童
の
思
考
を
変
容
し
深
め
る
「
対
話
型
授
業
」

東
京
都
文
京
区
立

千
駄
木
小
学
校
主
幹
教
諭
　
原は

ら 

梨り

絵え

「
対
話
型
授
業
」
を
取
り
入
れ
た
実
践
例
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児童の思考を変容し深める「対話型授業」

い
る
ね
。」
な
ど
の
言
葉
か
け
で
、
児
童
は
教
師
が
自
分
た
ち
の
考
え
を
わ
か
っ
て
く

れ
て
い
る
と
感
じ
、
安
心
し
て
発
言
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

児
童
ど
う
し
少
人
数
で
話
し
合
わ
せ
る
と
、
強
い
意
見
に
押
し
切
ら
れ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
教
室
で
た
っ
た
一
人
の
考
え
で
も
、
き
ら
り
と
光
る
意
見

が
あ
る
。
そ
れ
を
教
師
は
取
り
上
げ
、「
み
ん
な
…
…
と
い
う
考
え
で
ま
と
ま
り
そ
う

だ
け
ど
、
〇
〇
さ
ん
は
…
…
と
書
い
て
い
る
よ
。
そ
れ
に
つ
い
て
も
う
一
度
考
え
て

み
よ
う
。」
と
投
げ
か
け
る
こ
と
で
、
児
童
は
叙
述
に
戻
っ
て
確
か
め
る
。
一
人
の
意

見
で
話
し
合
い
の
雰
囲
気
が
が
ら
っ
と
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
。
次
の
対
話
は
授
業
で

実
際
に
見
ら
れ
た
場
面
で
あ
る
。

Ｔ　

ど
う
し
て
つ
う
は
機
織
り
部
屋
に
鍵
を
か
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
？

　

Ｃ　

や
っ
ぱ
り
、
よ
ひ
ょ
う
の
こ
と
を
信
じ
て
い
た
か
ら
。

　

Ｃ　

そ
う
だ
よ
、
つ
う
は
ず
っ
と
よ
ひ
ょ
う
の
こ
と
が
大
好
き
だ
っ
た
か
ら
。

　

Ｃ　

 

心
配
さ
せ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
だ
よ
。
た
だ
で
さ
え
痩
せ
細
っ
て
い
る
の
に
、

鍵
を
か
け
ち
ゃ
っ
た
ら
よ
ひ
ょ
う
は
も
っ
と
心
配
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

Ｃ　

い
や
、
も
し
か
し
た
ら
つ
う
は
わ
ざ
と
鍵
を
か
け
な
か
っ
た
の
か
も
。

Ｔ　

ど
う
い
う
こ
と
？

　

Ｃ　

よ
ひ
ょ
う
の
本
当
の
気
持
ち
を
知
り
た
か
っ
た
。　

　

Ｃ　

あ
あ
、
そ
れ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

Ｃ　

よ
ひ
ょ
う
を
試
し
た
の
か
な
。

Ｔ　

つ
う
が
そ
ん
な
こ
と
考
え
る
と
思
う
？

　

Ｃ　

 

試
す
っ
て
い
う
言
い
方
は
よ
く
な
い
け
ど
、
よ
ひ
ょ
う
の
本
当
の
気
持
ち
が

知
り
た
か
っ
た
っ
て
い
う
の
は
あ
る
か
も
。

　

Ｃ　

 

つ
う
は
、
よ
ひ
ょ
う
が
自
分
の
こ
と
を
心
配
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ

て
、
嬉
し
か
っ
た
と
思
う
。

Ｔ　

約
束
を
破
っ
た
の
に
？

　

Ｃ　

そ
れ
は
残
念
な
こ
と
だ
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
よ
ひ
ょ
う
は
つ
う
を
好
き
。

　

Ｃ　

よ
ひ
ょ
う
は
ず
っ
と
つ
う
を
探
し
続
け
て
る
よ
。

　

Ｃ　
「
つ
う
！　

つ
う
！
」「
声
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
」
っ
て
書
い
て
あ
る
。

Ｔ　

あ
な
た
は
約
束
を
破
っ
て
し
ま
っ
た
よ
ひ
ょ
う
を
許
せ
ま
す
か
？

　

Ｃ　

う
う
ん
、
つ
う
は
か
わ
い
そ
う
だ
よ
。
や
っ
ぱ
り
許
せ
な
い
。

　

Ｃ　

僕
は
の
ぞ
い
て
し
ま
っ
た
よ
ひ
ょ
う
の
気
持
ち
、
今
な
ら
わ
か
る
。

　

Ｃ　

許
せ
る
。
人
間
は
そ
う
い
う
時
も
あ
る
。

　

Ｃ　

好
き
だ
っ
た
か
ら
思
わ
ず
破
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
も
あ
る
。

　

学
級
で
対
話
を
す
る
こ
と
で
新
し
い
考
え
が
生
ま
れ
、
融
合
し
、
さ
ら
な
る
深
い

読
み
に
到
達
す
る
。
児
童
は
さ
ま
ざ
ま
に
葛
藤
し
、
自
己
内
対
話
と
他
者
と
の
対
話

を
繰
り
返
し
な
が
ら
作
品
の
主
題
に
迫
っ
て
い
っ
た
。

○
ま
と
め
の
感
想
か
ら

Ｃ
１
つ
う
は
結
局
は
去
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
ま
た
よ
ひ
ょ
う
が
反
省
し
た
ら

帰
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
つ
う
が
よ
ひ
ょ
う
を
好
き
に

な
っ
た
の
は
、
心
の
き
れ
い
な
人
だ
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
か
ら
、
よ
ひ
ょ
う
も
そ
う

思
っ
て
反
省
し
て
後
悔
し
た
と
思
い
ま
す
。
で
も
そ
れ
で
元
の
き
れ
い
な
心
に
も
ど

れ
た
ら
よ
ひ
ょ
う
は
「
心
を
入
れ
替
え
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
ご
い
と
思
い
ま

し
た
。

Ｃ
２
こ
の
夕
鶴
で
ぼ
く
は
大
切
な
人
や
事
、
そ
し
て
だ
れ
に
も
わ
か
ら
な
い
思
い
を

知
り
ま
し
た
。
そ
の
思
い
は
だ
れ
に
も
変
え
ら
れ
な
い
強
い
思
い
で
す
。
大
切
な
人

だ
と
思
っ
て
い
な
く
て
も
気
づ
い
た
ら
大
切
な
人
に
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

こ
の
学
習
で
わ
か
り
ま
し
た
。

Ｃ
３
他
の
人
の
考
え
た
主
題
で
心
を
動
か
さ
れ
た
の
は
Ｃ
２
さ
ん
の
意
見
で
す
。
理

由
は
、
つ
う
が
い
な
く
な
っ
て
か
ら
つ
う
の
こ
と
を
改
め
て
考
え
た
か
ら
で
す
。
Ｃ
２

さ
ん
の
意
見
か
ら
は
、
自
分
の
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
本
当
の
自
分
の
気
持
ち
に
つ
い

て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
最
後
つ
う
が
飛
ん
で
い
っ
た
時
に
は
、
悲
し
い
気
持

ち
の
他
に
最
後
よ
ひ
ょ
う
が
心
配
し
て
く
れ
て
よ
か
っ
た
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
と

思
い
ま
し
た
。



8

『
ウ
ミ
ガ
メ
の
命
を
つ
な
ぐ
』

に
こ
め
た
願
い

名古屋港水族館
飼育員
松田　乾

　

平
成
27
年
度
版
教
科
書
『
ひ
ろ
が
る
言
葉　

小
学
国
語　

4
下
』
に
『
ウ
ミ
ガ
メ

の
命
を
つ
な
ぐ
』
と
い
う
説
明
文
を
掲
載
し
ま
し
た
。
こ
の
中
で
は
、
名
古
屋
港
水

族
館
の
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
を
屋
内
で
繁
殖
さ
せ
る
取
り
組
み
及
び
回
遊
経
路
調
査
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
し
た
。

　

水
族
館
で
は
、
水
に
す
む
さ
ま
ざ
ま
な
生
物
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
水
生

生
物
を
健
康
に
飼
育
し
、
自
然
に
近
い
状
態
で
展
示
す
る
た
め
に
も
、
生
物
本
来
の

生
態
に
つ
い
て
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
多
く
の
生
物
に
つ
い

て
は
ま
だ
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
生
物
を
実
際
に
飼
育
し

な
が
ら
調
べ
て
い
く
こ
と
も
水
族
館
の
重
要
な
仕
事
で
す
。

　

ウ
ミ
ガ
メ
は
古
く
か
ら
人
間
に
知
ら
れ
て
い
る
生
物
で
す
が
、
海
の
中
で
の
生
活

の
様
子
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
で
す
。
卵
か
ら
孵ふ

化
し
た
ウ
ミ
ガ
メ
は
海
の
中

で
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
て
再
び
卵
を
産
み
に
や
っ
て
く
る
の
か
、
ま
だ
全
て
が
解
明

さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
文
章
は
、
ウ
ミ
ガ
メ
を
主
題
に
書
き
ま
し
た
が
、
ウ
ミ
ガ
メ
や
生
物
に
興
味

の
な
い
児
童
に
も
何
か
を
感
じ
取
っ
て
ほ
し
い
と
願
い
ま
す
。

　

ウ
ミ
ガ
メ
の
生
態
を
調
べ
る
た
め
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
技
術
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

ウ
ミ
ガ
メ
の
体
が
産
卵
す
る
状
態
に
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
に
は
、
血
液
検
査
が

必
要
で
す
が
、
こ
れ
に
は
血
液
の
中
の
成
分
を
調
べ
る
薬
品
、
検
査
機
械
な
ど
の
医

療
器
材
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
夜
間
ウ
ミ
ガ
メ
が
産
卵
の
た
め
に
人
工
砂
浜
を
上
が
っ

て
く
る
様
子
は
、
暗
視
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
ま
す
。
ウ
ミ
ガ
メ
が
ど
の
よ
う
に
大
海
原

を
回
遊
し
て
い
る
の
か
は
、
人
工
衛
星
に
よ
る
通
信
シ
ス
テ
ム
を
使
っ
て
い
ま
す
。

ウ
ミ
ガ
メ
に
装
着
す
る
送
信
機
も
長
寿
命
電
池
技
術
の
進
歩
で
小
型
化
を
図
る
こ
と

が
で
き
た
た
め
、
子
ど
も
の
ウ
ミ
ガ
メ
に
も
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

本
文
中
に
は
「
た
ま
ご
を
産
む
す
な
は
ま
が
開
発
に
よ
っ
て
う
め
立
て
ら
れ
た
り

し
て
、
数
が
へ
っ
て
き
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
開
発
は
ウ
ミ
ガ
メ
の
卵
を
減
ら
す
た

め
に
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
が
豊
か
な
生
活
を
送
る
た
め
に

開
発
が
進
ん
だ
結
果
、
残
念
な
が
ら
ウ
ミ
ガ
メ
に
と
っ
て
は
悪
影
響
が
出
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。

　

ウ
ミ
ガ
メ
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
ウ
ミ
ガ
メ
の
こ
と
を
調
べ
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん

大
切
で
す
が
、
他
の
分
野
の
技
術
を
進
め
る
こ
と
も
重
要
で
す
。
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、

「
ウ
ミ
ガ
メ
や
他
の
生
物
の
保
護
に
役
立
つ
こ
と
を
し
た
い
。
で
も
、
生
き
物
に
触
り

た
く
な
い
。」
と
思
う
児
童
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
児
童

で
も
、
生
き
物
の
生
息
場
所
を
侵
さ
ず
に
開
発
を
す
る
技
術
の
確
立
や
、
多
く
の
人
に

環
境
を
守
る
大
切
さ
を
伝
え
る
こ
と
、
生
物
に
負
担
を
か
け
ず
に
そ
の
行
動
を
調
べ
る

装
置
の
開
発
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
方
面
か
ら
生
物
や
環
境
の
保
護
に
関
わ
る
こ
と
は
で

き
る
と
思
い
ま
す
。

　

タ
イ
ト
ル
の
「
ウ
ミ
ガ
メ
の
命
を
つ
な
ぐ
」
に
は
、
名
古
屋
港
水
族
館
と
い
う
人

工
的
な
環
境
で
生
ま
れ
た
ウ
ミ
ガ
メ
が
、
自
然
の
海
で
育
ち
、
や
が
て
次
の
世
代
を

産
む
た
め
に
浜
に
戻
っ
て
く
る
よ
う
に
、
と
い
う
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ウ
ミ
ガ
メ
の
寿
命
は
ま
だ
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
現
在
、
年
齢
が
確
実
に
わ
か
っ

て
い
る
最
高
齢
の
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
が
徳
島
県
の
水
族
館
に
い
て
、
そ
れ
が
65
歳
で
す
。

体
の
張
り
や
艶
を
見
る
と
若
い
ウ
ミ
ガ
メ
に
比
べ
て
衰
え
が
あ
り
、
確
か
に
年
齢
を

感
じ
さ
せ
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
元
気
に
泳
い
で
い
ま
す
。
名
古
屋
港
水
族
館
に
い
る

ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
に
も
、
徳
島
の
ウ
ミ
ガ
メ
と
同
じ
よ
う
な
見
た
目
で
同
年
齢
と
思
わ

れ
る
個
体
が
い
ま
す
。
こ
の
個
体
は
漁
師
の
網
に
か
か
っ
た
と
こ
ろ
を
譲
り
受
け
た

た
め
、
年
齢
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
て
も
元
気
で
今
で
も
交
尾
を
し
て
子
孫
を
残

し
て
い
ま
す
。
ウ
ミ
ガ
メ
は
、
も
し
か
し
た
ら
私
た
ち
人
間
よ
り
も
長
寿
な
生
物
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
ウ
ミ
ガ
メ
の
一
生
を
調
べ
る
研
究
は
、
我
々

人
間
が
一
世
代
で
解
明
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ウ
ミ
ガ
メ
は
何
歳
で
卵
を
産
む
よ
う
に
な
る
の
か
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
っ
き
り

わ
か
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
野
生
の
ウ
ミ
ガ
メ
が
産
卵
す
る
ま
で
に
は
、
一
説
に
よ
る

と
20
年
、
30
年
か
か
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
名
古
屋
港
水
族
館
で
は
12
歳
の
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ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
が
卵
を
産
み
ま
し
た
。
水
族
館
で
は
毎
日
の
よ
う
に
栄
養
豊
富
な
餌

を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
、
水
温
も
過
ご
し
や
す
く
調
整
さ
れ
て
い
る
の
で
、
驚
く
ほ

ど
成
育
が
早
く
、
野
生
の
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
に
比
べ
て
そ
う
と
う
若
い
年
齢
で
卵
を
産

め
る
体
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
教
科
書
の
冒
頭
に
登
場
す
る
、
長
崎
県
に
運
ん
で

再
び
放
流
し
た
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
が
13
年
ぶ
り
に
帰
っ
て
き
た
当
時
、
名
古
屋
港
水
族

館
に
は
同
じ
年
に
生
ま
れ
て
、
ず
っ
と
水
族
館
で
飼
育
さ
れ
て
き
た
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ

が
い
ま
し
た
が
、
甲
羅
の
長
さ
で
約
20
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
体
重
で
約
50
キ
ロ
グ
ラ

ム
と
大
き
な
差
が
あ
り
ま
し
た
。

　

名
古
屋
港
水
族
館
で
は
毎
年
、
愛
知
県
田た

原は
ら

市
の
砂
浜
で
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
子
ガ

メ
を
、
地
元
の
小
学
生
と
一
緒
に
海
に
帰
す
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
本
来
ウ
ミ
ガ
メ

は
涼
し
く
て
外
敵
が
少
な
い
夜
間
に
、
卵
の
栄
養
が
体
内
に
十
分
に
残
っ
て
い
る
生

ま
れ
て
ま
も
な
い
時
期
に
海
に
帰
り
ま
す
。
そ
こ
を
あ
え
て
明
る
い
日
中
に
放
流
す

る
の
は
、
ひ
と
え
に
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
ウ
ミ
ガ
メ
の
こ
と
、
ウ
ミ
ガ
メ
を

取
り
巻
く
環
境
を
守
る
大
切
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
で
す
。
そ
し
て
、
子
ど
も
た

ち
に
は「
今
日
海
に
帰
し
た
ウ
ミ
ガ
メ
た
ち
が
卵
を
産
み
に
戻
っ
て
く
る
の
は
、20
年
、

30
年
後
で
す
。
み
な
さ
ん
の
中
に
は
、
既
に
今
の
み
な
さ
ん
と
同
じ
く
ら
い
の
子
ど

も
が
い
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
時
に
、
ウ
ミ
ガ
メ
が
安
心
し
て
戻
っ
て
こ
ら

れ
る
砂
浜
を
残
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
み
な
さ
ん
が
海
に
帰
し
た
ウ
ミ

ガ
メ
を
親
子
で
迎
え
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。」と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

教
材
タ
イ
ト
ル
に
は
、
ウ
ミ
ガ
メ
の
研
究
、
放
流
し
た
ウ
ミ
ガ
メ
の
帰
還
を
、
私

た
ち
も
世
代
を
つ
な
い
で
見
守
っ
て
い
く
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
教
科
書
で
紹
介
し
た
長
崎
の
ウ
ミ
ガ
メ
で
す
が
、
そ
の
後
、
二
〇
一
三
年

10
月
10
日
に
同
じ
長
崎
県
の
壱い

岐き

市
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
は
既
に
甲
羅

の
送
信
機
は
外
れ
て
い
ま
し
た
が
、
元
気
な
様
子
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
放
流
場
所
か

ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
長
崎
県
壱
岐
市
で
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
卵
が
産
め
る
よ
う
に

十
分
に
成
熟
す
る
ま
で
、
東
シ
ナ
海
辺
り
で
成
長
す
る
と
い
う
我
々
の
予
想
を
裏
づ

け
る
も
の
で
し
た
。
今
後
は
送
信
機
に
よ
る
位
置
情
報
の
追
跡
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

い
つ
の
日
か
、
産
卵
の
た
め
に
ど
こ
か
の
砂
浜
に
上
陸
し
た
と
い
う
連
絡
が
入
っ
て

く
る
の
を
心
待
ち
に
し
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
名
古
屋
港
水
族
館
に
つ
い
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
名
古
屋
港
水

族
館
は
約
五
百
種
五
万
匹
の
生
物
を
展
示
し
て
い
ま
す
。館
内
は
一
九
九
二
年
に
オ
ー

プ
ン
し
た
南
館
と
二
〇
〇
一
年
に
完
成
し
た
北
館
の
二
つ
の
施
設
か
ら
な
っ
て
い
ま

す
。

　

南
館
の
展
示
テ
ー
マ
は
「
南
極
へ
の
旅
」。
館
内
は
日
本
か
ら
南
極
に
至
る
ま
で
の

五
つ
の
エ
リ
ア
、「
日
本
の
海
」「
深
海
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」「
赤
道
の
海
」「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
水
辺
」「
南
極
の
海
」
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
・
水
域
に
生
息
す
る
生
き
物

を
そ
の
環
境
と
と
も
に
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
中
で
も
、「
日
本
の
海
」
黒
潮
大
水
槽

の
「
マ
イ
ワ
シ
の
ト
ル
ネ
ー
ド
」
で
は
、
約
三
万
匹
の
マ
イ
ワ
シ
が
餌
を
求
め
て
水

槽
内
を
縦
横
無
尽
に
泳
ぐ
幻
想
的
な
姿
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
二
〇
一
四
年
冬
に

は
、
水
中
ト
ン
ネ
ル
を
兼
ね
備
え
る
「
赤
道
の
海
」
の
サ
ン
ゴ
礁
大
水
槽
が
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
し
、
約
二
百
種
三
千
匹
の
熱
帯
魚
が
舞
い
泳
ぐ
様
子
を
、
そ
し
て
同
時
に
誕
生

し
た
ラ
イ
ブ
コ
ー
ラ
ル
水
槽
で
は
、
生
き
た
サ
ン
ゴ
が
作
り
出
す
美
し
い
光
景
を
ご

覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

北
館
の
展
示
テ
ー
マ
は
「
35
億
年
は
る
か
な
る
旅
～
ふ
た
た
び
海
へ
も
ど
っ
た
動

物
た
ち
」
で
す
。
シ
ャ
チ
や
イ
ル
カ
、
ベ
ル
ー
ガ
な
ど
の
海
棲せ

い

哺
乳
類
を
そ
の
進
化

の
歴
史
と
と
も
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
世
界
最
大
級
の
プ
ー
ル
で
行
わ
れ
る
迫
力
満

点
の
イ
ル
カ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
愛
嬌き

ょ
う

た
っ
ぷ
り
の
ベ
ル
ー
ガ
の
公
開
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
な
ど
人
気
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
、
生
き
物
た
ち
が
も
つ
す
ば
ら
し
い
能
力
や

魅
力
を
感
じ
て
い
た
だ
け
ま
す
。

　

名
古
屋
港
水
族
館
で
は
、
展
示
し
て
い
る
生
物
の
一
般
的
な
説
明
だ
け
で
は
な
く
、

こ
れ
ま
で
の
調
査
や
研
究
で
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
も
解
説
し
て
い
ま
す
。
教
科
書
の

文
章
を
読
ん
で
興
味
を
も
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
、
ぜ
ひ
一
度
名
古
屋
港
水
族
館
に
い

ら
し
て
、
実
際
の
ウ
ミ
ガ
メ
や
、
教
科
書
に
載
っ
た
現
場
を
見
て
実
感
し
て
い
た
だ

け
た
ら
嬉
し
い
か
ぎ
り
で
す
。

http://w
w
w
.nagoyaaqua.jp

ま
つ
だ
　
つ
よ
し　

一
九
六
九
年
神
奈
川
県
出
身
。
一
九
九
二
年
京
都
大
学
農
学
部
卒
業
後
、
同
年

４
月
（
財
）
名
古
屋
港
水
族
館
入
職
。
南
極
の
魚
類
・
水
生
無
脊
椎
動
物
か
ら
日
本
近
海
の
魚
類
、

ウ
ミ
ガ
メ
な
ど
多
く
の
生
き
物
の
飼
育
を
担
当
。
現
在
ウ
ミ
ガ
メ
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
淡
水
生
物

の
飼
育
担
当
係
長
を
務
め
る
。
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キ
ー
ン
コ
ー
ン
カ
ー
ン
コ
ー
ン
♪

教
室
の
ベ
ル
が
鳴
っ
た
。

（
い
っ
た
い
、
何
を
発
問
し
よ
う
…
…
。
）

（�

自
分
の
考
え
を
言
わ
せ
て
、
そ
こ
か
ら
先
は
ど

う
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
…
…
。
）

（�

あ
あ
、
ど
う
し
よ
う
。
こ
れ
か
ら
の
発
問
計
画

が
何
も
浮
か
ば
な
い
…
…
。
）

　

─
─
こ
れ
は
、
あ
る
教
師
の
心
の
声
で
あ
る
。

　

国
語
科
の
授
業
で
文
学
作
品
を
扱
う
際
、
発
問
に

悩
む
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
、

何
か
ら
起
因
す
る
悩
み
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

私
は
、
こ
れ
を
左
の
三
つ
に
ま
と
め
た
。

文
学
教
材
に
お
け
る「
発
問
」の
悩
み

そ
の
一　

�

そ
も
そ
も
、
そ
の
文
学
教
材
に
つ
い

て
何
を
発
問
し
た
ら
い
い
の
か
。

そ
の
二　

�

単
元
の
中
で
、
い
つ
発
問
を
し
た
ら

い
い
の
か
。

そ
の
三　

�
学
習
を
深
め
る
た
め
に
、
ど
う
発
問

を
し
た
ら
い
い
の
か
。

悩
み  

そ
の
一
・
二
を
解
消
す
る

発
問
の
方
法

　

文
学
教
材
を
扱
う
際
、
つ
け
た
い
力
を
明
確
化
し

た
う
え
で
、
作
品
を
読
み
深
め
る
発
問
を
考
え
、
順

序
立
て
て
投
げ
か
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
下
記

は
、
私
が
提
案
す
る
発
問
の
全
体
計
画
だ
。

　

ま
ず
、
単
元
の
は
じ
め
に
「
確
認
事
項
の
発
問
」

発
問
の
種
類

発
問
の
文
言

児
童
の
意
識

確
認
事
項
の

発
問

＊
一
問
一
答

の
発
問

「
登
場
人
物
は

誰
か
。」

「
中
心
人
物
は

誰
か
。」

「
場
面
の
主
な

で
き
ご
と
は
何

か
。」

「
作
品
の
山
場

は
ど
こ
か
。」

な
ど

・�

Ｂ
か
な
、
Ａ

か
な
？

・�

だ
い
た
い
、

Ａ
な
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
。

（
作
品
の
内
容

確
認
が
必
要
な

段
階
）

重
要
課
題
の

発
問

「
行
動
し
た
の

は
、
ど
ん
な
理

由
か
ら
か
。」

「
登
場
人
物
は
、

ど
ん
な
気
持
ち

か
。」
な
ど

・�

Ａ
だ
か
ら
だ

と
思
う
。

・�

Ｂ
だ
か
ら
だ

と
思
う
。

・�

Ａ
も
Ｂ
も
あ

り
う
る
。

核
心
課
題
の

発
問

「
登
場
人
物
の

山
場
に
お
け
る

行
動
を
、
自
分

は
ど
う
思
う

か
。」

「
題
名
の
意
味

を
自
分
は
ど

う
思
う
か
。」

な
ど

・�

自
分
だ
っ
た

ら
Ａ
だ
。

・�

自
分
だ
っ
た

ら
Ｂ
だ
。

（
自
分
な
り
の

解
釈
を
も
つ
段

階
）

文学教材を
読み深める発問
──何を・いつ・どのように問う？

実 践
レポート

東京都江戸川区立
船堀第二小学校
主任教諭

藤
ふ じ

原
わ ら

 隆
た か

博
ひ ろ

つけたい力と教材の価値を関係づけて発問の文言を練る
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実践レポート　「文学教材を読み深める発問」

を
す
る
。
次
に
、「
重
要
課
題
の
発
問
」
を
す
る
。

単
元
の
最
後
に
、「
核
心
課
題
の
発
問
」を
す
る
の
だ
。

　

一
人
の
読
者
と
し
て
、
文
学
教
材
の
価
値
に
迫
る

発
問
が
「
核
心
課
題
」
だ
。「
重
要
課
題
」
は
、「
核

心
課
題
」
に
ク
ラ
ス
全
員
で
迫
っ
て
い
く
た
め
の
土

台
と
な
る
「
ク
ラ
ス
全
員
の
共
通
認
識
」
を
構
築
す

る
た
め
の
発
問
だ
。

　

例
え
ば
、『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』で
、兵
十
が
ご
ん
を
撃
っ

た
場
面
を
扱
う
ま
で
に
、「
確
認
事
項
」
と
し
て
、
場

面
ご
と
の
で
き
ご
と
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
や
、「
重

要
課
題
」
と
し
て
、
ご
ん
が
つ
ぐ
な
い
を
始
め
た
理

由
や
、
場
面
ご
と
の
ご
ん
の
心
情
の
移
り
変
わ
り
な

ど
を
「
ク
ラ
ス
全
員
の
共
通
認
識
」
と
し
て
構
築
し

て
い
な
い
か
ぎ
り
、「
核
心
課
題
」
を
話
し
合
っ
て
も
、

か
み
合
わ
な
い
だ
ろ
う
。「
核
心
課
題
」に
対
し
て
、「
自

分
は
こ
う
思
う
」と
誰
か
が
意
見
を
言
っ
た
と
き
、「
自

分
も
そ
う
思
う
。
な
ぜ
な
ら
…
…
」「
い
や
、
自
分
は

そ
う
は
思
わ
な
い
。
こ
う
思
う
。
な
ぜ
な
ら
…
…
」「
で

も
…
…
」「
だ
っ
た
ら
…
…
」
な
ど
と
言
葉
を
紡
ぎ
た

く
な
る
に
は
「
あ
の
と
き
こ
う
話
し
合
っ
た
よ
う
に
、

あ
れ
は
Ａ
だ
っ
た
。」
な
ど
と
、
立
ち
返
る
べ
き
共
通

認
識
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
。

　

学
習
が
進
む
に
つ
れ
て
、
妥
当
か
つ
さ
ま
ざ
ま
な

解
釈
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
文
学
教
材
を
読
む
児

童
の
望
ま
し
い
姿
だ
。「
核
心
課
題
」
に
つ
い
て
の

解
釈
を
、
ク
ラ
ス
全
員
で
練
り
上
げ
た
末
に
抱
け
る

個
々
の
読
み
を
尊
重
で
き
る
発
問
で
あ
り
た
い
。

実
践
例

単
元
名　

あ
ら
す
じ
・
感
想
文
コ
ン
テ
ス
ト

教
材
名　
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
新
美
南
吉
（
四
年
下
巻
）

単
元
の
目
標　

�

情
景
描
写
を
読
み
、
人
物
の
変
化
を

想
像
す
る
。【
Ｃ
⑴
ウ
】

単
元
の
学
習
計
画
（
全
10
時
間
）

悩
み  

そ
の
三
を
解
消
す
る

発
問
の
方
法

　

自
分
の
考
え
を
発
表
し
た
あ
と
、
児
童
が
さ
ら
に

読
み
を
深
め
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
発
問
が
必
要

な
の
だ
ろ
う
か
。

　

写
真
は
、
私
が
「
核

心
課
題
」
を
発
問
し
た

際
の
板
書
だ
。
児
童
が

自
分
の
考
え
を
発
表

し
、
私
は
個
々
の
意
見

を
「
ご
ん
が
か
わ
い
そ

う
」「
ご
ん
は
気
づ
い
て

も
ら
え
た
か
ら
、
よ

か
っ
た
」「
そ
の
他
」
に

分
類
し
た
。
こ
の
あ
と
、
読
み
深
め
を
促
す
た
め
に

私
が
し
た
発
問
は
「
撃
た
れ
た
ご
ん
は
、
ど
う
思
っ

て
い
る
か
な
？
」
だ
。
児
童
は
「
い
い
こ
と
を
し
た
」

「
う
れ
し
い
」
な
ど
と
思
う
ご
ん
の
気
持
ち
を
想
起

し
、
解
釈
に
厚
み
を
も
た
せ
た
。

　
「
ご
ん
を
ど
う
思
う
か
」
を
問
う
こ
と
で
、
登
場

人
物
に
対
す
る
解
釈
を
書
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、

「
ご
ん
」
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
さ
せ
る
補
助
発
問

を
す
る
こ
と
で
、
児
童
は
「
ご
ん
」
に
対
す
る
解
釈

に
根
拠
を
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

補
助
発
問
は
、
主
発
問
に
根
拠
を
も
た
ら
す
中
身

に
な
る
よ
う
、
準
備
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
だ
。

一
次

１
〜

２
時

３
時

作
品
と
出
会
い
、
学
習
の
見
通
し
を

も
つ
。

音
読
で
言
葉
の
響
き
を
味
わ
う
。

二
次

４
〜

５
時

６
時

７
時

８
時

場
面
ご
と
の
主
な
で
き
ご
と
や
、
ご
ん

の
心
情
を
ま
と
め
る
。

重
要
課
題
「
な
ぜ
、
ご
ん
は
兵
十
の
家

に
く
り
や
松
た
け
な
ど
を
持
っ
て
い
っ

た
の
か
。」

重
要
課
題
「
ご
ん
は
、
兵
十
と
加
助
の

会
話
の
あ
と
、
あ
な
の
中
で
ど
ん
な
こ

と
を
考
え
て
い
た
の
か
。」

核
心
課
題
「
つ
ぐ
な
い
を
続
け
て
き
た

結
果
、
兵
十
に
撃
た
れ
た
ご
ん
を
ど
う

思
う
か
。」

三
次

９
時

10
時

作
品
の
あ
ら
す
じ
・
感
想
を
書
く
。

友
達
と
交
流
す
る
。
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り
返
し
な
が
ら
、
大
変
な
忍
耐
と
多
く
の
時
間
を
要
し
、

つ
い
に
墨
汁
の
製
品
化
に
成
功
し
ま
し
た
。

　

初
代
社
長
の
最
初
の
着
想
は
、
練ね

り

墨ず
み

で
し
た
。
そ
れ

は
、
墨
を
練
っ
て
団
子
状
に
丸
め
た
も
の
を
、
底
の
浅

い
平
た
い
蓋
つ
き
の
ブ
リ
キ
缶
に
詰
め
た
も
の
で
、
穂

先
に
水
を
含
ま
せ
た
筆
で
練
墨
の
表
面
を
な
で
て
墨
を

溶
か
し
て
使
用
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
練
墨
は
明
治
末

期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、
国
内
だ
け
で
な
く
、
中

国
大
陸
に
大
量
に
輸
出
さ
れ
、
発
明
後
三
十
六
年
を
経

た
昭
和
十
年
に
社
団
法
人
帝
国
発
明
協
会
か
ら
特
等
賞

の
表
彰
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

練
墨
は
携
帯
に
は
便
利
で
す
が
、
水
を
使
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
不
便
さ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
解
決

し
よ
う
と
、
液
体
墨
、
す
な
わ
ち
墨
汁
へ
の
発
想
に
進

展
し
、
研
究
に
研
究
を
重
ね
、
数
年
を
経
て
墨
汁
の
製

造
に
成
功
し
ま
し
た
。
商
品
名
を
「
開
明
墨
汁
」
と
し

て
文
房
具
の
卸
業
者
を
通
じ
て
全
国
の
市
場
に
販
売
を

始
め
ま
し
た
。
明
治
も
終
わ
り
に
近
い
頃
で
し
た
。

▪
墨
汁
の
特
徴
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

墨
汁
は
磨す

ら
ず
に
そ
の
ま
ま
書
く
こ
と
が
で
き
、
同

じ
濃
度
で
多
量
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
特
長
が

あ
り
ま
す
。
硯
で
墨
を
磨
る
と
き
は
、
い
か
に
粒
子
を

細
か
く
す
る
か
が
大
切
で
す
が
、
固
形
墨
を
磨
っ
た
場

合
の
粒
子
の
大
き
さ
は
０
・
２
～
０
・
６
ミ
ク
ロ
ン
で
、

時
に
粗
い
粒
子
が
入
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
墨

汁
の
粒
子
の
大
き
さ
は
０
・
０
５
～
０
・
２
５
ミ
ク
ロ
ン

と
小
さ
く
、
か
つ
一
定
と
い
う
長
所
が
あ
り
ま
す
。

　

授
業
時
間
に
制
約
が
あ
る
学
校
な
ど
で
は
、
磨
ら
ず

に
書
け
、
常
に
一
定
の
墨
色
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
墨

汁
は
便
利
な
も
の
と
い
え
ま
す
。

▪
墨
汁
の
誕
生
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

明
治
二
十
年
代
に
、
岐
阜
の
山
村
の
小
学
校
で
教
員

を
し
て
い
た
開
明
株
式
会
社
の
初
代
・
田た

口ぐ
ち

精せ
い

爾じ

社
長

は
、
習
字
の
時
間
に
、
子
ど
も
た
ち
が
「
墨
を
す
る
時

間
が
も
っ
た
い
な
い
」「
寒
い
冬
、
か
じ
か
ん
だ
手
で
墨

を
す
る
の
が
か
わ
い
そ
う
だ
」、
こ
れ
を
何
と
か
し
た

い
も
の
だ
と
思
い
立
っ
た
こ
と
が
、
墨
汁
誕
生
の
き
っ

か
け
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
初
代
社
長
は
教
職
を

捨
て
て
上
京
、
東
京
・
台
東
区
蔵
前
の
東
京
職
工
学
校

（
現
在
の
東
京
工
業
大
学
）
に
入
学
し
、
応
用
化
学
を

学
び
、
主
と
し
て
、
墨
の
原
料
で
あ
る
膠に

か
わ
と
油ゆ

煙え
ん

の
研

究
に
専
念
し
ま
し
た
。

　

墨
汁
は
コ
ロ
イ
ド
化
学
の
分
野
で
、
こ
の
分
野
は
当

時
、
学
問
的
に
は
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
、
研
究
に
あ
た
っ
て
参
考
に
な
る
よ
う
な
文
献
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
試
作
研
究
は
、
試
行
錯
誤
を
繰

墨
汁
の
基
礎
知
識

開か
い
明め

い
株
式
会
社
代
表
取
締
役

　
　
田た

　
中な

か

　
葉よ

う

　
子こ

初代社長　田口精爾
開明株式会社の創業者
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墨汁の基礎知識

▪
墨
汁
は
何
か
ら
で
き
て
い
る
？
─

　

で
は
、
墨
汁
は
何
か
ら
で
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

石
油
や
石
炭
か
ら
採
れ
る
重
質
油
な
ど
を
分
解
し
て
作

ら
れ
る
カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
と
水
、
膠
あ
る
い
は
合
成

樹
脂
が
主
成
分
で
す
。

　

カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
は
水
に
溶
け
な
い
た
め
、
膠
や

合
成
樹
脂
を
の
り
剤
と
し
て
使
い
、
香
料
や
湿
潤
剤
、

カ
ビ
や
雑
菌
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
の
ご
く
少
量
の
防
腐

剤
を
加
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
成
分
は
人
体
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
誤
っ
て
飲
ん
で
も
安
全

で
す
。

▪
膠
と
合
成
樹
脂
と
の

　
違
い
─
─
─
─
─
─

　

膠
は
、
牛
の
皮
な
ど
か
ら
抽

出
し
た
天
然
の『
の
り
剤
』で
す
。

合
成
樹
脂
は
、
膠
の
代
替
材
料

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
石
油

化
学
製
品
で
す
。こ
の『
の
り
剤
』

は
表
装
性
や
液
と
し
て
の
安
定

性
を
保
つ
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

　

の
り
剤
と
し
て
の
膠
と
合
成

樹
脂
の
違
い
で
す
が
、
弊
社
が

一
番
最
初
に
作
っ
た
「
開
明
墨

汁
」は
、膠
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

膠
系
の
墨
汁
は
艶
や
か
な
黒
々

と
し
た
墨
色
が
得
ら
れ
ま
す
。

合
成
樹
脂
系
の
墨
汁
は
筆
運
び

が
軽
く
、
乾
き
も
早
い
の
で
、

初
心
者
や
学
童
に
向
い
て
い
ま

す
が
、
最
近
で
は
滲
み
が
美
し

い
作
品
制
作
用
の
高
級
墨
汁
も

あ
り
ま
す
。

合成樹脂 膠
にかわ

防腐剤

カーボンブラック

湿潤剤香料

顕微鏡で拡大した写真（900倍に拡大）
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▪
墨
汁
の
製
造
工
程
─
─
─
─
─
─
─

　

墨
汁
の
製
造
工
程
で
す
が
、
ま
ず
膠
や
合
成
樹
脂
を

水
に
浸
し
て
加
熱
し
な
が
ら
作
っ
た
溶
解
液
の
中
に

カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
、
香
料
、
湿
潤
剤
、
防
腐
剤
を
加

え
混
合
し
、
練
り
合
わ
せ
ま
す
。
こ
う
し
て
で
き
た
粘

土
状
の
ド
ロ
ド
ロ
し
た
も
の
を
、
専
用
の
機
械
で
そ
れ

ぞ
れ
の
製
品
に
適
し
た
粒
子
の
大
き

さ
に
分
散
さ
せ
ま
す
。
こ
の
「
分
散
」

が
墨
汁
製
造
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
い

え
ま
す
。
こ
の
段
階
で
は
か
な
り
濃

い
液
体
で
す
が
、
こ
こ
で
粒
子
の
大

き
さ
な
ど
を
検
査
し
、
そ
の
あ
と
水

で
希
釈
し
て
製
品
ご
と
の
所
定
の
濃

度
に
仕
上
げ
、
一
定
期
間
の
静
置
貯

蔵
の
後
、
容
器
に
充
填
し
包
装
、
箱

入
れ
し
て
出
荷
し
ま
す
。

合成樹脂使用の墨汁 膠使用の墨汁

原
料

・合成樹脂
・カーボンブラック
・水

・膠　
・カーボンブラック
・水

特
徴

・乾きが早い
・筆運びが軽い
・滲みが少ない

・光沢がある
・“伸び”がよい
・耐久性が強い

用
途

主に児童・生徒の
書写・習字用・清書用

書道全般／水墨画／
製図／イラスト／建築／
魚拓／版画

合成樹脂使用の墨汁と，膠使用の墨汁との比較の例

カーボンブラック

湿潤剤

膠または合成樹脂

水

香　料

防腐剤

溶解 分散 工程検査混合・練り合わせ

出荷 包装 充填 静置・貯蔵 製品検査 製墨

墨汁の製造工程

それぞれの製品に適した粒子の大きさに分散させるため，
ロール掛けをしている様子。
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墨汁の基礎知識

▪
よ
く
あ
る
ご
質
問
─
─
─
─
─
─
─

　

最
後
に
よ
く
あ
る
ご
質
問
に
お
答
え
し
ま
す
。

余
っ
た
墨
汁
は
容
器
に
戻
し
て
も
よ
い
か
？

　

一
度
使
用
し
た
墨
汁
に
は
空
気
中
や
筆
に
つ
い
て
い

る
塵
や
雑
菌
が
混
入
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
を
容

器
に
戻
す
と
変
質
の
原
因
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
薦
め

し
ま
せ
ん
。

異
な
る
種
類
の
墨
汁
は
混
ぜ
て
も
よ
い
か
？

　

墨
汁
は
そ
れ
ぞ
れ
カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
の
粒
子
の
大

き
さ
や
の
り
剤
の
種
類
が
異
な
る
た
め
、
異
な
る
種
類

の
墨
汁
を
混
ぜ
る
と
カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
の
凝
集
や
滲

み
な
ど
の
化
学
変
化
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
化

学
的
に
は
お
薦
め
し
ま
せ
ん
が
、
独
自
の
表
現
を
追
究

な
さ
り
た
い
方
に
は
、
い
ろ
い
ろ
試
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
考
え
ま
す
。 

洋
服
な
ど
に
つ
い
て
も
簡
単
に
落
と
せ
る

書
道
液
は
、ど
ん
な
成
分
が
入
っ
て
い
る
の
か
？

　

落
と
せ
る
こ
と
を
目
的
に
、
あ
く
ま
で
も
練
習
用
と

し
て
作
っ
た
書
道
液
な
の
で
退
色
す
る
こ
と
が
あ
り
、

表
具
も
で
き
ま
せ
ん
。
墨
汁
と
は
異
な
る
観
点
か
ら

作
っ
て
お
り
、
成
分
も
違
い
ま
す
。

墨
汁
の
お
薦
め
の
シ
ミ
抜
き
方
法
は
？

　

市
販
の
シ
ミ
抜
き
剤
で
も
完
全
に
は
落
ち
な
い
ほ

ど
、
墨
汁
は
落
ち
ま
せ
ん
。
墨
汁
が
つ
い
て
す
ぐ
、
ご

飯
粒
を
シ
ミ
に
当
て
、
た
た
い
て
落
と
す
方
法
が
効
果

が
高
い
よ
う
で
す
。

使
用
後
の
墨
汁
を
下
水
に
廃
棄
し
て
も
環
境

に
影
響
が
な
い
か
？

　

家
庭
や
学
校
な
ど
で
お
使
い
に
な
る
量
で
し
た
ら
そ

の
ま
ま
廃
棄
し
て
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
墨
汁
の
主
成

分
は
煤す

す

（
カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
）
と
膠
ま
た
は
合
成
樹

脂
で
す
。
煤
は
成
分
的
に
は
料
理
な
ど
で
鍋
に
つ
く
コ

ゲ
な
ど
と
同
じ
で
、
膠
も
食
品
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の

と
同
じ
動
物
性
コ
ラ
ー
ゲ
ン
（
た
ん
ぱ
く
質
）
で
す
。

そ
の
他
防
腐
剤
や
合
成
樹
脂
も
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
気

に
な
る
場
合
は
、
い
ら
な
い
半
紙
な
ど
で
墨
汁
を
吸
い

取
り
、
燃
え
る
ゴ
ミ
と
し
て
捨
て
て
か
ら
硯
を
洗
っ
て

く
だ
さ
い
。

毛
筆
の
洗
い
方
で
気
を
つ
け
る
こ
と
は
あ
る
か
？

　

ご
使
用
後
は
太
筆
の
場
合
は
水
洗
い
し
、
水
分
を
拭

き
取
っ
て
乾
か
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
面
相
筆
な
ど

の
小
筆
の
場
合
は
、
ご
使
用
後
、
水
で
湿
ら
せ
た
柔
ら

か
い
紙
か
ス
ポ
ン
ジ
に
水
を
含
ま
せ
た
も
の
な
ど
で
墨

の
部
分
を
よ
く
拭
き
取
っ
て
く
だ
さ
い
。
墨
汁
・
固
形

墨
問
わ
ず
、
ご
使
用
後
、
筆
の
洗
浄
を
怠
り
ま
す
と
、

筆
を
痛
め
る
原
因
に
な
り
ま
す
の
で
十
分
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
万
一
、
穂
先
を
墨
で
固
め
て
し
ま
っ
た
場
合

は
、
温
水
に
数
分
浸
し
、
穂
先
を
柔
ら
か
く
し
て
か
ら
、

丁
寧
に
洗
っ
て
く
だ
さ
い
。冷
水
で
は
墨
の
分
散
剤（
膠

ま
た
は
合
成
樹
脂
）
が
容
易
に
溶
け
に
く
く
、
ま
た
固

ま
っ
て
し
ま
っ
た
筆
を
無
理
に
お
ろ
し
ま
す
と
、
筆
を

傷
め
ま
す
。

「
墨
汁
」「
墨
液
」ど
ち
ら
の
呼
び
方
？

 

　
「
墨
汁
」
は
“
墨
の
汁
”
の
意
味
で
、
液
体
状
の
墨

の
総
称
で
す
。「
墨
液
」
は
あ
と
か
ら
で
き
た
言
葉
で

す
。
一
般
的
に
は
、
ぜ
ひ
墨
汁
と
呼
ん
で
い
た
だ
き

た
い
で
す
。

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

　

ひ
と
こ
と
に
墨
汁
と
い
っ
て
も
、
原
材
料
や
粒
子
の

違
い
、
用
途
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
い
ろ
い
ろ
試
し
て
、

お
好
み
の
墨
汁
、
使
い
方
を
選
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
墨
汁
が
、
人
の
気
持
ち
が
こ
も
っ
た
筆
文

字
を
、
小
学
生
の
頃
か
ら
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
く
た

め
の
便
利
な
道
具
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
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