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教
育
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キ
ー
ワ
ー
ド
　
受
容
　
話
者
　
作
者
　
異
化
　
変
容
　
生
成
］

　
　
研
究
の
課
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
の
「
受
容
」
と
い
う
用
語
が
、
「
ポ
ス
ト
⑧
鑑
賞
論
」
の
用
語
に
、
も
っ
と
も
ふ
さ

　
こ
の
論
文
で
は
、
前
稿
（
「
話
者
論
と
詩
教
育
　
一
」
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
　
　
わ
し
い
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
文
で
は
、
「
受
容
」
と
い
う
用
語
を
、

第
二
十
九
巻
　
一
九
九
五
）
を
ふ
ま
え
て
、
話
者
論
を
に
よ
る
詩
の
受
容
指
導
（
授
　
　
「
読
者
（
学
習
者
）
が
、
異
化
の
世
界
を
作
り
だ
す
こ
と
」
と
定
義
し
て
使
用
す
る
。

業
モ
デ
ル
）
に
っ
い
て
考
察
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
本
稿
で
い
う
「
授
業
モ
テ
ル
」
と
は
、
「
典
型
的
な
実
践
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
　
　
　
こ
の
論
文
で
取
り
上
げ
る
実
践
は
、
文
芸
研
（
文
芸
教
育
研
究
協
議
会
）
の
授
業

ま
た
、
本
稿
で
は
、
「
ポ
ス
ト
⑧
鑑
賞
論
」
の
意
味
を
こ
め
て
、
従
来
の
「
詩
の
鑑
　
　
記
録
が
中
心
に
な
る
。
文
芸
研
の
実
駄
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
以
下
の
二
つ
の
理
由

賞
指
導
」
と
い
う
言
い
方
に
対
し
て
、
「
詩
の
受
容
指
導
」
と
い
う
用
語
を
使
用
す
　
　
か
ら
で
あ
る
。

る
。
「
受
容
」
と
い
う
用
語
は
、
こ
れ
ま
で
、
ヤ
ゥ
ス
、
イ
ー
ザ
ー
ら
の
文
学
理
論
　
　
　
一
っ
は
、
私
自
身
、
こ
れ
ま
で
、
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
て
、
文
芸
研
理
論
の
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
。
ヤ
ウ
ス
、
イ
ー
ザ
ー
ら
の
「
受
容
理
論
」
は
、
　
　
究
を
し
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
芸
研
は
、
西
郷
竹
彦
の
文
芸
学
（
国
語

現
代
の
文
学
理
論
の
中
で
、
「
テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
か
か
わ
り
」
を
、
も
っ
と
も
重
　
　
教
育
界
で
は
西
郷
文
芸
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
を
理
論
と
す
る
、
全
国
的
な
実
践
研

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

視
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
本
論
文
の
主
題
で
あ
る
「
異
化
の
世
界
を
作
り
だ
す
詩
教
　
　
究
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
西
郷
文
芸
学
は
、
視
点
論
⑧
虚
構
論
⑧
形
象
論
⑧
典
型
論
な

育
」
と
い
う
構
想
に
お
い
て
、
私
も
ま
た
、
「
読
者
」
（
学
習
者
）
の
存
在
（
「
か
か
　
　
ど
に
よ
っ
て
、
戦
後
の
国
語
教
育
⑧
文
学
教
育
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
文

わ
り
」
）
を
、
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
、
受
容
理
論
　
　
芸
研
の
実
践
は
、
西
郷
文
芸
学
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
こ
十
数
年
、

　
　
　
　
　
　
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
教
育
科
学
）
第
三
十
巻
　
二
九
頁
∫
五
六
頁
　
平
成
八
年
十
二
月
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文
芸
研
の
授
業
研
究
に
、
共
同
研
究
者
と
し
て
参
加
し
、
文
芸
研
の
授
業
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
研
究
成
果
を
、
多
く
発
表
し
て
き
た
。
文
芸
研
の
理
論
と
方
法
の
両
面
に
わ
た
っ

て
、
こ
れ
ま
で
研
究
を
す
す
め
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
が
取
り
上
げ
る
理
由
の
一
っ

で
あ
る
。

　
も
う
一
っ
の
理
由
は
、
西
郷
文
芸
学
（
虚
構
論
⑧
形
象
論
⑧
典
型
論
な
ど
）
の
理

論
が
、
本
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
異
化
⑧
変
容
⑧
生
成
の
詩
教
育
」
の
構
想
と
、

理
論
的
に
ク
ロ
ス
す
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ソ
ビ
エ
ト
文
芸
学
を
取
り
入
れ
て
い

る
西
郷
文
芸
学
は
、
当
然
の
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
⑧
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
の
異
化
論
の
影

　
　
　
　
　
　
（
5
）

響
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
文
芸
研
の
実
践
に
対
し
て
は
、
「
異
化
⑧
変
容
⑧

生
成
の
詩
教
育
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
、
授
業
研
究
が
可
能
で
あ
る
。
文
芸
研
の
実

践
を
、
「
授
業
モ
デ
ル
」
と
し
て
取
り
上
げ
る
理
由
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
「
話
者
」
型
の
詩
教
材
は
、
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
「
話
者
－
読
者
」

の
受
容
関
係
に
よ
っ
て
、
次
の
四
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
詩
教
育
研
究
に
お
い
て
、
「
話
者
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ま
だ
、
「
作
者
」
と
「
話
者
」

を
区
別
す
べ
き
か
ど
う
か
、
と
い
う
論
議
の
段
階
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
詩
の
世

界
の
分
類
に
「
話
者
」
の
観
点
を
入
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
詩
の
受
容
指
導
は
、

「
話
者
－
読
者
」
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
、
ま
た
、
「
話
者
－
読
者
」
の
関

係
（
立
場
⑧
条
件
）
に
よ
っ
て
、
い
く
っ
か
の
型
に
類
型
化
で
き
る
こ
と
、
な
ど
の

点
は
、
本
論
文
に
お
い
て
初
め
て
考
察
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
「
∫
型
の
教
材
」
と
し
、
「
∫
型
の
作
晶
」
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
類

型
化
が
、
「
読
者
（
学
習
者
）
の
か
か
わ
り
方
」
に
よ
る
分
類
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
話

者
」
と
い
う
存
在
を
、
受
容
指
導
の
観
点
と
す
る
と
き
に
、
こ
の
点
は
と
く
に
重
要

で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
、
「
話
者
」
型
の
受
容
指
導
に
つ
い
て
、
文
芸
研
の
実
践

例
を
中
心
に
分
析
す
る
。
こ
の
よ
う
な
、
「
話
者
の
類
型
化
」
に
も
と
づ
く
、
受
容

指
導
の
授
業
モ
デ
ル
の
分
析
は
、
詩
の
授
業
研
究
に
お
い
て
は
、
初
め
て
の
試
み
で

あ
る
。

DCBA
「
同
－
同
」
型
の
詩
教
材

「
同
－
異
」
型
の
詩
教
材

「
異
－
同
」
型
の
詩
教
材

「
異
－
異
」
型
の
詩
教
材

　
こ
の
類
型
化
は
、
「
話
者
－
読
者
」
の
立
場
⑧
条
件
を
、
「
同
」
型
と
「
異
」
型
に

分
け
、
さ
ら
に
、
受
容
指
導
に
お
け
る
受
容
反
応
を
、
「
同
」
型
と
「
異
」
型
に
分

け
た
も
の
で
あ
る
。
類
型
化
に
お
い
て
、
受
容
指
導
⑧
受
容
反
応
の
条
件
を
入
れ
て

い
る
点
に
、
特
徴
が
あ
る
。

「
同
『
同
」
型
の
授
業
モ
デ
ル

「
ゆ
き
の
中
の
子
犬
」
の
授
業
例

（
一
…
学
校
三
年
）

　
「
同
－
同
」
型
の
教
材
は
、
「
話
者
－
読
者
」
の
立
場
（
条
件
）
が
、
「
同
」
型
と

み
ら
れ
る
作
晶
で
あ
る
。
「
話
者
」
の
立
場
⑧
条
件
が
、
学
習
者
の
立
場
⑧
条
件
に

近
い
と
い
う
タ
イ
プ
の
教
材
で
あ
る
。

　
こ
の
型
の
詩
の
受
容
指
導
の
事
例
と
し
て
、
最
初
に
、
小
学
校
三
年
生
を
対
象
と

し
た
、
西
郷
竹
彦
の
「
ゆ
き
の
中
の
子
犬
」
（
鈴
木
敏
史
詩
集
『
星
の
美
し
い
村
』



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

一
九
七
四
）
の
授
業
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
授
業
例
は
、
「
話
者
入
門
」
（
話
者
と
は

何
か
）
の
典
型
的
な
指
導
例
で
も
あ
る
。

　
こ
の
授
業
で
は
、
「
題
名
」
と
「
作
者
名
」
は
伏
せ
ら
れ
て
、
次
の
よ
う
な
板
書

に
よ
っ
て
、
導
入
さ
れ
て
い
る
。

（
　
）

ど
こ
か
ら

こ
ん
な
に

き
た
の
、

ふ
っ
て

（

い
る
の
に
。

そ
っ
ち
へ
　
い
っ
ち
ゃ

見
え
な
い
け
れ
ど
、

ど
ぶ
が
　
あ
る
よ
。

そ
っ
ち
へ
　
い
っ
ち
ゃ

か
き
ね
の
　
ま
わ
り
に
、

と
げ
と
げ
の
　
は
り
金
が

だ
め
。

だ
め
。つ

い
て
い
る
よ
。

）

あ
っ
た
。

　
文
末
の
語
り
口
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
話
者
は
、
「
小
さ
な
女
の
子
」
で
あ
る
。

作
者
は
、
し
か
し
、
大
人
の
男
の
詩
人
（
鈴
木
敏
史
）
で
あ
る
。
少
年
詩
に
あ
っ
て

は
、
作
者
と
話
者
の
違
い
は
、
ご
く
一
般
的
な
現
象
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
話

者
」
は
「
作
者
」
と
は
違
う
、
と
い
う
こ
と
を
指
導
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
話
者
は
、
学
習
者
（
三
年
生
）
と
ほ
ぼ
同
じ
年
頃
の
「
女
の
子
」
で
あ
る
。
と
い

う
よ
り
も
、
話
者
の
「
立
場
」
（
条
件
）
に
ち
か
い
学
年
と
し
て
、
対
象
学
年
に
三

年
生
が
選
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
話
者
－
読
者
」
の
関
係
は
、

「
同
」
型
で
あ
る
。
こ
の
詩
で
は
、
雪
の
中
で
ふ
る
え
て
い
る
子
犬
を
見
て
、
や
さ

し
く
声
を
か
け
な
が
ら
、
子
犬
を
気
遣
う
女
の
子
の
心
情
が
、
う
ま
く
描
か
れ
て
い

る
。
こ
の
年
頃
の
子
ど
も
た
ち
に
共
通
の
心
情
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
話
者
と
読
者
の

「
見
方
」
（
認
識
⑧
感
情
）
も
「
同
」
型
の
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
同
－
同
」

型
の
教
材
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
す
べ
て
会
話
体
の
文
章
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
内
容
も
理
解
し
や
す
い
。

読
解
指
導
の
必
要
で
な
い
教
材
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
「
話
者
」
の
指
導
の
み
に

焦
点
化
で
き
る
教
材
で
あ
る
。

31

さ
む
い
の
ね
、

そ
ん
な
に
　
ふ
る
え
て
。

さ
あ
。

つ
い
て
　
い
ら
っ
し
ゃ
い
。

こ
の
授
業
に
お
い
て
、
「
だ
い
」
（
ゆ
き
の
中
の
子
犬
）
と
「
作
者
名
」
（
す
ず
き

と
し
ち
か
）
を
伏
せ
て
あ
る
の
は
、
「
話
者
」
と
い
う
概
念
を
指
導
す
る
た
め
で

　
「
め
あ
て
」
の
提
示

　
授
業
者
は
、
こ
の
詩
を
一
連
ず
っ
板
書
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に

視
写
さ
せ
な
が
ら
、
「
誰
が
言
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
？
」
「
誰
が
、
誰
に
言
っ
て

い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
？
」
と
、
問
い
か
け
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
板
書
（
文
図
）
が

示
さ
れ
る
。

話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）
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だ
れ
が

（
　
　
）

　
↑

だ
れ
に

話
し
か
け
て
い
る
ほ
う

（
　
　
）
話
し
か
け
ら
れ
て
い
る
ほ
う

　
「
話
者
」
（
女
の
子
）
と
「
相
手
」
（
子
犬
）
の
関
係
を
と
ら
え
る
た
め
の
板
書

（
文
図
）
で
あ
る
。
伏
せ
ら
れ
た
「
空
白
」
を
読
む
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
の
興
味
⑧

関
心
を
引
き
出
す
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
た
ち
の
受
容
行
為
に
対
す
る
働
き
か
け
が

大
き
い
。
詩
の
本
文
（
文
脈
）
を
て
い
ね
い
に
読
ま
な
い
と
、
空
白
は
埋
ま
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。

T
　
「
だ
れ
が
」
と
い
う
の
は
、
話
し
か
け
て
い
る
方
ね
。
「
だ
れ
に
」
と
い
う

　
の
は
、
話
し
か
け
ら
れ
て
い
る
方
ね
。
（
板
書
）
そ
れ
で
は
、
い
っ
た
い
、
だ

　
れ
が
だ
れ
に
話
し
か
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ

　
う
o

　
こ
れ
が
、
最
初
に
提
示
さ
れ
た
「
め
あ
て
」
で
あ
る
。
話
し
か
け
て
い
る
「
わ
た

し
」
（
語
者
）
は
誰
で
、
話
し
か
け
ら
れ
て
い
る
相
手
は
誰
か
、
と
い
う
発
問
で
あ

る
。
授
業
は
、
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
。

T
「
だ
れ
」
が
言
っ
て
い
る
の
か
な

だ
れ
が
言
っ
て
い
る
の
か
な
？

C
　
女
の
子
。

T
　
い
ま
、
み
ん
な
が
「
女
の
子
」
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
、
ど
こ
に
「
女
の
子
」

　
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
？

圭
書
い
て
は
な
い
け
ど
…
…

丁
書
い
て
は
な
い
け
ど
、
ど
う
し
て
わ
か
っ
た
？
　
う
ん
。
女
の
子
だ
な
あ
っ

　
て
わ
か
っ
た
人
、
手
を
あ
げ
て
。
（
半
数
ぐ
ら
い
挙
手
）

　
な
ぜ
、
女
の
子
な
の
か
な

T
　
ど
う
し
て
、
そ
う
思
う
の
か
な
。
み
ん
な
が
、
女
の
子
ら
し
い
と
思
っ
た
の

　
は
な
ぜ
か
。
ち
ょ
っ
と
考
え
て
ご
ら
ん
。

美
穂
　
言
い
方
だ
と
思
い
ま
す
。

T
　
あ
あ
、
言
い
方
ね
。
た
と
え
ば
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
？

美
穂
　
　
「
さ
む
い
の
ね
」
と
か
。

T
　
う
ん
、
「
さ
む
い
の
ね
」
と
か
。

美
穂
　
　
「
ど
こ
か
ら
　
き
た
の
？
」
と
か
。
’

T
　
う
ん
。
い
い
で
す
よ
。
他
に
あ
り
ま
す
か
。

功
　
　
「
そ
っ
ち
行
っ
ち
ゃ
だ
め
」
。

T
　
う
ん
、
ま
だ
あ
る
。

功
あ
れ
え
、
ま
だ
？
う
1
ん
…
。
「
つ
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
。

T
　
う
ん
。
「
つ
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
ね
。
も
し
、
男
の
子
だ
っ
た
ら
、
何

と
言
う
？

浩
崇
　
　
「
つ
い
て
こ
い
」

T
　
も
の
の
言
い
方
を
み
る
と
、
ど
う
も
女
の
子
ら
し
い
と
わ
か
っ
た
わ
け
で
す

　
ね
。

　
誰
に
向
か
っ
て
言
っ
て
い
る
の
か
な
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T
　
で
は
、
「
わ
た
し
」
は
、
だ
れ
に
向
か
っ
て
言
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
？

圭
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
。

T
　
　
（
笑
）
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
。

圭
こ
と
ば
が
の
っ
て
な
い
か
ら
…
。

T
　
そ
う
ね
え
。
こ
と
ば
が
な
い
か
ら
ね
。

　
（
し
ば
ら
く
の
間
）

功
　
は
い
。

T
　
あ
、
君
わ
か
っ
た
の
？

功
　
今
ま
で
（
わ
た
し
と
い
う
人
物
が
）
い
ろ
い
ろ
聞
い
て
き
た
の
に
、
；
冒
も

　
話
さ
な
い
か
ら
…
。
だ
か
ら
、
動
物
じ
ゃ
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
（
会
場

　
ど
よ
め
く
。
）

由
美
子
　
犬
か
、
ネ
コ
か
。

T
ど
っ
ち
で
し
ょ
う
。

C
　
犬
、
犬
。

T
　
ど
う
し
て
犬
だ
と
思
う
の
？

C
　
（
ざ
わ
め
く
）

T
　
　
「
さ
あ
。
／
つ
い
て
　
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
」
「
さ
む
い
の
ね
、
／
そ
ん
な
に
ふ

　
る
え
て
。
」

C
　
犬
。
犬
の
方
が
い
い
。
犬
。

丁
犬
の
方
だ
と
思
う
？

C
　
犬
。
犬
は
っ
い
て
く
る
け
ど
、
ネ
コ
は
、
っ
い
て
こ
い
と
言
っ
た
ら
に
げ
る
。

　
だ
か
ら
、
ネ
コ
に
は
言
わ
な
い
。

こ
の
あ
と
、
授
業
者
は
「
T

大
き
い
犬
か
な
、
小
さ
い
犬
か
な
。
」

と
問
い
、

「
C
　
小
さ
い
犬
。
子
犬
。
」
と
い
う
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
意
見
が
一
致
す
る
。

　
こ
の
授
業
場
面
を
み
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
、
「
話
者
1
1
女
の
子
」
で
あ
る
こ
と

を
、
ま
ず
は
直
感
的
に
つ
か
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
⑧
根
拠
を
本
文
の

「
言
い
方
」
（
語
り
方
）
に
も
と
め
て
い
る
。
文
章
（
言
い
方
）
を
検
討
す
る
こ
と
で
、

「
話
者
」
の
人
物
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
「
話
者
の
発
見
」
で
あ

る
。
つ
づ
い
て
、
話
者
と
の
関
係
で
、
「
相
手
1
1
犬
」
で
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
た
。

や
は
り
話
者
の
「
言
い
方
」
に
根
拠
を
も
と
め
て
い
る
。

　
「
女
の
子
－
子
犬
」
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
「
ふ
っ
て
い
る
」
の
が
「
雪
」

で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
「
見
え
な
い
け
れ
ど
／
ど
ぷ
が
　
あ
る
よ
。
」

「
か
き
ね
の
　
ま
わ
り
に
／
と
げ
と
げ
の
　
は
り
金
が
　
っ
い
て
い
る
よ
。
」
な
ど
の

フ
レ
ー
ズ
を
根
拠
に
、
「
雪
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
本
文
を
根
拠
に
、
「
雪
」

を
つ
き
と
め
て
い
く
場
面
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
授
業
場
面
は
、
み
ご
と
な
「
文
脈

を
読
む
」
指
導
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
本
文
の
文
脈
（
コ
ン
テ
ク
ス
ト
）
を
根

拠
に
「
題
名
」
に
近
づ
い
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
、
授
業
者
は
、
「
題
名
」
が
「
ゆ
き

の
中
の
子
犬
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
そ
こ
か
ら
、
次
の
段
階
の
指
導
に
入
っ
て
い
っ
た
。
「
話
者
と
は
何
か
」
と
い
う

指
導
で
あ
る
。
「
話
者
と
は
何
か
」
と
い
う
、
「
話
者
」
に
対
す
る
入
門
指
導
の
典
型

的
な
場
面
で
あ
る
。

　
「
話
者
」
と
「
作
者
」

T
　
そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
、
新
し
い
こ
と
を
み
ん
な
に
教
え
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

　
お
ぼ
え
て
く
だ
さ
い
よ
。
こ
の
「
わ
た
し
」
の
こ
と
を
、
話
し
て
い
る
人
の
こ

　
と
を
「
話
者
」
と
い
う
の
で
す
（
赤
チ
ョ
ー
ク
で
板
書
）
。
こ
れ
か
ら
ど
ん
な

　
こ
と
を
勉
強
す
る
の
か
と
い
う
と
、
「
話
者
の
こ
と
ば
か
ら
わ
か
る
こ
と
」
で

話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）
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話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）

　
す
。
（
「
め
あ
て
」
を
板
書
）

T
　
と
こ
ろ
で
、
み
ん
な
は
「
作
者
」
の
名
前
を
知
り
た
い
？

C
　
　
（
う
な
ず
く
）

T
　
　
「
す
ず
き
　
と
し
ち
か
」
さ
ん
で
す
。
（
板
書
）

正
春
　
え
っ
、
男
？

丁
　
大
人
の
男
で
す
よ
。

C
　
あ
ら
つ
？

C
：
・
…
…
◎

丁
　
大
人
の
男
の
「
作
者
」
が
、
こ
の
詩
を
書
い
た
の
だ
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
女

　
の
子
の
「
話
者
」
に
し
た
ん
だ
ろ
う
ね
。

C
　
女
の
方
が
や
さ
し
い
か
ら
。

丁
　
本
当
？
　
こ
の
ク
ラ
ス
も
女
の
子
の
方
が
や
さ
し
い
？
　
　
（
笑
）

C
　
う
ん
、
女
が
や
さ
し
い
。

T
　
だ
か
ら
、
作
者
は
女
の
子
が
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
に
書
い
た
ん
で
す
ね
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
話
者
は
ど
ん
な
人
だ
と
思
い
ま
す
か
。

C
　
や
さ
し
い
。

T
　
ど
こ
を
読
ん
で
わ
か
り
ま
し
た
か
。
え
ー
、
「
め
あ
て
」
は
何
で
し
た
か
？

　
「
話
者
の
こ
と
ば
を
読
ん
で
わ
か
る
こ
と
」
で
し
た
ね
。
ど
こ
を
読
ん
で
、
や

　
さ
し
い
と
わ
か
っ
た
か
な
。

徹
「
つ
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
」
「
そ
ん
な
に
ふ
る
え
て
。
」

T
　
も
う
な
い
で
す
か
。

信
「
そ
ん
な
に
ふ
る
え
て
。
／
さ
あ
、
つ
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
」
と
い

　
う
と
こ
ろ
と
「
さ
む
い
の
ね
。
」

T
　
う
ん
、
や
さ
し
い
ね
。

享
子
　
「
そ
っ
ち
へ
　
い
っ
ち
ゃ
　
だ
め
。
」
そ
う
い
う
注
意
す
る
と
こ
ろ
が
や

　
さ
し
い
と
思
う
。

丁
　
冷
た
い
か
ら
、
危
な
い
か
ら
注
意
を
し
て
あ
げ
た
ん
だ
ね
。
こ
こ
を
読
ん
で
、

　
や
さ
し
い
な
あ
と
思
う
人
、
手
を
あ
げ
て
ご
ら
ん
。
（
初
め
数
人
、
徐
々
に
ふ

　
え
る
。
）

　
こ
の
指
導
場
面
で
印
象
的
な
こ
と
は
、
「
T
　
『
す
ず
き
　
と
し
ち
か
』
さ
ん
で

す
。
」
「
正
春
　
え
っ
、
男
？
」
「
丁
　
大
人
の
男
で
す
よ
。
」
「
C
　
あ
ら
っ
？
」
「
C

　
・
…
…
－
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
作
者
」
と
「
話
者
」
が
全
く
違
う
こ
と
に
、

子
ど
も
た
ち
は
大
き
な
驚
き
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
あ
と
、
こ
の
詩
の
世

界
に
お
い
て
、
「
話
者
」
は
「
女
の
子
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
、
子
ど
も

た
ち
は
納
得
し
て
い
く
。

　
こ
の
よ
う
に
分
析
し
て
く
る
と
、
こ
の
授
業
は
、
典
型
的
な
「
話
者
入
門
」
の
授

業
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
話
者
と
は
何
か
」
を
指
導
す
る
、
入
門
期
の
典
型
的

な
授
業
モ
デ
ル
と
で
あ
る
。

　
「
同
－
同
」
型
の
授
業
は
、
一
般
に
は
、
子
ど
も
の
書
い
た
詩
（
児
童
詩
）
を
、

作
者
の
い
る
学
級
で
受
容
す
る
と
き
に
、
ご
く
普
通
に
成
立
す
る
。
子
ど
も
の
書
く

詩
（
と
く
に
生
活
詩
）
は
、
「
作
者
－
話
者
」
の
立
場
⑧
条
件
に
距
離
が
な
く
、
学

級
の
子
ど
も
た
ち
も
、
そ
の
「
作
者
－
話
者
」
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
話
者
－
読
者
」
の
関
係
は
、
き
わ
め
て
近
い
の
で
、
「
話
者
－
読
者
」
の
「
見
方
」

（
認
識
⑧
感
情
）
も
受
容
し
や
す
い
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
お
の
ず
と
そ
こ
に
、
「
同
i
同
」
型
の
関
係
が
成
立
す
る
。
こ
の

場
合
、
と
り
た
て
て
「
話
者
」
の
概
念
を
も
ち
こ
む
必
要
は
な
い
と
、
と
私
は
考
え

て
い
る
。
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2
　
児
童
詩
の
授
業
例
（
州
学
校
二
年
）

　
次
に
、
児
童
詩
（
子
ど
も
の
詩
）
を
教
材
と
し
た
授
業
例
を
取
り
上
げ
る
。
校
内

研
究
会
（
一
九
八
八
年
度
）
の
指
導
で
通
っ
て
い
た
、
大
阪
府
泉
南
郡
西
信
達
小
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

校
で
の
二
年
生
の
授
業
例
で
あ
る
。
教
材
は
、
前
日
に
書
か
れ
た
、
そ
の
ク
ラ
ス
の

子
ど
も
の
詩
（
児
童
詩
）
で
あ
っ
た
。

か
み
の
毛
　
　
　
　
二
年

先
生
、
あ
の
ね
。

き
ょ
う
　
お
と
う
さ
ん
は
、

お
か
あ
さ
ん
に
　
か
み
の
け
を

「
き
り
に
　
い
き
よ
」
っ
て

ゆ
う
て
　
も
ら
わ
な

わ
か
ら
へ
ん
ね
ん
で
。

ま
だ
　
あ
か
ち
ゃ
ん
や
。

長
谷
野
智
香

い
わ
れ
た
。

　
「
ま
だ
　
あ
か
ち
ゃ
ん
や
。
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
主
題
が
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
背

伸
び
し
た
「
お
父
さ
ん
と
の
付
き
合
い
方
」
が
、
い
か
に
も
二
年
生
ら
し
く
、
か
わ

い
ら
し
く
書
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
詩
の
授
業
で
は
、
視
写
⑧
朗
読
の
あ
と
、
教
師
は
、
「
ま
だ
　
あ
か
ち
ゃ
ん

や
。
」
と
い
う
最
後
の
一
文
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
た
。

TCCCCTCTC
　
長
谷
野
さ
ん
の
お
父
さ
ん
は
、
「
あ
か
ち
ゃ
ん
」
か
？

　
う
そ
や
。
「
あ
か
ち
ゃ
ん
み
た
い
や
」
と
小
う
こ
と
や
。

　
な
ん
で
、
そ
ん
な
ふ
う
に
思
た
ん
や
ろ
ね
。

　
「
ゆ
う
て
　
も
ら
わ
な
／
わ
か
ら
へ
ん
」
か
ら
や
。

　
さ
ん
ぱ
っ
や
さ
ん
に
、
一
人
で
は
よ
う
行
か
ん
の
ん
と
ち
ゃ
う
か
。

　
そ
ん
な
ら
、
や
っ
ぱ
し
「
あ
か
ち
ゃ
ん
み
た
い
」
や
で
。

　
さ
ん
ぱ
つ
、
き
ら
い
な
ん
と
ち
ゃ
う
か
な
。

　
そ
や
け
ど
、
お
父
さ
ん
は
大
人
や
の
に
、
「
ま
だ
　
あ
か
ち
ゃ
ん
や
」

う
ん
は
、
お
も
し
ろ
い
と
思
わ
へ
ん
？

　
お
も
し
ろ
い
。

と
い

と
い
っ
た
、
子
ど
も
同
士
の
や
り
と
り
が
、
こ
の
あ
と
も
っ
づ
く
。
「
ま
だ
　
あ
か

ち
ゃ
ん
や
」
と
い
う
作
者
の
「
発
見
」
を
、
ク
ラ
ス
全
体
で
共
有
す
る
楽
し
さ
が
伝

わ
っ
て
く
る
受
容
指
導
で
あ
っ
た
。
こ
の
授
業
は
、
作
者
（
話
者
）
の
「
見
方
」
を
、

他
の
子
ど
も
た
ち
は
「
確
認
⑧
納
得
」
す
る
こ
と
で
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
「
同
－

同
」
型
の
典
型
的
な
受
容
指
導
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
「
確
認
⑧
納
得
」
と
い
う

反
応
は
、
「
作
者
（
話
者
）
1
読
者
」
の
あ
い
だ
に
、
「
同
－
同
」
型
の
関
係
が
成
立

す
る
と
き
に
み
ら
れ
る
、
典
型
的
な
受
容
反
応
で
あ
る
。

3
　
児
童
詩
の
授
業
例
（
小
学
校
六
年
）

　
も
う
一
つ
の
事
例
は
、

指
導
例
で
あ
る
。

同
校
の
「
雪
」
と
い
う
子
ど
も
の
詩
（
児
童
詩
）

の
受
容

話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）
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雪

話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）

　
　
六
年
　
　
田
淵
幸
一

雪
が
ふ
っ
て
き
た
。

朝
八
時
ご
ろ
大
阪
に
行
っ
た
ば
あ
ち
ゃ
ん
、

さ
む
い
や
ろ
な
あ
。

い
け
る
か
な
。

い
ま
電
車
の
な
か
で
、

ま
る
く
な
っ
て
る
や
ろ
な
あ
。

い
け
る
か
な
。

　
教
材
は
、
同
じ
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
の
作
晶
で
あ
る
。
書
か
れ
た
作
晶
を
、
す
ぐ
に

受
容
指
導
の
教
材
に
で
き
る
の
は
、
児
童
詩
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
よ

う
な
指
導
を
「
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
教
材
化
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
こ
の
授
業
に
つ
い
て
、
エ
ッ
セ
ー
ふ
う
に
書
い
た
、
私
の
文
章
（
観
察
記
録
）
が

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

あ
る
の
で
、
引
用
す
る
。

〈
二
月
の
は
じ
め
頃
、
山
陰
で
も
大
雪
が
ふ
っ
た
日
が
あ
っ
た
。
そ
の
日
、
大
阪
で

も
珍
し
く
雪
が
ふ
っ
た
。
校
内
研
究
会
の
指
導
で
、
私
は
、
大
阪
の
泉
南
郡
の
小
学

校
に
う
か
が
っ
て
い
た
。

　
二
時
間
目
の
国
語
の
時
間
に
な
っ
た
ら
、
窓
の
そ
と
に
雪
が
ち
ら
っ
き
は
じ
め
、

子
ど
も
た
ち
は
大
喜
び
。
こ
の
南
河
内
で
は
雪
は
め
っ
た
に
降
ら
な
い
か
ら
、
子
ど

も
た
ち
は
、
も
う
勉
強
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
み
ん
な
、
そ
わ
そ
わ
し
て
い
る
。

　
今
の
気
持
ち
を
詩
に
書
か
し
て
み
よ
う
か
な
、
と
担
任
の
教
師
は
思
っ
た
。

　
「
き
ょ
う
は
、
雪
の
詩
を
か
い
て
み
よ
う
か
。
降
っ
て
い
る
雪
を
よ
く
見
て
お
こ

う
ね
。
」

　
子
ど
も
た
ち
は
、
い
っ
せ
い
に
窓
の
所
に
あ
っ
ま
り
、
し
ば
ら
く
、
窓
か
ら
身
を

の
り
だ
す
よ
う
に
し
て
、
大
騒
ぎ
し
な
が
ら
落
ち
て
く
る
雪
を
眺
め
て
い
る
。
こ
の

詩
は
、
そ
の
時
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。

　
書
か
れ
た
作
晶
の
中
か
ら
、
何
編
か
、
そ
の
場
で
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

そ
の
中
の
一
編
で
あ
る
。

CTCTCCTTTC 　
幸
一
く
ん
は
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
こ
と
、
ど
う
思
っ
て
る
や
ろ
な
。

　
す
っ
ご
く
心
配
し
て
い
る
。

　
ど
の
文
か
ら
、
わ
か
り
ま
す
か
？

　
「
さ
む
い
や
ろ
な
あ
。
」
「
ま
る
く
な
っ
て
る
や
ろ
な
あ
。
」
の
「
な
あ
」
に
、

よ
く
出
て
い
ま
す
。

　
そ
う
ね
、
「
な
あ
」
に
気
持
ち
を
入
れ
て
、
み
ん
な
で
読
ん
で
み
よ
う
ね
。

　
（
読
む
）

　
「
い
け
る
か
な
あ
。
」
と
い
う
文
が
二
回
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
。
ば
あ
ち
ゃ

ん
の
こ
と
を
、
す
ご
く
心
配
し
て
た
ん
や
と
思
う
。

　
そ
こ
も
、
そ
う
や
ね
。
幸
一
く
ん
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
こ
と
が
、
心
配
で
た
ま

ら
ん
か
っ
た
ん
や
ね
。
幸
一
く
ん
の
気
持
ち
に
な
っ
て
、
も
う
一
回
読
ん
で
み

よ
う
か
。

　
（
読
む
）

　
「
雪
が
ふ
っ
て
き
た
。
」
、
も
う
そ
こ
で
、
幸
一
く
ん
の
心
配
が
は
じ
ま
っ

て
い
た
ん
や
ね
。
み
ん
な
、
大
騒
ぎ
し
て
た
と
き
に
ね
。
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TT　
…
…
さ
ん
、
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
…
…
さ
ん
、
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

こ
め
て
読
む
。
）

（
ゆ
っ
く
り
と
、
思
い
を
こ
め
て
読
む
。
）

（
同
じ
よ
う
に
、
ゆ
っ
く
り
と
、
思
い
を

　
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
は
、
詩
の
世
界
に
ゆ
っ
た
り
と
浸
り
き
っ
て
い

た
。
し
ん
み
り
と
な
っ
た
教
室
で
、
今
度
は
ひ
と
り
ず
つ
朗
読
し
て
い
っ
て
、
お
し
一

ま
い
に
、
田
淵
く
ん
が
読
ん
だ
。
冬
で
も
半
そ
で
の
シ
ャ
ツ
で
が
ん
ば
っ
て
い
る
、

大
柄
な
子
ど
も
だ
っ
た
。
授
業
の
中
で
こ
ん
な
に
目
立
っ
の
は
、
初
め
て
だ
っ
た
と

い
う
。

　
と
な
り
で
校
長
さ
ん
が
、
そ
っ
と
目
頭
を
お
さ
え
た
。
「
あ
の
子
、
お
か
あ
さ
ん

が
、
い
て
ま
せ
ん
。
」
そ
れ
を
聞
く
と
、
私
も
胸
が
あ
っ
く
な
っ
た
。
お
ば
あ
さ
ん

が
母
親
が
わ
り
に
、
よ
く
や
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。
授
業
の
あ
と
で
、
「
い
い

詩
を
選
ん
だ
ね
。
」
と
言
う
と
、
担
任
の
若
い
女
の
先
生
は
、
「
あ
の
詩
、
あ
の
子
の

た
め
に
、
ど
う
し
て
も
読
ん
で
や
り
た
か
っ
た
ん
で
す
。
泣
い
た
ら
あ
か
ん
、
泣
い

た
ら
あ
か
ん
、
思
っ
て
授
業
し
ま
し
た
。
」
と
、
言
っ
た
。
V

　
こ
の
授
業
の
こ
と
を
、
私
は
、
以
上
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

　
「
同
－
同
」
型
の
受
容
指
導

　
取
り
上
げ
て
き
た
、
ど
ち
ら
の
児
童
詩
の
授
業
も
、
「
同
－
同
」
型
と
い
う
、
「
作

者
（
話
者
）
1
読
者
」
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、

作
者
（
話
者
）
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
、
作
者
・
（
話
者
）
の
「
見
方
」

（
認
識
⑧
感
情
）
を
容
易
に
理
解
で
き
る
立
場
に
あ
る
。
学
級
の
子
ど
も
の
書
い
た

詩
を
、
そ
の
学
級
で
受
容
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
教
材
で
あ
る
。
生
活
詩
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
の
詩
に
特
有
の
授
業
現
象
で
あ
る
。
私
は
、
そ
の
よ
う
な
現
象
を
「
リ
ア

ル
タ
イ
ム
の
受
容
指
導
」
と
呼
ん
で
い
る
。
創
作
さ
れ
た
作
晶
を
、
そ
の
場
で
、
そ

の
学
級
で
受
容
し
て
い
く
と
き
の
リ
ァ
リ
ズ
ム
伯
、
「
創
作
－
受
容
」
の
相
互
交
流

に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
少
年
詩
（
大
人
の
書
い
た
子
ど
も
向
け
の
詩
）
に
は
み
ら
れ

な
い
、
児
童
詩
教
育
だ
け
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

2
　
「
同
－
異
」
型
の
授
業
モ
ヂ
ル

　
次
に
、
「
同
－
異
」
型
の
授
業
モ
デ
ル
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
「
同
－
異
」
型
の
受

容
指
導
と
は
、
「
話
者
－
読
者
」
の
「
立
場
」
（
条
件
）
は
近
い
が
、
「
見
方
」
（
認
識
⑧

感
情
）
は
異
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
タ
イ
プ
の
教
材
を
使
う
と
き
の
受
容
指
導
で
あ

る
。　

「
話
者
－
読
者
」
の
立
場
が
近
い
と
い
う
こ
と
は
、
学
習
者
に
と
っ
て
、
話
者
に

親
し
み
や
す
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
話
者
の
立
場
に
親
し
み
や
す
い

か
ら
と
い
っ
て
、
話
者
の
「
見
方
」
（
認
識
⑧
感
情
）
と
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
話
者
の
「
見
方
」
（
認
識
鱈
感
情
）
が
、
新
し
い

「
見
方
」
（
認
識
⑧
感
情
）
を
も
っ
て
い
る
と
き
に
、
す
ぐ
れ
た
教
材
と
な
る
。

　
児
童
詩
の
多
く
は
、
「
同
－
同
」
型
に
属
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
で
、
「
同
－
異
」

型
の
教
材
は
、
少
年
詩
（
児
童
文
学
）
の
ジ
ャ
ン
ル
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
同
－
異
」
型
と
み
ら
れ
る
詩
の
受
容
指
導
モ
デ
ル
を
取
り
上

げ
る
。

「
タ
日
が
せ
な
か
を
お
し
て
く
る
」
の
援
業
例
（
小
学
校
三
年
）

こ
こ
で
は
、
松
元
幸
一
郎
の

「
タ
日
が
せ
な
か
を
お
し
て
く
る
」
（
阪
田
寛
夫
）

話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）
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の
授
業
を
、

晶
で
あ
る

　
話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）

　
　
　
　
（
9
）

取
り
あ
げ
る
。
対
象
学
年
は
、
小
学
三
年
で
あ
る
。
教
材
は
、
次
の
作

（
詩
集
『
サ
ッ
ち
ゃ
ん
』
一
九
七
五
）
。

夕
日
が
せ
な
か
を
お
し
て
く
る

夕
日
が
せ
な
か
を
お
し
て
く
る

ま
っ
か
な
う
で
で
お
L
て
く
る

歩
く
ぼ
く
ら
の
う
し
ろ
か
ら

で
っ
か
い
声
で
よ
び
か
け
る

　
さ
よ
な
ら
　
さ
よ
な
ら

　
さ
よ
な
ら
　
き
み
た
ち
・

　
ば
ん
ご
は
ん
が
ま
っ
て
る
ぞ

　
あ
し
た
の
朝
ね
す
ご
す
な

夕
日
が
せ
な
か
を
お
し
て
く
る

そ
ん
な
に
お
す
な
あ
わ
て
る
な

ぐ
る
り
ふ
り
む
き
太
陽
に

ぼ
く
ら
も
負
け
ず
ど
な
る
ん
だ

　
さ
よ
な
ら
　
さ
よ
な
ら

　
さ
よ
な
ら
　
太
陽

　
ば
ん
ご
は
ん
が
ま
っ
て
る
ぞ

　
あ
し
た
の
朝
ね
す
ご
す
な

阪
田
寛
夫

「
夕
日
が
せ
な
か
を
お
し
て
く
る
」
と
い
う
、
実
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
イ
メ
ー

ジ
世
界
が
描
か
れ
て
い
て
、
力
づ
よ
い
リ
ズ
ム
感
も
あ
る
。
私
は
、
こ
の
作
晶
を
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

材
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　
授
業
者
は
、
こ
の
詩
の
教
材
化
に
あ
た
っ
て
、
「
話
者
」
の
人
物
像
に
注
目
し
、

「
な
ぜ
阪
田
寛
夫
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
『
ぼ
く
』
（
三
、
四
年
生
の
読
者
と
同
じ
年
齢
く

ら
い
）
を
視
点
人
物
に
設
定
し
た
の
だ
ろ
う
。
『
ぼ
く
』
と
い
う
人
物
が
視
点
人
物

に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
人
物
像
、
世
界
像
が
造
型
さ
れ
、

ど
の
よ
う
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
さ
ぐ
る
に
は
、
作
者
－

話
者
（
視
点
人
物
）
－
人
物
（
夕
日
1
1
太
陽
）
1
読
者
、
こ
の
四
者
の
関
係
が
ど
う

な
っ
て
い
る
か
を
ふ
ま
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
」
と
、
述
べ
て
い
る
。

　
授
業
者
は
、
「
話
者
」
に
、
そ
し
て
「
話
者
－
読
者
」
の
関
係
に
注
目
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
四
者
の
関
係
を
、
次
の
よ
う
な
図
式
（
文
図
）
で
示
し
て
い
る
。

夕
日
が
せ
な
か
を
お
し
て
く
る

　
　
　
作
者

読
者

　
こ
の
よ
う
な
教
材
論
は
、
「
話
者
」
と
い
う
考
え
方
が
な
い
と
、
で
き
な
い
分
析

で
あ
る
。
と
く
に
、
「
話
者
」
の
立
場
⑧
条
件
の
認
定
は
重
要
で
あ
る
。
授
業
者
は
、
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こ
の
詩
の
「
話
者
」
を
「
三
、
四
年
生
の
読
者
と
同
じ
年
齢
く
ら
い
」
と
推
定
し
て

い
る
。
む
ろ
ん
、
「
作
者
」
は
子
ど
も
で
は
な
く
、
大
人
の
「
阪
田
寛
夫
」
と
い
う

詩
人
で
あ
る
。

　
こ
の
図
式
（
文
図
）
に
よ
っ
て
、
話
者
と
読
者
（
学
習
者
）
の
立
場
は
、
「
同
」

型
の
関
係
で
あ
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
話
者
－
読
者
」

の
年
齢
が
「
同
」
型
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
詩
に
含
ま
れ
る
「
モ
ノ
⑧
コ
ト
に
対

す
る
見
方
」
（
認
識
⑧
感
情
）
は
、
同
じ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

　
授
業
者
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

①
主
題
…
昼
間
さ
ん
ざ
ん
遊
び
、
家
路
に
っ
く
と
き
も
ま
だ
遊
び
足
り
ぬ
の
で

あ
ろ
う
。
「
夕
日
」
と
か
け
あ
い
な
が
ら
家
路
に
っ
く
元
気
な
「
ぼ
く
ら
」
で
あ

る
。
太
陽
（
自
然
）
と
一
体
と
な
っ
て
、
強
く
た
く
ま
し
く
生
き
る
「
ぼ
く
ら
」

の
姿
が
主
題
で
あ
る
。

②
思
想
…
「
太
陽
」
と
一
体
と
な
っ
て
、
元
気
よ
く
生
き
る
「
ぼ
く
ら
」
の
姿

を
明
る
く
力
強
く
、
し
か
も
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
う
た
い
あ
げ
て
い
る
健
康
な
思
想
。

　
こ
の
よ
う
な
「
主
題
⑧
思
想
」
は
、
子
ど
も
た
ち
の
世
界
に
あ
っ
て
、
ふ
だ
ん
は

自
覚
さ
れ
て
い
な
い
認
識
内
容
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
「
夕
日
」
に
っ
い
て
、

こ
こ
ま
で
の
意
味
づ
け
（
主
題
⑧
思
想
）
を
し
た
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
子
ど

も
た
ち
の
「
夕
日
に
対
す
る
見
方
」
を
一
」
え
た
、
新
し
い
「
見
方
」
（
認
識
⑧
感
情
）

で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
詩
は
、
子
ど
も
た
ち
の
存
在
を
、
「
タ
日
1
－
太
陽
」
と
対

等
に
位
置
づ
け
て
い
く
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
イ
メ
ー
ジ
世
界
で
あ
る
。
「
夕
日
が

せ
な
か
を
お
し
て
く
る
／
ま
っ
か
な
う
で
で
お
し
て
く
る
」
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
に
、

そ
の
こ
と
は
、
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
話
者
－
読
者
」
の
「
見
方
」

に
は
、
「
異
」
型
の
関
係
が
成
立
す
る
、
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
子
ど
も
た
ち

の
慣
習
的
な
イ
メ
ー
ジ
（
夕
日
と
子
ど
も
の
関
係
）
を
、
は
る
か
に
こ
え
て
い
る
と

判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
作
晶
は
、
「
話
者
－
読
者
」
の
関
係
に
お
い
て
、
「
同
－
異
」

型
の
タ
イ
プ
の
詩
と
み
ら
れ
る
。

　
以
下
、
授
業
場
面
を
引
き
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
の
授
業
は
、
次
の
よ
う

に
導
入
さ
れ
て
い
る
。

　
「
話
者
」
の
発
見

丁
　
　
（
読
み
な
が
ら
前
連
を
板
書
す
る
）
ま
ず
、
み
ん
な
で
味
わ
っ
て
み
ま
し
ょ

　
う
。

C
　
（
笑
い
が
こ
ぼ
れ
て
い
る
子
も
い
る
。
）

T
　
み
ん
な
は
笑
っ
て
い
る
け
ど
、
そ
れ
も
「
は
じ
め
の
感
想
」
で
す
。

秀
隆
　
　
「
夕
日
」
を
友
だ
ち
の
よ
う
に
た
と
え
て
、
「
夕
日
」
と
話
し
て
い
る
か

　
ら
お
も
し
ろ
い
。

啓
子
　
読
ん
で
い
て
楽
し
く
な
っ
て
く
る
。
す
ご
く
明
る
い
感
じ
。

幸
一
　
「
ま
っ
か
な
う
で
」
と
い
う
た
と
え
が
、
お
も
し
ろ
い
。

憲
一
　
「
ぼ
く
ら
も
ど
な
る
ん
だ
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
と
っ
て
も
お
も
し
ろ
い
。

伸
宏
　
　
「
太
陽
」
は
こ
と
ば
を
し
ゃ
べ
っ
た
り
し
な
い
の
に
、
「
で
っ
か
い
声
で

　
よ
び
か
け
る
」
と
よ
び
か
け
る
み
た
い
に
言
っ
て
い
る
か
ら
、
お
も
し
ろ
い
。

T
　
あ
あ
、
い
い
で
す
ね
。
「
タ
日
1
－
太
陽
」
が
「
よ
び
か
け
る
」
と
思
っ
て
い

　
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
思
っ
て
い
る
人
Y
だ
れ
で
す
か
。

C
　
　
「
ぼ
く
ら
」
。

話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）
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子
ど
も
た
ち
の
「
お
も
し
ろ
い
」
と
い
う
感
想
は
、
「
ぼ
く
ら
」
と
い
う
話
者
と

の
「
見
方
」
の
違
う
と
こ
ろ
（
差
異
）
か
ら
引
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
ぼ

く
ら
」
と
い
う
話
者
の
存
在
を
確
認
し
て
い
る
。
「
お
も
し
ろ
い
」
と
い
う
初
発
の

感
想
か
ら
し
て
、
す
で
に
、
「
同
－
異
」
型
の
タ
ィ
プ
の
教
材
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
。

　
後
連
も
「
夕
日
」
だ
と
す
る
と
…

T
　
（
後
連
を
板
書
す
る
。
）

幸
一
　
前
連
で
は
「
夕
日
」
な
の
に
、
後
連
で
は
「
太
陽
」
に
化
け
て
い
る
。

T
　
お
っ
、
化
け
て
い
る
ね
。
っ
ま
り
、
呼
び
方
が
変
化
し
て
い
る
ね
。
呼
称
と

　
い
い
ま
す
。
（
板
書
）
前
連
の
「
夕
日
」
が
後
連
で
は
「
太
陽
」
に
化
け
た
、

　
そ
れ
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
二
連
の
呼
称
が
「
太
陽
」
に
変
化
し
な
い
で
、
「
夕
日
」
と
表
現
し
て
あ
っ

　
た
ら
、
ど
ん
な
「
タ
日
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
な
る
か
、
ど
ん
な
「
ぼ
く
ら
」
の
イ

　
メ
ー
ジ
に
な
る
か
、
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
ま
す
。
（
代
入
し
て
全
連
を
二
度
読

　
む
。
）

C
　
　
（
ク
ス
ク
ス
笑
い
出
す
。
）

直
美
　
原
文
の
よ
う
に
、
「
太
陽
」
と
呼
ん
だ
ら
、
強
く
た
く
ま
し
い
イ
メ
ー
ジ

　
に
な
る
け
ど
、
「
太
陽
」
の
か
わ
り
に
「
タ
日
」
と
入
れ
て
読
む
と
、
強
く
た

　
く
ま
し
い
イ
メ
ー
ジ
に
な
ら
な
い
。

幸
一
　
「
太
陽
」
と
い
っ
た
ら
、
「
ぼ
く
ら
」
も
、
も
の
す
ご
く
元
気
な
イ
メ
ー

　
ジ
に
な
る
け
ど
、
「
夕
日
」
と
い
っ
た
ら
、
な
ん
か
弱
々
し
い
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ

　
て
し
ま
う
。

T
　
ど
う
で
す
か
、
た
っ
た
一
っ
こ
と
ば
を
入
れ
か
え
た
だ
け
で
？

憲
一
　
よ
く
考
え
て
書
い
て
い
る
。
と
っ
て
も
す
ご
い
！
　
う
ま
い
！

　
行
末
を
敬
偉
に
し
て
み
る
÷
－

T
　
で
は
次
に
、
行
末
を
敬
体
に
し
て
読
み
ま
す
。
（
代
入
し
て
二
度
読
む
。
）
さ

　
あ
、
ど
う
か
な
。

憲
一
　
敬
体
に
す
る
と
、
「
太
陽
」
や
「
ぼ
く
ら
」
が
弱
々
し
い
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ

　
て
し
ま
う
。

秀
隆
　
　
「
タ
日
が
せ
な
か
を
お
し
て
く
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
な
ら
な
い
。
夕

　
日
は
真
赤
で
ま
ぷ
し
い
け
ど
、
敬
体
に
す
る
と
、
ま
ぷ
し
く
な
ん
か
全
然
な
ら

　
な
い
。

C
　
「
ぼ
く
ら
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
弱
々
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
こ
の
場
面
は
、
文
芸
研
の
開
発
し
た
「
く
ら
べ
よ
み
」
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

「
太
陽
」
の
力
づ
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
確
認
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、

前
連
の
「
タ
日
」
よ
り
、
後
連
の
「
太
陽
」
の
方
に
、
よ
り
力
づ
よ
い
イ
メ
ー
ジ
が

加
わ
っ
て
い
る
、
と
読
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
「
ぼ
く
ら
」
と
い
う
話
者
に
、

力
づ
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
だ
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
「
行
末
を
敬
体
に
し
て
み
る
と
…
」
と
い
う
指
導
場
面
も
、
同
様
で
あ
る
。
や
は

り
「
く
ら
べ
よ
み
」
の
方
法
で
、
敬
体
（
…
お
し
て
き
ま
す
）
と
の
比
較
に
お
い
て
、

常
体
（
：
・
お
し
て
く
る
）
の
も
っ
力
づ
よ
さ
を
確
認
さ
せ
る
指
導
で
あ
る
。
こ
の
点

も
、
「
夕
日
1
1
太
陽
」
と
対
等
に
張
り
合
う
「
ぼ
く
ら
」
の
、
力
づ
よ
い
イ
メ
ー
ジ

を
作
り
あ
げ
る
の
に
、
効
果
的
な
指
導
と
な
っ
て
い
る
。
詩
の
受
容
指
導
は
、
こ
の

よ
う
な
表
現
（
フ
レ
ー
ズ
）
に
即
し
た
、
き
め
細
か
い
読
み
が
必
要
で
あ
る
。

　
こ
の
場
面
は
、
こ
の
よ
う
に
、
「
く
ら
べ
よ
み
」
に
よ
っ
て
、
「
話
者
－
読
者
」
の

「
モ
ノ
⑧
コ
ト
の
見
方
」
の
差
異
を
、
対
比
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
指
導
場
面
で
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あ
っ
た
。

　
授
業
は
、
こ
の
あ
と
、
前
連
と
後
連
の
「
対
比
」
か
ら
、
「
ぼ
く
ら
」

者
と
読
者
（
学
習
者
）
の
関
係
を
問
う
方
向
で
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

と
い
う
話

　
「
ぽ
く
ら
」
の
立
場
に
同
化
す
る

丁
　
前
連
と
後
連
の
「
ぼ
く
ら
」
の
イ
メ
i
ジ
は
、
同
じ
で
す
か
、
ど
う
で
す
か
。

智
之
　
　
「
ぼ
く
ら
」
も
、
「
タ
日
」
も
、
前
連
と
後
連
で
対
比
し
て
い
る
。

T
　
ど
ん
な
ふ
う
に
？

智
之
　
さ
っ
き
勉
強
し
た
よ
う
に
、
「
夕
日
」
が
「
太
陽
」
に
変
化
し
た
よ
う
に
、

　
「
ぼ
く
ら
」
も
と
っ
て
も
大
き
く
元
気
な
た
く
ま
し
い
「
ぼ
く
ら
」
に
変
化
し

　
た
。CT啓幸TCTC　　子一

（
う
な
づ
き
な
が
ら
、
拍
手
が
お
こ
る
。
）

こ
の
「
ぼ
く
ら
」
を
き
み
た
ち
は
、
好
き
か
い
？

好
き
好
き
。
だ
い
す
き
。

ど
ん
な
「
ぼ
く
ら
」
だ
ろ
う
ね
、
こ
の
子
た
ち
は
？

　
と
っ
て
も
元
気
が
あ
る
。

　
タ
日
が
落
ち
る
ま
で
遊
び
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
元
気
な
子
ど
も
た
ち
。

き
み
た
ち
、
こ
の
「
ぼ
く
ら
」
の
気
持
ち
、
わ
か
る
か
い
。

う
ん
、
わ
か
る
、
わ
か
る
。

　
子
ど
も
た
ち
の
受
容
反
応
に
、
興
味
ぷ
か
い
現
象
が
う
ま
れ
て
い
る
。
「
同
－
異
」

型
の
教
材
に
対
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、
さ
い
ご
に
は
「
う
ん
、
わ
か
る
、
わ
か
る
－
」

と
「
納
得
」
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
「
T
　
き
み
た
ち
、
こ
の
『
ぼ
く
ら
』
の
気

持
ち
、
わ
か
る
か
い
。
」
「
C
　
う
ん
、
わ
か
る
わ
か
る
。
」
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

イ
メ
ー
ジ
の
上
で
、
「
ぼ
く
ら
」
と
い
う
話
者
と
子
ど
も
た
ち
の
間
に
、
「
同
化
の
現

象
」
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
受
容
の
指
導
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の

内
部
で
、
イ
メ
ー
ジ
上
の
「
変
容
」
が
お
こ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
異
化
の
現
象
を
、

自
分
た
ち
の
「
納
得
す
る
」
イ
メ
ー
ジ
に
作
り
変
え
た
、
と
み
て
よ
い
。

　
こ
の
場
面
は
、
異
化
の
現
象
を
、
子
ど
も
た
ち
が
、
イ
メ
ー
ジ
の
上
で
「
受
け
入

れ
た
」
こ
と
を
示
す
実
践
デ
ー
タ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
同
－
異
」
型
の
教

材
と
い
う
類
型
を
生
か
し
た
、
理
想
的
な
受
容
反
応
と
い
え
る
。
「
同
－
異
」
型
の

教
材
に
対
す
る
、
典
型
的
な
受
容
指
導
の
モ
デ
ル
と
み
る
理
由
で
あ
る
。

－
3
　
「
異
－
同
」
型
の
授
業
モ
ヂ
ル

　
次
に
、
「
異
－
同
」
型
の
授
業
モ
デ
ル
に
っ
い
て
考
察
す
る
。
「
異
」
型
の
タ
イ
プ

の
教
材
は
、
「
話
者
」
の
立
場
・
条
件
が
、
読
者
の
子
ど
も
た
ち
と
全
く
異
な
る
場

合
で
あ
る
。
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
い
例
は
、
話
者
が
人
間
以
外
に
設
定
さ
れ
て
い

る
詩
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
読
者
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
立
場
、
条
件

の
異
な
る
「
話
者
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
詩
で
あ
る
。

　
そ
の
う
ち
、
「
異
－
同
」
型
の
教
材
は
、
立
場
⑧
条
件
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
話

者
の
「
モ
ノ
⑧
コ
ト
の
見
方
」
（
認
識
⑧
感
情
）
は
と
ら
え
や
す
い
、
と
い
う
タ
イ

プ
の
教
材
で
あ
る
。
「
異
－
同
」
型
の
受
容
指
導
は
、
こ
の
タ
イ
プ
の
教
材
の
特
徴

を
生
か
し
た
詩
の
授
業
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
タ
イ
プ
の
典
型
的
な
実
践
例
を
取
り

上
げ
て
分
析
す
る
。

「
春
の
歌
」
の
授
業
例

（
小
学
校
四
隼
）

話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）



話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）
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ま
ず
、
「
蛙
」
を
話
者
と
し
た
教
材
を
取
り
上
げ
る
。
話
者
が
「
蛙
」
で
あ
る
か

ら
、
典
型
的
な
「
異
」
型
の
教
材
で
あ
る
。

取
り
上
げ
る
実
践
は
、
小
学
校
四
年
生
を
対
象
と
し
た
、
中
門
束
の
「
春
の
歌
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

（
詩
集
『
赤
と
ん
ぼ
』
一
九
四
七
）
の
授
業
例
で
あ
る
。

　
話
者
は
、
冬
眠
か
ら
さ
め
た
「
蛙
」
で
あ
る
。
作
者
⑧
草
野
心
平
の
設
定
し
た
話

者
で
あ
る
。
草
野
心
平
に
は
「
蛙
」
の
詩
が
多
い
が
、
自
乍
の
「
蛙
」
の
詩
に
っ
い

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

I~ I~ 

~O 春
の
歌

草
野
心
平

か
え
る
は
、
冬
の
あ
い
だ
は
土
の
な
か
に
い
て
、
春
に
な
る
と

地
上
に
で
て
き
ま
す
。
そ
の
は
じ
め
て
の
日
の
う
た
。

ま
ぷ
し
い
な
。

う
れ
し
い
な
。

み
ず
は
　
つ
る
つ
る
。

か
ぜ
は
　
そ
よ
そ
よ
。

ケ
ル
ル
ン
　
ク
ッ
ク
。

あ
あ
　
い
い
に
お
い
だ
。

ケ
ル
ル
ン
　
ク
ッ
ク
。

e~ i~ 

~ ~ 
い
ぬ
の
ふ
ぐ
り
が
さ
い
て
い
る
。

お
お
き
な
く
も
が
う
ご
い
て
く
る
。

ケ
ル
ル
ン

ケ
ル
ル
ン

ク
ッ
ク
。

ク
ッ
ク
。

　
蛙
の
こ
と
も
相
当
書
い
た
が
、
蛙
と
私
が
半
分
半
分
に
な
り
、
つ
ま
り
蛙
と

私
と
を
混
ぜ
た
も
の
が
作
者
と
な
っ
て
書
く
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
私
は
冬
眠

の
土
の
中
へ
も
も
ぐ
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
『
動

物
詩
集
』
に
対
し
て
私
が
不
満
な
の
は
、
彼
が
眼
鏡
を
透
か
し
て
た
だ
観
る
だ

け
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
方
法
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
私
は

そ
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
を
採
り
た
く
な
い
。
春
雨
の
一
本
一
本
の
な
か
に
入
っ

て
い
っ
て
、
そ
れ
か
ら
春
雨
の
全
体
を
私
は
見
た
い
の
で
あ
る
。
（
『
詩
と
詩
人
』

一
九
五
四
）

　
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
晶
の
場
合
も
、
「
蛙
と
私
と
を
混
ぜ
た
も
の
が
作

者
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
い
い
か
え
る
と
、
「
蛙
と
私
と
を
混
ぜ
た
も
の
」
と
し
て
、

「
話
者
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
蛙
」
と
い
う
話
者
は
、
人

間
以
外
の
人
物
で
は
あ
る
が
、
作
者
の
認
識
⑧
感
情
が
色
濃
く
投
影
し
て
い
る
と
み

ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
立
場
⑧
条
件
」
は
あ
く
ま
で
「
蛙
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

読
者
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
全
く
異
質
の
話
者
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
「
異
」
型
の
タ
イ
プ
の
典
型
的
な
教
材
で
あ
る
。

　
こ
の
タ
イ
プ
の
教
材
で
は
、
立
場
⑧
条
件
の
全
く
違
う
「
話
者
」
の
見
方
（
認
識
⑧

感
情
）
を
、
想
像
力
で
も
っ
て
共
有
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
詩
の
授
業
が
成
立
す
る
。

「
話
者
－
読
者
」
の
あ
い
だ
に
、
そ
の
よ
う
な
共
有
関
係
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
、
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「
異
－
同
」
型
の
受
容
指
導
の
特
徴
が
あ
る
。
中
門
の
授
業
例
は
、
そ
の
代
表
的
な

実
践
で
あ
る
。

　
授
業
の
実
際
を
み
て
い
く
。
授
業
者
は
、
こ
の
授
業
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
、
「
表

現
に
即
し
な
が
ら
、
蛙
の
身
に
な
っ
て
、
蛙
の
目
と
心
を
通
し
て
同
化
体
験
し
な
が

ら
、
読
者
と
し
て
、
そ
ん
な
蛙
を
異
化
体
験
し
、
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
二
つ
の
体

験
を
交
互
に
反
復
し
な
が
ら
共
体
験
を
し
て
い
く
よ
う
に
す
す
め
て
い
く
。
」
と
、

述
べ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
授
業
者
は
、
子
ど
も
の
興
味
を
ひ
く
よ
う
な
、
っ
ぎ
の
よ
う
な
ア
イ
デ

ア
を
提
示
し
て
い
る
。

○
○
蛙

　
「
春
の
歌
」
は
、
蛙
が
歌
っ
た
う
た
だ
か
ら
、
読
者
で
あ
る
み
ん
な
も
蛙
に

な
る
。
だ
か
ら
、
裕
之
蛙
と
呼
ば
れ
た
ら
、
裕
之
は
蛙
に
な
っ
た
っ
も
り
で
蛙

の
気
持
ち
を
言
う
。
ま
た
、
裕
之
と
呼
ん
だ
ら
、
読
者
の
裕
之
に
も
ど
っ
て
考

え
る
、
と
い
う
よ
う
に
勉
強
し
て
い
き
ま
す
。
（
た
が
い
に
○
○
蛙
と
い
い
あ

い
な
が
ら
、
顔
を
見
合
わ
せ
て
笑
う
。
）

　
授
業
者
は
、
子
ど
も
た
ち
の
読
み
に
、
二
っ
の
「
立
場
」
を
示
し
て
い
る
。
蛙
と

い
う
「
話
者
の
立
場
」
と
、
自
分
と
い
う
「
読
者
の
立
場
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
立
場
」
の
転
換
が
で
き
る
の
は
、
話
者
と
読
者
の
立
場
が
全
く
異
な
る
か
ら
で
あ

る
。
「
異
」
型
の
教
材
タ
イ
プ
の
特
徴
を
生
か
し
た
、
す
ぐ
れ
た
授
業
ア
イ
デ
ァ
と

い
え
る
。
子
ど
も
た
ち
の
反
応
も
、
「
た
が
い
に
○
○
蛙
と
い
い
あ
い
な
が
ら
、
顔

を
見
合
わ
せ
て
笑
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
つ
よ
い
興
味
を
示
し
て
い
る
。
立
場
憾
条

件
の
異
な
る
「
話
者
に
変
身
す
る
」
こ
と
へ
の
興
味
で
あ
る
。
授
業
は
、
以
下
の
よ

話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）

う
に
展
開
し
て
い
っ
た
。

　
「
蛙
」
の
立
場
に
同
化
す
る

T
　
で
は
、
最
初
の
二
行
。
こ
の
と
き
の
気
持
ち
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
。
良
子
蛙
。

良
子
　
暗
い
穴
か
ら
出
て
き
た
と
き
、
お
日
様
の
光
が
、
と
て
も
ま
ぷ
し
か
っ
た

　
か
ら
、
「
ほ
っ
　
ま
ぷ
し
い
な
。
／
ほ
っ
　
う
れ
し
い
な
。
」
と
い
い
ま
し
た
。

T
　
そ
う
で
す
ね
。
で
も
、
「
ま
ぶ
し
い
」
と
い
う
こ
と
は
「
う
れ
し
い
」
こ
と

　
な
の
か
な
。

C
　
　
（
数
人
）
う
れ
し
い
で
す
。

裕
之
　
は
じ
め
て
地
上
に
出
た
ん
だ
も
ん
。

麻
寿
美
そ
れ
は
ね
。
日
の
あ
た
ら
な
い
暗
い
土
の
中
に
、
半
年
あ
ま
り
も
い
た

　
の
で
す
か
ら
、
早
く
春
に
な
れ
ば
い
い
、
早
く
春
に
な
れ
ば
い
い
と
、
そ
れ
ば
っ

　
か
り
思
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

憲
一
　
そ
う
で
す
。
暗
い
、
冷
た
い
土
の
中
は
も
う
た
く
さ
ん
。
明
る
い
の
が
う

　
れ
し
い
ん
で
す
。
あ
っ
た
か
い
の
が
う
れ
し
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
ま
ぶ
し
い

　
か
ら
う
れ
し
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

知
子
思
い
ま
す
、
と
い
っ
た
ら
、
憲
一
が
思
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
憲
一
蛙

　
が
思
っ
た
よ
う
に
…
…
。

憲
一
　
あ
あ
そ
う
だ
っ
た
。
ま
ぶ
し
い
か
ら
う
れ
し
い
の
で
す
。

知
子
　
そ
う
。
（
笑
い
声
）

憲
一
　
だ
か
ら
、
ま
ぷ
し
さ
に
目
が
な
れ
る
ま
で
、
目
を
と
じ
て
い
て
、
そ
れ
で

　
も
う
れ
し
く
て
し
ょ
う
が
な
い
の
で
、
「
ほ
っ
　
う
れ
し
い
な
。
」
と
い
っ
て
し

　
ま
い
ま
し
た
。

T
　
い
い
ね
え
。
そ
う
だ
ろ
う
な
。
（
中
略
）
み
ゆ
き
蛙
は
、
ど
う
で
し
た
か
。
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み
ゆ
き
　
や
っ
と
、
地
上
に
出
ら
れ
た
な
あ
、
と
思
い
ま
し
た
。

敬
一
　
そ
う
そ
う
、
や
っ
と
出
ら
れ
た
な
あ
、
と
い
う
う
れ
し
さ
で
胸
が
い
っ
ぱ

　
い
で
す
よ
。

丁
　
義
人
蛙
は
ど
う
で
す
か
。

義
人
　
蛙
は
、
な
が
い
あ
い
だ
冬
眠
し
て
い
て
…
…

T
　
お
っ
と
待
っ
て
、
義
人
は
蛙
だ
よ
。

義
人
　
あ
あ
そ
う
か
。
ぼ
く
は
（
笑
い
声
）
、
な
が
い
あ
い
だ
土
の
中
に
い
て
、

　
は
じ
め
て
地
上
に
出
て
き
た
ら
、
ま
ぶ
し
い
太
陽
が
、
一
番
さ
い
し
ょ
に
ぼ
く

　
を
む
か
え
て
く
れ
て
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

T
　
う
ん
う
ん
。
よ
く
わ
か
る
よ
、
う
れ
し
さ
が
。

　
（
中
略
）

T
　
あ
た
た
か
い
光
を
た
の
し
ん
で
い
る
う
ち
に
、
あ
た
た
か
そ
う
な
水
が
匂
っ

　
て
く
る
。
そ
し
て
、
目
も
な
れ
て
く
る
。
し
ず
か
に
目
を
あ
け
る
。
ゆ
っ
く
り

　
と
水
辺
に
向
か
う
。

　
　
さ
あ
、
次
だ
。
永
幸
蛙
。

永
幸
　
う
わ
！
　
水
だ
。
な
っ
か
し
い
な
。
さ
っ
そ
く
入
っ
て
み
よ
う
。
や
っ
ぱ

　
り
、
水
は
っ
る
っ
る
し
て
い
て
、
い
い
気
分
だ
な
あ
。

敬
一
　
水
の
中
か
ら
顔
を
出
し
た
ら
ね
、
あ
た
た
か
い
春
風
が
そ
よ
そ
よ
と
、
ほ
っ

　
ぺ
た
を
な
で
て
と
お
っ
て
い
く
。
あ
あ
、
い
い
気
分
だ
。

T
　
と
、
二
人
の
蛙
は
、
う
っ
と
り
目
を
ほ
そ
め
て
い
る
。
そ
の
気
分
の
い
い
と

　
こ
ろ
で
、
仲
よ
く
い
っ
し
ょ
に
、
大
き
く
鳴
く
。

永
幸
⑧
敬
一
　
「
ケ
ル
ル
ン
　
ク
ッ
ク
」
（
教
室
内
、
爆
笑
。
）

T
　
み
ん
な
で
笑
っ
て
い
る
と
、
い
っ
そ
う
春
み
た
い
だ
よ
。

　
（
中
略
）

T
　
さ
て
、
二
人
の
蛙
が
陸
の
上
に
あ
が
る
。
春
の
匂
い
が
流
れ
て
く
る
。
「
あ

　
あ
　
い
い
に
お
い
だ
。
」
と
言
い
、
顔
を
見
合
わ
せ
て
、
に
っ
こ
り
す
る
。
二

　
人
は
風
上
に
む
か
っ
て
鼻
を
う
ご
め
か
す
。
そ
の
と
き
の
元
樹
蛙
は
ど
う
で
し

　
た
。

元
樹
　
か
れ
草
の
匂
い
だ
と
か
、
太
陽
に
照
ら
さ
れ
て
あ
っ
た
ま
っ
た
土
の
匂
い

　
だ
と
か
、
あ
ま
ず
っ
ぱ
い
よ
う
な
い
ぬ
の
ふ
ぐ
り
の
花
の
匂
い
も
ま
じ
っ
て
い

　
ま
し
た
。

憲
一
　
ふ
き
の
と
う
や
、
せ
り
の
匂
い
も
す
る
。

康
子
　
水
の
匂
い
も
。

み
ゆ
き
　
空
気
の
か
お
り
も
。

T
　
そ
ん
な
匂
い
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
な
ん
と
い
う
の
だ
っ
た
か
な
。
は
い
、
多

　
美
子
蛙
。

多
美
子
春
の
匂
い
で
す
。

丁
　
次
の
「
ケ
ル
ル
ン
　
ク
ッ
ク
。
」
は
、
こ
ん
ど
も
多
美
子
蛙
。

多
美
子
　
ほ
ん
と
う
に
い
い
匂
い
。

み
ゆ
き
春
の
匂
い
っ
て
す
て
き
だ
な
あ
。

T
　
　
「
ほ
っ
　
い
ぬ
の
ふ
ぐ
り
が
さ
い
て
い
る
。
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
。

元
樹
　
さ
っ
き
の
あ
ま
ず
っ
ぱ
い
匂
い
は
、
や
っ
ぱ
り
、
い
ぬ
の
ふ
ぐ
り
だ
っ
た

　
ん
だ
。

憲
一
　
あ
い
か
わ
ら
ず
き
れ
い
だ
ね
。
（
笑
い
声
）
今
年
も
咲
い
て
い
て
く
れ
た

　
ん
だ
ね
。

知
子
　
い
っ
ぱ
い
咲
い
て
、
ま
る
で
青
い
じ
ゅ
う
た
ん
み
た
い
に
な
ら
ん
で
い
る
。

T
　
な
か
な
か
い
い
よ
。
春
に
な
っ
た
か
ら
咲
い
た
。
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
な
ん

　
だ
け
ど
、
蛙
に
と
っ
て
は
、
た
だ
咲
い
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
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ん
だ
も
の
。
大
き
な
雲
だ
っ
て
同
じ
だ
。
蛙
が
風
に
む
か
っ
て
い
た
か
ら
動
い

て
く
る
わ
け
だ
け
ど
、
蛙
に
と
っ
て
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
わ

け
だ
。

　
こ
の
受
容
に
よ
っ
て
、
楽
し
い
詩
の
世
界
（
異
化
の
世
界
）
が
出
現
し
て
い
る
。

「
話
者
－
読
者
」
の
関
係
に
注
目
し
た
、
授
業
者
の
た
く
み
な
演
出
に
よ
っ
て
、
で

あ
る
。
「
語
者
－
読
者
」
の
関
係
に
注
目
し
、
「
立
場
を
か
え
て
読
む
」
と
い
う
授
業

場
面
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
「
蛙
の
立
場
」
に
な
り
き
っ
て
、
詩
の
世
界
を
作

り
あ
げ
て
い
る
。
と
き
に
、
「
憲
一
と
知
子
」
「
授
業
者
と
義
人
」
の
や
り
と
り
の
よ

う
に
、
自
分
の
立
場
で
発
言
す
る
と
き
も
あ
っ
て
、
授
業
を
も
り
あ
げ
て
い
る
。

　
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
子
ど
．
も
た
ち
は
、
「
蛙
の
立
場
」
に
た
っ
と
、
語
り
方
が

違
う
こ
と
を
、
体
験
的
に
学
ん
で
い
る
。
「
…
と
思
い
ま
す
。
」
と
い
う
と
き
は
人
間

の
立
場
で
あ
り
、
「
…
で
す
。
」
と
い
う
の
は
、
蛙
に
な
り
き
っ
た
と
き
の
語
り
方

（
文
末
）
に
な
る
こ
と
を
、
こ
の
授
業
か
ら
学
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、

蛙
の
立
場
に
な
る
こ
と
で
、
「
異
」
型
の
話
者
と
の
コ
父
流
」
を
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
楽

し
ん
で
い
る
。
虚
構
の
語
者
に
同
化
し
、
虚
構
の
話
者
と
同
じ
よ
う
な
「
見
方
」

（
認
識
⑧
感
情
）
を
体
験
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
異
質
の
話
者
に
同
化
す
る
こ

と
で
、
異
化
の
世
界
を
作
り
あ
げ
て
い
く
、
こ
の
型
の
典
型
的
な
授
業
モ
デ
ル
で
あ

る
。　

こ
の
授
業
は
、
「
お
わ
り
の
感
想
」
に
も
、
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
。
「
蛙
の
側

か
ら
書
く
作
文
」
と
い
う
課
題
が
与
え
ら
れ
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
作
文
が
書

】
τ
こ
O

カ
オ
ナ
ゾ

わ
た
し
は
、
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
地
上
に
出
て
い
き
ま
し
た
。
出
た
と
た
ん

太
陽
の
光
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
思
わ
ず
目
を
お
さ
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
「
ほ
っ
　
ま
ぶ
し
い
な
。
ほ
っ
　
う
れ
七
い
な
。
」

　
し
ず
か
に
目
を
ひ
ら
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
、
か
れ
草
に
ま
じ
っ
て
春

の
草
が
は
え
て
い
ま
し
た
。
わ
た
し
は
、
両
手
を
う
ー
ん
と
の
ば
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
し
ん
こ
き
ゅ
う
を
し
ま
し
た
。
お
い
し
い
空
気
を
む
ね
い
っ
ぱ
い
す

い
こ
み
ま
し
た
。
な
ん
て
い
い
気
持
ち
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
、
去
年
、
友
だ
ち
と
よ
く
遊
び
に
行
っ
た
小
川
ま
で
、
ゆ
っ
く
り

と
歩
い
て
い
き
ま
し
た
。
小
川
に
は
、
き
れ
い
な
す
き
と
お
っ
た
水
が
さ
ら
さ

ら
と
流
れ
て
い
ま
し
た
。
わ
た
し
は
、
手
を
水
に
つ
け
て
み
ま
し
た
。
そ
し
て
、

そ
お
っ
と
体
を
し
ず
め
ま
し
た
。
ほ
ん
と
う
に
い
い
気
分
で
し
た
。

　
「
み
ず
は
っ
る
っ
る
。
か
ぜ
は
そ
よ
そ
よ
。
ケ
ル
ル
ン
　
ク
ッ
ク
。
」

春
風
と
い
っ
し
ょ
に
、
い
い
に
お
い
が
し
ま
し
た
。
は
な
を
ひ
く
ひ
く
さ
せ
ま

し
た
。
「
あ
あ
　
い
い
に
お
い
だ
。
ケ
ル
ル
ン
　
ク
ッ
ク
。
」

　
そ
の
ま
ま
、
風
が
ふ
い
て
く
る
方
に
む
か
っ
て
歩
い
て
い
き
ま
し
た
。

　
「
ほ
っ
　
い
ぬ
の
ふ
ぐ
り
が
さ
い
て
い
る
。
」

　
こ
の
に
お
い
だ
っ
た
の
か
な
、
と
わ
た
し
は
思
い
ま
し
た
。
う
ん
と
に
お
い

を
か
ぎ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
そ
こ
ら
へ
ん
に
ね
そ
べ
っ
て
、
青
い
空
を
な
が

め
て
い
る
と
大
き
な
雲
が
動
い
て
き
ま
し
た
。

　
「
ほ
っ
　
お
お
き
な
く
も
が
う
ご
い
て
く
る
。
ケ
ル
ル
ン
　
ク
ッ
ク
。
ケ
ル

ル
ン
　
ク
ッ
ク
。
」
（
春
木
知
子
）

授
業
の
終
り
ち
か
く
で
、
「
い
ぬ
の
ふ
ぐ
り
が
さ
い
て
い
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ

に
対
し
、
「
蛙
」
に
な
り
き
っ
て
、
「
い
っ
ぱ
い
咲
い
て
、
ま
る
で
じ
ゅ
う
た
ん
み
た

い
に
な
ら
ん
で
い
る
」
と
、
発
言
し
た
児
童
の
作
文
で
あ
る
。

話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）
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授
業
者
は
、
こ
の
作
文
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
、
「
蛙
で
は
な
い
読
者
が
、
読
み
の

な
か
で
蛙
の
身
に
な
っ
て
同
化
体
験
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
ん
ど
は
書
く
こ
と
で
、

作
者
と
し
て
蛙
の
身
に
な
っ
て
同
化
体
験
を
反
復
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
、

述
べ
て
い
る
。

　
作
文
の
作
者
は
、
「
わ
た
し
は
…
」
と
書
き
だ
し
、
自
然
に
「
・
：
地
上
に
出
て
い

き
ま
し
た
。
」
と
い
う
文
末
を
使
っ
て
い
る
。
蛙
の
「
立
場
」
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
意
識

し
た
文
体
で
あ
る
。
そ
し
て
、
詩
の
フ
レ
ー
ズ
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
蛙
の
世
界
を
、

そ
の
感
触
ま
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
楽
し
ん
で
い
る
。
「
異
－
同
」
型
の
タ
イ
プ
で
あ
る
特

徴
を
生
か
し
た
、
み
ご
と
な
授
業
モ
デ
ル
で
あ
る
。

　
2
　
　
「
天
国
」
の
授
業
例
（
小
学
校
五
年
）

　
「
異
－
同
」
型
の
授
業
モ
デ
ル
の
、
も
う
一
っ
の
例
と
し
て
、
小
学
校
五
年
生
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

対
象
と
し
た
、
泉
明
正
の
「
天
国
」
（
新
美
南
吉
）
の
実
践
を
取
り
上
げ
る
。
教
材

は
、
次
の
作
晶
で
あ
る
（
『
新
美
南
吉
全
集
　
6
』
一
九
六
五
）
。

⑥⑤④③②①
天
国

新
美
南
吉

お
か
あ
さ
ん
た
ち
は

み
ん
な
一
つ
の
天
国
を
も
っ
て
い
ま
す
。

ど
の
お
か
あ
さ
ん
も

ど
の
お
か
あ
さ
ん
も
も
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
や
さ
し
い
背
中
で
す
。

ど
の
お
か
あ
さ
ん
の
背
中
で
も

⑬⑫⑪⑪⑨⑧⑦
あ
か
ち
ゃ
ん
が
眠
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

背
中
は
あ
っ
ち
こ
っ
ち
に
ゆ
れ
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は

お
か
あ
さ
ん
の
背
中
を

ほ
ん
と
の
天
国
だ
と
お
も
っ
て
い
ま
し
た
。

お
か
あ
さ
ん
た
ち
は

み
ん
な
一
つ
の
天
国
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　
「
話
者
」
は
、
母
の
背
中
を
「
天
国
」
と
み
て
い
る
。
作
晶
の
冒
頭
に
お
い
て
、

話
者
は
、
「
お
か
あ
さ
ん
た
ち
は
／
み
ん
な
一
っ
の
天
国
を
も
っ
て
い
ま
す
」
と
、

語
っ
て
い
る
。
一
般
に
、
子
ど
も
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
そ
う
は
思
わ
な
い
。
笑
顔
と

か
し
ぐ
さ
と
か
手
の
温
み
と
か
に
、
「
母
の
や
さ
し
さ
」
を
み
て
い
る
の
が
普
通
で

あ
る
。
少
な
く
と
も
、
子
ど
も
た
ち
の
慣
習
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
、
「
お
か
あ

さ
ん
た
ち
」
は
、
す
べ
て
背
中
に
「
一
っ
の
天
国
」
を
も
っ
て
い
る
と
は
、
考
え
た

こ
と
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
作
晶
は
、
大
人
に
な
っ
た
話
者
が
、
母
を
な
つ
か
し
み
、
母
性
の
存
在
を

「
背
中
」
に
見
出
だ
し
て
い
る
作
晶
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
話
者
（
大
人
）
と
読
者

（
五
年
生
）
の
間
に
は
、
「
異
」
型
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。

　
こ
の
詩
で
「
母
の
背
中
」
は
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
「
母
の
背
中
」
は
、
子
ど
も

た
ち
に
と
っ
て
、
見
慣
れ
た
場
所
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
二
つ
の
天
国
」

を
見
る
こ
と
は
、
ま
ず
、
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、

「
新
し
い
見
方
の
発
見
」
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、

「
異
」
型
の
世
界
で
あ
っ
た
も
の
が
、
「
異
－
同
」
型
の
世
界
に
変
容
す
る
。
そ
の
意

味
で
、
こ
の
教
材
に
よ
っ
て
、
「
異
－
同
」
型
の
授
業
を
仕
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
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泉
の
授
業
を
み
て
い
く
と
、
授
業
者
は
、
ま
ず
題
名
の
「
天
国
」
に
注
目
し
、
次

の
よ
う
に
導
入
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
に
は
、
題
名
だ
け
を
み
せ
て
、
そ
の
イ
メ
ー

ジ
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
入
っ
て
い
く
、
い
わ
ゆ
る
「
題
名
よ
み
」
で
あ
る
。

　
　
題
名
よ
み

　
T
　
「
天
国
」
。
今
日
、
勉
強
す
る
詩
の
題
名
で
す
。
こ
の
題
名
か
ら
考
え
た
こ

　
　
と
、
心
に
う
か
ん
だ
こ
と
を
発
表
し
て
く
だ
さ
い
。

　
弘
子
　
天
国
と
い
う
と
、
ま
わ
り
に
き
れ
い
な
花
が
咲
き
、
い
つ
も
明
る
く
楽
し

　
　
い
世
界
の
よ
う
で
す
。

　
優
　
ぼ
く
は
本
で
見
た
ん
だ
け
ど
、
蓮
の
花
が
き
れ
い
に
咲
き
、
お
し
ゃ
か
様
が

　
　
や
さ
し
く
見
つ
め
て
い
る
よ
う
で
す
。
や
さ
し
い
平
和
な
世
界
で
す
。

　
利
佳
　
家
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
っ
て
い
た
け
ど
、
死
ね
ば
み
ん
な
行
き
た
が
る

　
　
と
こ
ろ
で
す
。

　
弘
子
　
天
国
と
い
う
の
は
、
ほ
ん
と
う
に
あ
る
か
な
い
か
は
知
ら
な
い
け
ど
、
人

　
　
間
が
願
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
は
な
い
か
な
。

　
子
ど
も
た
ち
は
、
「
天
国
」
の
意
味
は
知
っ
て
い
る
け
ど
、
ど
こ
か
遠
く
に
あ
っ

て
、
こ
の
詩
の
よ
う
な
身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
に
、
全
く
思
い
至
ら
な
い
。
ま

し
て
、
「
母
の
背
中
」
に
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
話
者
の
「
見
方
」
は
、
思
い
も
よ

ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
異
」
型
の
詩
の
世
界
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
導
入
か
ら
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　
以
下
の
展
開
を
み
て
い
く
と
、
授
業
者
は
、
詩
の
全
文
を
示
す
の
で
は
な
く
、
詩

の
書
か
れ
た
模
造
紙
の
、
ま
ず
①
∫
④
だ
け
を
開
く
。
詩
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る

「
背
中
」
を
出
さ
な
い
で
、
「
天
国
」
の
場
所
を
想
像
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
工
夫
に
は
、

　
　
　
　
　
　
話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）

子
ど
も
た
ち
は
「
お
か
あ
さ
ん
の
天
国
」
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
、
ま
ず
、
子
ど
も

た
ち
の
「
見
方
」
を
引
き
出
す
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
。

　
　
表
現
で
気
づ
く
こ
と

　
丁
　
表
現
で
気
が
つ
い
た
こ
と
を
発
表
し
て
く
だ
さ
い
。

　
C
　
（
い
っ
せ
い
に
）
く
り
か
え
し
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
T
　
ど
こ
に
ど
ん
な
く
り
か
え
し
が
使
わ
れ
て
い
る
の
。

康
行
　
　
「
も
っ
て
い
ま
す
」
と
二
回
く
り
か
え
さ
れ
る
の
で
、
強
く
感
じ
ら
れ
ま

　
　
す
。

　
育
生
　
　
「
ど
の
お
か
あ
さ
ん
も
」
が
あ
り
ま
す
。

　
T
　
「
ど
の
お
か
あ
さ
ん
も
」
が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
ど
ん
な
感
じ
や

　
　
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
か
な
。

育
生
　
お
か
あ
さ
ん
は
い
っ
ぱ
い
い
る
け
ど
、
み
ん
な
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ

　
　
と
で
す
。

優
四
行
の
中
に
「
お
か
あ
さ
ん
」
と
い
う
こ
と
ば
が
三
回
も
く
り
か
え
さ
れ
て

　
　
い
る
。

琢
生
　
こ
の
よ
う
に
く
り
か
え
さ
れ
る
と
、
ど
ん
な
天
国
を
持
っ
て
い
る
か
を
知

　
　
り
た
く
な
り
ま
す
。

T
　
そ
れ
で
は
ね
、
「
持
っ
て
い
ま
す
」
と
語
っ
て
い
る
け
ど
、
ど
こ
に
ど
ん
な

　
　
天
国
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
ね
。
話
者
の
気
持
ち
を
当
て
て
み
よ
う
よ
。
そ

　
　
し
て
、
そ
の
わ
け
も
話
し
て
ね
。

裕
子
　
私
は
お
か
あ
さ
ん
の
手
に
天
国
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
お
か
あ

　
　
さ
ん
の
手
は
い
っ
も
あ
た
た
か
い
か
ら
で
す
。

利
佳
　
目
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
き
び
し
い
と
き
で
も
、
な
ん
だ
か
や
さ
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し
く
感
じ
ら
れ
る
も
の
。

優
　
ぼ
く
は
胸
に
あ
る
と
患
い
ま
す
。
オ
ッ
パ
イ
を
子
ど
も
に
飲
ま
せ
、
い
っ
も

　
ふ
く
ら
ん
で
や
さ
し
い
よ
。

C
　
　
（
み
ん
な
ニ
コ
ニ
コ
し
た
り
、
は
や
し
た
て
た
り
し
て
よ
ろ
こ
ん
で
い
る
。
）

弘
子
私
は
お
か
あ
さ
ん
全
体
が
、
天
国
だ
と
思
い
ま
す
。
お
か
あ
さ
ん
と
言
っ

　
た
だ
け
で
、
ゆ
っ
た
り
し
て
く
る
し
、
気
持
ち
が
あ
た
た
か
く
な
り
ま
す
。

　
「
母
は
、
ど
こ
に
、
ど
ん
な
天
国
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
発
問
に
対

し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、
「
手
」
「
目
」
「
胸
」
「
全
体
」
な
ど
と
答
え
て
い
る
。
ど
の

意
見
も
、
「
わ
け
」
を
付
け
く
わ
え
て
い
る
の
で
、
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
話

者
の
「
見
方
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
予
想
ど
お
り
、
「
背
中
」
と
い
う
意
見
は
出

て
こ
な
い
。
話
者
の
い
う
「
背
中
」
と
い
う
場
所
は
、
子
ど
も
た
ち
の
全
く
予
想
し

て
い
な
い
所
で
あ
る
こ
と
が
、
よ
く
わ
か
る
。
話
者
の
見
方
は
、
子
ど
も
た
ち
の
常

識
（
慣
習
的
な
イ
メ
ー
ジ
）
と
は
、
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
「
背
中
」
と
い
う

天
国
の
場
所
は
、
子
ど
も
た
ち
の
予
想
を
も
超
え
て
い
た
こ
と
が
、
一
層
は
っ
き
り

し
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
作
晶
は
、
五
年
生
に
と
っ
て
、
異
化
乍
用
の
っ
よ
い
教

材
で
あ
る
こ
と
が
、
し
だ
い
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

　
授
業
者
は
、
授
業
者
の
こ
と
ば
を
使
う
と
、
「
話
者
が
と
ら
え
て
い
る
だ
ろ
う
母

の
天
国
に
興
味
と
期
待
感
圭
局
め
て
」
お
い
て
か
ら
、
は
じ
め
て
⑤
行
目
を
開
い
た
。

⑤
行
目
の
「
そ
れ
は
や
さ
し
い
背
中
で
す
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
、
「
背
中
」
だ
と

わ
か
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
の
「
意
外
性
」
に
驚
い
て
い
る
。
話
者
と
読
者
の

「
異
」
型
の
関
係
に
お
い
て
、
当
然
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
、
「
背
中
」
な
の
か

T
　
　
「
そ
れ
は
…
…
背
中
で
す
」
。
（
子
ど
も
た
ち
は
、
意
外
性
に
お
ど
ろ
い
た
り
、

　
納
得
し
て
う
な
ず
い
た
り
、
い
ろ
い
ろ
の
声
と
表
情
を
示
し
て
い
る
。
）
話
者

　
は
、
背
中
に
天
国
を
見
て
い
る
の
で
す
ね
。
こ
の
こ
と
を
み
ん
な
は
、
ど
う
思

　
う
か
な
。

裕
子
　
わ
た
し
は
「
な
る
ほ
ど
」
と
思
い
ま
す
。
だ
っ
て
、
「
や
さ
し
い
背
中
」

　
と
語
っ
て
い
る
も
の
。

弘
子
　
わ
た
し
も
そ
う
思
い
ま
す
。
丸
く
て
、
や
わ
ら
か
く
て
、
あ
た
た
か
い
背

　
中
が
見
え
て
き
ま
す
。

優
き
っ
と
ね
、
う
し
ろ
す
が
た
が
、
や
さ
し
い
か
ら
で
な
い
か
な
。

育
生
　
あ
の
ね
。
き
っ
と
赤
ち
ゃ
ん
を
お
ん
ぶ
し
て
い
る
背
中
だ
か
ら
で
な
い
か

　
な
。

C
　
　
（
み
ん
な
は
、
「
あ
あ
、
そ
う
か
」
と
言
う
。
）

T
　
ど
う
か
な
。
そ
れ
で
は
、
次
を
開
い
て
み
よ
う
ね
。
こ
ん
ど
は
ど
ん
な
こ
と

　
が
語
ら
れ
る
と
思
う
か
な
。

寿
子
　
き
っ
と
、
な
ぜ
背
中
な
の
か
の
理
由
だ
と
思
い
ま
す
。

T
　
な
ぜ
、
そ
う
思
う
の
。

寿
子
　
だ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
が
知
り
た
い
こ
と
だ
か
ら
…
…
。

琢
生
　
今
ま
で
、
ぼ
く
た
ち
を
引
っ
ぱ
っ
て
き
た
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
き
っ
と

　
話
者
の
思
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
と
思
う
よ
。

　
「
背
中
」
と
知
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
当
初
は
「
意
外
性
」
に
驚
い
た
が
、
す
ぐ

に
、
そ
の
「
意
外
性
」
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
、
自
分
た
ち
で
埋
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

「
あ
の
ね
。
き
っ
と
赤
ち
ゃ
ん
を
お
ん
ぶ
し
て
い
る
背
中
だ
か
ら
で
な
い
か
な
。
」

（
育
生
）
「
（
み
ん
な
は
、
『
あ
あ
、
そ
う
か
』
と
言
う
。
）
」
な
ど
の
発
言
が
、
そ
う
で
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あ
る
。
し
か
し
、
ま
だ
、
予
想
の
段
階
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑪
⑪
ま

で
を
開
い
て
、
ゆ
っ
く
り
読
み
き
か
せ
る
と
、
「
子
ど
も
た
ち
は
目
を
か
が
や
か
せ

て
、
聞
き
入
り
読
ん
で
い
」
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
⑥
ど
の
お
か
あ
さ
ん
の

背
中
で
も
／
⑦
あ
か
ち
ゃ
ん
が
眠
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ

に
ふ
れ
て
、
自
分
た
ち
の
予
想
が
的
中
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
「
天
国
－
背
中
」
は
、
こ
こ
で
、
子
ど
も
た
ち
の
内
部
に
、
「
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
」

と
し
て
生
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
が
「
目
を
か
が
や
か
せ
」
た
の
は
、
当

初
の
「
異
」
型
の
関
係
が
、
「
異
－
同
」
型
の
関
係
に
「
変
容
」
し
て
い
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
・
子
ど
も
た
ち
自
身
の
内
部
で
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
イ
メ
ー
ジ

上
の
転
換
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
授
業
は
、
次
に
、
⑫
⑬
を
見
せ
て
、
授
業
者
が
「
サ
ン
ド
イ
ッ
チ

型
」
と
よ
ぷ
、
詩
の
構
成
に
注
目
さ
せ
て
い
る
。

　
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
型
の
構
成

丁
　
こ
の
詩
の
最
初
と
最
後
の
二
行
は
、
全
く
同
じ
文
章
の
く
り
か
え
し
で
す
ね
。

　
表
現
は
同
じ
で
も
、
イ
メ
ー
ジ
は
ど
う
か
な
。

裕
子
　
は
じ
め
は
、
え
？
　
と
い
う
気
持
ち
で
し
た
が
、
最
後
で
は
、
ほ
ん
と
う

　
に
そ
う
だ
な
あ
と
思
い
ま
す
。

弘
子
　
あ
の
ね
、
は
じ
め
の
二
行
よ
り
も
、
う
ん
と
わ
た
し
の
心
に
強
く
ひ
び
い

　
て
く
る
。

義
宏
　
　
「
っ
づ
き
」
に
は
っ
き
り
し
た
例
を
出
し
て
く
る
の
で
、
前
よ
り
は
う
ん

　
と
強
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。

利
佳
　
最
後
の
二
行
か
ら
、
わ
た
し
は
ほ
ん
と
う
に
、
お
か
あ
さ
ん
に
は
天
国
が

　
あ
る
ん
だ
と
強
く
わ
か
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
表
現
は
同
じ
で
も
、
う
っ
た
え
る

　
強
さ
が
違
い
ま
す
。

和
昭
　
こ
の
二
行
か
ら
、
背
中
ば
か
り
で
な
く
、
お
母
さ
ん
が
天
国
な
ん
だ
と
感

　
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

T
　
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
型
は
ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
な
。

育
生
　
は
じ
め
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
が
、
あ
と
に
な
っ
て
な
る
ほ
ど
と
わ
か
り
ま

　
す
。

義
宏
　
は
じ
め
の
方
で
、
「
お
や
っ
」
と
思
っ
た
が
、
中
ご
ろ
で
話
者
の
考
え
て

　
い
る
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
わ
か
り
、
ぼ
く
も
賛
成
し
た
く
な
り
ま
す
。

弘
子
　
話
者
は
や
さ
し
い
で
す
。
や
さ
し
い
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
に
も
、
話
者
の

　
思
い
が
つ
た
わ
っ
て
き
ま
す
。
わ
か
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
、
サ
ン
ド
イ
ッ
チ

　
型
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
型
」
と
は
、
授
業
者
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
あ
る
。
初
め
と
終
り
の

二
行
が
全
く
同
じ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
こ
と
（
リ
フ
レ
イ
ン
）
に
着
目
し
た
ネ
ー
ミ
ン

グ
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
図
は
、
詩
の
世
界
に
出
会
う
前
と
後
で
、
子
ど
も
た
ち
の
内

部
に
、
ど
の
よ
う
な
「
変
容
」
が
み
ら
れ
る
か
、
を
知
り
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

子
ど
も
た
ち
は
、
後
の
二
行
の
方
が
、
「
う
ん
と
強
く
な
っ
た
」
（
義
宏
）
「
う
っ
た

え
る
強
さ
が
違
う
」
（
利
佳
）
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
詩
の
世
界
を
く
ぐ

り
ぬ
け
る
こ
と
で
、
「
話
者
の
思
い
」
に
同
感
し
て
い
る
。
「
異
－
同
」
型
の
成
立
で

あ
る
。

　
こ
の
授
業
は
、
最
後
に
、
「
ど
ん
な
世
界
か
な
」
と
い
う
発
問
に
よ
っ
て
、
次
の

よ
う
に
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
詩
は
、
ど
ん
な
世
界
か
な
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T
　
こ
の
詩
の
世
界
を
、
ひ
と
こ
と
で
ま
と
め
る
と
、
ど
ん
な
世
界
か
な
。

弘
子
　
わ
た
し
は
や
っ
ぱ
り
、
や
さ
し
い
世
界
で
す
。
話
者
も
人
物
も
。

優
　
な
つ
か
し
い
世
界
で
す
。

琢
生
　
天
国
の
よ
う
な
平
和
な
世
界
で
す
。

丁
　
表
現
、
文
章
で
は
、
ど
う
か
な
。

美
宏
　
　
「
お
か
あ
さ
ん
」
と
何
回
も
く
り
か
え
さ
れ
て
い
ま
す
。

裕
子
　
「
母
」
と
い
わ
な
い
で
、
「
お
か
あ
さ
ん
」
と
よ
ん
で
い
る
か
ら
、
や
さ

　
し
い
の
で
す
。

孝
治
　
「
眠
っ
た
」
と
か
「
あ
っ
ち
こ
っ
ち
ゆ
れ
ま
し
た
」
と
か
が
や
さ
し
い
表

　
現
で
す
。

優
　
あ
！
　
そ
う
だ
。
こ
わ
い
こ
と
ば
や
、
強
い
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
な
い
よ
。

淳
子
　
と
っ
て
も
や
わ
ら
か
い
こ
と
ば
ば
か
り
で
す
。
そ
れ
か
ら
漢
字
が
む
ず
か

　
し
い
の
が
な
い
し
、
み
ん
な
ふ
ん
わ
り
し
た
の
ば
か
り
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

C
　
　
（
そ
う
だ
、
そ
う
だ
と
、
に
ぎ
や
か
で
あ
る
。
）

　
こ
の
よ
う
に
、
授
業
の
ま
と
め
の
段
階
に
お
い
て
は
、
ど
の
児
童
も
「
天
国
－
背

中
」
に
全
く
違
和
感
を
も
た
な
く
な
っ
た
。
む
し
ろ
、
「
天
国
－
背
中
」
に
新
し
い

イ
メ
ー
ジ
を
見
出
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。
「
天
国
－
背
中
」
と
い
う
、
全
く
新
し
い

見
方
を
得
て
、
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
生
成
へ
の
関
心
が
、
一
気
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
か

ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
「
天
国
の
よ
う
な
平
和
な
世
界
で
す
。
」
（
琢
生
）
と
発
言
し
た
子
ど
も
は
、
「
は

じ
め
の
感
想
」
で
は
、
「
な
ぜ
背
中
に
天
国
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ぼ

く
に
は
と
て
も
そ
ん
な
考
え
は
う
か
ば
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
る
人
が
い
る
な
ん
て

び
っ
く
り
す
る
。
す
ご
い
と
思
う
。
」
と
、
述
べ
て
い
た
。
こ
の
変
容
は
、
こ
の
授

業
が
、
「
異
－
同
」
の
転
換
を
仕
組
み
、
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
生
成
の
場
と
な
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
実
践
で
は
、
話
者
と
学
習
者
の
あ
い
だ
に
、
「
異
」
型
か
ら
「
同
」
型
へ
の
、

大
き
な
転
換
が
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
学
習
者
の
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
世
界
の
生
成
は
、

そ
の
「
異
－
同
」
の
転
換
点
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
異
－
同
」

型
の
授
業
モ
デ
ル
と
み
る
所
以
で
あ
る
。

4
　
「
異
－
異
」
型
の
授
業
モ
デ
ル

　
次
に
、
「
異
－
異
」
型
の
授
業
モ
デ
ル
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
「
異
－
異
」
型
の
教

材
は
、
「
話
者
－
読
者
」
の
関
係
が
、
「
立
場
」
（
条
件
）
に
お
い
て
も
、
「
見
方
」

（
認
識
一
感
情
）
に
お
い
て
も
異
な
る
場
合
で
あ
る
。
難
解
な
現
代
詩
を
教
材
と
し

た
と
き
に
、
こ
の
タ
ィ
プ
の
受
容
指
導
が
成
立
す
る
。

　
「
異
－
同
」
型
と
の
違
い
は
、
「
異
－
同
」
型
は
、
話
者
と
立
場
は
異
な
っ
て
い

て
も
、
「
見
方
」
（
認
識
⑧
感
情
）
に
お
い
て
同
化
で
き
る
タ
イ
プ
の
作
晶
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
「
異
－
異
」
型
に
お
い
て
は
、
話
者
の
「
モ
ノ
⑧
コ
ト
の
見
方
」
が

未
知
の
世
界
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
、
読
者
に
と
っ

て
も
、
全
く
新
し
い
世
界
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

「
伝
説
」
の
授
業
例

（
高
校
一
年
）

　
「
異
－
同
」
型
の
授
業
モ
デ
ル
と
し
て
は
、
私
の
指
導
し
た
教
育
実
習
生
の
実
践

を
取
り
上
げ
る
。
「
伝
説
」
（
会
田
綱
雄
）
を
教
材
と
し
た
、
高
校
一
年
生
対
象
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

践
（
共
同
研
究
）
で
あ
る
。
教
材
は
、
次
の
よ
う
な
難
解
な
現
代
詩
で
あ
り
（
詩
集



『
賊
湖
』
　
一
九
五
七
）
、

伝
説

自
主
教
材
で
あ
っ
た
。

会
田
綱
雄

い
っ
く
す
だ
ろ
う
／
む
か
し
／
わ
た
く
し
た
ち
の
ち
ち
は
は
．
の
ぬ
け
が
ら
を
／

あ
と
か
た
も
な
く
食
い
つ
く
し
た
よ
う
に
。

⑦
そ
れ
は
わ
た
く
し
た
ち
の
ね
が
い
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
か
に

①
湖
か
ら
／
蟹
が
這
い
あ
が
っ
て
く
る
と
／
わ
た
く
し
た
ち
は
そ
れ
を
縄
に
く

　
く
り
つ
け
／
山
を
こ
え
て
／
市
場
の
／
石
こ
ろ
だ
ら
け
の
道
に
立
つ

②
蟹
を
食
う
ひ
と
も
あ
る
の
だ

⑧
こ
ど
も
た
ち
が
寝
い
る
と
／
わ
た
く
し
た
ち
は
小
屋
を
ぬ
け
だ
し
／
湖
に
舟

　
を
う
か
べ
る
／
湖
の
上
は
う
す
ら
あ
か
る
く
／
わ
た
く
し
た
ち
は
ふ
る
え
な
が

　
ら
／
や
さ
し
く
／
く
る
し
く
／
む
つ
び
あ
う
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③
　
縄
に
つ
る
さ
れ
／
毛
の
生
え
た
十
本
の
脚
で
／
空
を
掻
き
む
し
り
な
が
ら
／

蟹
は
銭
に
な
り
／
わ
た
く
し
た
ち
は
ひ
と
に
ぎ
り
の
米
と
塩
を
買
い
／
山
を
こ

え
て
／
湖
の
ほ
と
り
に
か
え
る

④
こ
こ
は
／
草
も
桔
れ
／
風
は
っ
め
た
く
／
わ
た
く
し
た
ち
の
小
屋
は
灯
を
と

　
も
さ
ぬ

⑤
く
ら
や
み
の
な
か
で
わ
た
く
し
た
ち
は
／
わ
た
く
し
た
ち
の
ち
ち
は
は
の
思

　
い
出
を
／
べ
り
か
え
し
／
く
り
か
え
し
／
わ
た
く
し
た
ち
の
こ
ど
も
に
っ
た
え

．
る
／
わ
た
く
し
た
ち
の
ち
ち
は
は
も
／
わ
た
く
し
た
ち
の
よ
う
に
／
こ
の
湖
の

　
蟹
を
と
ら
え
／
あ
の
山
を
こ
え
／
ひ
と
に
ぎ
り
の
米
と
塩
を
も
ち
か
え
り
／
わ

　
た
く
し
た
ち
の
た
め
に
／
熱
い
お
粥
を
た
い
て
く
れ
た
の
だ
っ
た

⑥
わ
た
く
し
た
ち
は
や
が
て
ま
た
／
わ
た
く
し
た
ち
の
ち
ち
は
は
の
よ
う
に
／

　
痩
せ
ほ
そ
っ
た
ち
い
さ
な
か
ら
だ
を
／
か
る
く
／
か
る
く
／
湖
に
す
て
に
ゆ
く

　
だ
ろ
う
／
そ
し
て
わ
た
く
し
た
ち
の
ぬ
け
が
ら
を
／
蟹
は
あ
と
か
た
も
な
く
食

　
こ
の
作
晶
は
、
教
科
書
教
材
で
は
な
く
、
自
主
教
材
で
あ
る
。
私
の
担
当
で
あ
っ

た
教
育
実
習
生
（
河
野
顕
二
）
は
、
こ
の
詩
を
ぜ
ひ
教
材
化
し
て
み
た
い
、
と
い
う

強
い
希
望
を
も
っ
て
い
た
。

　
作
晶
「
伝
説
」
は
、
戦
後
現
代
詩
の
傑
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
戦
争
体
験
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帖
）

ふ
ま
え
た
「
輪
廻
の
世
界
」
を
描
い
た
作
晶
、
と
い
う
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
授
業
者
の
指
導
目
標
は
、
「
こ
の
詩
か
ら
、
自
然
と
人
間
と
の
関
係
に
つ

い
て
考
え
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
漢
然
と
し
た
目
標
で
は
あ
る
が
、
こ
の
詩

の
世
界
に
つ
い
て
、
生
徒
た
ち
と
語
り
合
い
た
い
、
と
い
う
希
望
を
も
っ
た
目
標
で

あ
っ
た
。

　
こ
の
作
晶
は
、
生
徒
た
ち
（
高
校
一
年
生
）
に
と
っ
て
、
明
ら
か
に
、
「
異
」
型

で
あ
る
。
「
わ
た
く
し
」
と
い
う
話
者
は
、
ど
こ
と
特
定
で
き
な
い
「
湖
」
の
近
く

で
暮
ら
し
て
い
る
。
湖
で
蟹
を
と
ら
え
、
米
や
塩
と
交
換
し
、
生
活
し
て
い
る
よ
う

な
人
物
で
あ
る
。
「
立
場
」
（
条
件
）
に
お
い
て
、
生
徒
た
ち
と
の
接
点
は
、
全
く
み

ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
「
わ
た
く
し
」
と
い
う
話
者
は
、
⑥
5
⑧
連
に
お
い
て
、
ふ

し
ぎ
な
思
索
（
「
わ
た
く
し
た
ち
の
ね
が
い
」
）
を
し
て
い
る
。
思
索
の
内
容
は
、
生

話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）



話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）
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徒
た
ち
の
「
見
方
」
（
認
識
⑧
感
情
）
と
、
あ
ま
り
に
も
異
質
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

か
ら
、
典
型
的
な
「
異
－
異
」
型
の
教
材
で
あ
っ
た
。

　
授
業
は
、
以
下
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
。
一
読
の
後
、
生
徒
た
ち
の
感
想
を
き
く

と
、
生
徒
た
ち
は
、
詩
の
世
界
の
「
ぶ
き
み
さ
」
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
の
詩
の
話

者
と
、
生
徒
た
ち
の
間
に
は
、
認
識
⑧
感
情
に
お
い
て
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
た
。

　
授
業
者
は
、
長
い
作
晶
な
の
で
、
構
成
面
か
ら
、
大
き
く
「
わ
た
く
し
た
ち
の
生

活
」
（
①
∫
④
）
「
回
想
」
（
⑤
∫
⑦
）
「
「
現
在
」
（
⑧
）
と
、
三
つ
の
場
面
に
分
け
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
よ
う
な
授
業
が
展
開
さ
れ
た
。

PTPP
「
話
者
」
の
生
活
を
問
う

　
こ
の
人
た
ち
の
生
活
を
、
ど
う
思
い
ま
す
か
。

　
「
蟹
」
と
戦
っ
て
い
る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
そ
の
敵
対
関
係
み
た
い

な
…
。
（
授
業
者
は
、
こ
の
詩
を
「
蟹
と
人
間
た
ち
の
調
和
の
世
界
」
と
み
て

い
た
。
全
く
逆
の
感
想
が
出
た
わ
け
で
あ
る
。
）

　
い
ま
、
村
人
た
ち
と
い
っ
た
け
ど
、
こ
の
一
家
だ
け
の
生
活
だ
と
思
う
。
他

の
人
た
ち
と
会
う
に
は
、
湖
を
こ
え
、
山
を
こ
え
、
ず
っ
と
先
ま
で
出
か
け
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
外
界
と
の
生
活
が
完
全
に
切
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

「
伝
説
」
…
。

　
実
際
の
出
来
事
で
は
な
く
て
、
自
然
の
象
徴
と
し
て
の
「
蟹
」
だ
と
思
う
。

食
べ
て
、
食
べ
か
え
さ
れ
て
い
く
、
自
然
と
人
間
の
象
徴
み
た
い
な
こ
と
。
だ

か
ら
「
伝
説
」
な
ん
だ
と
思
う
。
ぶ
き
み
な
「
伝
説
」
。
み
ん
な
は
、
暗
い
イ

メ
ー
ジ
だ
と
言
う
け
ど
、
⑦
⑧
連
は
、
美
し
い
と
思
う
。
明
日
へ
の
希
望
み
た

い
な
…
。

PPT
　
ぼ
く
は
ち
が
う
感
じ
で
す
。
「
ふ
る
え
な
が
ら
」
と
あ
る
か
ら
、
反
対
に
絶

望
的
な
イ
メ
ー
ジ
だ
と
思
う
。
⑧
連
か
ら
、
こ
の
人
間
た
ち
は
、
こ
の
あ
と

「
蟹
」
に
食
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
。

　
そ
う
そ
う
。
人
間
を
食
う
「
蟹
」
、
人
間
の
生
活
を
食
う
「
蟹
」
、
そ
し
て
食

わ
れ
る
人
間
た
ち
、
「
蟹
」
に
支
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
。

　
（
…
…
…
。
授
業
者
は
、
一
つ
一
つ
の
意
見
に
、
し
き
り
に
う
な
ず
き
な
が

ら
、
聞
い
て
い
る
。
）

　
授
業
者
は
、
「
結
末
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
希
望
か
絶
望
か
」
と
板
書
し
、
そ
れ
か
ら

後
、
時
間
い
っ
ぱ
い
、
生
徒
た
ち
の
意
見
を
聞
い
て
ま
わ
っ
た
（
グ
ル
ー
プ
学
習
）
。

私
も
、
他
の
教
育
実
習
生
た
ち
も
、
グ
ル
ー
プ
の
中
に
入
り
、
生
徒
た
ち
の
や
り
と

り
に
聞
き
入
っ
た
。
教
室
は
活
気
に
み
ち
て
い
た
。
授
業
の
あ
と
の
批
評
会
で
も
、

授
業
者
は
「
す
ご
い
、
す
ご
い
」
と
い
っ
て
、
み
ず
か
ら
メ
モ
し
て
き
た
生
徒
た
ち

の
意
見
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。

　
こ
の
授
業
風
景
は
、
こ
の
作
晶
に
内
在
す
る
、
っ
よ
い
異
化
作
用
の
引
き
だ
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
異
－
異
」
型
の
世
界
に
対
し
て
、
生
徒
た
ち
は
、
せ
い
い
っ

ぱ
い
の
「
意
味
づ
け
」
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
な
か
に
は
対
立
し
た
「
読
み
」
を

ふ
く
み
な
が
ら
、
異
質
な
世
界
で
あ
る
こ
と
の
魅
力
に
、
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　
そ
し
て
、
授
業
者
は
、
次
の
授
業
の
目
標
を
、
「
⑥
⑦
⑧
連
に
的
を
し
ぼ
り
、
『
蟹

と
人
間
た
ち
』
の
関
係
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
考
え
さ
せ
る
。
対
立
意
見
（
希
望
か

絶
望
か
）
を
、
詩
句
を
お
さ
え
な
が
ら
深
め
て
い
く
」
と
、
設
定
し
た
。
前
時
の
意

見
の
対
立
（
希
望
か
絶
望
か
）
を
ふ
ま
え
、
深
め
て
い
く
、
と
い
う
目
標
で
あ
る
。

　
次
の
時
間
は
、
二
、
三
回
、
朗
読
さ
せ
た
あ
と
、
以
下
の
よ
う
な
授
業
展
開
に
な
っ
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た
。

　
「
話
者
」
の
ね
が
い

T
　
⑦
連
に
、
「
ね
が
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
ん
な
「
ね
が
い
」
で
す
か
。

P
　
「
蟹
も
…
も
…
も
」
と
あ
っ
て
、
生
き
る
時
間
が
終
わ
る
と
、
「
こ
ど
も
た

　
ち
」
の
た
め
に
死
ん
で
い
く
し
か
な
い
。
生
き
る
た
め
の
義
務
を
果
た
す
た
め

　
に
。
「
ね
が
い
」
と
は
こ
の
義
務
の
こ
と
だ
と
思
う
。

P
　
⑧
連
の
「
や
さ
し
く
／
く
る
し
く
」
で
意
見
が
分
か
れ
る
と
思
う
け
ど
へ
ぼ

　
く
が
思
う
に
、
そ
こ
は
希
望
で
も
絶
望
で
も
な
く
、
宿
命
と
い
っ
た
方
が
い
い

　
と
思
う
。
（
一
同
、
ホ
ー
ツ
と
声
を
あ
げ
る
。
）

P
　
そ
う
、
宿
命
な
ら
ス
ッ
キ
リ
す
る
。
人
間
の
宿
命
的
な
生
活
を
維
持
す
る
た

　
め
に
、
「
蟹
」
が
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
（
こ
の
意
見
は
、
か
な
り
賛
同
を

　
え
た
。
）

P
　
い
や
、
彼
ら
は
何
か
を
ね
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
、
こ
こ
の
生

活
か
ら
ぬ
け
出
そ
う
と
し
て
い
な
い
だ
け
だ
と
思
う
。

T
　
な
る
ほ
ど
。
じ
ゃ
、
み
ん
な
で
⑧
連
に
集
中
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

P
　
希
望
だ
っ
た
ら
、
「
う
す
ら
あ
か
る
く
」
と
は
な
ら
な
い
で
、
「
う
す
あ
か
る

　
く
」
と
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
（
こ
の
意
見
は
大
き
な
波
紋
と
な
り
、
し

　
ば
ら
く
話
題
と
な
っ
た
。
－
国
語
辞
典
を
ひ
く
生
徒
も
い
た
が
、
結
論
は
得
な
か
っ

　
た
。
）

P
　
⑧
連
は
す
ご
く
幻
想
的
で
し
ょ
う
。
夢
み
た
い
に
幻
想
的
で
。
だ
か
ら
、
み

　
ん
な
の
言
う
よ
う
な
生
き
る
と
か
死
ぬ
と
か
じ
ゃ
な
く
て
、
要
す
る
に
「
伝
説
」

　
の
世
界
な
ん
だ
か
ら
、
「
う
す
ら
」
と
い
う
こ
と
ば
が
ぴ
っ
た
り
く
る
。

P
　
ぼ
く
は
義
務
と
い
う
意
見
に
こ
だ
わ
る
け
ど
、
「
む
っ
び
あ
う
」
と
い
う
こ

　
と
ば
は
、
と
て
も
苦
し
い
感
じ
が
す
る
ん
で
す
。
義
務
感
が
あ
る
か
ら
、
苦
し

　
く
て
た
ま
ら
な
い
っ
て
感
じ
な
ん
で
す
け
ど
。

P
　
ぼ
く
は
や
っ
ぱ
り
宿
命
に
こ
だ
わ
る
ん
だ
け
ど
、
こ
の
詩
に
は
く
り
か
え
し

　
が
多
い
で
し
ょ
う
。
（
い
く
っ
か
例
を
あ
げ
る
。
）
お
粥
を
食
べ
る
人
間
、
人
間

　
を
食
べ
る
「
蟹
」
ね
。
そ
れ
が
無
限
に
く
り
か
え
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
だ

　
と
思
う
。

　
（
中
略
）

P
　
そ
れ
と
ね
、
お
か
し
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
本
当
に
変
な
こ
と
な
ん
だ
け

　
ど
、
言
う
と
み
ん
な
は
笑
う
か
も
知
れ
な
い
け
ど
（
笑
い
）
、
⑧
連
の
夫
婦
は
、

　
兄
と
妹
の
兄
妹
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
（
ワ
ー
ツ
と
、
ク
ラ
ス
中
が
騒

　
然
と
す
る
。
）

P
　
う
ん
う
ん
、
何
か
ぼ
く
も
そ
ん
な
感
じ
だ
っ
た
け
ど
、
言
う
と
み
ん
な
笑
う

　
と
思
っ
た
か
ら
言
え
な
か
っ
た
。
（
笑
い
）
こ
の
湖
に
は
、
こ
の
一
家
族
し
か

　
住
ん
で
い
な
い
。
だ
か
ら
夫
婦
と
い
っ
て
も
、
他
人
は
入
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

T
　
う
－
ん
。

P
　
わ
た
し
も
、
こ
の
夫
婦
は
、
何
か
肉
親
の
感
じ
が
し
ま
す
。
横
へ
ひ
ろ
が
っ

　
て
い
く
家
族
じ
ゃ
な
く
て
、
た
て
の
つ
な
が
り
ば
か
り
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、

　
こ
の
詩
の
世
界
の
人
た
ち
は
、
子
供
も
た
ぷ
ん
男
の
子
と
女
の
子
で
、
く
り
か

　
え
し
夫
婦
に
な
っ
て
い
く
み
た
い
。
（
こ
れ
ら
の
意
見
は
、
多
く
の
共
感
を
よ

　
び
、
一
つ
の
方
向
を
与
え
る
。
）

T
　
う
－
ん
、
だ
ん
だ
ん
頭
の
な
か
が
混
乱
し
て
き
た
。
（
笑
い
）

P
　
さ
っ
き
の
「
う
す
ら
あ
か
る
く
」
で
い
う
と
、
湖
の
ま
わ
り
は
真
っ
暗
だ
け

　
ど
、
舟
の
ま
わ
り
だ
け
は
う
っ
す
ら
と
明
る
い
。

P
　
そ
う
。
く
り
か
え
す
け
ど
、
こ
の
人
た
ち
は
、
今
の
生
活
を
ぬ
け
だ
し
た
い

話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）



話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）

54

P
の
じ
ゃ
な
く
て
、
た
だ
ぬ
け
出
そ
う
と
し
て
い
な
い
だ
け
。

人
間
的
な
考
え
を
捨
て
て
考
え
る
よ
う
な
詩
だ
と
思
う
。

だ
か
ら
「
伝
説
」
。

　
授
業
者
は
、
生
徒
た
ち
の
意
見
を
一
つ
一
つ
て
い
ね
い
に
板
書
し
て
い
っ
た
。
あ

る
一
っ
の
結
論
の
出
る
授
業
で
は
な
か
っ
た
が
、
見
て
い
た
私
に
は
、
さ
わ
や
か
な

印
象
が
残
っ
た
。
さ
わ
や
か
な
印
象
を
私
が
感
じ
た
の
は
、
こ
の
二
時
間
を
通
し
て

の
、
生
徒
た
ち
の
明
る
い
表
情
で
あ
っ
た
。
超
一
級
の
難
解
な
現
代
詩
の
世
界
に
対

し
て
、
自
力
で
一
つ
一
つ
鉱
脈
を
さ
ぐ
り
あ
て
な
が
ら
詩
の
世
界
を
生
成
し
て
い
く
、

そ
ん
な
探
究
の
表
情
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
授
業
の
あ
と
で
、
授
業
者
は
、
「
生
徒
の
み
な
さ
ん
へ
」
と
い
う
長
文
の
文

章
を
書
い
て
く
れ
た
。
私
は
、
そ
の
文
章
を
生
徒
た
ち
に
紹
介
し
た
。
そ
の
中
で
、

「
夫
婦
1
1
兄
妹
」
と
い
う
意
見
に
つ
い
て
、
彼
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
き
ょ
う
だ
い
に
し
て
夫
婦
と
い
う
画
期
的
な
発
想
に
対
し
て
、
い
ま
私
な
り

に
考
え
て
み
ま
す
。
こ
の
発
想
か
ら
こ
の
詩
を
み
て
い
く
と
、
こ
こ
に
展
開
さ

れ
て
い
る
神
話
的
な
性
格
が
、
ま
た
こ
の
詩
の
世
界
の
も
つ
円
環
的
な
閉
じ
ら

れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
、
湖
の
与
え
る
、
海
や
川
と
は
異
な
っ
た
、
や
は
り
閉
じ
ら

れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
相
ひ
び
き
あ
っ
て
、
な
お
い
っ
そ
う
際
立
っ
て
く
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
時
問
的
に
も
、
決
し
て
外
に
流
れ
る
こ
と
も
広
が
る
こ
と
も
な
く
、

閉
じ
ら
れ
た
一
っ
の
神
話
的
世
界
が
、
「
わ
た
く
し
た
ち
」
は
き
ょ
う
だ
い
に

し
て
夫
婦
と
い
う
発
想
に
よ
っ
て
、
よ
り
深
く
、
重
く
、
よ
り
堅
く
閉
じ
ら
れ
、

凝
縮
し
て
見
え
て
く
る
よ
う
で
す
。

　
で
も
、
こ
の
発
想
に
反
論
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
「
わ

た
く
し
た
ち
」
は
一
組
の
夫
婦
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
夫
婦
で
あ
る
こ

と
、
こ
の
と
き
「
ち
ち
は
は
」
と
い
う
耳
な
れ
な
い
言
葉
は
、
「
わ
た
く
し
た

ち
」
の
親
の
世
代
一
般
を
さ
す
集
合
名
詞
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
他

に
も
、
も
っ
と
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
こ
と
が
言
い
た
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

し
か
し
、
同
時
に
こ
の
詩
に
つ
い
て
語
る
言
葉
は
す
べ
て
む
な
し
い
よ
う
な
気

が
し
て
、
沈
黙
を
守
り
た
い
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

　
個
人
的
な
思
い
出
を
書
く
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
、
私
が
は
じ
め

て
こ
の
詩
に
出
会
っ
た
五
年
前
の
夏
、
こ
の
詩
か
ら
受
け
た
何
と
ち
言
い
知
れ

ぬ
感
動
と
衝
撃
は
、
一
種
肉
体
的
な
も
の
で
し
た
。
私
の
体
の
奥
底
に
あ
る
何

か
に
訴
え
た
の
で
す
。
は
る
か
古
代
、
文
化
と
か
文
明
と
か
を
も
た
な
い
、
ま

さ
に
生
き
物
と
し
て
奥
深
い
洞
窟
の
中
に
、
心
細
げ
に
「
ち
ち
は
は
」
に
身
を

よ
せ
、
そ
の
ぬ
く
も
り
に
眠
っ
て
い
た
、
あ
の
「
く
ら
や
み
」
の
時
代
の
思
い

出
が
、
私
の
体
の
奥
そ
こ
に
幾
世
代
も
伝
え
ら
れ
て
き
た
、
そ
の
思
い
出
が
、

こ
の
詩
に
よ
っ
て
突
然
に
思
い
起
こ
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま

す
。
あ
の
と
き
、
私
は
、
こ
の
詩
に
っ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
も
感
想
と
し

て
言
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
の
文
章
は
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
大
き
な
衝
撃
と
な
っ
た
。
授
業
者
は
、
一

つ
の
詩
「
伝
説
」
か
ら
受
け
た
強
烈
な
印
象
を
、
言
葉
を
選
び
な
が
ら
書
き
記
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
文
章
は
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
も
、
強
烈
な
「
詩
の
体
験
」

に
な
っ
た
。

　
こ
の
教
材
は
、
授
業
を
と
お
し
て
、
授
業
者
を
も
、
異
化
の
世
界
に
引
き
い
れ
る

力
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
わ
た
し
た
ち
授
業
者
に
と
っ
て
も
、
「
異
－
異
」

型
の
魅
力
的
な
「
教
材
」
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
。
「
異
－
異
」
型
の
受
容
体
験
は
、

難
解
な
現
代
詩
の
世
界
に
特
有
の
受
容
現
象
で
あ
る
。
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こ
の
実
践
に
よ
っ
て
、
私
は
、
「
異
－
異
」
型
の
受
容
体
験
を
成
立
さ
せ
る
こ
と

で
、
難
解
と
い
わ
れ
て
教
材
化
を
た
め
ら
わ
れ
た
き
た
現
代
詩
の
世
界
を
、
確
実
に

教
材
化
で
き
る
方
向
性
が
見
出
だ
せ
た
、
と
考
え
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
、
こ
の
作
晶
は
、
会
田
綱
雄
詩
集
『
繊
湖
』
（
一
九
五
七
）
に
収
め
ら

れ
て
い
る
。
の
ち
に
、
会
田
は
、
「
一
っ
の
体
験
と
し
て
」
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
，

「
伝
説
」
の
成
立
事
情
を
明
か
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
昭
和
十
五
年
、
中
国

で
、
日
本
軍
の
行
っ
た
南
京
大
虐
殺
を
こ
の
目
で
見
た
と
い
う
中
国
人
か
ら
、
「
戦

争
の
あ
っ
た
年
に
と
れ
る
蟹
は
お
い
し
い
」
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
、

と
い
う
。
湖
の
戦
死
者
を
食
う
蟹
は
ア
ブ
ラ
が
の
っ
て
い
て
「
お
い
し
い
」
、
と
い

う
伝
承
で
あ
っ
た
。
「
伝
説
」
の
中
で
の
蟹
に
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
研
究
の
ま
と
め

　
以
上
、
本
論
文
で
提
案
し
た
、
「
話
者
－
読
者
」
の
類
型
に
し
た
が
っ
て
、
受
容

指
導
の
授
業
モ
デ
ル
と
み
ら
れ
る
実
践
を
取
り
あ
げ
て
分
析
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、

以
下
の
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
’

　
　
A
　
「
同
－
同
」
型
　
　
B
　
「
同
－
異
」
型

　
　
C
　
　
「
異
－
同
」
型
　
　
D
　
「
異
－
異
」
型

と
い
う
類
型
化
に
よ
っ
て
、
「
話
者
－
読
者
」
の
受
容
反
応
は
、
A
⑧
B
型
と
C
⑧

D
型
に
区
別
で
き
る
こ
と
。
そ
し
て
、
A
⑧
B
型
よ
り
C
⑧
D
型
に
、
「
話
者
」
に

対
す
る
受
容
反
応
が
つ
よ
く
み
ら
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
A
⑧
C
型
と
B
魯
D
型
は
、

読
者
（
学
習
者
）
に
異
化
反
応
が
み
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
区
別
で
き
る
こ
と
。
そ
し

て
、
A
⑧
C
型
よ
り
B
⑧
D
型
に
、
異
化
作
用
に
対
す
る
つ
よ
い
受
容
反
応
が
み
ら

れ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
点
も
、
「
話
者
」
と
い
う
考
え
方
を
導
入
し

た
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
た
、
受
容
反
応
の
類
型
で
あ
る
。

　
取
り
上
げ
た
実
践
を
、
文
芸
研
の
授
業
例
を
中
心
と
し
た
の
は
、
文
芸
研
の
理
論

が
「
話
者
」
論
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
文
芸
研
の
「
話
者
」
論
は
、
文
学
を

虚
構
と
み
る
「
虚
構
論
」
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
考
察
し
た

よ
う
な
、
詩
教
材
の
類
型
化
と
、
類
型
化
に
よ
る
詩
の
受
容
指
導
の
あ
り
か
た
は
、

文
芸
研
の
理
論
に
お
い
て
も
、
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味

で
、
本
稿
は
、
「
話
者
」
型
の
受
容
指
導
に
つ
い
て
、
独
自
の
視
点
か
ら
の
考
察
に

な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
か
ら
の
詩
の
授
業
研
究
は
、
典
型
的
な
実
践
例
を
取
り
あ
げ
て
、
実
践
の
体

系
化
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
、
私
は
考
え
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
授
業
例
は

限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
「
話
者
－
読
者
」
の
パ
タ
ー
ン
の
典
型
的
な
実
践
例
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
「
話
者
」
型
の
受
容
指
導
の
代
表
的
な
授
業
モ
デ
ル
を

提
示
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

〔
注
〕

（
1
）
　
内
田
毅
「
受
容
理
論
」
『
現
代
文
学
理
論
入
門
』
創
元
社
　
一
九
九
三
を
参
照
。

（
2
）
　
足
立
悦
男
『
西
郷
文
芸
学
の
成
立
と
展
開
」
（
明
治
図
書
　
一
九
八
二
）
を
参
照
。

　
ま
た
、
足
立
悦
男
『
研
究
・
文
芸
研
の
授
業
』
（
明
治
図
書
　
一
九
九
三
）
所
収
の
、
私

　
の
西
郷
文
芸
学
研
究
一
覧
を
参
照
。

（
3
）
　
文
芸
研
（
文
芸
教
育
研
究
協
議
会
）
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
結
成
さ
れ
た
国
語
教
育

　
研
究
団
体
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
に
文
学
⑧
作
文
⑧
読
書
の
研
究
雑
誌
と
し
て
『
文
学
教

　
育
』
（
明
治
図
書
）
を
創
刊
し
（
九
号
か
ら
『
文
芸
教
育
』
と
改
称
）
、
一
九
九
六
年
ま
で

　
に
七
三
号
を
刊
行
し
て
き
た
。
著
作
も
多
く
、
『
シ
リ
ー
ズ
・
文
学
と
教
育
』
全
四
巻

話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
（
足
立
）
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話
者
論
と
詩
教
育
（
二
）

（
足
立
）

　
（
明
治
図
書
　
一
九
六
七
）
、
『
シ
リ
ー
ズ
・
民
話
と
教
育
」
全
三
巻
（
明
治
図
書
　
一
九

　
六
九
）
、
『
文
学
の
授
業
』
全
七
巻
（
明
治
図
書
　
一
九
六
九
）
、
『
実
践
講
座
画
絵
本
の
指

　
導
』
全
五
巻
（
黎
明
書
房
）
、
『
文
芸
の
授
業
』
全
九
巻
（
明
治
図
書
　
一
九
八
一
）
、
『
詩

　
の
授
業
』
全
五
巻
（
明
治
図
書
　
一
九
八
二
）
、
『
説
明
文
の
授
業
』
全
十
巻
（
明
治
図
書

　
　
　
一
九
八
五
）
な
ど
を
発
表
し
て
き
た
。
ま
た
、
一
般
向
け
に
は
、
『
文
芸
研
教
材
研
究

　
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
全
二
十
巻
（
一
九
八
五
∫
一
九
九
五
）
『
教
科
書
指
導
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』

　
全
六
巻
（
明
治
図
書
　
一
九
九
二
）
、
『
西
郷
文
芸
学
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
全
五
巻
（
明
治
図

　
書
　
一
九
九
五
）
な
ど
の
入
門
的
な
著
作
も
発
表
し
て
い
る
。

（
4
）
　
足
立
悦
男
『
研
究
固
文
芸
研
の
授
業
』
（
明
治
図
書
　
一
九
九
三
）
を
参
照
。
雑
誌

　
な
ど
に
発
表
し
た
文
芸
研
研
究
の
論
文
を
収
録
し
た
著
作
で
あ
る
。

（
5
）
。
足
立
悦
男
「
初
期
西
郷
理
論
の
成
立
」
『
西
郷
文
芸
学
の
成
立
と
展
開
』
（
明
治
図
書

　
　
　
一
九
八
二
）
を
参
照
。

（
6
）
　
西
郷
竹
彦
「
『
ゆ
き
の
中
の
子
犬
』
の
授
業
」
西
郷
竹
彦
授
業
記
録
集
一
『
文
芸
の

　
授
業
』
明
治
図
書
　
一
九
八
三
、
所
収
。
久
留
米
市
立
津
福
ハ
学
校
三
年
生
を
対
象
と
し

　
て
、
一
九
八
一
年
二
月
二
〇
日
に
行
わ
れ
た
公
開
授
業
で
あ
る
。
学
級
担
任
の
猪
口
有
三

　
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）
　
足
立
悦
男
「
『
教
材
選
定
の
観
点
」
の
ど
こ
が
間
題
か
」
『
教
育
科
学
国
語
教
育
』
明

　
治
図
書
　
一
九
八
九
⑧
四
、
を
参
照
。
大
阪
府
泉
南
郡
西
信
達
小
学
校
二
年
生
を
対
象
と

　
し
た
、
中
佐
淑
恵
の
授
業
で
あ
る
。
一
九
八
八
年
二
月
二
士
二
日
に
行
わ
れ
た
校
内
研
究

　
会
の
研
究
授
業
で
あ
る
。

（
8
）
　
足
立
悦
男
「
『
雪
』
の
授
業
」
『
詩
　
み
っ
つ
け
た
』
島
根
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育

　
研
究
室
　
一
九
八
八
、
を
参
照
。
同
日
の
校
内
研
究
会
に
お
け
る
、
鶴
岡
洋
子
の
研
究
授

　
業
で
あ
る
。

（
9
）
　
松
元
幸
一
郎
「
『
夕
日
が
せ
な
か
を
お
し
て
く
る
』
の
授
業
」
文
芸
研
編
『
詩
の
授

　
業
　
ハ
学
校
中
学
年
』
明
治
図
書
　
一
九
八
二
、
所
収
。
鹿
児
島
県
竜
郷
小
学
校
三
年
生

　
を
対
象
と
し
た
授
業
で
あ
る
、

（
1
0
）
　
　
「
夕
日
が
せ
な
か
を
お
し
て
く
る
」
に
っ
い
て
は
、
足
立
悦
男
「
聴
覚
か
ら
の
ア
プ

　
ロ
ー
チ
」
『
国
語
教
材
研
究
・
詩
編
』
桜
楓
社
　
一
九
八
一
、
同
「
童
謡
詩
の
現
代
－
阪

　
田
寛
夫
論
」
『
現
代
少
年
詩
論
』
明
治
図
書
　
一
九
八
七
、
を
参
照
。

（
u
）
　
　
「
く
ら
べ
よ
み
」
は
、
文
芸
研
の
授
業
方
法
で
あ
り
、
「
異
質
な
思
想
、
異
質
な
世

　
界
、
異
質
な
文
体
を
、
読
者
が
主
体
的
に
構
成
し
て
、
そ
こ
か
ら
現
実
や
人
間
、
世
界
と

　
い
う
も
の
を
、
多
角
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
読
み
方
」
で
あ
る
（
西
郷
竹

　
彦
『
国
語
教
育
事
典
』
明
治
図
書
一
九
八
九
二
一
九
頁
）
。
こ
の
授
業
で
は
、
「
異
質

　
な
表
現
。
文
体
」
と
の
「
く
ら
べ
よ
み
」
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

（
1
2
）
　
中
門
束
「
『
春
の
歌
』
の
授
業
」
文
芸
研
編
『
詩
の
授
業
小
学
校
中
学
年
』
明
治

　
図
書
　
一
九
八
二
、
所
収
。
輸
島
市
河
原
田
小
学
校
四
年
生
を
対
象
と
し
た
授
業
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
泉
明
正
「
『
天
国
』
（
新
美
南
吉
）
の
授
業
」
文
芸
研
編
『
詩
の
授
業
　
小
学
校
高
学

　
年
』
明
治
図
書
　
一
九
八
二
年
、
所
収
。
青
森
県
五
所
河
原
東
ハ
学
校
五
年
生
を
対
象
と

　
し
た
授
業
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
こ
の
実
践
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
は
、
足
立
悦
男
「
戦
争
体
験
の
陰
影
－
会
田
綱
雄

　
『
伝
説
』
」
『
現
代
詩
の
授
業
』
文
化
評
論
出
版
　
一
九
七
八
、
を
参
照
。
広
島
大
学
附
属

　
高
校
で
の
実
践
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
境
忠
一
「
会
田
綱
雄
」
三
好
行
雄
ほ
か
編
『
現
代
の
詩
と
詩
人
』
有
斐
閣
　
一
九
七

　
四
、
安
宅
夏
夫
「
会
田
綱
雄
」
『
國
文
学
』
學
燈
社
　
一
九
八
二
、
ほ
か
参
照
。
な
お
、

　
「
伝
説
」
は
、
子
ど
も
向
け
の
本
で
は
、
遠
藤
豊
吉
編
『
日
本
の
詩
　
三
』
小
峰
書
店

　
一
九
七
八
、
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
1
6
）
　
会
田
綱
雄
二
つ
の
体
験
と
し
て
」
『
詩
を
ど
う
書
く
か
』
社
会
思
想
社
　
一
九
七

　
〇
、
所
収
。


