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研
究
の
課
題

本
研
究
は
、「
異
化
の
詩
教
育
学
」
と
い
う
仮
説
的
な
理
論
の
継
続
研
究
で
あ
る
。
本

稿
で
は
、
前
稿
「
教
材
編
成
の
理
論
と
方
法
」（『
島
根
大
学
教
育
学
紀
要
』
第
34
巻
）

で
提
示
し
た
教
材
類
型
の
中
で
、
存
在
型
の
詩
を
教
材
化
し
た
と
き
の
授
業
モ
デ
ル

（
受
容
指
導
）
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
存
在
型
の
詩
教
材
と
は
、
モ
ノ
・
コ
ト
の
存
在
感

を
表
す
詩
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
存
在
型
の
受
容
指
導
と
は
、
こ
の
型
の
詩
教
材
を
と

お
し
て
、
モ
ノ
・
コ
ト
の
新
し
い
見
方
・
見
え
方
を
発
見
し
て
い
く
詩
の
授
業
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
典
型
的
な
教
材
と
し
て
、「
こ
ゆ
び
」
の
詩
（
低
学
年
）、「
う
ん
こ
」

の
詩
（
中
学
年
）、「
火
事
」
の
詩
（
高
学
年
）
の
三
つ
の
実
践
を
取
り
上
げ
る
。「
こ
ゆ

び
」「
う
ん
こ
」
は
モ
ノ
型
の
詩
の
、「
火
事
」
は
コ
ト
型
の
詩
の
代
表
例
と
し
て
で
あ

る
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、「
こ
ゆ
び
」
は
目
立
た
な
い
モ
ノ
、「
う
ん
こ
」
は
汚
い

モ
ノ
、「
火
事
」
は
い
や
な
コ
ト
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ

た
モ
ノ
・
コ
ト
が
、
詩
の
方
法
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
意
味
的
に
、
価
値
的
に
、
イ

メ
ー
ジ
的
に
変
容
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
詩
の
世
界
に
生

成
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
学
習
の
成
立
し
て
い
る
実
践
を
授
業
モ
デ
ル
と
す
る
。

取
り
上
げ
る
授
業
例
は
、
す
べ
て
文
芸
研
の
実
践
で
あ
る
。
文
芸
研
の
実
践
は
、
西

郷
文
芸
学
の
虚
構
論
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
虚
構
論
と
は
「
現
実
を
ふ
ま
え
て
現
実
を
こ

え
る
」
と
い
う
理
論
で
あ
る
。
西
郷
文
芸
学
の
虚
構
論
は
、
詩
の
世
界
に
お
い
て
、
異

化
の
世
界
の
創
造
に
導
く
理
論
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

１
　
「
こ
ゆ
び
」
の
授
業

は
じ
め
に
、「
こ
ゆ
び
」
と
い
う
作
品
を
扱
っ
た
、
西
郷
竹
彦
の
低
学
年
の
受
容
指
導

例
（
小
学
校
一
年
生
）
を
取
り
上
げ
る
（
１
）
。
そ
の
あ
と
で
、
私
自
身
の
指
導
例
を
取
り
上

げ
て
比
較
す
る
。「
こ
ゆ
び
」
は
、
次
の
よ
う
な
教
材
で
あ
る
。
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こ
ゆ
び
　
　
　
　
こ
わ
せ
　
た
ま
み

こ
ゆ
び
は
　

ゆ
び
の
　
あ
か
ち
ゃ
ん
だ
か
ら

お
は
し
も
　
も
て
な
い

ス
プ
ー
ン
も
　
も
て
な
い

こ
ぼ
し
た
ご
は
ん
も
　
ひ
ろ
え
な
い

こ
ゆ
び
は

ゆ
び
の
　
あ
か
ち
ゃ
ん
だ
か
ら

バ
ナ
ナ
も
　
む
け
な
い

み
か
ん
も
　
む
け
な
い

お
や
つ
の
お
か
し
も
　
つ
ま
め
な
い

そ
れ
で
も
　
こ
ゆ
び
は

ち
い
さ
な
こ
ゆ
び

ゆ
び
き
り
げ
ん
ま
ん
　
ま
た
あ
し
た

あ
し
た
の
　
や
く
そ
く

ね
　
で
き
る
で
し
ょ

「
こ
ゆ
び
」
は
、
指
の
中
で
は
め
だ
た
な
い
、
小
さ
な
存
在
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
ふ
だ
ん
、
ほ
と
ん
ど
意
識
す
る
こ
と
の
な
い
指
で
あ
り
、
存
在
感
の
稀
薄
な

モ
ノ
で
あ
る
。「
存
在
」
型
の
詩
教
材
は
、
そ
の
よ
う
な
存
在
感
の
稀
薄
な
モ
ノ
に
注
目

す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

話
者
は
、
一
連
・
二
連
に
お
い
て
、
く
り
か
え
し
「
で
き
な
い
」
こ
と
を
列
挙
し
て

い
る
。「
こ
ゆ
び
」
は
、
他
の
指
と
ち
が
っ
て
「
で
き
な
い
」
こ
と
が
多
い
。
話
者
は
そ

れ
を
、「
ゆ
び
の
あ
か
ち
ゃ
ん
だ
か
ら
」
と
説
明
し
て
い
る
。「
あ
か
ち
ゃ
ん
」
と
い
う

比
喩
は
、「
で
き
な
い
」
こ
と
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
た
ち
も
知
っ
て
い
る
赤
ち
ゃ
ん
の

よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
で
き
な
い
」
こ
と
の
列
挙
（
リ

フ
レ
イ
ン
）
に
よ
っ
て
、
何
も
「
で
き
な
い
」
の
だ
、
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い
く
。

一
連
・
二
連
に
お
い
て
、「
…
な
い
」「
…
な
い
」「
…
な
い
」
と
い
う
「
類
比
の
方
法
」

に
よ
っ
て
、
い
か
に
「
で
き
な
い
こ
と
」
が
多
い
か
、
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い
く

こ
と
で
、
三
連
の
「
で
き
る
こ
と
」
と
の
対
比
が
き
わ
立
つ
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

比
較
（
類
比
・
対
比
）
の
方
法
を
使
っ
た
、
低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
に
も
と
ら
え
や
す

い
構
成
で
あ
る
。

話
者
は
、
三
連
に
お
い
て
、
そ
の
「
こ
ゆ
び
」
に
も
、
た
っ
た
一
つ
だ
け
「
で
き
る

こ
と
」
が
あ
る
、
と
言
う
。「
ゆ
び
き
り
げ
ん
ま
ん
　
ま
た
あ
し
た
」
で
あ
る
。
こ
の
フ

レ
ー
ズ
に
よ
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
「
で
き
な
い
こ
と
」
は
、
一
つ
だ
け
の
「
で
き
る
こ

と
」
と
く
っ
き
り
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。「
ゆ
び
き
り
げ
ん
ま
ん
」
は
、「
こ
ゆ
び
」
だ

け
に
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。「
こ
ゆ
び
」
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
・
二
連
ま

で
の
「
こ
ゆ
び
」
の
意
味
・
価
値
・
イ
メ
ー
ジ
を
、
大
き
く
転
換
さ
せ
る
フ
レ
ー
ズ
と

い
え
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
ど
う
と
ら
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
フ

レ
ー
ズ
と
の
出
会
い
を
、
ど
の
よ
う
に
演
出
す
る
か
、
工
夫
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
ず
、
西
郷
竹
彦
の
実
験
授
業
（
小
学
校
一
年
生
）
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
こ
の
授

業
は
、
い
き
な
り
詩
の
世
界
に
入
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
次
の
よ
う
な
指
示
に
よ
っ

て
、「
詩
と
出
会
う
前
」
の
場
面
が
演
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
面
を
抽
出
し
て
み
る
。

以
下
の
よ
う
な
導
入
で
あ
る
。
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（「
題
材
」
と
の
出
会
い
）

Ｔ
　
手
を
出
し
て
ご
ら
ん
。

Ｃ
　
え
っ
！
（
一
斉
に
手
を
出
す
）

Ｔ
　
左
の
手
、
ど
っ
ち
か
な
？
　
そ
の
左
の
手
で
、
右
手
の
親
指
を
つ
か
ん
で
ご

ら
ん
。

Ｔ
　
そ
れ
で
は
、
今
度
は
、
右
手
の
人
さ
し
指
を
つ
か
ん
で
ご
ら
ん
。

Ｔ
　
は
い
、
そ
れ
で
は
、
こ
れ
は
何
指
？
（
中
指
を
に
ぎ
り
な
が
ら
）

は
い
、

こ
れ
は
？
（
薬
指
を
に
ぎ
っ
て
）

こ
れ
は
？
（
小
指
を
に
ぎ
っ
て
）

Ｔ
　
（
右
手
の
親
指
を
つ
ま
み
な
が
ら
）
お
父
さ
ん
み
た
い
な
指
だ
な
あ
。（
人

さ
し
指
を
つ
ま
ん
で
）
お
母
さ
ん
み
た
い
な
指
や
ね
え
。

Ｔ
　
こ
れ
は
？
（
中
指
を
つ
ま
ん
で
）

お
兄
さ
ん
。

Ｔ
　
こ
れ
は
何
の
指
だ
ろ
う
？
（
小
指
を
つ
ま
ん
で
）

Ｃ
　
赤
ち
ゃ
ん
。

Ｔ
　
赤
ち
ゃ
ん
み
た
い
ね
え
。

Ｔ
　
今
日
は
ね
、
赤
ち
ゃ
ん
み
た
い
な
、
小
指
の
詩
の
勉
強
を
し
ま
す
。

記
録
者
は
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、「『
手
を
出
し
て
ご
ら
ん
。』
と
い
う
呼
び
か
け
に

は
じ
ま
る
、
一
連
の
や
り
と
り
で
、
子
ど
も
た
ち
は
み
る
み
る
う
ち
に
緊
張
が
解
け
、

身
を
乗
り
だ
し
て
問
い
か
け
に
応
え
て
い
ま
し
た
」
と
観
察
し
て
い
る
。

「
題
材
と
の
出
会
い
」
を
重
視
す
る
指
導
場
面
で
あ
る
。
詩
の
授
業
を
ど
う
導
入
す

る
か
は
、
も
っ
と
も
工
夫
を
必
要
と
す
る
場
面
で
あ
る
。「
モ
ノ
」
型
の
教
材
の
場
合
は
、

詩
を
提
示
す
る
前
に
、
題
材
と
し
て
の
「
モ
ノ
と
の
出
会
い
」
を
仕
組
む
こ
と
が
、
有

効
で
あ
る
。
私
の
授
業
方
法
論
で
い
う
と
、「
詩
と
出
会
う
前
の
指
導
」
で
あ
る

こ
の
場
面
は
、
そ
の
意
味
で
の
、「
詩
と
出
会
う
前
」
の
典
型
的
な
指
導
例
と
い
え
る
。

「
詩
と
出
会
う
前
」
の
導
入
は
、
学
習
者
の
題
材
認
識
（
慣
習
的
な
見
方
・
イ
メ
ー
ジ
）

を
引
き
だ
す
指
導
で
あ
る
。
ま
た
、
詩
と
出
会
う
こ
と
で
生
ま
れ
る
変
容
・
生
成
と
い

う
異
化
現
象
の
ベ
ー
ス
づ
く
り
の
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
学
習
者
の
慣
習
的
な
見
方

（
慣
習
的
な
題
材
認
識
）
が
明
確
に
さ
れ
て
な
い
と
、
変
容
・
生
成
と
い
う
異
化
の
現
象

は
、
成
立
し
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
授
業
は
、
そ
の
あ
と
、
作
品
の
リ
フ
レ
イ
ン
に
注
目
し
て
い
る
。
リ
フ
レ
イ
ン

（
反
復
・
強
調
）
は
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
詩
の
技
法
で
あ
る
。
そ
の
指
導
場
面
を
引
い

て
み
る
。

（「
類
比
」
の
指
導
）

Ｔ
　
こ
ゆ
び
は
、
小
さ
な
赤
ち
ゃ
ん
だ
か
ら
、（「
だ
か
ら
」
に
赤
チ
ョ
ー
ク
で

サ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
引
き
、
そ
の
横
に
「
小
さ
い
か
ら
」
と
赤
チ
ョ
ー
ク
で
書
く
。）

お
は
し
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か
な
。

Ｃ
　
で
き
な
い
。

Ｔ
　
で
き
な
い
。（「
ス
プ
ー
ン
も
も
て
な
い
」
の
下
に
赤
チ
ョ
ー
ク
で
「
で
き

な
い
」
と
書
く
。）

Ｔ
　
こ
ぼ
し
た
ご
は
ん
を
、
ひ
ろ
う
こ
と
が
で
き
る
、
で
き
な
い
？

Ｃ
　
で
き
な
い
。

Ｔ
　
（「
ひ
ろ
え
な
い
」
の
横
に
「
で
き
な
い
」
と
赤
チ
ョ
ー
ク
で
書
く
。）

Ｔ
　
で
き
な
い
、
で
き
な
い
。
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
何
回
も
で
て
き
た
ね
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
「
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
何
回
も
で
て
く
る
こ
と
を
何

と
い
う
か
知
っ
て
る
？

Ｃ
　
く
り
か
え
し
。

Ｔ
　
こ
こ
の
一
年
生
は
え
ら
い
な
あ
。「
く
り
か
え
し
」
と
い
う
こ
と
ば
を
知
っ
て
い
る
。
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記
録
者
は
、「『
も
て
な
い
』『
も
て
な
い
』『
ひ
ろ
え
な
い
』
と
、
言
葉
は
違
っ
て
い

ま
す
が
、『
で
き
な
い
』
と
い
う
意
味
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
、
子
ど
も
た
ち
に
気
づ

か
せ
て
い
ま
す
。『
く
り
か
え
し
』
が
自
然
に
口
に
出
て
く
る
ほ
ど
で
す
」
と
述
べ
て
い

る
。
記
録
を
み
る
と
、
た
し
か
に
、「
こ
ゆ
び
は
　
何
も
で
き
な
い
」
こ
と
が
、「
で
き

な
い
」
と
く
り
か
え
し
板
書
さ
れ
た
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
は
、「
同
じ
こ
と
の
く
り
か

え
し
」（
類
比
）
と
い
う
詩
の
方
法
、
リ
フ
レ
イ
ン
と
い
う
詩
の
技
法
の
効
果
を
学
ん
で

い
く
。
類
比
と
リ
フ
レ
イ
ン
と
い
う
方
法
を
自
覚
さ
せ
て
い
く
指
導
場
面
で
あ
る
。
詩

の
方
法
に
よ
っ
て
詩
の
内
容
を
受
容
し
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
受
容
指
導
を
と
お
し
て
、

詩
の
方
法
を
自
覚
さ
せ
る
指
導
で
あ
る
。
受
容
内
容
が
ど
の
よ
う
な
「
と
ら
え
方
」「
あ

ら
わ
し
方
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
か
、
と
い
う
内
容
と
方
法
の
関
係
を
と
ら
え
て

い
く
指
導
場
面
で
あ
る
。
こ
の
指
導
方
法
は
、
次
の
よ
う
に
、
二
連
に
お
い
て
も
く
り

か
え
さ
れ
る
。

（「
く
り
か
え
し
」
の
指
導
）

Ｔ
　
こ
ゆ
び
は
、
ゆ
び
の
赤
ち
ゃ
ん
だ
か
ら
。（「
だ
か
ら
」
に
赤
チ
ョ
ー
ク
で

サ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
引
き
、
バ
ナ
ナ
の
皮
を
む
く
ま
ね
を
す
る
。）

Ｃ
　
む
け
な
い
。

Ｔ
　
（「
み
か
ん
も
」
と
板
書
）

Ｃ
　
み
か
ん
も
む
け
な
い
。

Ｔ
　
う
ん
、
み
か
ん
も
、
む
け
な
い
（
板
書
）。（「
お
や
つ
の
お
か
し
も
」
と
板

書
）

Ｃ
　
む
け
な
い
。
食
べ
ら
れ
な
い
。
つ
ま
め
な
い
。

Ｔ
　
（
つ
ま
む
ま
ね
を
す
る
。）

Ｃ
　
つ
ま
め
な
い
。

（
中
略
）

Ｔ
　
ど
ん
な
「
く
り
か
え
し
」
が
あ
る
か
な
？

Ｃ
　
「
む
け
な
い
」
が
く
り
か
え
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。

Ｃ
　
「
な
い
」
が
あ
り
ま
す
。

Ｃ
　
「
な
い
」
が
く
り
か
え
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。

Ｃ
　
「
な
い
」、「
な
い
」、「
な
い
」。

（
中
略
）

Ｔ
　
一
連
の
く
り
か
え
し
は
、
何
だ
っ
た
か
な
。

Ｃ
　
で
き
な
い
。

Ｔ
　
こ
ち
ら
は
（
二
連
を
指
し
て
）

Ｃ
　
な
い
。

Ｃ
　
で
き
な
い
。

（
中
略
）

Ｔ
　
見
て
ご
ら
ん
、
こ
ゆ
び
は
ゆ
び
の
赤
ち
ゃ
ん
だ
か
ら
、
小
さ
い
。
だ
か
ら
、

で
き
な
い
、
で
き
な
い
、
で
き
な
い
。（
二
連
を
指
し
て
）
で
き
な
い
、
で
き

な
い
、
で
き
な
い
。
何
も
で
き
な
い
。
ど
う
、
こ
ん
な
こ
ゆ
び
。

Ｃ
　
か
わ
い
そ
う
。

Ｃ
　
か
わ
い
そ
う
。

一
連
の
指
導
内
容
が
、
二
連
で
も
く
り
か
え
し
指
導
さ
れ
て
い
る
。
実
に
て
い
ね
い

な
指
導
で
あ
る
。
詩
の
方
法
・
詩
の
技
法
を
意
識
・
自
覚
さ
せ
る
指
導
は
、
く
り
か
え

し
指
導
さ
れ
な
く
て
は
身
に
つ
か
な
い
。

私
は
、
詩
教
育
の
教
育
内
容
を
、
詩
教
材
の
価
値
内
容
（
異
化
の
世
界
）
と
詩
教
材

の
表
現
方
法
（
変
容
・
生
成
の
方
法
）
で
あ
る
、
と
考
え
て
き
た
。
前
者
は
、
詩
の
世
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界
の
も
っ
て
い
る
価
値
的
な
教
育
内
容
で
あ
り
、
後
者
は
、
詩
の
世
界
が
ど
の
よ
う
な

方
法
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
方
法
的
な
教
育
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
、

二
つ
の
教
育
内
容
は
統
一
的
に
相
関
的
に
指
導
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
指
導
場
面
を
み
る
と
、
そ
の
関
係
が
よ
く
わ
か
る
。「
か
わ
い
そ
う
」
と
い
う
同

情
的
な
受
容
反
応
（
受
容
内
容
）
は
、
類
比
と
い
う
「
詩
の
方
法
」、
リ
フ
レ
イ
ン
と
い

う
「
詩
の
技
法
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
、
子
ど
も
た
ち

は
直
感
的
に
理
解
し
は
じ
め
て
い
る
。
こ
の
あ
と
で
、
一
・
二
連
と
三
連
の
「
対
比
」

の
構
造
が
指
導
さ
れ
て
い
く
。

（「
対
比
」
の
指
導
）

Ｔ
　
こ
ゆ
び
で
、
何
か
で
き
る
こ
と
あ
る
か
な
。

Ｃ
　
あ
る
よ
。

Ｔ
　
み
ん
な
、
ち
ょ
っ
と
、
こ
う
し
て
ご
ら
ん
。（「
ゆ
び
き
り
げ
ん
ま
ん
」
の

か
っ
こ
う
を
し
て
）、
こ
う
や
っ
て
で
き
る
こ
と
、
あ
る
か
な
あ
。
こ
う
し
て
、

と
な
り
の
人
と
や
っ
て
ご
ら
ん
。
何
か
ね
。

Ｃ
　
ゆ
び
き
り
、
ゆ
び
き
り
げ
ん
ま
ん
。

Ｃ
　
（
み
ん
な
、
ゆ
び
き
り
げ
ん
ま
ん
の
ま
ね
を
し
だ
す
。）

（
中
略
）

Ｔ
　
（「
そ
れ
で
も
」「
ち
い
さ
な
」「
ゆ
び
き
り
」
に
赤
チ
ョ
ー
ク
で
サ
イ
ド
ラ

イ
ン
）
ち
い
さ
い
か
ら
ね
、
ゆ
び
き
り
が
で
き
る
ん
だ
よ
。

Ｔ
　
こ
れ
が
詩
だ
よ
、
白
い
字
で
書
い
て
あ
る
の
が
ね
。
赤
い
の
は
、
こ
れ
、
先

生
が
後
か
ら
書
い
た
の
ね
。

Ｃ
　
く
り
か
え
し
。

Ｔ
　
く
り
か
え
し
だ
な
。
で
、（
三
連
を
指
し
て
）
三
連
は
、
一
連
と
二
連
の
「
で

き
な
い
」
と
反
対
だ
な
。

Ｃ
　
で
き
る
。

Ｃ
　
一
つ
だ
け
で
き
る
。

（
中
略
）

Ｔ
　
こ
わ
せ
た
ま
み
さ
ん
（
作
者
）
は
、
こ
ゆ
び
は
小
さ
い
か
ら
だ
め
だ
（
△
）、

と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
か
な
。
小
さ
い
け
ど
で
き
る
ん
だ
ぞ
（
○
）、
と

い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
か
な
。

○
の
方
と
思
う
人
、
手
を
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

Ｃ
　
（
全
員
挙
手
）

こ
こ
で
指
導
さ
れ
て
い
る
の
は
、
対
比
と
い
う
表
現
方
法
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
、

一
・
二
連
と
三
連
の
対
比
に
よ
っ
て
、「
小
さ
い
け
ど
で
き
る
ん
だ
ぞ
（
○
）」
と
い
う

こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
、「
こ
ゆ
び
の
こ
と
を
、
ど
う
思
い
ま
す
か
」
と

い
う
発
問
に
対
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、「
か
わ
い
そ
う
」「
だ
い
じ
な
こ
ゆ
び
」「
で
き

る
こ
と
も
あ
る
」
と
答
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
授
業
は
、「
こ
ゆ
び
は
、
ち
い
さ
い

け
ど
、
で
き
る
こ
と
が
あ
る
」
と
、
ま
と
め
ら
れ
た
。

こ
の
授
業
に
対
し
て
、
学
級
担
任
の
教
師
は
、「
一
連
、
二
連
、
三
連
の
対
比
を
、
子

ど
も
た
ち
自
身
で
気
づ
い
て
い
く
よ
う
な
、
わ
か
り
や
す
い
展
開
」
で
あ
っ
た
と
述
べ

て
い
る
（
２
）
。

一
年
生
を
対
象
と
し
た
授
業
と
し
て
、「
連
」
と
い
う
ま
と
ま
り
の
概
念
が
て
い
ね
い

に
指
導
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
場
合
、「
連
」
相
互
の
関
係
は
、「
類
比
」（
一
・
二

連
）
と
「
対
比
」（
一
・
二
連
と
三
連
）
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
わ
か
り
や
す
く
指
導

さ
れ
て
い
る
。
詩
の
形
（
フ
ォ
ル
ム
）
の
入
門
的
な
指
導
例
で
あ
る
。
詩
の
形
（
フ
ォ

ル
ム
）
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、「
小
さ
い
け
ど
で
き
る
ん
だ
ぞ
（
○
）」
と
い
う
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表
現
内
容
を
、
的
確
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
表
現
内
容
と
表

現
形
式
の
一
体
的
な
指
導
例
で
あ
る
。

た
だ
、
子
ど
も
た
ち
の
最
後
の
受
容
反
応
に
は
、
気
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。「
こ
ゆ
び
」

に
対
し
て
、
ま
だ
「
か
わ
い
そ
う
」
と
思
っ
て
い
る
感
想
や
、「
で
き
る
こ
と
も
あ
る
」

と
い
う
消
極
的
な
支
持
も
少
な
く
な
か
っ
た
。「
だ
い
じ
な
こ
ゆ
び
」
と
い
う
積
極
的
な

支
持
を
す
る
反
応
は
、
む
し
ろ
少
な
い
。「
こ
ゆ
び
」
の
存
在
感
に
対
し
て
、「
新
し
い

見
方
を
発
見
す
る
」
と
こ
ろ
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。「
モ
ノ
の
存
在
感
」
の
発
見
と

い
う
点
か
ら
み
た
と
き
の
問
題
点
で
あ
る
。

（
大
学
生
の
受
容
反
応
）

気
に
な
っ
て
い
た
「
こ
ゆ
び
の
存
在
感
」
に
つ
い
て
、
大
学
生
を
対
象
と
し
た
実
験

授
業
に
お
い
て
、
確
か
め
た
こ
と
が
あ
る
（
３
）
。

私
の
授
業
で
も
、「
詩
と
出
会
い
な
が
ら
」
と
い
う
方
法
で
、
一
・
二
連
、
そ
し
て
三

連
と
、
順
次
に
板
書
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
一
連
の
「
で
き
な
い
」、
二
連
の
「
で
き

な
い
」
こ
と
（
類
比
・
リ
フ
レ
イ
ン
）
を
強
調
し
、
三
連
の
「
そ
れ
で
も
　
こ
ゆ
び

は
／
ち
い
さ
な
　
こ
ゆ
び
」
に
な
っ
た
と
き
、「
そ
れ
で
も
…
ち
い
さ
な
」
の
フ
レ
ー
ズ

（
対
比
）
に
注
目
さ
せ
た
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
に
、
話
者
の
「
謙
虚
な
思
い
」
を
読
ま
せ
た

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
西
郷
の
授
業
に
お
い
て
は
、
扱
わ
れ
な
か
っ
た
フ

レ
ー
ズ
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
の
中
で
は
、
大
き
な
役
割
を
も
っ
た
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。

話
者
は
、「
で
き
る
こ
と
」（
ゆ
び
き
り
　
げ
ん
ま
ん
）
を
言
う
と
き
に
、「
そ
れ
で
も

…
ち
い
さ
な
」
と
謙
虚
に
語
っ
た
あ
と
で
、「
ね
　
で
き
る
で
し
ょ
」
と
「
で
き
る
こ
と
」

の
大
き
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。「
こ
ゆ
び
」
の
存
在
感
を
ど
う
表
現
し
て
い
る
か
、
と

い
う
「
あ
ら
わ
し
か
た
」
の
問
題
で
あ
る
。

学
生
た
ち
の
受
容
反
応
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

・
こ
ゆ
び
は
一
見
何
も
で
き
な
い
。
一
連
、
二
連
と
聞
い
た
と
き
、
な
ん
て
役
に
た

た
な
い
こ
ゆ
び
だ
と
思
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
三
連
で
、
こ
ゆ
び
の
イ
メ
ー
ジ
が

一
変
し
ま
し
た
。
他
に
何
も
で
き
な
い
け
れ
ど
、
今
日
と
明
日
を
つ
な
ぐ
約
束
は
で

き
る
、
と
い
う
重
大
な
こ
と
を
、
小
さ
な
こ
ゆ
び
が
み
ご
と
に
果
た
し
て
い
る
。
そ

の
対
比
が
強
烈
だ
っ
た
。
さ
ら
に
先
生
が
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
三
連
の
謙
虚
さ
も
、

「
ゆ
び
き
り
げ
ん
ま
ん
、
ま
た
あ
し
た
」
の
強
さ
と
の
対
比
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
し
た
。（
Ｋ
・
Ｒ
）

・
私
は
、「
こ
ゆ
び
」
の
詩
を
、
と
て
も
か
わ
い
く
思
っ
た
。
最
初
は
、
こ
ゆ
び
が
何

も
で
き
な
い
、
か
わ
い
そ
う
に
思
っ
た
が
、
最
後
に
た
っ
た
一
つ
こ
ゆ
び
の
で
き
る

こ
と
が
書
い
て
あ
っ
て
、
ド
キ
ッ
と
し
た
。
三
連
へ
い
く
ま
で
、
こ
ゆ
び
に
で
き
る

こ
と
を
、
私
は
全
く
思
い
つ
か
な
か
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
も
、
そ
う
だ
と
思
う
。
ふ

だ
ん
何
も
考
え
ず
に
「
ゆ
び
き
り
げ
ん
ま
ん
」
を
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
も
、
こ
の

瞬
間
、
こ
ゆ
び
の
役
割
り
の
大
き
さ
に
気
付
い
た
こ
と
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
ゆ
び

を
自
分
の
よ
う
に
思
っ
て
、
自
分
に
も
何
か
が
一
つ
、
で
き
る
こ
と
が
あ
る
と
、
う

れ
し
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
詩
は
、
ふ
だ
ん
気
付
か
な
い
所
を
、
あ
ざ
や

か
に
表
現
す
る
の
で
、
す
ご
い
な
と
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。（
Ｓ
・
Ｋ
）

・
「
こ
ゆ
び
」
の
詩
を
読
ん
で
、
私
は
自
分
の
こ
と
を
好
き
に
な
れ
る
気
が
し
ま
し

た
。
自
分
が
自
分
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
、
と
て
も
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
教
え

ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
で
き
な
い
こ
と
が
多
く
て
も
、
た
っ
た
一
つ
何
か
に

誇
り
を
も
て
ば
、
自
分
を
好
き
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
自
分
に

は
何
の
と
り
え
も
な
い
、
と
感
じ
た
と
き
、
自
分
の
無
力
を
感
じ
る
と
き
、
勇
気
と

希
望
を
与
え
て
く
れ
る
詩
で
す
。

（
Ｍ
・
Ｓ
）
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こ
の
受
容
反
応
は
、
大
学
生
の
年
代
の
読
者
に
典
型
的
な
も
の
と
み
ら
れ
る
。「
今
日

と
明
日
を
つ
な
ぐ
約
束
は
で
き
る
、
と
い
う
重
大
な
こ
と
」（
Ｋ
・
Ｒ
）「
こ
ゆ
び
の
役

割
り
の
大
き
さ
」（
Ｓ
・
Ｋ
）「
自
分
が
自
分
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
」（
Ｍ
・
Ｓ
）
と
い

っ
た
反
応
で
あ
っ
た
。
ど
の
感
想
も
「
こ
ゆ
び
」
の
存
在
感
の
大
き
さ
を
驚
き
を
も
っ

て
認
め
て
い
る
。
と
と
も
に
、
読
者
で
あ
る
「
自
分
自
身
の
存
在
感
」
を
認
め
て
く
れ

る
詩
、
と
受
け
と
め
て
い
る
。
大
人
へ
の
入
口
に
立
っ
た
、
大
学
一
年
生
に
と
っ
て
、

「
こ
ゆ
び
」
は
自
分
自
身
で
も
あ
る
、
と
い
う
受
け
と
め
方
で
あ
る
。「『
こ
ゆ
び
』
の
詩

を
読
ん
で
、
私
は
自
分
の
こ
と
を
好
き
に
な
れ
る
気
が
し
ま
し
た
」（
Ｍ
・
Ｓ
）
と
い
う

感
想
に
、
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
よ
く
表
れ
て
い
る
。「
こ
ゆ
び
」
の
詩
に
よ
っ
て
、

「
自
分
は
自
分
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
を
発
見
し
て
い
る
受
容

反
応
で
あ
る
（
４
）
。

こ
の
実
践
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
詩
の
学
習
に
お
い
て
、「
モ
ノ
・
コ
ト
」
の
存
在
感

は
、
詩
の
方
法
に
導
か
れ
な
が
ら
、
読
者
（
学
習
者
）
の
存
在
感
と
重
ね
て
、
は
じ
め

て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
学
生
の
場
合
、「
他
の
ゆ
び
―

こ
ゆ
び
」
の
関
係
は
、「
大
人
―
自
分
」
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
関
係
を
小
学
校
一
年
生
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、
六
年
生
と
一
年

生
を
「
対
比
」
し
て
み
る
と
、
一
年
生
は
あ
き
ら
か
に
「
こ
ゆ
び
」
の
よ
う
な
小
さ
な

存
在
で
あ
る
。
六
年
生
に
く
ら
べ
る
と
、「
で
き
な
い
こ
と
」
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
そ
れ
で
も
　
こ
ゆ
び
は
…
」「
ゆ
び
き
り
　
げ
ん
ま
ん
」
が
で
き
る
。「
こ
ゆ
び
」
の
で

き
る
こ
と
、「
こ
ゆ
び
」
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
こ
ゆ
び
」
に
、
読
者

（
一
年
生
）
を
重
ね
さ
せ
る
視
点
を
与
え
る
こ
と
で
、「
こ
ゆ
び
は
自
分
で
も
あ
る
」
と

い
う
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
か
わ
い
そ
う
」「
で
き
る

こ
と
も
あ
る
」
か
ら
、「
だ
い
じ
な
こ
ゆ
び
」
―
「
大
事
な
自
分
」
へ
と
、
意
味
・
価
値

の
転
換
を
仕
組
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。「
存
在
」
型
の
作
品
の
特
質
を
生
か
し
た
指
導

は
、
そ
の
よ
う
な
授
業
パ
タ
ー
ン
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

２
　
「
う
ん
こ
」
の
授
業

次
に
、
も
う
一
つ
、
同
じ
授
業
者
の
「
モ
ノ
」
型
の
受
容
指
導
例
（
中
学
年
）
を
取

り
上
げ
る
。「
う
ん
こ
」（
谷
川
俊
太
郎
）
の
授
業
（
小
学
校
四
年
生
）
で
あ
る
（
５
）
。
教
材

は
、
次
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
（
６
）
。

う
ん
こ
　
　
　
　
　
た
に
か
わ
　
し
ゅ
ん
た
ろ
う

①
　
ご
き
ぶ
り
の
　
う
ん
こ
は
　
ち
い
さ
い

ぞ
う
の
　
う
ん
こ
は
　
お
お
き
い

②
　
う
ん
こ
と
い
う
も
の
は

い
ろ
い
ろ
な
　
か
た
ち
を
し
て
い
る

③
　
い
し
の
よ
う
な
　
う
ん
こ

わ
ら
の
よ
う
な
　
う
ん
こ

④
　
う
ん
こ
と
い
う
も
の
は

い
ろ
い
ろ
な
　
い
ろ
を
し
て
い
る

⑤
　
う
ん
こ
と
い
う
も
の
は

く
さ
や
　
き
を
　
そ
だ
て
る
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⑥
　
う
ん
こ
と
い
う
も
の
を

た
べ
る
む
し
も
　
い
る

⑦
　
ど
ん
な
う
つ
く
し
い
ひ
と
の

う
ん
こ
も
　
く
さ
い

⑧
　
ど
ん
な
え
ら
い
ひ
と
で
も

う
ん
こ
を
す
る

⑨
　
う
ん
こ
よ
　
き
ょ
う
も

げ
ん
き
に
　
で
て
こ
い

子
ど
も
た
ち
は
、
身
の
ま
わ
り
の
モ
ノ
に
汚
い
と
い
う
印
象
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が

あ
る
。「
う
ん
こ
」
は
そ
の
代
表
的
な
モ
ノ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
汚
い
と
思
わ

れ
て
い
る
モ
ノ
を
、
モ
ノ
型
の
詩
は
、
意
味
的
に
、
価
値
的
に
、
イ
メ
ー
ジ
的
に
変

容
・
変
革
し
て
い
く
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
詩
「
う
ん
こ
」
を
、
私
は
、
そ
の

典
型
的
な
作
品
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
詩
は
、
モ
ノ
・
コ
ト
に
対
す
る
慣
習
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
根
底
か
ら
く
つ
が
え

す
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。
作
品
論
と
し
て
、「
従
来
の
も
の
の
見
方
か
ら
脱
皮
し
て
い
く

こ
と
に
伴
う
爽
快
感
を
与
え
て
く
れ
る
詩
」
と
い
う
評
価
が
あ
る
（
７
）
。「
う
ん
こ
」
は
汚
い

モ
ノ
と
い
う
、
子
ど
も
た
ち
の
常
識
（
慣
習
的
な
イ
メ
ー
ジ
）
は
、
こ
の
作
品
と
の
出

会
い
に
よ
っ
て
、
大
き
く
変
容
・
変
革
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
う
ん
こ
」
と

い
う
モ
ノ
の
存
在
感
を
、
大
き
く
価
値
づ
け
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
存
在
型
の
詩
の
代

表
的
な
作
品
で
あ
る
。
二
行
で
一
連
と
い
う
詩
の
形
（
フ
ォ
ル
ム
）
も
、
と
ら
え
や
す

い
。各

連
は
、「
う
ん
こ
」
を
み
て
い
く
観
点
を
示
し
て
い
る
。
前
半
で
は
、
大
き
さ
・

形
・
固
さ
・
色
な
ど
の
外
見
的
な
観
点
か
ら
、
後
半
で
は
、
草
木
を
育
て
る
こ
と
、
食

べ
る
虫
も
い
る
こ
と
、
な
ど
、
自
然
の
中
で
果
た
し
て
い
る
役
割
と
い
う
観
点
か
ら
見

て
い
る
。
そ
し
て
、
人
間
に
と
っ
て
も
大
事
な
モ
ノ
で
あ
る
と
、
し
め
く
く
ら
れ
て
い

る
。
モ
ノ
・
コ
ト
を
一
面
的
で
な
く
、
多
様
な
観
点
か
ら
見
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
こ
と
を
、
子
ど
も
た
ち
に
教
え
て
い
る
。

授
業
は
、
次
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
た
。

（「
題
材
」
と
の
出
会
い
）

Ｔ
　
詩
の
勉
強
を
始
め
る
前
に
、
み
ん
な
に
聞
き
た
い
ん
だ
け
ど
、
今
朝
、
学
校

へ
来
る
前
に
、
う
ん
こ
し
た
人
？
　

Ｃ
　
え
ー
っ
、
と
い
う
表
情
。
ぱ
ら
ぱ
ら
と
手
を
あ
げ
る
。

Ｔ
　
じ
ゃ
あ
、
あ
と
の
人
は
？
　
学
校
か
ら
帰
っ
て
か
ら
、
う
ん
こ
す
る
人
？

Ｃ
　
ぱ
ら
ぱ
ら
と
手
を
あ
げ
る
。（
笑
い
）

Ｔ
　
じ
ゃ
あ
、
う
ん
こ
を
し
な
い
人
？

Ｃ
　
一
人
手
を
あ
げ
る
。

Ｔ
　
え
ー
（
笑
い
）、
ぜ
ん
ぜ
ん
し
な
い
の
？

Ｃ
　
い
や
。

Ｔ
　
今
日
は
そ
の
う
ん
こ
の
詩
で
す
。

Ｃ
　
え
っ
？
　
う
ん
こ
？

Ｔ
　
こ
こ
の
四
年
生
に
さ
さ
げ
る
詩
で
す
。（
笑
い
）
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前
の
「
こ
ゆ
び
」
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
導
入
で
あ
る
。
詩
の
世
界
を
提
示
す
る
前
に
、

題
材
と
な
っ
て
い
る
モ
ノ
と
の
出
会
い
の
場
面
で
あ
る
。
こ
の
導
入
に
お
い
て
、
子
ど

も
た
ち
は
、
汚
い
モ
ノ
と
い
う
常
識
的
な
見
方
（
慣
習
的
な
見
方
・
イ
メ
ー
ジ
）
を
し

て
い
た
。
そ
し
て
、「
う
ん
こ
」
と
い
う
題
材
（
モ
ノ
）
の
詩
を
、
取
り
上
げ
る
こ
と
自

体
に
対
す
る
「
と
ま
ど
い
」
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
あ
と
は
、「
詩
と
出
会
い
な
が
ら
」（
文
芸
研
で
は
「
展
開
法
」
と
よ
ん
で
い
る
）

と
い
う
方
法
で
、
読
み
す
す
め
て
い
く
（
８
）
。
各
連
の
内
容
を
予
想
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
授

業
展
開
で
あ
る
。
そ
の
授
業
場
面
を
抽
出
し
て
み
る
。

（「
展
開
法
」
―
詩
と
出
会
い
な
が
ら
）

Ｔ
　
①
「
ご
き
ぶ
り
の
　
う
ん
こ
は
　
（

）」

ご
き
ぶ
り
も
う
ん
こ
を
す
る
ん
で
す
よ
。
ご
き
ぶ
り
の
う
ん
こ
は
な
ん
で
し

ょ
う
。

Ｃ
　
小
さ
い
。

Ｔ
　
ぞ
う
の
う
ん
こ
は
？

Ｃ
　
で
か
い
。

Ｃ
　
大
き
い
。

Ｔ
　
①
「
ご
き
ぶ
り
の
　
う
ん
こ
は
　
ち
い
さ
い

ぞ
う
の
　
う
ん
こ
は
　
お
お
き
い
」

Ｔ
　
み
ん
な
の
う
ん
こ
は
、
ご
き
ぶ
り
の
う
ん
こ
よ
り
？

Ｃ
　
で
か
い
。
大
き
い
。

Ｔ
　
ぞ
う
の
う
ん
こ
よ
り
？

Ｃ
　
小
さ
い
。

・

Ｔ
　
②
「
う
ん
こ
と
い
う
も
の
は

い
ろ
い
ろ
な
（

）」

続
き
は
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

Ｃ
　
色
か
形
。

Ｔ
　
う
ん
、
い
い
線
い
っ
て
る
な
あ
。
い
ろ
い
ろ
な
形
を
し
て
い
る
。

②
「
う
ん
こ
と
い
う
も
の
は

い
ろ
い
ろ
な
　
か
た
ち
を
し
て
い
る
」

・

Ｔ
　
三
連
は
何
を
書
い
て
い
る
の
か
な
あ
。

③
「
い
し
の
よ
う
な
　
う
ん
こ

わ
ら
の
よ
う
な
　
う
ん
こ
」

Ｔ
　
さ
て
今
度
は
四
連
で
す
ね
。

④
「
う
ん
こ
と
い
う
も
の
は

い
ろ
い
ろ
な
　
（

）」

続
き
は
何
で
し
ょ
う
ね
。
何
だ
と
思
い
ま
す
か
？

Ｃ
　
大
き
さ
。
／
長
さ
。
／
か
た
さ
。
／
色
。

Ｔ
　
④
「
う
ん
こ
と
い
う
も
の
は

い
ろ
い
ろ
な
　
い
ろ
を
し
て
い
る
。」

「
詩
と
出
会
い
な
が
ら
」（
展
開
法
）
と
い
う
指
導
法
は
、
次
を
予
測
さ
せ
る
の
で
、

連
の
展
開
に
対
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
興
味
を
引
き
つ
け
る
効
果
が
あ
る
。
詩
の
方
法

と
し
て
の
「
連
」
と
い
う
形
（
フ
ォ
ル
ム
）
を
生
か
し
た
指
導
法
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
以
上
の
展
開
は
、
次
の
よ
う
な
板
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
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・
う
ん
こ
は
　
み
な
　
ち
が
う

・
食
べ
物
が
　
ち
が
う

・
生
き
て
い
る
も
の
は
／
そ
れ
ぞ
れ
　
ち
が
う

・
生
き
て
い
る
も
の
は
　
み
な

生
き
て
い
る
か
ら

食
べ
る

う
ん
こ
を
す
る

・
生
き
て
い
る
も
の
は
／
み
な
　
お
な
じ

「
そ
れ
ぞ
れ
　
ち
が
う
」
と
い
う
こ
と
、「
み
な
　
お
な
じ
」
と
い
う
こ
と
、
の
二
つ

に
ま
と
め
ら
れ
た
板
書
で
あ
る
。
授
業
は
、
こ
こ
で
一
段
落
し
て
い
る
。
①
連
〜
④
連

の
展
開
は
、「
ち
が
う
」（
対
比
）
と
「
同
じ
」（
類
比
）」
と
い
う
二
つ
の
見
方
に
整
理

さ
れ
た
。
詩
の
方
法
（
と
ら
え
方
）
に
注
目
さ
せ
る
指
導
場
面
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
ち

が
う
」
と
い
う
対
比
は
、
作
品
の
内
容
か
ら
引
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
同
じ
」

と
い
う
類
比
の
観
点
は
、
授
業
者
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
観
点
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
後

半
の
内
容
を
先
ど
り
し
た
板
書
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
後
半
に
入
る
前
に
、
次
の
よ
う
な
板
書
が
示
さ
れ
た
。

う
ん
こ
―
―
い
ら
な
い

や
く
に
た
た
な
い

だ
か
ら
す
て
る

詩
の
後
半
の
内
容
（
や
く
に
た
つ
）
と
の
対
比
を
意
識
し
た
板
書
で
あ
り
、
子
ど
も

た
ち
の
常
識
（
慣
習
的
な
イ
メ
ー
ジ
）
を
、
板
書
に
よ
っ
て
、
目
に
見
え
る
よ
う
に
確

認
す
る
場
面
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
授
業
の
後
半
に
入
っ
て
い
く
。
そ
の
場
面
を
引
用
す
る
。

（「
ね
う
ち
が
な
い
」「
ね
う
ち
が
あ
る
」）

Ｔ
　
さ
て
、
と
こ
ろ
が
ね
、
う
ん
こ
は
何
か
役
に
立
た
な
い
か
な
？
　
何
に
も
な

ら
な
い
か
な
？

⑤
う
ん
こ
と
い
う
も
の
は

く
さ
や
　
き
を
　
そ
だ
て
る

⑥
う
ん
こ
と
い
う
も
の
を

た
べ
る
む
し
も
　
い
る

・
草
や
木
に
取
っ
て
　
や
く
に
た
つ

こ
や
し
と
し
て
　
ね
う
ち
　
あ
る

・
ふ
ん
こ
ろ
が
し
に
と
っ
て
　
や
く
に
た
つ

食
べ
物
と
し
て
　
ね
う
ち
　
あ
る

⑤
連
・
⑥
連
を
み
る
と
、
一
転
し
て
「
や
く
に
た
つ
」
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。
⑤

連
・
⑥
連
を
読
ん
だ
子
ど
も
た
ち
の
意
見
が
板
書
さ
れ
て
い
る
。
①
〜
④
連
を
読
ん
で

い
た
と
き
、
子
ど
も
た
ち
は
「
や
く
に
た
つ
・
た
た
な
い
」
と
い
う
関
心
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
詩
の
話
者
は
、
⑤
〜
⑥
連
に
お
い
て
、「
や
く
に
た
つ
」
と
い
う
観
点
を
提
出

し
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
、
考
え
方
の
矛
盾
が
見
え
て
き
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
矛
盾
を
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わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
の
板
書
で
あ
る
。
板
書
の
う
ま
い
使
い
方
で
あ
る
。

こ
の
矛
盾
と
い
う
考
え
方
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
お
そ
ら
く
初
め
て
の
こ
と

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
授
業
者
は
、「
ね
う
ち
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
提

示
し
て
、
次
の
よ
う
な
板
書
が
付
け
く
わ
え
ら
れ
た
。

ね
う
ち
　
　
（
あ
る
　
な
い
）

○
○
に
と
っ
て

○
○
と
し
て

時
・
所
・
人
…
場
合
に
よ
る

「
ね
う
ち
」
と
は
何
か
、
と
い
う
内
容
の
板
書
で
あ
る
。「
ね
う
ち
」
の
「
あ
る
／
な

い
」
は
、「
○
○
に
と
っ
て
／
○
○
と
し
て
」
と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
こ
と
、

ま
た
、「
時
・
所
・
人
…
場
合
に
よ
る
」
と
い
う
考
え
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
授
業
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

⑦
ど
ん
な
う
つ
く
し
い
ひ
と
の

う
ん
こ
も
　
く
さ
い

⑧
ど
ん
な
え
ら
い
ひ
と
で
も

う
ん
こ
を
す
る

人
間
は
　
み
な

そ
れ
ぞ
れ
　
ち
が
う

で
も

人
間
は
　
み
な

生
き
て
い
る
か
ら

食
べ
る

う
ん
こ
を
す
る

人
間
は

み
な
　
お
な
じ

⑨
う
ん
こ
よ
　
き
ょ
う
も

げ
ん
き
に
　
で
て
こ
い

（
ま
と
め
）

Ｔ
　
こ
の
詩
を
き
れ
い
に
う
つ
し
て
、
み
ん
な
の
お
う
ち
の
便
所
の
か
べ
に
は
っ

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。（
笑
い
）

犬
の
う
ん
こ
、
牛
の
う
ん
こ
、
ね
こ
の
う
ん
こ
を
み
た
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
ち
が

う
ね
。
食
べ
て
い
る
も
の
が
ち
が
う
と
、
み
ん
な
ち
が
う
。
人
間
も
同
じ
だ
。

人
間
も
ち
が
う
。
男
、
女
、
大
人
、
子
供
、
偉
い
人
、
偉
く
な
い
人
、
み
な
、

ち
が
う
。

そ
れ
ぞ
れ
み
ん
な
人
間
生
き
て
い
る
か
ら
食
べ
る
し
、
う
ん
こ
も
す
る
し
、

み
ん
な
同
じ
だ
。
生
き
て
い
る
こ
と
で
は
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
こ
の
詩
を

見
な
が
ら
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。

以
上
、
授
業
展
開
に
即
し
て
、
と
く
に
板
書
事
項
を
中
心
に
分
析
し
て
き
た
。
板
書

を
み
て
い
く
と
、
こ
の
授
業
の
ね
ら
い
は
明
確
で
あ
る
。

こ
の
授
業
は
、
モ
ノ
の
存
在
感
を
確
か
め
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
た
ち
の
慣
習
的
な

イ
メ
ー
ジ
（
常
識
）
の
変
容
・
変
革
を
ね
ら
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
子
ど
も
た
ち
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の
題
材
認
識
（「
う
ん
こ
」
に
対
す
る
見
方
）
を
、
何
度
か
確
認
し
て
い
る
。
作
品
の
中

に
は
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
、「
う
ん
こ
」
と
い
う
題
材
に
対
す
る
、
読
者
の
何
ら
か
の
変
容
を
期
待

し
て
い
る
が
、
変
革
ま
で
を
テ
ー
マ
と
し
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
た
ち

の
内
部
で
、「
う
ん
こ
」
に
対
す
る
見
方
の
変
革
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
指
導

者
の
授
業
方
法
に
よ
っ
て
引
き
お
こ
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
授
業
に
対
す
る
子
ど
も
た
ち
の
感
想
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

・
西
郷
先
生
に
「
う
ん
こ
」
と
い
う
詩
を
習
い
ま
し
た
。
最
初
は
「
う
ん
こ
」
と

い
う
詩
っ
て
、
な
ん
か
、
や
だ
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
だ
ん
だ
ん
勉

強
し
て
い
く
う
ち
に
、
ふ
ん
こ
ろ
が
し
と
い
う
虫
に
と
っ
て
は
食
べ
物
と
し
て
、

草
や
木
に
と
っ
て
は
肥
料
と
し
て
、
ね
う
ち
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
わ

た
し
は
、
詩
を
勉
強
す
る
前
は
、
う
ん
こ
は
く
さ
い
し
、
き
た
な
い
か
ら
い
ら
な

い
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
こ
の
「
う
ん
こ
」
と
い
う
詩
を
勉
強
し
て
み

る
と
、
う
ん
こ
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
詩
の
最
後
の
と

こ
ろ
で
、「
う
ん
こ
よ
　
き
ょ
う
も
　
げ
ん
き
に
　
で
て
　
こ
い
」
と
書
い
て
あ
る
と

こ
ろ
は
、
う
ん
こ
に
よ
び
か
け
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
わ
た
し
は
こ
の
詩

を
勉
強
し
て
「
う
ん
こ
」
と
い
う
詩
が
す
き
に
な
り
ま
し
た
。
西
郷
先
生
と
勉
強
し

て
、
本
当
に
よ
か
っ
た
。（
国
分
彩
子
）

・
西
郷
先
生
と
勉
強
し
て
学
ん
だ
こ
と
は
、
と
く
に
物
の
ね
う
ち
で
す
。
さ
い
し

ょ
は
い
や
だ
な
っ
て
思
っ
た
け
ど
、
だ
ん
だ
ん
う
ん
こ
の
ね
う
ち
が
分
か
っ
て
き

ま
し
た
。
先
生
が
、
う
ん
こ
の
色
と
か
形
と
か
固
さ
と
か
き
き
ま
し
た
。
そ
の
時
、

私
は
恥
ず
か
し
さ
を
こ
ら
え
て
手
を
あ
げ
ま
し
た
。
あ
て
ら
れ
て
、
私
は
答
え
ま

し
た
。
先
生
の
顔
を
み
た
ら
、
勉
強
が
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
き
て
、
次
に
ね
う
ち

と
い
う
言
葉
を
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
は
考
え
て
も
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
と
で
考
え
て
み
た
ら
、
役
立
つ
、
役
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
も
っ
と

も
っ
と
か
ぞ
え
き
れ
な
い
ほ
ど
勉
強
し
ま
し
た
。「
う
ん
こ
」
っ
て
、
す
ご
い
ん
だ
な

あ
と
思
い
ま
し
た
。（
中
村
奈
穂
子
）

・
ぼ
く
は
、
さ
い
し
ょ
、
国
語
の
詩
の
勉
強
と
言
わ
れ
た
か
ら
、「
な
ん
だ
国
語
か
あ
」

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
授
業
が
始
ま
っ
て
も
、
ふ
つ
う
の
詩
み
た
い
に
勉
強
し
て
い

ま
し
た
。
で
も
、
少
し
た
っ
て
、
ふ
つ
う
の
国
語
の
詩
の
勉
強
と
は
、
ち
が
う
よ
う

な
気
が
し
て
き
ま
し
た
。
ふ
つ
う
の
勉
強
は
た
だ
の
勉
強
で
、
そ
ん
な
に
お
も
し
ろ

く
な
い
け
ど
、
西
郷
先
生
の
授
業
は
、
物
の
ね
う
ち
の
こ
と
に
つ
い
て
勉
強
し
ま
し

た
。
う
ん
こ
の
詩
は
、
さ
い
し
ょ
、
何
に
つ
い
て
と
か
、
ぜ
ん
ぜ
ん
わ
か
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
で
も
、
さ
い
ご
の
方
を
勉
強
し
て
い
て
い
る
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
意
味
が

わ
か
っ
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
こ
の
う
ん
こ
の
詩
を
書
い
た
作
者
は
、
物

の
ね
う
ち
を
見
た
だ
け
で
き
め
な
い
で
、
人
間
に
と
っ
て
は
役
に
た
た
な
く
て
も
、

ほ
か
の
物
に
と
っ
て
は
、
と
て
も
ね
う
ち
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。（
副

島
大
）

こ
の
感
想
に
よ
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
内
面
の
深
い
と
こ
ろ
で
、「
う
ん
こ
」
に
対
す

る
見
方
の
変
革
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
ね
う
ち
」
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、「
モ

ノ
の
新
し
い
見
方
」
を
発
見
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
ね
う
ち
」
と
は
、
授
業
者
の

提
示
し
た
、「
価
値
」
を
あ
ら
わ
す
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
作
品
の
世
界
の

外
か
ら
取
り
い
れ
ら
れ
た
、
授
業
者
の
こ
と
ば
（
キ
ー
ワ
ー
ド
）
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
、
こ
の
授
業
は
、「
文
芸
教
材
で
、
人
間
観
・
世
界
観
を
育
て
る
」
と
い
う
、
文
芸
研

の
授
業
理
論
を
ふ
ま
え
た
指
導
で
あ
る
（
９
）
。

こ
の
授
業
を
、
ど
う
評
価
す
る
か
。
私
の
企
画
と
し
て
、
山
陰
両
県
の
研
究
者
（
国
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語
科
教
育
学
・
教
育
方
法
学
）
に
よ
る
公
開
の
座
談
会
を
も
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

時
の
授
業
批
評
で
は
、「
う
ん
こ
に
対
す
る
認
識
が
は
っ
き
り
変
わ
っ
た
、
実
に
鮮
や
か

な
授
業
」（
松
崎
正
治
）「
も
の
ご
と
に
は
多
面
的
な
価
値
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
学

ん
だ
授
業
」（
萬
屋
秀
雄
）「
目
標
追
求
型
の
授
業
」（
山
下
政
俊
）「
抽
象
化
と
具
体
化

の
作
業
を
交
互
に
や
っ
て
い
く
授
業
」（
権
藤
誠
剛
）
と
い
っ
た
評
価
で
あ
っ
た
。
い
ず

れ
も
、
こ
の
授
業
の
特
徴
を
的
確
に
と
ら
え
た
批
評
と
い
え
る
。
そ
し
て
、「
教
材
を
教

え
る
」
授
業
で
な
く
、「
教
材
で
教
え
る
」
授
業
と
い
う
点
で
、
と
く
に
高
く
評
価
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
授
業
を
分
析
し
て
い
く
と
、
モ
ノ
の
見
方
・
見
え
方
の
反
転
（
見
直
し
）
と
い

う
受
容
反
応
が
み
ら
れ
る
。
モ
ノ
の
見
方
の
反
転
と
い
う
受
容
反
応
は
、
モ
ノ
型
の
授

業
に
特
有
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
「
う
ん
こ
」
の
授
業
例
を
、
モ
ノ
型
の
受
容

指
導
の
授
業
モ
デ
ル
と
評
価
す
る
理
由
で
あ
る
。

３
　
「
火
事
」「
村
の
人
口
」
の
授
業

次
に
、
同
じ
授
業
者
の
、「
コ
ト
」
型
の
詩
の
授
業
例
（
高
学
年
）
を
取
り
上
げ
る
。

「
火
事
」
と
い
う
詩
の
授
業
（
小
学
校
六
年
）
で
あ
る
。
私
自
身
、
こ
の
授
業
に
は
、
共

同
研
究
者
と
し
て
参
加
し
て
い
た
。
教
材
は
、
次
の
作
品
で
あ
っ
た
（
詩
集
『
人
間
の

う
た
』
一
九
七
五
）。

火
事
　
　
　
　
ま
ど
・
み
ち
お

き
の
う
の
火
事
が
出
て
い
る
わ

と
　
マ
マ
が
声
に
出
し
て
新
聞
を
読
ん
だ

六
日
朝
五
時
　
中
町
三
ノ
六

会
社
員
吉
田
一
夫
さ
ん
宅
か
ら
出
火

二
か
い
だ
て
　
一
む
ね
　
ぜ
ん
し
ょ
う

さ
い
わ
い
に
死
人
は
出
な
か
っ
た
が

一
夫
さ
ん
の
長
男
　
小
学
一
年
生
の

は
じ
め
君
が
逃
げ
お
く
れ
て
軽
い
け
が

原
因
は
目
下
も
っ
か

取
し
ら
べ
中

日
本
に
新
聞
が
で
き
て
か
ら
　
な
ん
億
回

こ
ん
な
火
事
の
記
事
が
出
た
の
だ
ろ
う

世
界
中
で
は
　
な
ん
兆
回
か
も
し
れ
な
い

そ
し
て
一
回
で
も

出
た
こ
と
が
　
あ
る
の
だ
ろ
う
か

そ
の
火
事
で
死
ん
だ
ネ
ズ
ミ
た
ち
の
こ
と
が
…

そ
の
ネ
ズ
ミ
に
つ
い
て
暮
し
て
い
た

ノ
ミ
の
親
子
の
こ
と
が
…
　

こ
の
作
品
も
典
型
的
な
存
在
型
の
詩
で
あ
っ
て
、
同
時
に
、
新
し
い
も
の
の
見
方
や

考
え
方
を
提
示
す
る
思
想
型
の
詩
で
も
あ
る
。
こ
の
教
材
に
は
、
火
事
を
め
ぐ
る
二
つ

の
立
場
が
対
比
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、「
さ
い
わ
い
に
死
人
は
出
な
か
っ
た
」

と
い
う
人
間
の
立
場
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、「
そ
の
火
事
で
死
ん
だ
ネ
ズ
ミ
た
ち
」
や

「
ノ
ミ
の
親
子
」
の
立
場
で
あ
る
。
前
者
は
「
軽
い
け
が
」
で
も
新
聞
に
出
る
の
に
、
後

（
10
）

（
11
）
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者
は
死
ん
で
も
新
聞
に
出
な
い
。
話
者
は
、
こ
の
事
実
に
対
し
て
、
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
、

と
い
う
問
い
を
も
っ
て
い
る
。
問
い
で
終
わ
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
読

者
は
ど
う
答
え
る
か
。
詩
の
世
界
そ
の
も
の
が
、
一
つ
の
問
い
を
提
示
し
て
い
る
タ
イ

プ
の
作
品
で
あ
る
。

子
ど
も
た
ち
（
六
年
生
）
は
、
次
の
よ
う
な
「
は
じ
め
の
感
想
」
を
書
い
て
い
た
。

・
人
間
の
起
こ
し
た
不
注
意
か
ら
火
事
に
な
り
、
ネ
ズ
ミ
た
ち
は
不
幸
な
思
い
を

し
た
と
い
う
の
に
、
人
間
た
ち
は
知
ら
な
い
と
い
う
顔
を
し
て
い
て
、
新
聞
に
な

ぜ
同
じ
よ
う
に
扱
わ
な
い
の
か
な
あ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
何
の
関
心
も
も
た
な

い
の
は
ひ
ど
い
と
思
い
ま
す
。（
加
奈
）

・
人
間
が
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
火
事
か
ら
、
ネ
ズ
ミ
の
命
が
い
く
つ
も
と
ら
れ
て

し
ま
う
。
人
間
は
、
そ
の
こ
と
も
知
ら
ず
、
な
ぜ
平
気
な
顔
を
し
て
い
る
ん
だ
ろ

う
と
思
う
。（
純
奈
）

・
疑
問
な
ん
だ
け
ど
、
そ
の
火
事
で
死
ん
だ
ネ
ズ
ミ
の
家
族
だ
と
か
、
ノ
ミ
の
親

子
っ
て
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
人
間
が
不
注
意
で
起
こ
し
た
こ
と
に
巻
き
こ
ま
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
な
あ
っ
て
思
い
ま
す
。（
文
子
）

・
あ
ま
り
に
も
虫
を
軽
べ
つ
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
形
・
種
類
は
ち
が
う
け
ど
、

同
じ
よ
う
に
生
き
て
い
ま
す
。
み
ん
な
生
き
物
な
ん
だ
か
ら
、
少
し
は
生
き
物
ど

う
し
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
あ
げ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。（
明
裕
）

子
ど
も
た
ち
の
感
想
は
、
い
ず
れ
も
「
な
ぜ
…
」「
ど
う
し
て
…
」
と
い
う
疑
問
を
も

ち
、「
ネ
ズ
ミ
」
や
「
ノ
ミ
」
に
同
情
的
で
、
人
間
に
批
判
的
で
あ
る
。
こ
の
年
代
の
子

ど
も
た
ち
の
常
識
（
慣
習
的
な
見
方
）
を
、
よ
く
表
し
て
い
る
。
話
者
の
疑
問
に
素
直

に
反
応
し
て
い
る
受
容
で
あ
る
。

し
か
し
、
話
者
の
疑
問
に
は
納
得
し
て
い
て
も
、
自
分
自
身
に
向
け
た
問
い
と
は
な

っ
て
い
な
い
。
こ
の
レ
ベ
ル
の
受
容
だ
と
、
単
な
る
同
情
の
読
み
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
教
材
に
内
在
し
て
い
る
、
新
し
い
も
の
の
見
方
の
発
見
に
ど
う
み
ち
び
い
て
い
く

か
、
と
い
う
課
題
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
受
容
レ
ベ
ル
を
、
ど
う
深

め
て
い
く
か
、
と
い
う
指
導
を
必
要
す
る
。

西
郷
の
授
業
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
内
部
に
矛
盾
を
引
き
起
こ
す
た
め
に
、
次
の
よ

う
な
問
い
が
、
く
り
か
え
し
出
さ
れ
て
い
っ
た
。

（「
矛
盾
」
に
誘
う
問
い
）

Ｔ
　
人
間
は
ち
ょ
っ
と
軽
い
け
が
を
し
た
の
が
、
き
ち
ん
と
記
事
に
の
っ
て
い
る

の
に
、
ネ
ズ
ミ
の
方
は
死
ん
だ
の
に
全
然
書
か
れ
て
い
な
い
。
―
や
っ
ぱ
り
書

く
べ
き
だ
と
思
う
人
？

Ｃ
　
（
沈
黙
）

（
中
略
）

Ｔ
　
ど
う
し
て
出
さ
な
い
の
か
な
。
出
し
て
あ
げ
た
方
が
い
い
と
思
う
人
、
手
を

上
げ
て
？

Ｃ
　
（
思
案
し
て
い
る
が
、
挙
手
な
し
）

（
中
略
）

Ｔ
　
ど
う
し
て
記
事
に
出
し
て
は
い
け
な
い
の
？
　
記
事
に
出
し
た
方
が
い
い
と
思

う
人
、
手
を
上
げ
て
？
　

Ｃ
　
（
困
惑
し
き
っ
た
様
子
。
挙
手
は
な
し
）

こ
れ
ら
の
発
問
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
「
は
じ
め
の
感
想
」
は
、
早
く
も
行
き

詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
矛
盾
を
引
き
だ
す
発
問
の
効
果
は
、
大
き
い
。「
は
じ
め
の
感
想
」
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の
段
階
で
は
他
人
事
の
よ
う
な
問
題
が
、
こ
れ
ら
の
発
問
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
問

い
（
問
題
）
に
は
ね
か
え
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。「
沈
黙
」「
思
案
」「
困
惑
」
と
い
っ

た
受
容
反
応
は
、
問
い
の
与
え
た
衝
撃
の
大
き
さ
を
表
し
て
い
る
。

し
ば
ら
く
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
次
の
よ
う
に
発
言
し
は
じ
め
た
。

（「
矛
盾
」
の
自
覚
）

克
哉
　
ネ
ズ
ミ
と
か
ノ
ミ
と
か
は
、
新
聞
を
見
な
い
か
ら
、
だ
か
ら
書
か
な
く
て

も
い
い
。

毅
　
人
間
の
こ
と
は
人
間
が
や
れ
ば
い
い
し
、
虫
は
虫
の
世
界
で
や
っ
た
方
が
い

い
と
思
い
ま
す
。

晶
子
　
人
間
に
害
を
お
よ
ぼ
す
小
さ
な
動
物
の
こ
と
は
、
新
聞
は
、
た
ぶ
ん
ず
っ

と
の
せ
な
い
と
思
い
ま
す
。

華
世
　
本
当
は
、
新
聞
に
出
せ
ば
い
い
の
だ
け
れ
ど
、
人
間
の
世
界
な
ん
だ
か
ら
、

出
し
て
い
け
な
い
こ
と
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
よ
り
も
、
う
…
…
ん
（
困

っ
て
い
る
。）

Ｔ
　
そ
れ
で
何
？

華
世
　
矛
盾
と
い
う
か
…
…

Ｔ
　
ど
ん
な
矛
盾
が
あ
る
の
で
す
か
？

華
世
　
あ
の
、
ネ
ズ
ミ
の
命
は
、
大
切
で
…
…

Ｔ
　
だ
れ
に
と
っ
て
？

華
世
　
ネ
ズ
ミ
に
と
っ
て
。

Ｔ
　
人
間
に
と
っ
て
は
？

華
世
　
別
に
…
。
嫌
わ
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
…

Ｔ
　
だ
か
ら
、
ど
う
な
の
？

華
世
　
嫌
わ
れ
て
い
る
も
の
な
ん
だ
け
ど
、
や
は
り
一
つ
の
命
が
な
く
な
っ
た
の

だ
か
ら
、
新
聞
に
書
く
べ
き
な
ん
だ
け
ど
、
周
囲
の
人
間
の
世
界
と
は
関
係
の

な
い
こ
と
だ
か
ら
、
う
ー
ん
、
矛
盾
し
て
い
ま
す
。

こ
の
段
階
ま
で
く
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
内
面
に
お
い
て
「
矛
盾
」
と
い
う
こ
と
が
、

は
っ
き
り
と
自
覚
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
読
み
は
、「
矛
盾
」
の
前
に

完
全
に
い
き
づ
ま
っ
て
い
た
。
授
業
者
は
、
こ
こ
で
視
点
を
変
え
て
、「
話
者
の
立
場
」

を
問
題
に
し
て
い
く
。
次
の
よ
う
な
授
業
場
面
で
あ
る
。

（「
話
者
」
の
立
場
）

Ｔ
　
今
、
い
ろ
い
ろ
と
聞
い
て
い
ま
す
と
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
（
み
ん
な
か
な
）、

火
事
で
ネ
ズ
ミ
が
死
ん
で
も
、
死
ん
だ
こ
と
を
新
聞
の
記
事
に
す
る
の
は
お
か

し
い
、
気
に
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
意
見
で
し
た
ね
。

じ
ゃ
、
こ
の
人
（
話
者
）
は
、
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

ど
う
い
う
こ
と
を
、
こ
の
人
（
話
者
）
は
主
張
し
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

Ｃ
　
（
数
分
間
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
）

加
奈
　
ネ
ズ
ミ
に
は
ネ
ズ
ミ
の
命
が
あ
っ
て
、
人
間
に
は
人
間
に
と
っ
て
大
事
な

命
が
あ
る
の
に
、
新
聞
に
は
人
間
の
こ
と
し
か
書
い
て
な
く
て
、
や
っ
ぱ
り
自

分
勝
手
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
ネ
ズ
ミ
を
嫌
い
で
も
命
は
命
で
あ
っ
て
、
人

間
は
人
間
の
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
く
て
、
と
て
も
悲
し
く
思
っ
て
。

千
絵
　
人
間
の
不
注
意
の
た
め
に
、
な
く
な
っ
た
ネ
ズ
ミ
た
ち
の
命
の
大
切
さ
を

訴
え
た
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

健
介
　
ネ
ズ
ミ
の
命
も
人
間
の
命
も
同
じ
よ
う
に
尊
い
も
の
な
ん
だ
け
ど
、
ネ
ズ

ミ
の
命
の
場
合
は
、
ち
っ
ち
ゃ
く
て
、
き
た
な
く
て
、
と
っ
て
も
い
や
な
も
の
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と
い
う
、
そ
ん
な
命
み
た
い
な
感
じ
で
、
今
の
人
間
の
す
べ
て
は
、
そ
う
思
っ

て
い
る
か
ら
、
こ
の
作
者
は
、
詩
の
中
で
、
ネ
ズ
ミ
や
ノ
ミ
の
命
も
尊
く
て
、

人
間
の
命
と
変
わ
ら
な
い
と
、
命
の
尊
さ
を
言
っ
て
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

Ｔ
　
こ
の
「
話
者
」
は
、
ネ
ズ
ネ
や
ノ
ミ
の
親
子
の
こ
と
を
、
一
生
懸
命
言
っ
て

い
ま
す
ね
。
今
ま
で
に
君
た
ち
は
、
火
事
に
会
っ
た
と
き
に
、
こ
う
い
う
こ
と

を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
？
　
考
え
た
こ
と
な
い
？

Ｃ
　
（
全
員
沈
黙
）

こ
の
発
言
を
み
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
、
話
者
の
立
場
に
対
し
て
新
し
い
意
味
づ
け

（
価
値
づ
け
）
を
は
じ
め
て
い
る
。「
は
じ
め
の
感
想
」
の
同
情
レ
ベ
ル
と
、
全
く
質
の

異
な
っ
た
問
題
を
考
え
は
じ
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
最
後
の
「
全
員
沈
黙
」
の
意

味
は
、
矛
盾
に
対
し
て
、
重
い
問
い
を
か
か
え
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

こ
の
と
き
、
子
ど
も
た
ち
の
関
心
は
、
命
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
人
間

の
命
と
動
物
た
ち
（
ネ
ズ
ネ
や
ノ
ミ
）
の
命
は
同
じ
な
の
か
、
違
う
の
か
、
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
矛
盾
を
自
覚
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
、
新
た
な
関
心
と
い
え
る
。
こ
こ

で
授
業
者
は
、
授
業
の
視
点
を
「
つ
づ
け
よ
み
」
と
い
う
方
法
に
切
り
換
え
て
い
く
。

実
は
、
こ
の
授
業
（
公
開
授
業
）
に
入
る
前
、
事
前
授
業
と
し
て
、
三
十
分
ほ
ど
、

次
の
二
つ
の
詩
（
前
者
は
詩
集
『
ス
イ
ッ
チ
ョ
の
歌
』
一
九
八
二
、
後
者
は
詩
集
『
し

ゃ
っ
く
り
う
た
』
一
九
八
五
、
所
収
）
が
扱
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
授
業
に
も
、
私
は
立

ち
会
っ
て
い
る
。

村
の
人
口
　
　
　
　
　
　
原
田
直
友

村
の
林
に
ゃ
小
鳥
が
八
十
羽

い
や
い
や
　
お
昼
ご
ろ

ひ
な
が
三
羽
か
え
っ
た
そ
う
だ
か
ら
八
十
三
羽

村
の
小
川
と
池
に
ゃ
魚
が
ち
ょ
う
ど
五
百
ぴ
き

村
の
野
原
と
畑
に
ゃ
も
ぐ
ら
が
六
十
七
ひ
き

そ
れ
に
虫
が
五
万
二
千
と
ん
で
一
ぴ
き

犬
が
四
ひ
き
ね
こ
が
三
び
き

ね
ず
み
が
一
け
ん
に
二
ひ
き
と
し
て
四
十
ぴ
き

村
の
人
は
九
十
六
人

あ
わ
せ
て
村
の
人
口
は

た
だ
今
　
五
万
二
千
七
百
九
十
四

い
い
家
　
　
　
　
　
　
ま
ど
・
み
ち
お

家
が
た
つ
と

す
ぐ
に
カ
が
　
き
て
す
む

ク
モ
も
　
ゴ
キ
ブ
リ
も
　
き
て
す
む

ネ
ズ
ミ
も
　
す
む

ス
ズ
メ
も
　
す
む

さ
っ
さ
と
　
き
て
す
む

み
ん
な
　
じ
ぶ
ん
を

人
間
の
か
ぞ
く
だ
と
思
っ
て
い
る
の
だ

む
ろ
ん
　
家
も

じ
ぶ
ん
の
家
だ
と

（
12
）
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う
で
の
立
つ

二
本
足
の
兄
き
が
　
作
っ
て
く
れ
た

ち
ょ
っ
と
ば
か
り

い
い
家
だ
と

授
業
者
の
意
図
に
よ
る
と
、「
共
生
の
世
界
」
と
い
う
観
点
か
ら
え
ら
ば
れ
た
作
品
で

あ
っ
た
。「
つ
づ
け
よ
み
」
と
は
、
あ
る
観
点
か
ら
、
複
数
の
詩
を
教
材
化
し
て
い
く
方

法
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、「
共
生
の
世
界
」
と
い
う
観
点
か
ら
で
あ
っ
た
。

授
業
で
は
、
こ
の
二
つ
に
、「
火
事
」
を
ふ
く
め
て
、
三
編
の
作
品
に
対
し
て
、
次
の

よ
う
に
問
う
場
面
が
あ
る
。
三
つ
の
詩
の
世
界
を
、「
つ
づ
け
よ
み
」
に
よ
っ
て
「
類
比

す
る
」
と
い
う
、
文
芸
研
の
授
業
理
論
を
生
か
し
た
指
導
場
面
で
あ
る
。

（「
共
生
」
と
い
う
思
想
）

Ｔ
　
こ
の
三
つ
の
詩
全
部
ひ
っ
く
る
め
て
、
み
ん
な
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
？

何
か
似
た
よ
う
な
、
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。

Ｃ
　
（
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
）

Ｔ
　
発
表
し
て
も
ら
お
う
か
な
。

華
世
　
は
い
、
ど
ん
な
小
さ
な
生
き
物
で
も
、
命
が
大
切
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
が

共
通
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

直
樹
　
三
つ
の
詩
の
共
通
点
は
、
生
命
の
大
切
さ
だ
と
思
い
ま
す
。

景
子
　
命
の
大
切
さ
と
、
あ
と
、
小
さ
い
命
で
も
、
大
き
い
命
で
も
同
じ
と
い
う

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

麻
希
子
　
人
間
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
動
物
た
ち
、
虫
た
ち
の
命
を
大
切
に
し

て
欲
し
い
と
い
う
願
い
だ
と
思
い
ま
す
。

克
哉
　
す
べ
て
の
生
物
の
命
が
大
切
だ
と
言
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

文
子
　
人
間
の
命
も
大
切
だ
け
ど
、
そ
う
い
う
ネ
ズ
ミ
た
ち
の
小
さ
な
命
も
大
切

に
し
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
だ
と
思
い
ま
す
。

洋
　
人
間
と
動
物
で
は
、
価
値
が
ち
が
う
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
命
は
同
じ
な
ん

だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

真
樹
子
　
人
間
か
ら
い
え
ば
、
動
物
た
ち
は
小
さ
な
存
在
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

け
ど
、
動
物
の
命
は
人
間
の
命
と
同
じ
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
は
、
同
じ
よ
う
な
考
え
方
を
発
言
し
て
い
る
。
人
間
の
生
命
も
小
さ
な

動
物
た
ち
の
生
命
も
、
同
じ
よ
う
に
大
切
だ
、
と
い
う
意
味
の
発
言
で
あ
る
。「
共
生
の

思
想
」
の
入
り
口
に
立
っ
た
考
え
方
と
み
ら
れ
る
。「
は
じ
め
の
感
想
」
と
く
ら
べ
る
と
、

大
き
な
変
容
の
み
ら
れ
る
受
容
反
応
に
な
っ
て
い
る
。

「
村
の
人
口
」「
い
い
家
」
に
対
す
る
「
は
じ
め
の
感
想
」
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

「
変
わ
っ
た
詩
」「
ふ
し
ぎ
な
詩
」「
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
詩
」
と
い
う
の
が
、
大
方
の
感

想
で
あ
っ
た
。「
火
事
」
の
詩
の
受
容
の
と
き
、
矛
盾
し
た
考
え
方
を
経
験
し
た
子
ど
も

た
ち
は
、
今
度
は
「
つ
づ
け
よ
み
」
に
よ
っ
て
、
一
気
に
「
共
生
の
思
想
」
の
入
口
に

立
っ
た
。
類
似
し
た
テ
ー
マ
の
作
品
を
「
つ
づ
け
よ
み
す
る
」
こ
と
の
効
果
と
み
ら
れ

る
。「

つ
づ
け
よ
み
」
の
三
つ
の
作
品
は
、
い
ず
れ
も
「
人
間
中
心
主
義
を
問
う
」
内
容

の
詩
で
あ
る
。
授
業
者
の
ね
ら
い
も
、「
人
間
中
心
主
義
を
問
う
」
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ

の
「
ね
ら
い
」
ど
お
り
の
展
開
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
授
業
は
、
最
後
に
次
の
よ
う
な
発
言
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
。

（
13
）
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（
ま
と
め
）

Ｔ
　
こ
の
詩
は
、「
問
い
」
を
考
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
ま
た
、

考
え
る
べ
き
な
ん
で
す
。
だ
け
ど
、
答
え
は
で
て
い
な
い
、
こ
の
詩
の
中
に
は
。

詩
と
い
う
も
の
は
、
み
ん
な
の
心
の
中
に
、「
問
い
」
を
投
げ
か
け
る
の
で
す
。
そ

う
い
う
「
問
い
」
に
、
た
と
え
ば
、
科
学
が
答
え
る
こ
と
が
あ
る
。
今
は
な
し
た

中
村
桂
子
さ
ん
の
文
章
（「
三
十
五
億
年
の
生
命
」）、
ぜ
ひ
、
受
け
持
ち
の
先
生
と

い
っ
し
ょ
に
、
夏
休
み
が
終
っ
た
ら
、
そ
の
本
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
授
業
は
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
構
想
の
も
と
に
展
開
さ
れ
て

い
た
。「
人
間
中
心
主
義
を
問
う
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
も
と
づ
き
、
中
心
教
材
「
火
事
」

に
よ
っ
て
、「
命
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
引
き
だ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
、

「
村
の
人
口
」「
い
い
家
」
を
く
わ
え
た
「
つ
づ
け
よ
み
」
に
よ
っ
て
、
改
め
て
「
人
間

中
心
主
義
を
問
う
」
と
い
う
授
業
展
開
で
あ
る
。「
文
学
は
問
い
で
あ
る
」
こ
と
を
、
子

ど
も
た
ち
に
つ
よ
く
印
象
づ
け
る
授
業
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
人
間
と
、
人
間
以
外
の

動
物
た
ち
に
よ
っ
て
、
世
界
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
「
共
生
の

思
想
」
に
対
し
て
、
詩
の
世
界
か
ら
追
求
し
て
い
く
授
業
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、

人
間
と
人
間
以
外
の
動
物
た
ち
の
「
存
在
感
」
を
追
求
し
な
が
ら
、「
思
想
」
の
レ
ベ
ル

ま
で
高
め
て
い
っ
た
授
業
で
あ
る
。「
存
在
」
型
（「
コ
ト
」
型
）
の
授
業
で
あ
り
つ
つ
、

同
時
に
、「
新
し
い
考
え
方
と
出
会
う
」
と
い
う
「
思
想
」
型
の
授
業
に
も
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
授
業
は
、
あ
と
の
授
業
を
め
ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、「
問
い
が
問
い
を

生
む
授
業
」（
上
西
信
夫
）「
深
く
考
え
さ
せ
る
授
業
」（
沢
田
俊
則
）「
人
間
中
心
の
世

界
観
を
ゆ
さ
ぶ
る
」（
野
沢
正
美
）「
子
ど
も
の
認
識
が
変
わ
る
授
業
」（
麻
生
信
子
）
と

い
っ
た
評
価
を
受
け
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
的
確
な
評
価
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
火
事
」

と
い
う
コ
ト
型
の
詩
教
材
に
、
矛
盾
と
い
う
思
考
方
法
（
考
え
方
）
を
導
入
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
慣
習
的
な
見
方
を
変
容
せ
し
め
て
い
っ
た
、
す
ぐ
れ
た
実

践
例
で
あ
る
。
コ
ト
型
の
授
業
モ
デ
ル
と
み
る
理
由
で
あ
る
。

研
究
の
ま
と
め

本
稿
で
は
、「
存
在
」
型
の
授
業
モ
デ
ル
と
し
て
、
文
芸
研
の
三
つ
の
受
容
指
導
例

（
低
・
中
・
高
学
年
か
ら
一
つ
ず
つ
）
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
き
た
。

取
り
上
げ
た
詩
教
材
は
、
い
ず
れ
も
、
モ
ノ
・
コ
ト
の
存
在
感
を
テ
ー
マ
と
し
て
い

た
。
詩
の
題
材
は
、
目
立
た
な
い
モ
ノ
（
こ
ゆ
び
）、
き
た
な
い
モ
ノ
（
う
ん
こ
）、
い

や
な
コ
ト
（
火
事
）
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
慣
習
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、

い
ず
れ
も
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
の
モ
ノ
・
コ
ト
で
あ
る
。
そ
の
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー

ジ
が
、
詩
の
世
界
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
プ
ラ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
に
転
換
し
て
い
た
。
存

在
型
の
詩
教
材
の
特
徴
と
い
え
る
。
取
り
上
げ
た
実
践
例
は
、
い
ず
れ
も
、
そ
の
イ
メ

ー
ジ
上
の
転
換
を
、
的
確
に
と
ら
え
て
い
た
。

ま
た
、
取
り
上
げ
た
実
践
例
は
、
受
容
指
導
の
方
法
と
し
て
、
類
比
、
対
比
（「
こ
ゆ

び
」）、
反
転
（「
火
事
」）、
矛
盾
（「
火
事
」「
村
の
人
口
」「
い
い
家
」）
と
い
う
、
詩
の

方
法
（
と
ら
え
方
）
を
使
っ
て
い
た
。
こ
の
点
も
、
共
通
し
て
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
っ

た
。
存
在
型
の
教
材
に
対
し
て
、
表
現
内
容
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
方
法
を

生
か
し
た
受
容
指
導
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
私
は
、
こ
の
点
に
、
と
く
に
注
目
し
て
い

る
。
詩
の
受
容
指
導
は
、
同
時
に
、
詩
の
方
法
の
指
導
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。

詩
の
授
業
モ
デ
ル
の
研
究
は
、
個
別
の
実
践
を
取
り
あ
げ
な
が
ら
、
個
別
の
実
践
を

こ
え
て
普
遍
性
を
も
つ
必
要
が
あ
る
。
存
在
型
の
詩
教
材
は
、
小
学
校
・
中
学
校
で
は

た
い
へ
ん
多
い
タ
イ
プ
の
詩
教
材
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
で
取
り
あ
げ
た
モ
ノ
型
の

（
14
）
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授
業
例
、
コ
ト
型
の
授
業
例
は
、
い
ず
れ
も
、
存
在
型
の
特
徴
を
生
か
し
き
っ
た
実
践

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
型
の
詩
の
受
容
指
導
の
、
発
展
的
・
応
用
的
な
授
業
モ

デ
ル
に
な
っ
た
、
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
モ
ノ
・
コ
ト
型
の
詩
の
典
型
的
な

受
容
指
導
例
で
あ
っ
た
。

〔
注
〕

（
１
）
西
郷
竹
彦
「『
こ
ゆ
び
』
の
授
業
」『
西
郷
竹
彦
授
業
記
録
集
５
　
詩
の
授
業
』
明
治
図
書

一
九
九
一
、
所
収
。
児
童
は
福
岡
県
三
井
郡
大
城
小
学
校
１
年
生
、
一
九
九
〇
年
一
一
月
八

日
に
行
わ
れ
た
。
記
録
は
、
同
校
の
畠
中
正
奇
に
よ
る
。

（
２
）
学
級
担
任
の
高
宮
茂
美
は
、
以
下
の
よ
う
な
感
想
を
述
べ
て
い
る
。「
い
つ
の
ま
に
か
、
子

ど
も
た
ち
は
、
西
郷
先
生
の
ペ
ー
ス
に
の
っ
て
、
詩
の
授
業
の
う
ま
さ
に
感
心
し
ま
し
た
。

詩
の
学
習
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
初
め
て
な
の
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち
は
抵
抗
な
く
す
ん
な

り
と
学
習
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
／
こ
れ
ま
で
の
学
習
で
、『
く
り
か
え
し
』
の
見

方
・
考
え
方
に
あ
る
程
度
は
ふ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
『
こ
ゆ
び
』
の
詩
で
わ
か
り
や
す

く
復
習
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
ま
た
、
一
年
生
で
も
、
一
連
、
二
連
、

三
連
の
対
比
を
、
子
ど
も
た
ち
自
身
で
気
づ
い
て
い
く
よ
う
な
、
わ
か
り
や
す
い
展
開
が
な

さ
れ
る
こ
と
に
、
た
だ
た
だ
感
心
す
る
ば
か
り
で
し
た
。
／
参
観
者
の
私
自
身
が
、
子
ど
も

た
ち
と
一
緒
に
、
こ
の
『
こ
ゆ
び
』
の
詩
を
お
も
し
ろ
く
楽
し
く
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。」（
同
上
　
六
一
頁
）。

（
３
）「
初
等
国
語
」
一
九
九
〇
年
・
前
期
。
生
徒
は
、
島
根
大
学
教
育
学
部
一
回
生
。

（
４
）「
こ
ゆ
び
」
の
小
学
生
と
大
学
生
の
受
容
反
応
の
違
い
に
つ
い
て
、
西
郷
竹
彦
は
、
私
と
の

対
談
の
中
で
、「
な
る
ほ
ど
、
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
一
年
生
、
二
年
生
の
子
ど
も
は
『
こ

ゆ
び
』
と
自
分
を
同
一
視
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
自
分
は
お
兄
ち
ゃ
ん
、
お
姉
ち
ゃ

ん
で
、
こ
ゆ
び
は
赤
ち
ゃ
ん
と
い
う
ふ
う
に
、
自
分
よ
り
小
さ
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
だ

か
ら
、
か
わ
い
そ
う
と
い
う
気
持
ち
が
強
く
出
て
く
る
。『
で
も
、
ゆ
び
き
り
げ
ん
ま
ん
で

き
て
よ
か
っ
た
ね
』
と
い
う
感
じ
で
。
／
（
大
学
生
は
）
そ
れ
だ
け
典
型
化
が
で
き
て
い
る

わ
け
で
す
。」
と
、
述
べ
て
い
る
（
足
立
悦
男
・
西
郷
竹
彦
「
対
談
・
感
動
を
支
え
る
確
か

で
深
い
読
み
」『
文
芸
教
育
　
70
』
明
治
図
書
　
一
九
九
五
　
三
四
頁
）。

（
５
）
西
郷
竹
彦
「
谷
川
俊
太
郎
『
う
ん
こ
』
の
授
業
」『
文
芸
教
育
　
57
』
明
治
図
書
　
一
九
九

一
所
収
。
一
九
九
〇
年
十
二
月
十
五
日
、
島
根
県
浜
田
市
立
原
井
小
学
校
四
年
生
の
授
業
で

あ
り
、
担
任
の
佐
貫
弘
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
。

（
６
）「
う
ん
こ
」（
谷
川
俊
太
郎
）
は
、
詩
集
『
ど
き
ん
』
理
論
社
　
一
九
八
三
、
所
収
。『
新
訂

文
学
読
本
　
は
ぐ
る
ま
』
第
１
巻
、
部
落
問
題
研
究
所
　
一
九
九
〇
、
に
採
録
さ
れ
て
い

る
。

（
７
）
伊
藤
隆
司
「
谷
川
俊
太
郎
作
『
う
ん
こ
』」『
新
訂
文
学
読
本
　
は
ぐ
る
ま
指
導
の
手
引
』
部

落
問
題
研
究
所
　
一
九
九
〇
　
四
一
頁
。

（
８
）
文
芸
研
の
授
業
方
法
は
、
導
入
の
段
階
（
だ
ん
ど
り
）、
展
開
の
段
階
（
た
し
か
め
よ
み
・

ま
と
め
よ
み
）、
整
理
の
段
階
（
ま
と
め
）、
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
詩
の
授
業
の
場
合
、

「
た
し
か
め
よ
み
」
は
、
展
開
法
と
層
序
法
と
い
う
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
展
開
法
と
は
、

筋
の
展
開
に
そ
っ
て
読
み
深
め
て
い
く
方
法
で
あ
る
。
層
序
法
と
は
、
作
品
全
体
を
見
渡
し

て
読
み
深
め
て
い
く
方
法
で
あ
る
。（
西
郷
竹
彦
「
詩
の
授
業
の
教
授
＝
学
習
過
程
」『
詩
の

授
業
―
理
論
と
方
法
』
明
治
図
書
　
一
九
八
一
　
二
二
五
頁
。）

（
９
）「
う
ん
こ
」
の
授
業
記
録
は
、「
人
間
観
・
世
界
観
を
育
て
る
」
と
い
う
特
集
に
入
っ
て
い
る

（『
文
芸
教
育
　
57
』
明
治
図
書
　
一
九
九
一
）。
巻
頭
論
文
で
西
郷
竹
彦
は
、「『
人
間
観
・

世
界
観
を
育
て
る
』
と
い
う
と
、
何
か
特
殊
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
教
育
を
主
張
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
誤
解
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
に
中
傷
す
る
む
き
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ

れ
は
、
高
校
・
大
学
以
上
で
こ
そ
必
要
で
あ
れ
、
小
学
校
・
中
学
校
で
は
早
す
ぎ
て
、
難
し

い
の
で
は
な
い
か
と
危
ぶ
む
向
き
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
人
間
観
・
世
界
観
を
育
て
る
と
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い
う
こ
と
は
、
幼
児
・
小
学
生
か
ら
可
能
で
あ
り
、
ま
た
何
よ
り
も
必
要
な
こ
と
な
の
で
す
。

ま
た
、
こ
れ
は
、
人
間
と
し
て
生
き
る
以
上
、
何
人
に
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で

す
」
と
、
述
べ
て
い
る
（「
共
生
の
思
想
ー
人
間
観
・
世
界
観
を
育
て
る
」
同
　
五
頁
）。
な

お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、『
国
語
の
手
帳
11
』
明
治
図
書
　
一
九
八
七
、『
国
語
の
手
帳

18
』
明
治
図
書
　
一
九
八
八
、『
国
語
の
手
帳
　
25
』
明
治
図
書
　
一
九
八
九
、『
文
芸
教
育

57
』
明
治
図
書
　
一
九
九
一
、
に
特
集
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
足
立
悦
男
「
国
語
科
で
人
間

観
・
世
界
観
を
ど
う
育
て
る
か
」『
研
究
・
文
芸
研
の
授
業
』
明
治
図
書
　
一
九
九
三
、
を

参
照
。

（
10
）『
文
芸
教
育
　
57
』
明
治
図
書
　
一
九
九
一
、
に
収
録
。
出
席
者
は
、
足
立
悦
男
（
島
根
大

学
）
・
権
藤
誠
剛
（
島
根
大
学
）
・
松
崎
正
治
（
鳥
取
大
学
）
・
山
下
政
俊
（
島
根
大

学
）
・
萬
屋
秀
雄
（
鳥
取
大
学
）
・
佐
貫
弘
（
担
任
・
浜
田
市
立
原
井
小
学
校
）
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
松
崎
は
、「
私
は
、
子
ど
も
の
変
わ
り
よ
う
が
印
象
的
で
し
た
。
初
め
の
こ
ろ
、

『
う
ん
こ
』
と
い
う
言
葉
が
出
た
と
き
、
子
ど
も
た
ち
は
エ
エ
ッ
と
い
う
よ
う
な
反
応
だ
っ

た
。
そ
れ
が
授
業
の
途
中
こ
ろ
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
恥
ず
か
し
さ
と
か
照
れ
と
か
が
薄
ら
い

で
い
き
ま
し
た
ね
。
授
業
の
終
り
こ
ろ
に
な
る
と
、
う
ん
こ
は
人
間
や
生
き
物
に
と
っ
て
大

事
な
も
の
な
ん
だ
、
と
い
う
認
識
に
変
わ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
大
事
な
こ
と
を
今

み
ん
な
で
考
え
て
い
る
ん
だ
な
あ
、
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
た
と
き
に
、
子
ど
も
た
ち
の
表
情

が
す
っ
か
り
明
る
く
な
っ
て
い
っ
た
で
す
ね
。
う
ん
こ
に
対
す
る
認
識
が
は
っ
き
り
と
変
わ

っ
た
か
ら
だ
と
思
う
ん
で
す
。」
と
述
べ
て
い
る
（
三
〇
頁
）。
ま
た
、
萬
屋
は
、「
教
材
に

『
う
ん
こ
』
と
い
う
詩
を
も
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
に
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
今
ま
で
、
こ

う
い
っ
た
題
材
を
扱
っ
た
詩
の
授
業
と
い
う
の
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
子
ど
も
た
ち
が
学
ん

だ
こ
と
は
、『
も
の
ご
と
を
多
面
的
に
見
る
』
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
思
う
。
う
ん
こ
を
き

た
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
う
ん
こ
の
価
値
を
発
見
し
て
い
く
こ
と
で
、
多
面
的

な
見
方
が
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
詩
で
こ
こ
ま
で
深
め
ら
れ
た
と
い

う
の
が
、
私
に
と
っ
て
驚
き
で
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
三
一
頁
）。

（
11
）「
火
事
」
の
授
業
は
、
札
幌
市
清
田
南
小
学
校
六
年
生
を
対
象
に
、
一
九
九
一
年
八
月
三
日

に
行
わ
れ
た
。
文
芸
研
全
国
研
究
大
会
の
提
案
授
業
で
あ
っ
た
。『
文
芸
教
育
　
64
』
明
治

図
書
　
一
九
九
三
、
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
報
告
者
は
、
学
級
担
任
の
佐
藤
修
一
で
あ
る
。

（
12
）
こ
の
授
業
は
、
学
級
担
任
と
私
と
鶴
田
清
司
（
都
留
文
科
大
学
）
の
三
人
が
参
観
し
た
。
あ

と
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
私
は
、
こ
の
授
業
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

「
今
日
の
午
前
中
に
、
西
郷
先
生
は
、
こ
の
子
ど
も
た
ち
に
三
十
分
ほ
ど
授
業
さ
れ
て
い
ま

す
。『
村
の
人
口
』
と
『
い
い
家
』
と
い
う
詩
の
『
つ
づ
け
よ
み
』
で
す
。『
村
の
人
口
』
の

方
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち
の
感
想
で
は
、『
不
思
議
だ
』『
変
だ
』『
よ
く
わ
か
ら
な
い
』
と

か
、『
お
も
し
ろ
い
』『
変
わ
っ
た
詩
だ
な
あ
』
と
い
う
声
が
た
く
さ
ん
出
ま
し
た
。
西
郷
先

生
は
、『
こ
れ
、
お
か
し
い
か
な
、
お
か
し
く
な
い
か
な
』
と
聞
か
れ
ま
し
た
。
す
る
と
子

ど
も
た
ち
は
、『
お
か
し
い
』『
お
か
し
く
な
い
』
と
、
ほ
ぼ
半
々
に
分
か
れ
ま
し
た
。
ど
ち

ら
が
良
い
と
か
悪
い
と
か
で
な
く
、
意
見
が
分
か
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
こ
の
詩
は
終
わ

っ
た
の
で
す
。
も
う
一
つ
の
『
い
い
家
』
の
方
で
は
、
第
二
連
に
『
み
ん
な
じ
ぶ
ん
を
／
人

間
の
か
ぞ
く
だ
と
思
っ
て
い
る
の
だ
』
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
が
、
西
郷
先
生
は

『
み
ん
な
は
ゴ
キ
ブ
リ
を
か
ぞ
く
だ
と
思
っ
て
い
る
か
な
。
思
わ
な
い
か
な
。』
と
聞
か
れ
ま

し
た
。
か
ぞ
く
だ
と
思
う
子
は
ほ
ん
の
数
人
。
ほ
と
ん
ど
の
子
は
、
こ
う
書
い
て
あ
っ
て
も
、

『
か
ぞ
く
と
は
思
わ
な
い
』
と
答
え
て
い
ま
し
た
。
思
う
と
言
う
子
に
は
、
こ
う
聞
か
れ
て

い
ま
す
。『
君
た
ち
は
友
達
が
遊
び
に
来
て
、
か
ぞ
く
を
紹
介
す
る
時
、
こ
れ
は
ゴ
キ
ブ
リ

の
何
々
だ
と
言
う
か
な
』。
子
ど
も
た
ち
は
、
口
々
に
『
言
わ
な
い
』
と
答
え
ま
し
た
。
自

己
矛
盾
に
陥
っ
た
感
じ
で
す
。
そ
の
後
、
こ
の
『
火
事
』
の
詩
の
授
業
に
入
っ
た
、
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。」（「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
『
火
事
』
の
授
業
は
何
を
提
起
し
て
い
る
か
」

（『
文
芸
教
育
　
64
』
明
治
図
書
　
一
九
九
三
　
八
一
頁
）。

（
13
）
こ
の
授
業
に
先
立
ち
、
西
郷
は
、
授
業
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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「
な
ぜ
、
そ
う
い
う
の
は
（
ネ
ズ
ミ
や
ノ
ミ
の
親
子
の
死
）、
ニ
ュ
ー
ス
に
な
ら
な
い
の
か
、

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
常
識
だ
。
で
も
、
そ
の
常
識
は
ど
こ
か
ら
き
た
か
、
こ
の
社
会
は
結
局
人

間
中
心
主
義
と
い
う
も
の
が
常
識
化
さ
れ
た
か
ら
だ
。
さ
て
、
そ
の
常
識
を
つ
く
っ
た
も
の

は
何
か
、
そ
の
思
想
の
根
底
を
も
う
一
度
問
い
直
し
て
み
る
。
と
い
う
ふ
う
に
私
は
授
業
し

て
い
き
た
い
の
で
す
。」（
西
郷
竹
彦
「
人
間
観
・
世
界
観
を
ど
う
育
て
る
か
」『
自
然
と
人

間
』
明
治
図
書
　
一
九
九
二
　
一
五
六
頁
）

（
14
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「『
火
事
』
の
授
業
は
何
を
提
起
し
て
い
る
か
」『
文
芸
教
育
　
64
』
明
治
図

書
　
一
九
九
三
、
所
収
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
参
加
者
は
、
足
立
悦
男
（
司
会
）
・
西
郷
竹
彦

（
授
業
者
）
・
上
西
信
夫
・
沢
田
俊
則
・
野
沢
正
美
・
佐
藤
修
一
。


