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（

終
講
義
）
私
の
国
語
教
育
の
歩
み
―
詩
教
育
を
中
心
に 

  

足 

立 

悦 

男 

  

は
じ
め
に 

  

国
文
学
会
に
は
、
国
語
研
究
室
の
卒
業
生
の
皆
さ
ん
、
在
校
生

の
皆
さ
ん
が
お
集
ま
り
で
す
の
で
、
今
ま
で
あ
ま
り
お
話
し
す
る

こ
と
の
な
か
っ
た
、
私
自
身
の
国
語
教
育
の
歩
み
を
、
詩
教
育
を

中
心
に
ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。 

  

一 

現
代
詩
の
授
業 

  

『
中
学
・
高
校 

現
代
詩
の
授
業
』
（
文
化
評
論
出
版 

一
九

七
八
）
は
、
私
の
二
〇
歳
代
の
授
業
記
録
集
で
す
。
当
時
、
中

学
・
高
校
で
個
人
の
詩
の
授
業
記
録
は
た
ぶ
ん
初
め
て
で
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
現
代
詩
の
授
業
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
い
ろ
ん
な
反
響
が
あ
り
ま
し
た
。
私
の
教
材
化
し
た
現
代
詩

で
授
業
し
て
そ
の
記
録
を
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
方
も
あ
り
ま
す
し
、

後
に
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
詩
も
あ
り
ま
す
。 

 

当
時
の
授
業
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
み
ま
す
。
「
地
下
鉄
」

の
授
業
（
中
学
一
年
）
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
の
中
で

も
一
番
話
題
に
な
っ
た
も
の
で
、
現
代
詩
の
授
業
の
面
白
さ
を
多

く
の
先
生
方
に
知
っ
て
い
た
だ
い
た
授
業
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

私
の
授
業
論
で
い
い
ま
す
と
、
「
詩
と
出
会
い
な
が
ら
」
と
い
う

授
業
方
法
で
す
。 

  
 

（ 
 
 
 
 

） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

坂
本
越
郎 

  

私
は
毎
日
棺
に
入
る 

 
見
知
ら
ぬ
人
と
い
っ
し
ょ
に 

  

私
は
あ
わ
た
だ
し
く
釘
を
う
つ 

 

自
分
の
棺
に 
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そ
う
し
て 

都
会
の
方
へ 

 

生
き
埋
め
に
さ
れ
に
行
く 

  

こ
の
詩
の
題
名
を
伏
せ
て
お
い
て
、
題
名
を
当
て
る
と
い
う
授

業
で
す
。
一
行
ず
つ
板
書
し
て
、
み
ん
な
で
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
変

化
を
楽
し
み
ま
す
。
一
連
の
一
行
を
板
書
す
る
と
、
何
か
こ
わ
い
、

ド
ラ
キ
ュ
ラ
み
た
い
、
棺
桶
を
風
呂
代
わ
り
に
使
っ
て
い
る
人
、

棺
桶
屋
の
人
（
背
丈
を
測
る
た
め
に
入
っ
て
い
る
）
な
ど
、
い
ろ

ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
で
て
笑
い
を
誘
い
ま
し
た
。
「
入
っ
て
み
た
い

人
？
」
と
聞
く
と
、
一
人
も
い
な
い
。
い
ろ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
で

る
の
は
、
な
ぜ
だ
と
思
う
、
と
聞
く
と
、
「
毎
日
」
と
い
う
言
葉

が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
読
者
の
違
和
感
を
生
み
出
す
言
葉
で
す
。 

 

二
行
目
を
板
書
す
る
と
、
え
え
っ
、
と
い
う
反
応
に
な
っ
た
。

あ
り
え
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
、
と
い
う
驚
き
で
あ
る
。
つ

づ
い
て
、
二
連
、
三
連
と
板
書
し
、
詩
の
全
体
が
見
え
る
よ
う
に

な
る
と
、
生
徒
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
は
あ
る
方
向
性
を
持
つ
よ
う
に

な
り
ま
す
。 

 

そ
こ
で
、
題
名
当
て
ク
イ
ズ
に
な
る
と
、
車
、
タ
ク
シ
ー
、
通

勤
、
バ
ス
、
電
車
…
…
と
出
て
、
誰
か
が
「
地
下
鉄
」
と
叫
ん
だ
。 

題
名
に
地
下
鉄
を
入
れ
て
一
連
ず
つ
読
ん
で
い
く
と
、
今
度
は
す

っ
き
り
と
理
解
で
き
ま
す
。
都
会
の
郊
外
の
地
下
鉄
は
地
上
か
ら

地
下
に
潜
っ
て
い
く
。
毎
日
の
地
下
鉄
通
勤
の
大
変
さ
を
「
棺
」

に
た
と
え
た
詩
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

こ
の
授
業
に
は
、
詩
の
イ
メ
ー
ジ
の
多
様
性
、
相
関
性
と
い
う

こ
と
を
体
験
的
に
理
解
さ
せ
る
、
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
り
ま
し
た
。

詩
の
イ
メ
ー
ジ
は

初
の
方
で
は
多
様
に
出
て
く
る
が
、
終
わ
り

に
な
っ
て
い
く
と
、
イ
メ
ー
ジ
相
互
の
相
関
性
か
ら
、
題
名
に
向

か
っ
て
絞
ら
れ
て
い
く
、
と
い
う
詩
の
構
造
の
学
習
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
一
つ
の
詩
を
扱
う
と
き
も
あ
り
ま
す
が
、
複
数
の

詩
を
同
時
に
教
材
化
し
、
そ
の
中
か
ら
気
に
入
っ
た
詩
を
選
ん
だ

生
徒
で
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
詩
の
意
味
を
追
究
す
る
、
と
い
う
授

業
も
あ
り
ま
す
。
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
授
業
と
名
付
け
た
詩
の
授
業

方
法
で
す
。
こ
の
方
法
で
、
高
校
で
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う

な
現
代
詩
を
教
材
化
し
て
い
ま
す
（
高
校
二
年
）
。 

  
 

か
く
れ
ん
ぼ 

 
 
 
 

嶋
岡 

晨 

  

木
の
中
へ 

女
の
子
が
入
っ
て
し
ま
っ
た 

 

水
た
ま
り
の
中
へ 

雲
が
入
っ
て
し
ま
う
よ
う
に 

 

出
て
き
て
も 

そ
れ
は
も
う
べ
つ
の
女
の
子
だ 

 

も
と
の
女
の
子
は
そ
の
木
の
中
で 

 

い
つ
ま
で
も
鬼
を
ま
っ
て
い
る
。 

  

女
子
生
徒
に
人
気
の
あ
っ
た
詩
で
す
。
こ
の
詩
を
選
ん
だ
生
徒

た
ち
は
、
次
の
よ
う
に
読
ん
で
い
き
ま
し
た
。
イ
ン
ベ
ー
ダ
ー
み

た
い
。
た
だ
の
か
く
れ
ん
ぼ
で
は
な
い
。
鬼
っ
て
何
だ
ろ
う
か
。

木
の
中
に
い
た
い
自
分
と
出
た
く
な
い
自
分
が
い
る
。
木
の
中
の

女
の
子
は
清
純
な
ま
ま
で
、
出
て
い
っ
た
女
の
子
は
成
長
、
な
ど
。 

 

生
徒
た
ち
は
、
出
て
行
っ
た
女
の
子
に
成
長
を
読
み
取
っ
て
い

き
ま
す
が
、
木
の
中
で
鬼
を
待
っ
て
い
る
女
の
子
に
、
出
て
い
っ



－17－ 

た
女
の
子
の
残
し
て
い
っ
た
純
真
な
も
の
を
み
て
好
感
を
も
つ
よ

う
に
な
り
ま
す
。
木
の
中
の
女
の
子
の
待
っ
て
い
る
鬼
と
は
何
か

も
話
題
と
な
っ
た
が
、
怖
い
鬼
で
は
な
く
て
、
女
の
子
に
と
っ
て
、

と
て
も
頼
り
に
な
る
鬼
で
、
自
分
に
も
こ
ん
な
人
が
い
た
ら
い
い

な
、
と
い
う
生
徒
の
意
見
は
共
感
を
呼
び
ま
し
た
。
女
の
子
に
と

っ
て
成
長
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
作
品

で
す
。 

  
 

ふ
と 

 
 
 
 
 

藤
富
保
男 

  

ぼ
く
は
時
々
ベ
ン
チ
に
坐
っ
て
考
え
込
む 

 

あ
の
こ
と 

を 

  

ぼ
く
は 

そ
の
時
い
つ
も 

 

ぼ 

と 

く 

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る 

 

ぼ 

 

が
坐
っ
て
い
て 

 

く 

 

が
立
っ
て
い
て 

 

二
人
で
口
を
開
け
て
月
を
見
て
い
る
こ
と
が
あ
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
以
下
、
略
） 

  

男
子
生
徒
に
人
気
の
あ
っ
た
詩
で
す
。
「
あ
の
こ
と
」
と
は
何

か
、
そ
こ
に
読
み
の
多
様
性
が
う
ま
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
「
ぼ

く
」
が
「
ぼ
」
と
「
く
」
に
な
る
と
こ
ろ
で
驚
き
、
生
徒
た
ち
の

イ
メ
ー
ジ
は
多
様
に
自
由
に
展
開
し
、
お
も
し
ろ
い
授
業
に
な
り

ま
し
た
。
「
ぼ
」
と
「
く
」
は
「
ぼ
く
」
の
分
身
で
、
「
ぼ
」
が

勉
強
し
て
い
る
と
き
、
「
く
」
は
遊
べ
る
、
と
か
、
二
人
に
な
る

と
不
安
だ
な
ど
、
結
局
は
自
分
と
は
何
か
、
と
い
う
話
題
に
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。 

 

「
か
く
れ
ん
ぼ
」
も
「
ふ
と
」
と
い
う
詩
も
、
現
代
詩
の
方
法

に
よ
っ
て
、
自
分
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
読
者
を
導
い
て
い
く

よ
う
な
作
品
な
の
で
、
教
材
に
向
い
て
い
ま
す
。 

 

私
の
現
代
詩
の
授
業
で
は
、
そ
の
他
、
以
下
の
よ
う
な
作
品
を

教
材
に
し
ま
し
た
。
中
学
校
で
は
「
鏡
」（高
野
喜
久
雄
）
「
彼
ら

笑
う
」（石
川
逸
子
）
谷
川
俊
太
郎
の
詩
、
み
つ
は
し
ち
か
こ
の
詩

画
集
、
井
上
陽
水
の
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
ン
グ
な
ど
の
授
業
。
高
校
で

は
「
伝
説
」（会
田
綱
雄
）
「I 

was 
born

」（吉
野
弘
）
「
愛
の

招
待
」
（
安
水
稔
和
）
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
（
嶋
岡
晨
）
「
戦
争
ご
っ

ご
」（加
藤
八
千
代
）
「
墓
」（宗
左
近
）
な
ど
の
授
業
で
す
。 

  

当
時
、
な
ぜ
、
現
代
詩
な
の
で
す
か
、
と
い
う
質
問
を
よ
く
受

け
ま
し
た
。
そ
れ
に
は
私
が
「
測
量
船
」
事
件
と
大
げ
さ
に
よ
ん

で
い
る
、
あ
る
出
来
事
が
あ
り
ま
す
。
教
師
の
一
年
目
、
教
科
書

の
詩
の
単
元
は
「
測
量
船
」
（
三
好
達
治
）
の
四
編
（
春
の
岬
、

乳
母
車
、
雪
、
甃
の
う
へ
）
で
し
た
。
有
名
な
詩
集
の
有
名
な
詩

で
す
が
、
私
に
は
ど
こ
か
教
材
と
し
て
の
違
和
感
が
あ
り
ま
し
た
。

指
導
書
に
は
作
者
の
く
わ
し
い
紹
介
と
、
一
語
一
句
の
く
わ
し
い

解
説
が
あ
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
近
代
文
学
の
専
門
の
方
が
書
か

れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
多
く
の
教
室
で
は
、
こ
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の
指
導
書
ど
お
り
に
詩
の
解
説
が
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
こ
に
は
、
私
の
読
み
や
生
徒
の
読
み
の
介
在
す
る
余
地
が

ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
当
時
の
教
科
書
は
近
代
詩
の
有
名
な
作

品
が
多
く
載
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
頃
の
中
学
・
高
校
の
詩

の
授
業
は
、
指
導
書
の
解
説
的
な
授
業
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
私
は
、
詩
の
授
業
を
現
代
詩
中
心
に

切
り
替
え
た
の
で
し
た
。 

 

現
代
詩
は
指
導
書
の
な
い
世
界
で
す
。
そ
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
作

者
の
無
名
性
、
教
材
の
多
様
性
、
そ
し
て
、
生
徒
の
読
み
の
生
成

と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
本
書
の
あ
と
が
き
で

私
が
「
教
え
な
い
詩
の
教
室
で
あ
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、

「
教
え
る
近
代
詩
」
を
意
識
し
て
の
言
い
方
で
す
。
と
に
か
く
、

有
名
な
近
代
詩
と
違
っ
て
、
現
代
詩
は
「
詩
の
こ
と
ば
」
だ
け
が

頼
り
で
す
の
で
、
「
読
む
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
詩
を
出
現

さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
お
も
し
ろ
さ
が
現
代
詩
の

授
業
の
魅
力
で
し
た
。 

 

『
現
代
詩
の
授
業
』
（
一
九
七
八
）
を
出
版
し
た
の
は
、
大
阪

教
育
大
学
に
転
任
し
て
ま
も
な
く
で
し
た
が
、
そ
の
数
年
後
に
、

明
治
図
書
の
江
部
満
編
集
長
か
ら
、
「
国
語
教
育
実
践
理
論
全

書
」
の
執
筆
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
学
会
の
若
い
研
究
者
に
よ
る

書
き
下
ろ
し
の
企
画
で
し
た
。
そ
の
一
冊
目
を
私
に
お
願
い
し
た

い
、
と
い
う
お
話
で
し
た
。
執
筆
期
間
は
一
年
と
い
う
こ
と
で
し

た
の
で
、
既
発
表
の
論
文
も
入
れ
て
刊
行
し
た
の
が
『
新
し
い
詩

教
育
の
理
論
』
（
明
治
図
書 

一
九
八
三
）
で
す
が
、
そ
の
年
の

学
会
賞
（
国
語
教
育
学
会
石
井
賞
）
を
受
賞
し
ま
し
た
。
私
に
と

っ
て
、
詩
教
育
の
理
論
を
考
え
る
上
で
、
と
て
も
意
義
の
あ
る
著

作
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
本
に
収
録
し
た
現
代
詩
の
授
業
で
は
、

「
す
る
め
」
（
川
崎
洋
）
の
授
業
（
大
阪
教
育
大
学
附
属
中
学
校

二
年
）
「
醜
仮
庵

し
き
か
り
い
お

」
（
荒
川
洋
治
）
の
授
業
（
大
阪
教
育
大
学
一

年
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

 

私
は
こ
の
著
作
で
、
鑑
賞
指
導
論
を
批
判
し
、
も
の
の
見
方
・

見
え
方
を
重
視
し
た
「
見
方
の
詩
教
育
」
と
い
う
考
え
方
を
主
張

し
ま
し
た
。
当
時
の
常
識
で
あ
っ
た
鑑
賞
指
導
の
考
え
方
を
批
判

し
た
、
ポ
ス
ト
鑑
賞
論
の
主
張
で
あ
っ
た
の
で
、
当
然
、
反
論
の

出
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
ま
し
た
。 

 

出
版
の
前
に
、
江
部
さ
ん
か
ら
雑
誌
の
特
集
で
と
り
あ
げ
ま
し

ょ
う
、
と
い
う
お
話
が
あ
っ
て
、
私
の
理
論
の
検
討
の
場
を
作
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
「
詩
の
授
業
は
鑑
賞
指
導
だ

け
で
よ
い
か
」
（
『
教
育
科
学
国
語
教
育
』
一
九
八
三
年
六
月

号
）
と
い
う
特
集
で
、
私
の
提
案
に
対
し
て
、
関
口
安
義
、
宇
佐

美
寛
、
大
西
忠
治
、
大
河
原
忠
蔵
、
安
藤
操
、
菅
邦
男
の
先
生
が

た
が
率
直
な
意
見
を
述
べ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
宇
佐
美
寛
先
生

と
は
、
の
ち
に
「
夕
焼
け
」（吉
野
弘
）
「
故
郷
」（魯
迅
）
「
一
つ

の
花
」（今
西
祐
行
）
な
ど
の
文
学
教
材
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争

を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
宇
佐
美
先
生
は
道
徳
教
育
の
立
場
か

ら
、
私
は
文
学
教
育
の
立
場
か
ら
の
論
争
で
し
た
の
で
、
道
徳
教

育
・
文
学
教
育
論
争
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
実
は
こ
の
論
争
を
、

韓
国
の
学
者
の
方
で
読
ん
で
お
ら
れ
た
方
が
お
ら
れ
て
、
私
は
後

に
韓
国
の
学
会
に
招
か
れ
て
講
演
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
も
ま
た
不
思
議
な
縁
だ
と
思
い
ま
す
。 
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二 

異
化
の
詩
教
育
学 

  

大
阪
教
育
大
学
か
ら
島
根
大
学
に
転
任
し
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど

四
〇
歳
の
と
き
で
し
た
。
島
根
大
学
に
来
て
か
ら
は
、
本
格
的
に

詩
の
理
論
の
研
究
を
は
じ
め
て
い
ま
す
。
数
年
か
け
て
、
外
国
の

詩
論
を
集
め
て
ノ
ー
ト
に
取
り
な
が
ら
、
私
の
そ
れ
ま
で
の
実
践
、

理
論
に
対
し
て
方
向
性
を
見
出
す
よ
う
な
詩
学
・
詩
論
を
求
め
て

い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
外
国
の
詩
学
・
詩
論
研
究
の
中
で
異
化
論

と
い
う
文
学
理
論
に
出
会
い
、
「
異
化
の
詩
学
・
異
化
の
詩
教
育

学
」
と
い
う
詩
教
育
論
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
詩
教

育
の
体
系
化
に
関
す
る
研
究
ー
異
化
・
変
容
・
生
成
の
詩
教
育
」

（
広
島
大
学 

一
九
九
六
）
と
い
う
博
士
論
文
に
ま
と
め
ま
し
た
。

理
論
形
成
に
お
い
て
は
、
シ
フ
ロ
フ
ス
キ
ー
、
ブ
レ
ヒ
ト
、
ブ
ロ

ッ
ホ
の
異
化
論
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
、
ロ
ダ
ー
リ
の
想
像
力
論
、
ト

ド
ロ
フ
、
ス
コ
ー
ル
ズ
、
ホ
ル
ブ
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
文
学
理
論

な
ど
で
す
。
中
で
も
シ
フ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
異
化
論
、
ク
リ
ス
テ
ヴ

ァ
の
意
味
生
成
の
詩
学
な
ど
、
そ
し
て
西
郷
文
芸
学
の
詩
論
が
理

論
形
成
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
し
た
。 

 

異
化
と
は
芸
術
理
論
の
一
つ
の
概
念
で
、
日
常
の
非
日
常
化
と

か
、
見
慣
れ
た
も
の
を
見
慣
れ
な
い
も
の
に
す
る
こ
と
、
の
よ
う

に
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
の
詩
学
で
は
、
そ
の
異
化
の
現
象
に

イ
メ
ー
ジ
の
変
容
、
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
の
生
成
を
加
え
て
理
論
化

し
て
い
ま
す
。
島
根
大
学
の
研
究
紀
要
（
教
育
学
部
）
に
学
位
論

文
の
主
要
な
論
文
を
発
表
し
て
い
ま
す
の
で
、
関
心
の
あ
る
方
は

お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

私
の
詩
教
育
研
究
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
ま
す
と
、
は
じ
め
に
理

論
が
あ
っ
て
、
そ
の
理
論
に
基
づ
い
て
実
践
し
て
き
た
、
と
い
う

の
で
な
く
て
、
実
践
が
先
行
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
自
分
の
実
践

を
理
論
的
に
意
味
づ
け
よ
う
と
し
て
、
『
新
し
い
詩
教
育
の
理

論
』
（
一
九
八
三
）
に
な
り
、
学
位
論
文
に
ま
と
め
た
「
異
化
の

詩
教
育
学
ー
異
化
・
変
容
・
生
成
の
詩
教
育
」
（
一
九
九
六
）
に

な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

こ
こ
で
、
こ
の
理
論
を
考
え
て
い
た
頃
の
大
学
の
授
業
を
一
つ
、

ご
紹
介
し
ま
す
（
島
根
大
学
三
年
）
。
私
の
授
業
論
で
い
う
と
、

「
詩
と
出
会
っ
た
あ
と
で
」
と
い
う
授
業
方
法
で
す
。 

  
 

ラ
イ
オ
ン 

 
 

工
藤
直
子 

  

雲
を
見
な
が
ら
ラ
イ
オ
ン
が 

 

女
房
に
い
っ
た 

 

そ
ろ
そ
ろ 

め
し
に
し
よ
う
か 

 

ラ
イ
オ
ン
と
女
房
は 

 

連
れ
だ
っ
て
で
か
け 

 

（ 
 
 
 
 
 

）
縞
馬
を
喰
べ
た 

  
こ
の
授
業
は
、
（ 

 

）
の
中
に
、
ど
ん
な
言
葉
が
入
る
と
思

い
ま
す
か
、
と
い
う
、
た
っ
た
一
つ
の
問
い
に
よ
る
も
の
で
す
。

し
ば
ら
く
考
え
て
も
ら
っ
て
か
ら
、
（
し
み
じ
み
と
）
と
書
き
入

れ
、
（
し
み
じ
み
と
）
と
い
う
言
葉
と
の
出
会
い
を
感
想
と
し
て
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発
表
す
る
、
と
い
う
展
開
で
す
。
学
生
た
ち
は
、
次
の
よ
う
な
感

想
を
述
べ
て
い
ま
す
。 

  

・
空
欄
の
部
分
に
、
「
し
み
じ
み
と
」
が
入
っ
た
の
は
、
び
っ

く
り
し
た
。
ラ
イ
オ
ン
は
私
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
こ
わ
く
て
力

強
い
感
じ
が
す
る
の
で
、
も
っ
と
ラ
イ
オ
ン
ら
し
い
言
葉
が
入

る
の
で
は
、
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
ラ
イ
オ
ン
は
、

や
さ
し
さ
が
あ
り
、
女
房
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
人
間

の
よ
う
な
ラ
イ
オ
ン
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。 

 

・
「
喰
う
」
と
い
う
言
葉
か
ら
「
が
つ
が
つ
」
が
一
番
い
い
と

思
っ
て
い
た
。
ま
さ
か
、
「
し
み
じ
み
」
だ
っ
た
と
は
…
…
。

こ
の
「
し
み
じ
み
」
だ
け
で
、
こ
の
詩
の
印
象
が
変
わ
っ
た
。

怖
い
、
凶
暴
な
ラ
イ
オ
ン
が
、
急
に
、
さ
み
し
げ
な
、
や
さ
し

い
感
じ
に
見
え
て
き
て
、
し
ま
う
ま
を
喰
べ
て
い
る
こ
と
も
当

然
の
よ
う
に
思
え
た
。
言
葉
っ
て
す
ご
い
力
を
も
っ
て
い
る
と
、

今
更
な
が
ら
感
動
し
た
。 

 

・

初
に
「
が
つ
が
つ
と
」
を
考
え
た
。
で
も
よ
く
読
ん
で
み

る
と
、
全
体
的
に
や
わ
ら
か
く
、
あ
た
た
か
い
感
じ
が
あ
っ
て
、

「
が
つ
が
つ
と
」
で
は
浮
い
て
し
ま
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。
空

欄
に
「
し
み
じ
み
」
が
入
っ
た
と
き
に
、
文
の
全
体
に
安
定
感

が
生
ま
れ
た
と
思
っ
た
。
「
し
み
じ
み
と
」
と
い
う
た
っ
た
一

語
で
、
あ
た
た
か
い
夫
婦
の
印
象
が
強
く
な
っ
た
。
言
葉
っ
て

本
当
に
不
思
議
だ
と
思
っ
た
。 

  

こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
学
生
の
感
想
に
、
言
葉
の
不
思
議
さ
、

言
葉
の
力
を
実
感
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
詩
の
世

界
に
「
し
み
じ
み
」
と
い
う
一
語
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一

気
に
非
日
常
の
、
見
慣
れ
な
い
情
景
に
な
り
、
そ
の
後
に
新
し
い

ラ
イ
オ
ン
夫
婦
の
な
ご
や
か
な
日
常
の
情
景
が
生
ま
れ
て
い
く
、

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
変
容
・
生
成
を
、
学
生
た
ち
は
実
感
し
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。 

  

三 

西
郷
文
芸
学
の
研
究 

  

西
郷
文
芸
学
と
の
出
会
い
は
、
ほ
ん
の
偶
然
か
ら
で
し
た
。
大

学
四
年
生
の
一
二
月
、
あ
と
一
月
後
に
、
卒
業
論
文
の
締
め
切
り

が
迫
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
あ
る
日
、
大
学
前
の
本
屋
さ
ん
に

立
ち
寄
り
、
文
学
書
の
コ
ー
ナ
ー
で
本
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

『
文
学
教
育
入
門
ー
関
係
認
識
・
変
革
の
文
学
教
育
』
（
西
郷
竹

彦
）
と
い
う
一
冊
に
目
が
と
ま
り
ま
し
た
。
副
題
に
興
味
を
も
ち
、

棚
か
ら
出
し
て
読
み
始
め
た
ら
止
ま
ら
ず
、
じ
っ
く
り
読
み
た
い

と
思
い
購
入
し
ま
し
た
。
も
し
、
こ
の
一
冊
が
本
来
の
教
育
書
コ

ー
ナ
ー
に
あ
っ
た
ら
、
も
し
別
の
文
学
書
を
手
に
し
て
い
た
ら
、

そ
れ
か
ら
長
く
続
く
、
私
の
西
郷
文
芸
学
研
究
は
存
在
し
な
か
っ

た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
縁
と
は
実
に
不
思
議
な
も
の
だ
と
、
つ
く

づ
く
思
い
ま
す
。 

 
大
学
院
（
修
士
課
程
）
の
二
年
間
は
、
野
地
潤
家
先
生
、
大
槻

和
夫
先
生
に
指
導
を
受
け
ま
し
た
。
野
地
先
生
に
は
国
語
教
育
史

研
究
の
方
法
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。
大
槻
先
生
か
ら
は
教
育
方

法
学
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。
私
の
西
郷
文
芸
学
の
研
究
は
、
大
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学
院
で
お
二
人
の
先
生
に
学
ん
だ
こ
と
が
研
究
の
基
礎
に
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
後
、
私
は
中
学
・
高
校
の
教
育
現
場
に
お
い
て
、

現
代
詩
の
授
業
に
打
ち
込
む
よ
う
に
な
り
ま
す
の
で
、
西
郷
文
芸

学
の
研
究
は
し
ば
ら
く
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
三
〇
歳
の
時
に
大
阪
教
育
大
学
に
転
勤
し
て
、
し

ば
ら
く
し
て
、
西
郷
先
生
か
ら
、
西
郷
文
芸
学
に
つ
い
て
『
文
芸

教
育
』
に
連
載
し
て
も
ら
え
な
い
か
、
と
い
う
お
話
が
あ
っ
て
、

驚
き
ま
し
た
。
修
士
論
文
の
ス
ト
ッ
ク
は
少
な
く
、
全
く
新
た
な

論
文
で
連
載
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。
連
載
は
十
一
回
続
き
、

『
西
郷
文
芸
学
の
成
立
と
展
開
』
（
明
治
図
書 

西
郷
竹
彦
文
芸

教
育
著
作
集
別
巻 

一
九
八
二
）
と
い
う
本
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
連
載
を
き
っ
か
け
に
、
『
文
芸
教
育
』
誌
に
よ
く
執
筆
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
担
当
編
集
者
の
庄
司
進
氏
と
は
同
年
で
、
そ

の
後
の
西
郷
先
生
の
著
作
を
一
緒
に
編
集
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 

『
文
芸
教
育
』
誌
に
は
、
『
現
代
少
年
詩
論
』
（
明
治
図
書 

一
九
八
七
）
、
『
研
究
・
文
芸
研
の
授
業
』
（
明
治
図
書 

一
九

九
三
）
と
な
っ
た
著
作
や
、
宇
佐
美
氏
と
の
論
争
「
文
学
教
育
批

判
を
斬
る
」
の
連
載
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
毎
号
の
よ
う
に
執
筆
す
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
文
芸
研
と
は
、
西
郷
先
生
が
代
表
の
民
間
教

育
団
体
で
あ
り
、
正
式
名
称
は
文
芸
教
育
研
究
協
議
会
で
す
。 

 

年
一
回
の
文
芸
研
大
会
で
は
、
よ
く
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
の
司
会

を
担
当
し
ま
し
た
。
大
会
の
メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
は
西
郷
先
生
の
公

開
授
業
で
す
。
小
学
生
を
相
手
の
詩
の
授
業
が
多
か
っ
た
で
す
が
、

そ
の
後
の
授
業
を
め
ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
で
は
、
い
つ
も
西
郷

先
生
の
授
業
を
俎
上
に
あ
げ
て
、
活
発
な
議
論
で
会
場
が
沸
き
ま

し
た
。
控
え
室
で
大
会
講
師
の
河
合
隼
雄
さ
ん
、
野
坂
昭
如
さ
ん
、

立
松
和
平
さ
ん
な
ど
か
ら
伺
っ
た
興
味
深
い
話
も
印
象
に
残
っ
て

い
ま
す
。 

 

ま
た
、
西
郷
先
生
の
授
業
記
録
集
（
全
五
巻 

一
九
八
七
～
一

九
九
一
）
を
編
集
し
、
巻
末
の
解
説
や
対
談
を
し
た
こ
と
は
、
西

郷
先
生
の
授
業
理
論
を
知
る
上
で
、
本
当
に
参
考
に
な
り
ま
し
た
。 

そ
し
て
そ
れ
は
、
私
自
身
の
授
業
論
を
作
り
上
げ
て
い
く
、
す
ぐ

れ
た
臨
床
研
究
の
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

雑
誌
の
対
談
な
ど
で
、
西
郷
先
生
の
授
業
論
を
伺
う
こ
と
も
多

く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
「
羅
針
盤
と
海
図
」
の
話
は
今
で

も
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
教
師
は
荒
海
に
乗
り
出
し
た
船
長
の
よ

う
な
も
の
で
、
授
業
の
「
ね
ら
い
」
が
羅
針
盤
で
、
こ
れ
さ
え
し

っ
か
り
し
て
い
れ
ば
ど
ん
な
荒
波
で
も
乗
り
切
れ
る
。
そ
の
た
め

に
は
海
図
（
教
材
）
の
綿
密
な
分
析
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
ど

の
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
て
い
く
か
、
そ
の
コ
ー
ス
が
「
め
あ
て
」
で

あ
る
と
。
「
め
あ
て
」
は
教
材
の
特
質
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
実

態
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど
変
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
、
と
。
西
郷
先

生
が
多
く
の
実
験
授
業
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
授
業
哲
学
だ
と
私

は
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
あ
る
授
業
の
前
に
、
「
足
立
さ
ん
、

今
日
の
指
導
案
は
こ
れ
」
と
言
っ
て
見
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、

教
材
（
詩
）
に
数
本
の
線
が
引
い
て
あ
る
だ
け
で
す
。
一
本
一
本

の
線
に
教
材
研
究
の
す
べ
て
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
力

強
い
線
で
し
た
。 

 

私
は
、
西
郷
先
生
の
前
で
、
一
度
だ
け
授
業
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
明
治
図
書
に
依
頼
さ
れ
て
、
西
郷
先
生
の
『
文
芸
の
授
業
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入
門
』
（
一
九
八
七
年
）
と
い
う
本
を
編
集
す
る
た
め
に
、
福
岡

県
小
郡
市
の
大
原
小
学
校
に
出
向
き
、
五
日
間
、
西
郷
先
生
の

「
わ
ら
ぐ
つ
の
中
の
神
さ
ま
」
の
全
授
業
（
十
五
時
間
）
に
立
ち

合
い
、
授
業
を
見
学
し
た
あ
と
で
、
授
業
を
め
ぐ
る
対
談
を
し
、

そ
の
全
記
録
を
本
に
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

そ
の
三
日
目
だ
っ
た
か
、
西
郷
先
生
が
「
足
立
さ
ん
も
授
業
を

し
て
み
ま
せ
ん
か
」
と
言
わ
れ
て
、
思
わ
ず
「
え
え
」
と
言
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
翌
日
、
校
内
研
修
と
し
て
先
生
方
の

前
で
授
業
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
小
学
校
で
は
初
め
て

の
公
開
授
業
で
し
た
。
私
は
、
次
の
詩
を
選
び
ま
し
た
。 

  
 

草 
 
 
 

小
二 

な
か
も
と 
く
に
こ 

  

草
っ
て 

強
い
な
。 

 

だ
っ
て
、
何
も
し
な
い
で
も
、 

 

す
く
す
く 

の
び
て
い
る
。 

 

草
は
、 

 

自
分
で 

自
分
を 

そ
だ
て
て
い
る
。 

  

私
も
編
集
に
参
加
し
て
い
た
教
育
出
版
の
教
科
書
に
載
っ
て
い

た
児
童
詩
で
す
。
い
い
詩
だ
な
あ
と
思
っ
て
、
記
憶
し
て
い
た
の

で
す
。 

 

授
業
は
、
詩
を
紹
介
し
な
い
で
、
「
今
日
は
、
比
べ
て
考
え
て

み
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
勉
強
で
す
、
と
言
っ
て
、
「
草 

や
さ
い 

花
」
と
横
に
板
書
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
「
こ
の
中
で
、
食
べ
ら

れ
る
も
の
は
ど
れ
で
す
か
」
「
美
し
い
も
の
は
ど
れ
で
す
か
」

「
人
間
に
役
立
っ
て
い
る
も
の
は
ど
れ
で
す
か
」
と
、
順
に
質
問

し
て
い
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
や
さ
い
や
花
は
○
が
付
く
と
こ
ろ

が
あ
る
の
に
、
草
だ
け
は
全
部
×
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
は

子
ど
も
た
ち
も
驚
き
ま
し
た
。
草
は
人
間
に
と
っ
て
何
の
役
に
も

立
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
子
ど
も
た
ち
の

発
言
で
活
気
の
あ
っ
た
教
室
が
何
と
な
く
沈
ん
で
い
き
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
、
詩
の
登
場
で
す
。
「
草
に
は
み
ん
な
×
が
付
い
た

け
ど
、
大
丈
夫
で
す
」
「
あ
る
小
学
生
が
、
草
に
○
を
付
け
た
作

文
を
書
い
て
い
る
の
で
、
今
か
ら
黒
板
に
書
き
ま
す
ね
」
と
言
っ

て
、
一
行
ず
つ
、
ゆ
っ
く
り
と
板
書
し
て
い
き
ま
し
た
。
子
ど
も

た
ち
は
ど
ん
な
作
文
だ
ろ
う
と
興
味
し
ん
し
ん
で
す
。
一
行
ご
と

に
子
ど
も
た
ち
は
「
そ
う
だ
な
」
と
い
う
納
得
の
表
情
に
な
り
ま

し
た
。
そ
し
て

後
に
、
み
ん
な
で
元
気
よ
く
音
読
し
て
終
わ
り

ま
し
た
。 

 

私
の
授
業
論
で
い
い
ま
す
と
、
「
詩
と
出
会
う
前
に
」
と
い
う

授
業
方
法
で
す
。
西
郷
先
生
が
「
い
い
授
業
で
し
た
よ
」
と
言
わ

れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
印
象
に
残
っ
て
い
る
授
業
の
一
つ
で
す

（
拙
著
『
研
究
・
文
芸
研
の
授
業
』
明
治
図
書
、
一
九
九
三
年
に

収
録
）
。 

 
私
は
こ
の
同
じ
詩
を
、
翌
年
、
大
阪
の
小
学
校
六
年
生
に
授
業

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
六
年
生
な
の
で
、
授
業
の
ね
ら
い
を

「
想
像
力
ー
見
え
て
な
い
も
の
を
見
る
力
」
と
し
ま
し
た
。
こ
の

詩
を
板
書
し
た
あ
と
、
「
こ
の
詩
の
中
で
、
目
で
見
え
る
も
の
と
、

目
に
は
見
え
な
い
も
の
に
分
け
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
問
題
を
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追
究
し
て
い
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
話
し
合
い
は
、

実
際
に
目
に
見
え
て
い
る
の
は
前
半
の
三
行
だ
け
で
、
後
半
の
二

行
は
、
目
に
は
見
え
な
い
こ
と
を
作
者
が
想
像
し
た
、
想
像
し
て

て
発
見
し
た
こ
と
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
授

業
で
す
。 

 

こ
の
二
つ
の
授
業
は
、
同
じ
教
材
を
使
っ
て
い
ま
す
。
教
科
書

の
教
材
は
学
年
が
き
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
た
と
え
ば
「
ご
ん
ぎ
つ

ね
」
は
四
年
と
い
う
ふ
う
に
。
し
か
し
、
教
材
と
い
う
の
は
、
授

業
の
ね
ら
い
に
よ
っ
て
、
教
材
価
値
は
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
こ
と
を
実
験
的
に
考
え
て
み
た
か
っ
た
の
で
す
。

こ
う
い
う
こ
と
も
、
数
多
く
立
ち
合
っ
た
西
郷
先
生
の
実
験
授
業

か
ら
学
ん
だ
こ
と
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

  

四 

西
郷
竹
彦
全
集
の
編
集 

  

西
郷
文
芸
学
の
研
究
で
は
、
そ
の
後
、
全
く
予
測
し
て
い
な
か

っ
た
、
大
き
な
出
来
事
が
待
ち
か
ま
え
て
い
た
の
で
す
。 

 

あ
る
日
、
西
郷
先
生
か
ら
電
話
が
あ
り
、
今
度
全
集
を
出
す
こ

と
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
編
集
を
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
話
で
す
。

お
引
き
受
け
す
る
か
ど
う
か
、
私
は
悩
み
ま
し
た
。
全
集
の
ス
ケ

ー
ル
の
大
き
さ
か
ら
み
て
、
と
て
も
私
一
人
で
で
き
る
よ
う
な
仕

事
で
は
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
で
も
、
西
郷
先
生
は
、
私
一

人
に
全
巻
の
編
集
を
任
せ
た
い
、
と
言
わ
れ
る
の
で
、
お
引
き
受

け
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
学
部
の
管
理
職
を
し
て
い
た
と
き

な
の
で
、
時
間
的
に
は
と
て
も
厳
し
い
状
況
で
し
た
が
、
西
郷
文

芸
学
と
の
出
会
い
と
い
い
、
全
集
の
編
集
と
い
い
、
何
か
運
命
的

な
縁
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
そ
れ
か
ら
が
大
変
で
す
。
私
の
人
生
で
、
こ
れ
ほ
ど
責

任
の
あ
る
、
こ
れ
ほ
ど
集
中
し
た
時
期
は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
か
ら
、
準
備
期
間
の
半
年
を
ふ
く
め
て
四
年
間
、
休
み
の
な
い

編
集
作
業
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
版
元
（
恒
文
社
。
小
泉
八
雲
全

集
を
出
し
て
い
る
出
版
社
で
す
）
の
方
で
は
、
岩
井
弘
さ
ん
と
い

う
若
い
有
能
な
編
集
者
が
全
集
の
担
当
と
な
り
ま
し
た
。 

 

私
が
ま
ず
始
め
た
こ
と
は
、
体
力
作
り
の
ジ
ョ
ッ
ギ
ン
グ
で
す
。

何
し
ろ
準
備
期
間
を
入
れ
て
四
年
間
の
長
丁
場
で
、
し
か
も
一
人

だ
け
で
の
編
集
作
業
と
な
る
と
倒
れ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

本
当
に
翌
日
か
ら
ジ
ョ
ッ
ギ
ン
グ
を
始
め
た
の
で
す
。
お
か
げ
で

全
集
が
完
結
し
た
と
き
に
は
す
っ
か
り
体
力
が
つ
い
て
い
ま
し
た
。

全
集
の
お
か
げ
で
す
。
自
宅
の
離
れ
の
書
斎
の
一
部
屋
と
大
学
の

研
究
室
を
編
集
室
と
し
、
専
用
の
電
話
・FAX

を
入
れ
て
恒
文
社

の
岩
井
さ
ん
と
結
び
、
そ
し
て
、
毎
日
の
よ
う
に
岩
井
さ
ん
と
連

絡
を
取
り
合
っ
て
四
年
間
の
長
き
に
及
ぶ
編
集
作
業
が
続
き
ま
す
。

全
集
の
編
集
作
業
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
進
め
て
い
き
ま
し
た
。 

 

一
巻
分
（
五
〇
〇
頁
）
の
原
稿
を
ま
と
め
て
出
版
社
に
送
り
ま

す
。
一
巻
分
と
い
っ
て
も
計
算
上
の
こ
と
な
の
で
五
〇
〇
頁
に
な

る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
足
り
な
い
と
補
足
し
て
い
き
ま
す
し
、
オ

ー
バ
ー
し
て
い
る
と
減
ら
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
初
稿
ゲ
ラ

で
五
〇
〇
頁
を
確
定
し
て
い
き
ま
す
。
一
巻
分
の
原
稿
を
送
る
と
、

先
月
入
れ
た
巻
の
初
稿
ゲ
ラ
が
出
て
き
ま
す
。
初
稿
ゲ
ラ
の
チ
ェ

ッ
ク
が
終
わ
る
と
、
先
々
月
の
再
校
ゲ
ラ
が
送
ら
れ
て
き
て
校
正
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が
始
ま
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
毎
月
、
一
巻
分
の
原
稿
を
入
れ
る

こ
と
と
、
前
巻
の
初
稿
ゲ
ラ
、
前
々
巻
の
再
校
ゲ
ラ
の
校
正
を
し

て
い
き
ま
す
。
私
の
方
と
出
版
社
の
岩
井
さ
ん
の
方
と
で
同
時
に

進
め
て
い
て
、
ひ
ん
ぱ
ん
にFAX

で
や
り
と
り
を
し
て
正
確
を
期

し
ま
す
。
明
治
図
書
の
庄
司
さ
ん
に
も
、
明
治
図
書
の
著
作
、
雑

誌
の
論
文
が
多
か
っ
た
の
で
、
そ
の
つ
ど
原
文
を
確
か
め
て
も
ら

い
な
が
ら
手
助
け
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

編
集
作
業
の
四
年
間
を
経
て
、

終
巻
が
出
た
と
き
に
は
感
無

量
で
し
た
。
今
ふ
り
か
え
っ
て
み
ま
す
と
、
全
巻
ほ
ぼ
五
〇
〇
頁

に
な
っ
て
、
三
六
冊
を
並
べ
る
と
、
本
棚
に
三
段
ほ
ど
整
然
と
並

ん
で
い
ま
す
。 

 

全
集
に
は
解
説
と
解
題
を
付
け
ま
し
た
。
各
巻
の
解
説
の
人
選

は
西
郷
先
生
か
ら
任
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
当
時
の
若
手
の
研

究
者
に
依
頼
し
ま
し
た
。
西
郷
先
生
の
著
作
に
解
説
を
書
く
こ
と

は
、
け
っ
こ
う
大
変
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
依
頼
し
た

全
員
に
書
い
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

私
の
方
は
全
巻
の
解
題
を
担
当
し
ま
し
た
。
収
録
し
た
各
論
文

の
出
典
と
、
論
文
の
位
置
づ
け
、
意
味
づ
け
を
明
ら
か
に
し
ま
し

た
。
一
つ
一
つ
の
文
献
を
精
査
し
、
そ
の
文
献
の
そ
の
巻
で
の
位

置
を
確
定
す
る
仕
事
で
す
。
厳
密
な
資
料
の
吟
味
を
と
も
な
う
文

献
学
の
研
究
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

全
集
の

後
の
巻
（
別
巻
Ⅱ
）
は
、
私
の
『
西
郷
文
芸
学
の
研

究
』
（
恒
文
社 

一
九
九
九
）
と
い
う
著
作
で
す
。
前
著
の
『
西

郷
文
芸
学
の
成
立
と
展
開
』
（
明
治
図
書
、
一
九
八
二
）
を
ベ
ー

ス
に
、
そ
れ
以
後
の
論
文
を
加
え
て
、
私
の
西
郷
研
究
の
決
定
版

に
な
っ
た
著
作
で
す
。 

 

西
郷
先
生
は
、
こ
の
著
作
に
つ
い
て
、
「
本
書
に
お
い
て
足
立

氏
は
、
内
外
の
文
学
・
教
育
界
の
諸
理
論
の
動
向
と
対
応
さ
せ
つ

つ
、
西
郷
理
論
の
体
系
化
の
足
取
り
を
た
ど
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

ひ
た
す
ら
目
の
前
の
課
題
・
テ
ー
マ
を
追
究
し
て
き
て
、
他
を
か

え
り
み
る
こ
と
の
な
か
っ
た
私
に
と
っ
て
、
本
書
は
、
私
の
思

想
・
理
念
が
次
第
に
形
を
成
し
て
い
く
さ
ま
を
対
象
化
す
る
こ
と

が
で
き
、
私
自
身
、
何
よ
り
も
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
粒

の
種
子
が
芽
を
出
し
、
根
を
張
り
、
枝
を
ひ
ろ
げ
て
い
く
西
郷
理

論
の
形
成
過
程
が
、
繊
細
に
し
て
鋭
利
な
氏
の
筆
致
で
鮮
明
に
描

出
さ
れ
て
い
て
、
い
わ
ゆ
る
世
の
研
究
書
な
る
も
の
と
は
ち
が
っ

た
、
劇
的
な
体
験
を
読
者
に
与
え
て
く
れ
ま
す
」
（
序
文
）
と
述

べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
著
者
と
し
て
こ
れ
ほ
ど
う
れ
し
い
書
評
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

  

四 

日
韓
比
較
文
学
教
育 

  

一
九
九
六
年
の
秋
、
私
は
韓
国
の
学
会
（
第
二
十
回
語
文
教
育

学
会
）
に
招
待
さ
れ
て
、
「
日
本
の
文
学
教
育
の
現
状
と
課
題
」

と
題
し
て
講
演
を
行
っ
て
い
ま
す
。
会
長
の
千
斗
鉉
先
生
の
ご
推

薦
で
あ
っ
た
と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。
千
先
生
は
以
前
、
宇
佐
美

先
生
と
私
の
論
争
を
読
ん
で
お
ら
れ
て
、
私
の
論
文
・
著
作
に
興

味
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
千
先
生
と
は
そ
れ
以
来
親
し

く
な
り
、
何
度
か
韓
国
で
お
会
い
し
て
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
そ
の
講
演
の
は
じ
め
と
終
わ
り
で
、
私
は
金
子
み
す
ゞ
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の
詩
を
引
用
し
ま
し
た
。
「
大
漁
」
と
「
わ
た
し
と
小
鳥
と
す
ず

と
」
の
二
編
で
す
。
「
大
漁
」
に
つ
い
て
は
、
目
に
見
え
て
い
る

浜
辺
の
大
漁
の
様
子
だ
け
で
な
く
、
目
に
は
見
え
な
い
海
の
中
の

と
む
ら
い
（
葬
儀
）
の
様
子
ま
で
想
像
し
て
い
る
。
そ
こ
に
作
者

の
悲
し
み
を
思
い
や
る
、
や
さ
し
い
想
像
力
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

「 

わ
た
し
と
…
…
」
の
詩
で
は
、
「
す
ず
と
、
小
鳥
と
、
そ
れ

か
ら
わ
た
し
／
み
ん
な
ち
が
っ
て 

み
ん
な
い
い
」
。
わ
た
し
も
、

小
鳥
も
、
鈴
も
、
み
ん
な
違
っ
て
い
る
か
ら
、
み
ん
な
い
い
。
そ

の
よ
う
な
考
え
方
こ
そ
、
今
の
世
界
の
子
ど
も
た
ち
に
欠
け
て
い

る
、
大
事
な
考
え
方
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
文
学
に
は
そ
う

い
う
大
事
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
役
割
が
あ
る
と
、
私
は
考
え

て
い
ま
す
、
と
い
う
よ
う
な
話
を
し
ま
し
た
。
金
子
み
す
ゞ
の
詩

は
ま
だ
韓
国
で
訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
大
き
な
感
銘
を
呼

ん
だ
、
と
お
聞
き
し
ま
し
た
。 

 

講
演
の
あ
と
、
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
歓
談
し
て
い
た
と
き
、
通

訳
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
千
先
生
に
、
講
演
で
引
用
し
た
金
子
み

す
ゞ
の
詩
集
を
お
贈
り
し
ま
し
た
。
教
科
書
編
集
で
ご
一
緒
し
て

い
る
、
矢
崎
節
夫
氏
（
金
子
み
す
ゞ
の
発
掘
者
）
に
い
た
だ
い
た

署
名
入
り
の
詩
集
で
す
。
千
先
生
は
い
つ
か
訳
し
て
み
た
い
と
言

わ
れ
て
ま
し
た
。 

 

そ
う
い
う
ご
縁
も
あ
っ
て
、
私
は
次
第
に
韓
国
の
文
学
教
育
に

も
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
頃
か
ら
毎
年
の
よ
う
に

韓
国
か
ら
の
留
学
生
を
大
学
院
で
指
導
し
な
が
ら
、
一
緒
に
韓
国

の
教
科
書
の
文
学
教
材
を
翻
訳
し
、
紹
介
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

き
ま
す
。
大
学
院
生
の
留
学
生
、
金
京
姫
さ
ん
、
鄭
淳
功
さ
ん
、

申
美
熙
さ
ん
、
李
普
銀
さ
ん
。
そ
し
て
韓
国
の
昔
話
を
研
究
し
た

山
本
美
千
枝
さ
ん
な
ど
。
中
国
の
留
学
生
、
郭
丹
さ
ん
と
は
中
国

の
教
科
書
の
詩
を
翻
訳
、
紹
介
し
ま
し
た
。
留
学
生
の
皆
さ
ん
と

の
共
同
研
究
は
、
そ
の
後
、
私
の
研
究
室
の
特
徴
と
な
っ
て
い
き

ま
す
。 

 

い
く
つ
か
、
私
た
ち
の
翻
訳
し
た
韓
国
の
詩
を
紹
介
し
ま
し
ょ

う
。 

  
 

花
の
く
つ 

 

  

れ
ん
ぎ
ょ
う
の 

き
い
ろ
い 

 

花
か
げ
の 

下
に
、 

  

な
ら
ん
で 

お
い
て
る 

 

花
の
く
つ 

ひ
と
つ 

。 

  

赤
ち
ゃ
ん
は 

こ
っ
そ
り 

 

く
つ
を
ぬ
い
で
、 

  

は
だ
し
で 

よ
ち
よ
ち 

 
出
か
け
た
よ
。 

  

な
ら
ん
で 

ま
っ
て
る 

 

花
の
く
つ 
ひ
と
つ
。 
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小
さ
く
て
も 

  

水
た
ま
り
は
小
さ
く
て
も 

 

ど
ろ
が
し
ず
ん
だ
ら
、 

  

空
が
う
ま
れ 

 

雲
が
う
ま
れ 

 

星
が
う
ま
れ
る
。 

  

庭
は
せ
ま
く
て
も 

 

木
を
う
え
た
ら
、 

  

鳥
が
き
て 

 

せ
み
が
き
て 

 

風
が
く
る
。 

   
 

古
詩
調 

  

風
よ 

吹
け
、
雨
を
よ
ぶ
風
よ 

吹
け 

 

小
雨
を 

止
め
て 

大
雨
を 

降
ら
せ
て
お
く
れ 

 

大
雨
が 

海
に
な
っ
て 

恋
人
を 

行
か
せ
な
い
よ
う
に 

 

 
 

し
て
お
く
れ
。 

 

 

韓
国
の
小
学
校
の
国
語
教
科
書
（
二
〇
〇
〇
年
）
に
載
っ
て
い

る
詩
で
す
。
韓
国
の
詩
を
留
学
生
と
訳
し
な
が
ら
気
づ
い
た
こ
と

で
す
が
、
韓
国
の
教
科
書
に
は
非
常
に
多
く
の
詩
が
載
っ
て
い
ま

す
。
各
学
年
に
十
～
二
十
編
も
載
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
教
科
書

に
は
二
～
三
編
で
す
か
ら
、
韓
国
で
は
詩
を
大
事
に
扱
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
内
容
的
に
は
自
然
を
歌
っ
た
詩

が
多
い
で
す
。
「
花
の
く
つ
」
「
小
さ
く
て
も
」
も
そ
う
で
す
し
、

古
詩
調
（
三
行
の
定
型
詩
）
も
そ
う
で
す
。
技
法
的
に
は
比
喩
を

使
っ
た
作
品
が
多
く
み
ら
れ
ま
し
た
。 

 

中
学
校
の
詩
に
な
る
と
、
「
論
介

ロ

ン

グ

」
（
卞
栄
魯
）
な
ど
の
愛
国

心
、
「
自
画
像
」
（
尹
東
柱
）
な
ど
の
抵
抗
詩
人
の
作
品
が
載
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
古
詩
調
の
詩
は
ど
の
学
年
に
も
載
っ
て
い
ま

す
。
詩
調
と
は
、
朝
鮮
時
代
の
歌
曲
の
様
式
の
一
つ
で
、
朗
詠
す

る
た
め
の
定
型
詩
で
す
。
日
本
で
い
え
ば
万
葉
・
古
今
・
新
古
今

な
ど
の
和
歌
に
あ
た
り
ま
す
。
伝
統
文
化
を
重
視
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。 

  

五 

釜
山
教
育
大
学
の
集
中
講
義 

  

二
〇
〇
〇
年
の
十
一
月
に
は
、
釜
山
教
育
大
学
で
四
日
間
の
集

中
講
義
を
行
い
ま
し
た
。
島
根
大
学
と
の
提
携
・
交
流
協
定
の
企

画
の
一
つ
で
、
第
一
回
目
は
私
と
藤
井
浩
基
先
生
（
音
楽
）
が
釜

山
教
育
大
学
で
講
義
し
、
翌
年
の
一
月
、
今
度
は
釜
山
教
育
大
の

周
康
植
教
授
（
文
学
）
、
朴
鐘
源
教
授(

音
楽)

が
島
根
大
学
で
講

義
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
交
流
は
五
年
間
ほ
ど
続
き
ま
し
た
。 
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私
の
講
義
は
「
日
本
の
文
学
教
育
」
と
し
て
、
日
本
の
小
学
校

の
文
学
教
材
を
テ
キ
ス
ト
と
し
ま
し
た
。
三
日
間
の
日
程
と
教
材

は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。 

  

① 

日
本
語
レ
ッ
ス
ン 

か
え
る
の
ぴ
ょ
ん 

く
じ
ら
ぐ
も 

 

② 

日
本
語
レ
ッ
ス
ン 

ま
ど
・
み
ち
お
の
詩 

お
お
き
な
か

ぶ 

 

③ 

日
本
語
レ
ッ
ス
ン 

の
は
ら
う
た 

へ
ら
な
い
稲
束 

 

④ 

か
え
る
の
ぴ
ょ
ん 
か
っ
ぱ 

三
年
と
う
げ 

 

⑤ 

こ
ゆ
び 

に
ん
げ
ん
だ
も
の 

か
さ
こ
じ
ぞ
う 

 

⑥ 

「
お
ち
ば
」
の
授
業
（
附
属
小
学
校
五
年
） 

 

⑦ 

お
ち
ば 

に
ん
げ
ん
だ
も
の 
ま
ど
・
み
ち
お
の
詩 

  

テ
キ
ス
ト
は
、
日
本
語
に
ハ
ン
グ
ル
の
ル
ビ
を
ふ
り
、
韓
国
語

訳
を
付
け
ま
し
た
。
同
じ
教
材
が
あ
る
の
は
、
参
観
さ
れ
て
い
た

先
生
が
た
が
そ
の
教
材
を
リ
ク
エ
ス
ト
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
中
で

も
、
ま
ど
・
み
ち
お
の
詩
と
、
「
か
え
る
の 

ぴ
ょ
ん
」
（
谷
川

俊
太
郎
）
は
、
学
生
た
ち
の
人
気
を
集
め
ま
し
た
。
い
く
つ
か
の

詩
に
つ
い
て
、
学
生
の
感
想
を
紹
介
し
て
み
ま
す
。 

  
 

の
み 
 
 
 

ま
ど
・
み
ち
お 

  

あ
ら
わ
れ
る 

 

ゆ
く
え
ふ
め
い
に 

な
る
た
め
に 

 

 

・
消
え
て
ゆ
く
た
め
に
存
在
す
る
、
す
べ
て
の
も
の
…
…
。
短

い
こ
の
言
葉
の
中
に
、
生
の
道
、
生
の
哲
学
が
あ
る
よ
う
だ

（
イ
・
ゼ
ミ
ョ
ン
） 

  
 

み
み
ず 

 
 

ま
ど
・
み
ち
お 

  

よ
う
ふ
く
は 

ち
き
ゅ
う
で
す 

 

オ
ー
バ
ー
は 

宇
宙
で
す 

 
 

ー
ど
ち
ら
も 

 

 
 
 

一
ま
い
き
り
で
す
が 

  

・
詩
の
着
想
が
す
ば
ら
し
い
。
ど
う
や
っ
て
小
さ
な
ミ
ミ
ズ
を

み
て
、
地
球
を
、
宇
宙
を
思
い
つ
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
と
思
い
ま
し
た
。
一
つ
の
物
事
を
み
な
が
ら
、
そ
の
裏
に
あ

る
本
質
的
な
面
を
見
つ
め
る
詩
人
の
目
が
う
ら
や
ま
し
い
。

（
キ
ム
・
ウ
ン
ジ
ュ
） 

  

こ
れ
ら
韓
国
の
学
生
の
鑑
賞
文
を
み
る
と
、
国
は
違
っ
て
も
、

ま
ど
の
詩
の
受
け
止
め
方
は
変
わ
ら
な
い
な
、
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
、
国
を
越
え
て
読
者
を
感
動
さ
せ
る
詩
人
の
言
葉
の
力
に
、

改
め
て
注
目
し
た
く
な
り
ま
す
。 

 
ま
ど
・
み
ち
お
の
詩
の
世
界
は
、
実
は
、
私
の
「
異
化
の
詩
教

育
学
」
の
有
力
な
テ
キ
ス
ト
と
な
り
ま
し
た
。
私
の
『
現
代
少
年

詩
論
』
（
一
九
八
七
）
の
中
に
、
「
日
常
の
狩
人
ー
ま
ど
・
み
ち

お
論
」
と
い
う
論
文
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
頃
か
ら
、
ま
ど
の
詩
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に
、
見
慣
れ
た
も
の
を
見
慣
れ
な
い
も
の
に
変
容
さ
せ
る
、
と
い

う
異
化
の
現
象
を
見
出
し
て
い
ま
す
。
ま
ど
の
詩
で
は
、
資
料
に

あ
り
ま
す
よ
う
な
「
い
ち
ば
ん
ぼ
し
」
「
リ
ン
ゴ
」
「
ど
う
し
て

い
つ
も
」
「
つ
ぼ
」
「
空
気
」
「
火
事
」
な
ど
、
多
く
の
作
品
を

私
の
詩
教
育
論
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
て
き
ま
し
た
。 

 

ま
ど
・
み
ち
お
の
詩
は
、
ひ
ら
が
な
の
作
品
が
多
く
一
年
生
で

も
読
め
る
の
で
す
が
、
そ
の
詩
の
世
界
の
奥
深
さ
は
、
年
齢
に
関

係
な
く
感
動
を
呼
び
起
こ
し
ま
す
。
題
材
は
誰
で
も
見
て
い
る
も

の
な
の
に
、
ま
ど
さ
ん
は
、
誰
も
見
て
い
な
い
よ
う
な
詩
の
世
界

を
作
り
出
し
、
読
者
に
新
鮮
な
感
動
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。 

 

ま
た
、
谷
川
俊
太
郎
の
「
か
え
る
の 

ぴ
ょ
ん
」
は
、
学
生
た

ち
の
も
っ
と
も
人
気
を
あ
つ
め
た
詩
で
す
。 

  
 

か
え
る
の 

ぴ
ょ
ん 

 
 
 

谷
川
俊
太
郎 

  

か
え
る
の 

ぴ
ょ
ん
／
と
ぶ
の
が
だ
い
す
き 

 

は
じ
め
に 

か
あ
さ
ん 

と
び
こ
え
て 

 

そ
れ
か
ら 

と
お
さ
ん 

と
び
こ
え
る 

 

ぴ
ょ
ん 

 
 

 

か
え
る
の
ぴ
ょ
ん
／
と
ぶ
の
が 

だ
い
す
き 

 

つ
ぎ
に
は 

じ
ど
う
し
ゃ 

と
び
こ
え
て 

 

し
ん
か
ん
せ
ん
も 

と
び
こ
え
る 

 

ぴ
ょ
ん 

ぴ
ょ
ん 

 

 

か
え
る
の 

ぴ
ょ
ん
／
と
ぶ
の
が
だ
い
す
き 

 

と
ん
で
る 

ひ
こ
う
き 

と
び
こ
え
て 

 

つ
い
で
に 

お
ひ
さ
ま 

と
び
こ
え
る 

 

ぴ
ょ
ん 

ぴ
ょ
ん 

ぴ
ょ
ん 

  

か
え
る
の 

ぴ
ょ
ん
／
と
ぶ
の
が
だ
い
す
き 

 

と
う
と
う 

き
ょ
う
を 

と
び
こ
え
て 

 

あ
し
た
の 

ほ
う
へ 

き
え
ち
ゃ
っ
た 

 

ぴ
ょ
ん 

ぴ
ょ
ん 

ぴ
ょ
ん 

ぴ
ょ
ん 

  

こ
の
詩
に
つ
い
て
は
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
附

属
小
学
校
の
校
長
と
な
っ
た

初
の
入
学
式
で
、
一
年
生
へ
の
お

祝
い
と
し
て
こ
の
詩
を
朗
読
し
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
連
を
追
う

ご
と
に
、
ぴ
ょ
ん
の
飛
び
越
え
る
も
の
に
驚
い
た
の
か
、
二
年
生
、

三
年
生
と
ざ
わ
め
き
が
広
が
り
、

後
の
連
を
読
ん
だ
と
き
に
は
、

会
場
全
体
に
驚
き
の
声
が
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
話
し
た
後
で
、
日
本
語
の
ル
ビ
（
ハ
ン
グ
ル
）
に
よ

る
音
読
を
楽
し
み
ま
し
た
。

後
は
学
生
た
ち
の
「
ぴ
ょ
ん 

ぴ

ょ
ん 

ぴ
ょ
ん 

ぴ
ょ
ん
」
の
大
合
唱
に
に
な
り
ま
し
た
。 

 

授
業
を
み
て
お
ら
れ
た
イ
・
ム
ン
ギ
ュ
先
生
（
音
韻
学
）
に
翌

日
の
自
分
の
授
業
で
も
こ
の
詩
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
ほ
し
い
、
と

依
頼
さ
れ
、
こ
の
詩
は
二
度
の
テ
キ
ス
ト
に
な
り
ま
し
た
。
二
度

目
の
授
業
が
終
わ
っ
た
と
き
、
二
～
三
人
の
学
生
が
や
っ
て
き
て
、

先
生
、
シ
ン
君
が
か
え
る
の
ピ
ョ
ン
に
な
り
ま
し
た
、
と
笑
い
な

が
ら
話
し
ま
し
た
。
授
業
の
途
中
で
消
え
た
、
と
い
う
こ
と
ら
し
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い
で
す
。 

 

「
お
ち
ば
」
の
授
業
は
、
親
し
く
し
て
い
た
附
属
小
学
校
の
朴

吉
弘
校
長
か
ら
依
頼
を
受
け
て
、
小
学
校
五
年
生
に
行
っ
た
授
業

で
す
。
大
学
の
特
別
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
ま
し
た
。 

  
 

お
ち
ば 

 
 

み
つ
こ
し 

さ
ち
お 

  

お
ち
ば
を 

こ
と
り
に
し
て 

 

そ
ら
へ 

と
ば
し
た
の
は 

 

（
い
た
ず
ら 

き
た
か
ぜ
） 

  

お
ち
ば
を 

ふ
と
ん
に
し
て 

 

は
る
ま
で 

ね
る
の
は 

 

（
山
の
ど
ん
ぐ
り
） 

  

お
ち
ば
を 

さ
ら
に
し
て 

 

ま
ま
ご
と 

す
る
の
は 

 

（
ふ
た
り
の 

い
も
う
と
） 

  

お
ち
ば
を 

し
お
り
に
し
て 

 

（
ぼ
く
）
は 

ほ
ん
の 

あ
い
だ
に 

 

（ 
 

）
を 

し
ま
い
ま
す 

  

教
材
の
下
に
は
、
（ 

 

）
の
中
に
入
る
四
人
の
人
物
一
覧
が

示
し
て
あ
り
ま
す
。
授
業
は
一
連
ず
つ
（ 

）
の
中
は
誰
で
し
ょ

う
、
と
問
い
な
が
ら
す
す
め
ま
し
た
。
私
の
授
業
論
で
い
う
と
、

「
空
白
を
読
む
」
と
い
う
授
業
方
法
で
す
。 

 

五
年
生
の
子
ど
も
た
ち
な
の
で
、
空
欄
を
埋
め
る
の
は
そ
ん
な

に
難
し
く
は
な
く
、
ど
の
子
ど
も
た
ち
も
四
連
と
も
正
解
で
す
。

後
に
残
っ
た
の
は
四
連
の
（ 

）
で
す
。
「
ぼ
く
」
は
本
の
間

に
（
何
を
）
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
と
い
う

後
の
問
題
で
す
。

思
い
出
と
い
う
意
見
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
一
人
の
児
童
が
手

を
挙
げ
て
、
秋
と
答
え
ま
し
た
。
そ
う
で
す
ね
、
作
者
は
秋
と
書

い
て
い
ま
す
、
と
言
う
と
、
大
き
な
拍
手
が
起
こ
り
ま
し
た
。
あ

な
た
は
詩
人
で
す
ね
、
と
い
う
と
、
そ
の
生
徒
は
に
こ
や
か
な
笑

顔
を
み
せ
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
初
め
と
同
じ
よ
う
に
韓
国
語
の
音
読
で
し
め
く
く
ろ

う
と
す
る
と
、
通
訳
の
全
允
景
さ
ん
が
「
先
生
、
子
ど
も
た
ち
は

日
本
語
で
読
み
た
が
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
。
で
は
日
本
語
で
音

読
し
ま
し
ょ
う
か
、
と
い
う
と
、
子
ど
も
た
ち
は
手
を
た
た
い
て

喜
ん
で
い
ま
す
。
一
行
ず
つ
、
私
の
音
読
の
後
に
、
子
ど
も
た
ち

は
日
本
語
の
下
に
付
け
た
ハ
ン
グ
ル
の
ル
ビ
を
読
ん
で
い
く
の
で

す
が
、
私
に
は
美
し
い
日
本
語
に
聞
こ
え
ま
す
。
日
本
語
の
音
読

が
終
わ
る
と
、
み
ん
な
大
喜
び
で
す
。 

 

こ
の
「
お
ち
ば
」
の
詩
は
、
午
後
の
大
学
の
講
義
で
も
取
り
上

げ
て
み
ま
し
た
。
あ
る
学
生
は
、
こ
ん
な
感
想
を
書
い
て
い
ま
す
。 

  

・
一
番
記
憶
に
残
る
詩
だ
っ
た
。
特
に
、
お
ち
ば
を
本
の
し
お

り
に
し
て
秋
を
し
ま
う
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
周
囲
の
小
さ
い

も
の
一
つ
、
小
さ
な
出
来
事
一
つ
で
、
自
分
の
人
生
が
こ
ん
な
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に
温
ま
っ
て
豊
か
に
な
れ
る
こ
と
が
う
れ
し
か
っ
た
。
（
イ
・

ソ
ン
ハ
） 

  

こ
の
詩
は
大
学
生
を
も
惹
き
つ
け
る
詩
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
韓
国
の
学
生
た
ち
は
、
感
想
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
詩

を
倫
理
的
、
哲
学
的
に
深
く
受
容
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
ま

し
た
。 

 

集
中
講
義
が
終
わ
っ
た
日
に
、
周
康
植
先
生
か
ら
招
待
さ
れ
て
、 

海
雲
台
の
近
く
の
崖
下
に
下
り
、
岩
の
上
の
屋
台
で
、
海
雲
台
の

夜
景
を
見
な
が
ら
、
取
れ
た
て
の
な
ま
こ
、
ほ
や
で
焼
酎
を
酌
み

交
わ
し
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
で
す
。
翌
年
に
は
周
康

植
先
生
が
島
根
大
学
に
来
ら
れ
て
、
「
韓
国
詩
の
伝
統
」
と
い
う

集
中
講
義
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
講
義
の
中
で
、
受
講

生
（
国
語
研
究
室
の
学
生
）
の
一
番
人
気
は
「
花
」
と
い
う
詩
で

し
た
。
韓
国
の
中
学
校
の
教
科
書
に
も
載
っ
て
い
る
詩
で
、
韓
国

の
学
生
た
ち
の
大
好
き
な
詩
で
す
。 

 

後
に
、
こ
の
詩
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  
 

花 
 
 
 
 

金キ
ム 

春
洙

チ
ョ
ン
ス 

（
申
美
熙
訳
） 

  

私
が
そ
の
人
の
名
前
を
呼
ん
で
あ
げ
る
前
に
は 

 

そ
の
人
は
た
だ
の 

 

一
つ
の
身
振
り
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。 

  

私
が
そ
の
人
の
名
前
を
呼
ん
で
あ
げ
た
と
き 

 

そ
の
人
は
私
の
と
こ
ろ
に
来
て 

 

花
に
な
っ
た 

  

私
が
そ
の
人
の
名
前
を
呼
ん
で
あ
げ
た
よ
う
に 

 

私
の
こ
の
色
と
香
り
に
ふ
さ
わ
し
い 

 

誰
か
が
私
の
名
前
を
呼
ん
で
く
れ
た
ら 

 

そ
の
人
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
私
も 

 

そ
の
人
の
花
に
な
り
た
い 

  

私
た
ち
は
皆 

 

何
か
に
な
り
た
い 

 

私
は
あ
な
た
に
と
っ
て 

あ
な
た
は
私
に
と
っ
て 

 

忘
れ
ら
れ
な
い
一
つ
の
意
味
に
な
り
た
い 

  

お
わ
り
に 

  

島
根
大
学
の
国
語
研
究
室
に
は
本
当
に
長
い
間
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。
国
語
研
究
室
の
先
生
が
た
、
卒
業
生
の
皆
さ
ん
、
院

生
・
学
生
の
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
【
本
稿
は
、
第
二
十
九
回
島
根
大
学
教
育
学
部
国
文
学
会
（
平
成

二
十
三
年
八
月
六
日
）
で
行
っ
た
講
演
を
も
と
に
加
筆
し
ま
し

た
。
】 

  




