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説
明
的
文
章
に
お
け
る
知
識
と
教
材
の
類
型 

―
― 

中
学
校
二
年
生
教
材
を
中
心
に 

―
― 

  

間 

瀬 

茂 

夫 

 

一 

は
じ
め
に 

  

説
明
的
文
章
を
読
む
こ
と
の
目
的
は
、
「
知
識
」
を
得
る
こ
と

に
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
説
明
的
文
章
の
読
み
の
学
習
指
導

の
目
的
は
、
文
章
の
内
容
と
し
て
の
知
識
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ

と
に
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と

で
、
説
明
的
文
章
指
導
の
目
標
は
明
確
に
な
っ
て
き
た
と
も
言
え

る
。
近
年
の
読
む
こ
と
の
学
習
指
導
研
究
の
関
心
は
、
文
章
理
解

過
程
に
お
い
て
、
読
み
手
が
ど
の
よ
う
に
既
有
知
識
を
用
い
て
情

報
処
理
を
行
い
、
自
ら
の
知
識
を
変
容
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に

あ
っ
た
。
読
み
手
の
側
の
知
識
を
対
象
と
し
た
研
究
で
あ
る
。
で

は
、
筆
者
や
文
章
の
側
の
知
識
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
よ
い

の
か
。
本
稿
で
は
改
め
て
こ
の
こ
と
を
問
題
と
す
る
。 

 

二 

説
明
的
文
章
の
学
習
指
導
論
に
お
け
る
知
識 

  

こ
れ
ま
で
の
説
明
的
文
章
の
学
習
指
導
研
究
に
お
い
て
、
知
識

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
て
き
た
か
を
と
ら

え
直
し
て
み
た
い
。 

 

一
つ
目
の
方
向
は
、
説
明
的
文
章
に
表
現
さ
れ
た
筆
者
の
認
識

＝
知
識
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
が
ど
の
よ
う
に
世

界
を
認
識
し
、
知
識
に
到
達
し
て
い
る
か
を
問
題
と
す
る
。
文
章

表
現
と
し
て
表
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
文
章
内
容
に
埋
め
込
ま
れ
て

い
る
、
筆
者
が
認
識
を
得
る
た
め
に
用
い
た
方
法
を
取
り
出
し
、

読
み
手
で
あ
る
学
習
者
に
も
自
分
の
世
界
認
識
の
方
法
と
し
て
身

に
つ
け
さ
せ
よ
う
す
る
学
習
指
導
論
も
展
開
さ
れ
た
。
一
方
で
、

文
章
に
お
い
て
説
明
さ
れ
る
知
識
が
筆
者
と
い
う
主
体
に
よ
っ
て

認
識
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
文
章
を
批
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判
的
に
読
む
と
い
う
方
向
へ
も
進
む
。
こ
う
し
た
批
判
読
み
は
、

早
く
か
ら
１

、
ま
た
繰
り
返
し
提
唱
さ
れ
て
き
た
。 

 
二
つ
目
は
、
知
識
＝
情
報
と
し
て
と
ら
え
る
方
向
で
あ
る
。
例

え
ば
、
情
報
読
み
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
る
学
習
活
動
は
、
図
書
館
等

で
情
報
を
集
め
、
調
べ
、
ま
と
め
る
と
い
っ
た
展
開
を
と
る
。
ま

た
、
こ
れ
と
は
別
に
、
読
み
手
が
、
文
章
の
中
の
言
語
的
な
情
報

を
処
理
し
、
知
識
の
中
に
取
り
込
む
認
知
的
過
程
に
注
目
し
た
学

習
指
導
が
構
想
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
は
じ
め
に
述
べ
た
通
り
で

あ
る
。
そ
こ
で
の
情
報
処
理
は
、
必
要
な
も
の
を
選
択
す
る
ば
か

り
で
は
な
く
、
連
接
関
係
を
も
っ
て
整
合
的
に
構
造
化
さ
れ
た
情

報
を
構
造
に
沿
っ
て
理
解
す
る
こ
と
で
、
よ
り
正
当
に
情
報
が
理

解
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

三
つ
目
は
、
文
章
に
お
い
て
説
明
の
対
象
と
な
る
知
識
と
読
者

の
持
つ
知
識
と
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う

レ
ト
リ
ッ
ク
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
方
向
で
あ
る
２

。
筆
者
は
、

説
明
の
対
象
と
な
る
専
門
的
な
知
識
に
つ
い
て
、
読
者
が
共
通
し

て
持
つ
と
想
定
さ
れ
る
常
識
と
結
び
つ
け
、
読
者
の
理
解
と
納
得

を
形
成
し
な
が
ら
説
明
す
る
。
そ
う
し
た
営
み
に
対
し
て
、
時
に

は
効
果
的
な
も
の
と
し
て
、
時
に
は
適
切
で
は
な
い
も
の
と
し
て

評
価
し
な
が
ら
読
む
読
み
方
が
教
授
の
対
象
と
な
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
説
明
的
文
章
に
お
け
る
知
識
の
と
ら
え
方
の
方
向

性
は
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
知
識
に
関
し
て
取
る
べ
き
い
く
つ

か
の
立
場
を
お
お
む
ね
反
映
し
て
き
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
問

題
も
見
出
さ
れ
る
。 

 

ま
ず
、
第
一
の
観
点
に
お
け
る
筆
者
の
認
識
は
ど
う
い
う
と
き

に
知
識
と
言
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
言
え
な
い
の
か
と
い
う
問
題

が
あ
る
。
学
習
指
導
要
領
に
倣
っ
た
「
事
実
と
意
見
」
に
分
け
る

読
み
方
に
お
い
て
、
文
章
表
現
の
「
事
実
」
と
見
な
さ
れ
る
部
分

に
は
、
個
別
の
経
験
か
ら
科
学
的
な
法
則
な
ど
様
々
な
こ
と
が
相

当
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
全
て
同
じ
よ
う
に
知
識
と
言
え
る
の
か
。

ま
た
、
「
意
見
」
と
さ
れ
る
部
分
は
知
識
と
見
な
す
こ
と
は
で
き

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
意
見
」
と
知
識
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ
る
の
か
。 

 

第
二
の
方
向
の
情
報
と
い
う
と
ら
え
方
に
関
し
て
も
同
様
の
こ

と
が
言
え
る
。
情
報
イ
コ
ー
ル
知
識
と
見
な
す
な
ら
ば
、
文
章
に

あ
る
情
報
は
全
て
知
識
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
一
般
的
に
そ
の

よ
う
に
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、
調
べ
学
習
で
用
い
る
情

報
は
、
図
書
館
と
い
っ
た
機
関
で
選
定
さ
れ
た
図
書
に
あ
る
情
報

と
い
う
条
件
の
も
と
で
信
頼
性
が
あ
る
程
度
保
証
さ
れ
て
い
る
。

学
習
活
動
の
過
程
で
数
冊
の
本
の
情
報
を
比
較
し
よ
り
妥
当
な
情

報
を
選
ぶ
こ
と
で
知
識
た
り
え
て
い
る
。
情
報
は
ど
う
い
う
と
き

に
知
識
に
な
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
文
章
理
解
を
情
報
処
理
過
程

と
と
ら
え
る
考
え
方
に
お
い
て
は
、
文
章
構
造
に
沿
っ
て
文
章
を

理
解
す
る
こ
と
が
な
ぜ
重
要
な
の
か
。
要
点
を
要
領
よ
く
と
ら
え

る
理
解
だ
け
で
は
何
か
が
欠
け
て
い
る
の
か
。 

 
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
批
判
読
み
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
程
度

解
決
し
て
く
れ
る
部
分
も
あ
る
。
で
は
、
そ
う
し
た
読
み
方
に
お

い
て
知
識
は
ど
の
よ
う
な
と
き
に
妥
当
と
と
ら
え
ら
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。
と
も
す
れ
ば
、
文
章
の
中
で
の
主
張
と
現
実
と
の
ズ
レ
ば

か
り
を
問
題
に
し
た
り
、
日
常
的
な
知
識
に
よ
る
説
明
と
論
証
と
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の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
批
判

読
み
に
お
い
て
、
様
々
な
混
乱
が
生
じ
る
。
そ
れ
ら
は
知
識
の
と

ら
え
方
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

三 

知
識
の
正
当
化
と
社
会
性 

 

１ 

知
識
の
種
類 

 

こ
う
し
た
疑
問
や
問
題
の
指
摘
は
、
全
て
私
自
身
の
こ
れ
ま
で

の
研
究
や
主
張
に
も
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
疑
問
に
十
分
に
答
え
る
た
め
の
す
べ
を
現
時
点
で
得
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
つ
手
が
か
り
に
し
た
い
こ
と
が
あ

る
。
文
章
に
お
い
て
、
妥
当
な
知
識
が
ど
の
よ
う
に
得
ら
れ
る
か
、

知
識
の
正
当
化
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に

関
す
る
議
論
で
あ
る
。 

 

説
明
的
文
章
教
材
は
何
ら
か
の
専
門
的
知
識
を
説
明
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
、
科
学
的
知
識
を
対
象
と
し
た
も
の
ば
か
り
で
は
な

い
。
特
に
、
中
学
校
二
年
生
以
降
の
教
科
書
教
材
で
は
、
内
容
や

テ
ー
マ
が
多
様
化
、
複
合
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
知
識
の
違

い
は
、
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
か
。
自
然
科
学
的
教
材
・
社

会
科
学
的
教
材
と
い
っ
た
学
問
的
分
野
に
よ
る
分
類
３

や
、
説
明

文
・
論
説
文
・
評
論
文
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
分
け
と
は
異
な
る
、

説
明
的
文
章
の
知
識
の
把
握
は
で
き
な
い
も
の
か
。
こ
こ
で
は
、

知
識
の
哲
学
を
ガ
イ
ド
と
し
て
、
考
察
を
進
め
た
い
。 

 

と
こ
ろ
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「
知
」
を
次
の
三
つ
に
分

類
し
て
い
る
４

。 

 
 

理
論
知
…
学
問
知
。
他
の
仕
方
で
は
あ
り
え
な
い
も
の
。
必

然
的
な
事
柄
、
永
遠
の
事
柄
に
関
す
る
知
。 

 
 

実
践
知
…
思
慮
。
「
他
の
仕
方
で
あ
り
う
る
も
の
」
の
う
ち
、

行
わ
れ
る
も
の
。 

 
 

制
作
知
…
技
術
。
「
他
の
仕
方
で
あ
り
う
る
も
の
」
の
う
ち
、

作
ら
れ
る
も
の
。 

 

理
論
知
と
は
、
科
学
的
知
識
が
相
当
す
る
。
近
代
で
は
、
自
然

科
学
だ
け
で
な
く
、
人
間
諸
科
学
も
体
系
化
さ
れ
、
理
論
知
化
さ

れ
て
い
る
。
実
践
知
と
は
、
何
ら
か
の
具
体
的
状
況
に
お
い
て

「
何
を
な
す
べ
き
か
」
に
つ
い
て
の
知
で
あ
る
。
政
治
が
典
型
と

さ
れ
る
。
制
作
知
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
文
学
に
関

す
る
「
詩
学
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
例
え
ば
建
築
学
は
、
技
術
に

関
す
る
知
が
体
系
化
さ
れ
理
論
知
と
な
っ
た
も
の
と
言
え
る
。 

 

古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
知
の
分
類
は
、
近
代
に

お
け
る
学
問
領
域
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
実

践
知
や
制
作
知
の
学
問
化
は
、
様
々
な
分
野
で
行
わ
れ
て
い
て
、

そ
の
境
界
を
明
示
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
知
識
哲
学
に

お
い
て
は
、
理
論
知
を
中
心
に
議
論
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
て
、

実
践
知
お
よ
び
制
作
知
を
知
識
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い

う
問
題
が
あ
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
も
「
知
」
で
あ
り
、
単
な
る
個

人
の
信
念
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 
説
明
的
文
章
に
お
い
て
は
、
筆
者
の
専
門
領
域
の
知
識
の
説
明

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
と
、
そ
こ
か
ら
実
践
知
や
制
作
知
へ
と

展
開
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
そ
の
際
、
実
践
知
や
制
作
知
が
論
証

の
手
順
を
経
ず
に
付
加
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
、
理
論
知
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を
根
拠
と
し
て
論
証
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
が
あ
る
。
前

者
に
つ
い
て
は
、
信
念
の
域
を
出
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

で
は
、
単
な
る
信
念
と
知
と
の
区
別
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ

る
の
か
。 

 

２ 

知
識
の
正
当
化 

 

単
な
る
信
念
と
知
識
の
区
別
に
つ
い
て
、
「
知
識
と
は
正
当
化

さ
れ
た
真
な
る
信
念
で
あ
る
」
と
い
う
古
典
的
な
定
義
を
提
示
し

た
の
は
プ
ラ
ト
ン
で
あ
る
５

。
そ
の
定
義
は
長
く
知
識
に
関
す
る

哲
学
に
お
い
て
保
持
さ
れ
て
き
た
が
、
現
代
に
お
い
て
、
知
識
を

こ
う
し
た
定
義
に
お
い
て
と
ら
え
る
局
面
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
、
説
明
的
文
章
か
ら
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
を
考
え
る
上
で

は
、
な
お
重
要
な
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

蔵
田
伸
雄
は
、
「
信
念
」
と
「
知
」
「
知
識
」
と
の
違
い
に
つ

い
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
定
義
を
引
き
な
が
ら
次
の
よ
う
に
説
明
す
る

６

。 

 
 

そ
し
て
哲
学
的
な
知
識
論
・
認
識
論
で
は
、
「
知
」
と
は

「
正
当
化
さ
れ
た
信
念
」
（justified belief

）
、
つ
ま

り
何
ら
か
の
証
拠
な
ど
に
よ
っ
て
「
正
し
い
」
と
さ
れ
た
信

念
を
意
味
し
て
い
る
。
「
信
念
」
（belief

）
は
「
知
っ
て

い
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
十
分
な
根
拠
が

な
く
、
ま
だ
正
当
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
一

方
、
「
知
」
は
科
学
的
な
知
で
あ
れ
、
日
常
的
な
意
味
で
の

「
知
識
」
で
あ
れ
、
そ
れ
を
正
し
い
と
す
る
に
足
る
十
分
な

根
拠
を
伴
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
科
学
と
は
、
何
ら
か
の

実
験
や
観
察
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
正
当

化
可
能
・
確
証
可
能
な
命
題
の
体
系
で
あ
り
、
共
有
可
能
な

「
知
」
で
あ
る
。
ま
た
日
常
的
な
「
知
」
に
つ
い
て
も
、
そ

れ
が
正
し
い
「
知
」
で
あ
る
か
ら
に
は
、
何
ら
か
の
証
拠
や

証
言
を
伴
い
、
他
者
が
そ
の
妥
当
性
を
確
認
で
き
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
蔵
田
は
、
日
常
的
な
知
識
に
広
げ
て
、
「
正
当
化
」
と

い
う
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
に
し
た
が
え

ば
、
説
明
的
文
章
と
は
、
正
当
化
を
行
い
な
が
ら
知
識
を
伝
達
す

る
文
章
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る

文
章
の
論
理
は
知
識
の
正
当
化
の
過
程
で
あ
り
、
そ
れ
を
理
解
す

る
こ
と
は
、
文
章
の
中
に
あ
る
情
報
を
知
識
と
し
て
受
け
取
る
た

め
に
必
要
な
行
為
と
な
る
。
で
は
、
知
識
の
正
当
化
は
、
ど
の
よ

う
に
し
て
な
さ
れ
る
も
の
な
の
か
。 

 

知
識
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
正
当
化
は
推
論
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
７

。
推
論
と
は
、
前
提
か

ら
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
で
あ
り
、
妥
当
な
前
提
か
ら
妥
当
な
推

論
を
行
え
ば
妥
当
な
結
論
が
引
き
出
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

う
し
た
妥
当
な
推
論
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
知
識
が
正
当
化
さ

れ
た
知
識
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 
推
論
に
は
、
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
が
、
最
も
確
実
な
推
論

は
演
繹
的
推
論
で
あ
る
。
前
提
が
全
て
真
な
ら
、
そ
こ
か
ら
引
き

出
さ
れ
る
結
論
も
必
ず
真
に
な
る
と
い
う
推
論
で
あ
る
。
し
か
し
、

演
繹
的
推
論
で
は
、
導
か
れ
る
知
識
が
前
提
と
な
る
知
識
の
中
に

含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
知
識
を
拡
張
す
る
と
い
う
点
で
は
十
分
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な
力
を
持
た
な
い
。
そ
こ
で
、
知
識
を
生
産
す
る
際
に
は
、
帰
納

的
推
論
や
仮
説
的
推
論
（
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
）
、
類
推
（
ア
ナ
ロ

ジ
ー
）
な
ど
の
推
論
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
推
論
は
、
誤
り

を
含
む
可
能
性
が
常
に
あ
る
が
、
近
代
科
学
は
、
こ
う
し
た
推
論

を
用
い
て
新
た
な
知
識
を
発
見
し
な
が
ら
、
確
証
の
た
め
の
手
続

き
的
方
法
（
代
表
的
な
も
の
に
仮
説
演
繹
法
が
あ
る
）
を
発
展
さ

せ
る
こ
と
で
、
確
か
な
知
識
を
手
に
入
れ
て
き
た
。 

 

知
識
に
お
け
る
正
当
化
の
役
割
に
注
目
す
る
と
、
説
明
的
文
章

に
お
け
る
「
論
理
」
の
役
割
が
よ
り
明
確
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
文
章
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
様
々
な
知
識
を
知
識
た
ら
し
め

て
い
る
の
が
正
当
化
の
過
程
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
論
理
」
と
と
ら

え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
説
明
的
文
章
の
「
論
理
」
に
は
論
証
（
推

論
）
の
形
式
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
実
際
に
は
、

全
て
の
知
識
に
論
証
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
場

合
、
信
念
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
受
け
取
ら
れ
こ
と

も
あ
る
が
、
知
識
の
正
当
化
は
別
の
方
法
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
方
法
に
お
い
て
か
。 

 

３ 

知
識
の
社
会
性 

 

科
学
的
知
識
に
つ
い
て
、
妥
当
な
推
論
だ
け
で
正
当
化
が
成
立

し
て
い
る
と
は
み
な
さ
な
い
立
場
が
あ
る
。
知
識
の
正
当
化
の
過

程
を
個
人
的
な
過
程
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
に
構
成

さ
れ
る
も
の
だ
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
知
識
の
社
会
性
は
様
々
な

と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
。 

 

そ
の
一
つ
は
、
「
認
識
論
的
依
存
」
で
あ
る
８

。
例
え
ば
高
度

化
し
た
科
学
的
知
識
に
関
し
て
は
、
個
人
が
一
つ
一
つ
そ
の
正
当

性
を
確
か
め
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
他
者
か
ら
の
伝
聞
で
知
識
を

獲
得
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
非
科
学
者
と
科
学
者
と

の
間
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
科
学
者
同
士
の
間
に
お
い
て
も

当
て
は
ま
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
相
手
が
な
ぜ
信
頼
で
き
る
の
か

と
い
う
こ
と
も
確
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
な
れ
ば
、
真
理

に
到
達
し
た
と
言
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め
、

社
会
に
は
、
例
え
ば
学
会
や
出
版
と
い
っ
た
、
認
識
論
的
依
存
の

関
係
を
信
頼
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
保
証
す
る
こ
と
で
知
識
の
正

当
化
に
至
る
仕
組
み
が
あ
る
。 

 

し
か
し
一
方
で
、
そ
う
し
た
社
会
の
仕
組
み
が
知
の
権
力
関
係

を
生
み
出
し
て
い
て
、
人
々
は
そ
う
し
た
関
係
に
依
存
し
て
生
き

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
９

。
こ
う
し
た
考
え
を
極
端
に
進
め
て

い
く
と
、
真
理
に
は
永
遠
に
到
達
し
得
な
い
と
い
う
懐
疑
主
義
に

支
配
さ
れ
か
ね
な
い
が
、
私
た
ち
は
そ
う
は
な
ら
ず
に
知
識
を
発

展
さ
せ
て
き
て
い
る
。
私
た
ち
が
求
め
て
い
る
の
は
真
な
る
信
念

で
は
な
く
、
「
も
っ
と
も
ら
し
さ
」
で
あ
り
、
い
か
に
世
界
を
認

識
す
る
か
と
い
う
道
具
と
し
て
の
認
識
で
あ
る
と
す
る
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
知
識
論
10

も
存
在
す
る
。 

 
４ 

説
明
的
文
章
に
お
け
る
専
門
的
知
識
と
常
識 

 
説
明
的
文
章
に
お
け
る
知
識
を
と
ら
え
る
う
え
で
、
も
う
一
つ

考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
文
章
中
に
登
場
す
る
専
門
的
な
知
識
と

一
般
的
な
知
識
と
の
関
係
で
あ
る
。
浅
野
楢
英
は
、
古
代
ギ
リ
シ

ャ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
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説
得
で
用
い
ら
れ
る
知
識
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
11

。 

 
 
 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
『
ト
ピ
カ
』
で
、
大
衆
（
多
く
の

人
々
）
を
相
手
に
話
し
合
う
に
は
、
「
エ
ン
ド
ク
サ
」
（
通

念
）
に
基
づ
い
て
言
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
有
効
だ
と
し
て

い
ま
す
。
大
衆
を
相
手
に
し
た
場
合
、
大
衆
の
「
ド
ク
サ
」

（
見
解
・
思
い
な
し
）
を
枚
挙
し
て
、
ほ
か
の
人
た
ち
の
意

見
に
で
は
な
く
、
か
れ
ら
自
身
の
意
見
に
基
づ
い
て
論
ぜ
よ
、

と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
『
弁
論
術
』
で
も
、
同
じ
よ
う
な

こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
人
た
ち
（
つ
ま
り
大
衆
）
に

対
し
て
は
「
（
専
門
的
）
知
識
に
基
づ
く
言
論
」
に
よ
っ
て

教
授
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
そ
う
い
う
人
た
ち
を
説

得
す
る
た
め
に
は
む
し
ろ
「
人
々
に
共
通
な
見
解
を
通
じ
て

説
得
立
証
（
説
得
す
る
た
め
の
証
拠
立
て
）
と
言
論
（
弁

論
）
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
で
す
。 

 

浅
野
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
な
聞
き
手
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
の

は
、
「
常
識
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
と
も
と
は
専
門
的
な
知

識
で
あ
っ
た
も
の
も
、
大
衆
に
対
し
て
わ
か
り
や
す
く
伝
え
ら
れ

る
こ
と
で
新
た
な
常
識
と
な
る
。
常
識
は
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
議

論
の
基
盤
で
あ
る
。
説
明
的
文
章
に
お
い
て
も
、
読
み
手
が
日
常

生
活
を
通
し
て
持
つ
経
験
や
常
識
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
特
に
書
き
出
し
の
部
分
は
、
常
識
か
ら
始
め
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。
説
明
的
文
章
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
議
論
で
あ
る
と
改

め
て
と
ら
え
ら
れ
る
。 

 

し
か
し
、
説
明
的
文
章
教
材
の
目
的
は
、
読
み
手
を
あ
る
行
動

へ
と
導
く
た
め
に
、
例
え
ば
自
然
科
学
的
な
知
識
な
ど
の
専
門
的

知
識
を
ま
ず
説
明
す
る
な
ど
複
合
的
な
も
の
で
あ
る
。
説
明
的
文

章
に
お
い
て
、
常
識
化
さ
れ
て
い
な
い
専
門
的
知
識
が
扱
わ
れ
る

こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
よ
い
の
か
。 

 

浅
野
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
は
通
念
（
エ
ン
ド
ク
サ
）
を
用
い
て

人
を
説
得
す
る
術
で
あ
り
、
専
門
的
知
識
を
探
究
し
た
場
合
そ
れ

は
専
門
の
議
論
に
な
る
と
す
る
一
方
で
、
常
識
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の

発
展
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
12

。 

 
 
 

レ
ー
ト
リ
ケ
ー
も
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
も
、
そ
の
取
り

扱
う
事
柄
に
関
す
る
エ
ン
ド
ク
サ
に
基
づ
く
『
言
論
の
知

識
』
で
す
。
そ
し
て
言
論
の
「
知
識
」
で
あ
る
か
ら
に
は
、

そ
れ
を
研
究
す
る
専
門
家
も
ま
た
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
し
か
し
レ
ー
ト
リ
ケ
ー
も
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
も
、

そ
れ
自
体
が
そ
の
取
り
扱
う
事
柄
に
関
す
る
専
門
的
知
識
と

な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
専
門
的
研
究
の
成
果
と
し
て
の

知
識
を
エ
ン
ド
ク
サ
の
か
た
ち
で
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
け
で
す
。
し
か
し
ま
た
、
そ
の
エ
ン
ド
ク
サ
の
内
容
も
、

専
門
的
知
識
の
発
展
に
応
じ
て
、
よ
り
豊
か
に
、
か
つ
蓋
然

性
の
高
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。
レ
ー
ト
リ
ケ
ー

に
も
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
に
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
い
く
努

力
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。 

 
近
代
社
会
に
お
い
て
、
学
習
者
は
「
大
衆
」
で
あ
る
と
同
時
に
、

学
校
と
い
う
制
度
に
お
い
て
学
問
と
い
う
文
化
的
実
践
に
参
加
す

る
存
在
で
も
あ
る
。
各
教
科
で
学
ぶ
知
識
は
、
初
歩
的
な
専
門
的

知
識
の
一
部
で
あ
り
、
説
明
的
文
章
を
理
解
す
る
際
に
も
用
い
ら
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れ
る
。
説
明
的
文
章
教
材
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
知
識
を
背
景

と
し
な
が
ら
、
常
識
と
絡
め
た
専
門
的
知
識
の
説
明
が
な
さ
れ
、

読
み
手
は
言
語
を
媒
介
と
し
て
理
解
を
形
成
し
、
新
た
な
知
識
を

獲
得
す
る
。
説
明
的
文
章
教
材
は
、
現
代
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク

の
新
し
い
姿
を
示
し
て
い
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

５ 

説
明
的
文
章
教
材
に
お
け
る
知
識 

 

以
上
の
よ
う
な
知
識
哲
学
に
お
け
る
議
論
か
ら
、
説
明
的
文
章

に
お
け
る
知
識
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
か
、
ま
と
め
て
み

た
い
。 

 

① 

説
明
的
文
章
は
、
専
門
的
知
識
と
常
識
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

筆
者
は
、
専
門
的
知
識
を
常
識
と
結
び
つ
け
、
正
当
化
し
な

が
ら
説
明
す
る
。 

 

② 

説
明
的
文
章
で
は
、
理
論
的
知
識
や
常
識
を
根
拠
と
し
て

実
践
的
知
識
や
制
作
的
知
識
が
述
べ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。 

 

③ 

説
明
的
文
章
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
知
識
は
、
何
ら
か
の

過
程
や
方
法
に
よ
っ
て
正
当
化
が
行
わ
れ
て
い
て
、
正
当
化

の
過
程
は
文
章
構
造
に
反
映
し
て
い
る
。 

 

④ 

説
明
的
文
章
に
お
い
て
、
筆
者
と
読
み
手
は
認
識
論
的
な

依
存
関
係
に
あ
る
が
、
読
み
手
は
、
文
章
表
現
と
し
て
示
さ

れ
た
推
論
に
よ
る
正
当
化
の
過
程
や
方
法
、
筆
者
に
関
す
る

表
象
に
よ
っ
て
、
受
け
取
る
知
識
へ
の
信
頼
性
を
判
断
す
る
。 

 

⑤ 

読
み
手
は
、
文
章
に
提
示
さ
れ
た
知
識
が
真
で
あ
る
こ
と

を
求
め
る
と
は
限
ら
ず
、
世
界
の
と
ら
え
方
と
し
て
の
も
っ

と
も
ら
し
さ
を
求
め
る
こ
と
も
あ
る
。 

 

四 

知
識
か
ら
見
た
中
学
校
二
年
生
説
明
的
文
章
教
材
の
類
型 

 

１ 

分
類
の
観
点 

 

説
明
的
文
章
に
お
け
る
知
識
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
る

と
、
中
学
校
段
階
の
説
明
的
文
章
教
材
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら

れ
る
か
。
こ
こ
で
は
、
現
行
の
中
学
校
二
年
生
国
語
教
科
書
（
二

〇
〇
五
年
文
部
科
学
省
検
）
に
採
録
さ
れ
た
説
明
的
文
章
教
材

（
十
五
教
材
）
に
つ
い
て
、
知
識
の
あ
り
方
と
い
う
観
点
か
ら
分

類
を
行
っ
て
み
た
い
。
と
い
う
の
は
、
中
一
の
説
明
的
文
章
教
材

に
は
、
科
学
的
知
識
を
説
明
す
る
と
い
う
タ
イ
プ
の
も
の
が
多
い

と
い
う
傾
向
が
う
か
が
わ
れ
、
小
学
校
教
材
か
ら
の
連
続
に
お
い

て
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
二
に
は
そ
う
し
た
教
材

は
少
な
く
、
こ
れ
ま
で
に
も
触
れ
た
よ
う
に
知
識
が
多
様
化
、
複

合
化
し
て
い
て
、
傾
向
を
見
出
し
に
く
い
。
そ
う
し
た
教
材
群
に
、

こ
れ
ま
で
検
討
し
た
知
識
の
観
点
か
ら
何
ら
か
の
類
型
性
を
見
出

す
こ
と
は
、
高
等
学
校
の
評
論
教
材
に
ま
で
つ
な
が
る
教
材
の
系

統
性
を
見
出
す
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。 

 
具
体
的
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
知
識
の
三
分
類
を
観

点
と
し
て
設
定
し
、
分
類
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
ゆ
る
や
か
で

は
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
類
型
が
見
出
さ
れ
た
。 

ａ 

知
を
説
明
す
る
教
材
…
知
や
知
識
そ
の
も
の
に
つ
い
て
説
明

す
る
も
の
。 
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半
田
智
久
「
知
る
こ
と
の
魅
力
」
（
教
育
出
版
） 

 
 

龍
村
仁
「
ガ
イ
ア
の
知
性
」
（
教
育
出
版
） 

 
 

谷
岡
一
郎
「
「
社
会
調
査
」
の
う
そ
」
（
東
京
書
籍
） 

ｂ 
理
論
知
を
説
明
す
る
教
材
…
科
学
的
知
識
に
つ
い
て
説
明
す

る
も
の
。 

 
 

村
山
司
「
考
え
る
イ
ル
カ
」
（
東
京
書
籍
） 

 
 

松
沢
哲
郎
「
文
化
を
伝
え
る
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
」
（
光
村
図

書
） 

ｃ 

理
論
知
か
ら
実
践
知
へ
と
展
開
す
る
教
材
…
理
論
知
を
説
明

し
な
が
ら
、
実
践
知
に
つ
い
て
主
張
を
発
展
さ
せ
る
も
の
。

前
提
と
な
る
知
識
に
は
、
科
学
的
知
識
、
哲
学
的
知
識
、
歴

史
的
知
識
、
制
作
知
の
場
合
が
見
ら
れ
た
。 

 

・
科
学
的
知
識 

 
 

河
合
雅
雄
「
若
者
が
文
化
を
創
造
す
る
」
（
学
校
図
書
） 

 

・
心
理
学
的
、
哲
学
的
知
識 

 
 

な
だ
い
な
だ
「
逃
げ
る
こ
と
は
、
ほ
ん
と
う
に
ひ
き
ょ
う
か

（
学
校
図
書
） 

 

・
歴
史
的
知
識 

 
 

安
田
喜
憲
「
モ
ア
イ
は
語
る
」
（
光
村
図
書
） 

 
 

ラ
ッ
セ
ル
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
「
小
さ
な
労
働
者
」
（
東
京
書

籍
） 

 
 

井
上
恭
介
「
壁
に
残
さ
れ
た
伝
言
」
（
三
省
堂
） 

 

・
制
作
知 

 
 

平
田
オ
リ
ザ
「
対
話
を
考
え
る
」
（
三
省
堂
） 

 
 

鴻
池
尚
史
「
言
葉
の
達
人
に
な
ろ
う
」
（
教
育
出
版
） 

ｄ 

制
作
知
を
説
明
す
る
教
材
…
あ
る
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
何

か
を
作
る
過
程
や
意
義
を
説
明
す
る
も
の
。 

 
 

大
場
信
義
「
ホ
タ
ル
の
里
づ
く
り
」
（
三
省
堂
） 

 
 

村
田
稔
「
人
に
優
し
い
町
づ
く
り
」
（
教
育
出
版
） 

 
 

赤
瀬
川
原
平
「
神
奈
川
沖
浪
裏
」
（
東
京
書
籍
） 

 

２ 

知
識
か
ら
見
た
各
類
型
の
特
徴 

ａ 

知
を
説
明
す
る
教
材 

 

知
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
述
べ
た
教
材
が
見
ら
れ
た
。 

 

「
知
る
こ
と
の
魅
力
」
は
、
お
そ
ら
く
対
話
（
デ
ィ
ア
レ
ク
テ

ィ
ケ
ー
）
に
よ
る
知
と
い
う
考
え
方
が
基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
が
、
信
念
を
表
す
表
現
で
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
そ
う
し
た

理
論
知
を
裏
付
け
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。 

 

「
ガ
イ
ア
の
知
性
」
の
筆
者
は
映
画
監
督
で
あ
る
。
そ
の
た
め

か
、
文
章
中
の
知
識
は
、
科
学
者
に
よ
る
動
物
の
観
察
の
引
用
で

あ
り
、
認
識
論
的
依
存
の
強
い
文
章
と
な
っ
て
い
る
。 

 

「
「
社
会
調
査
」
の
う
そ
」
は
、
社
会
科
学
的
な
方
法
で
あ
る

統
計
調
査
の
結
果
が
、
現
実
的
な
社
会
に
お
い
て
、
相
関
関
係
を

因
果
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
な
ど
誤
っ
て
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ

る
こ
と
を
説
明
す
る
。
現
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
能
力
を
身
に

つ
け
る
べ
き
か
と
い
う
実
践
知
を
述
べ
て
い
て
、
ｃ
の
要
素
も
持

つ
教
材
で
あ
る
。 

ｂ 

理
論
知
を
説
明
す
る
教
材 

 

い
ず
れ
も
動
物
の
行
動
に
つ
い
て
説
明
す
る
二
教
材
が
こ
こ
に

分
類
さ
れ
た
が
、
中
学
校
二
年
生
の
説
明
的
文
章
教
材
に
科
学
的
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知
識
の
説
明
を
中
心
に
す
る
文
章
が
少
な
い
原
因
は
、
次
に
見
る

よ
う
に
、
科
学
的
知
識
の
説
明
か
ら
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
実
践

知
の
主
張
へ
と
論
を
展
開
す
る
教
材
が
多
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。 

ｃ 
理
論
知
か
ら
実
践
知
へ
と
展
開
す
る
教
材 

 

ｃ
は
、
ど
の
よ
う
な
理
論
知
を
前
提
に
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、

さ
ら
に
四
種
に
分
け
ら
れ
た
。 

 

科
学
的
知
識
を
も
と
に
主
張
を
述
べ
る
の
は
「
若
者
が
文
化
を

創
造
す
る
」
で
あ
る
。
サ
ル
の
食
文
化
の
成
立
過
程
の
説
明
か
ら
、

人
間
社
会
に
お
け
る
世
代
間
の
関
係
の
あ
り
方
と
、
若
者
に
お
け

る
創
造
性
の
発
揮
と
い
う
実
践
知
へ
と
論
が
展
開
す
る
。 

 

「
逃
げ
る
こ
と
は
、
ほ
ん
と
う
に
ひ
き
ょ
う
か
」
（
学
校
図

書
）
は
、
人
間
社
会
に
お
け
る
「
逃
げ
な
い
」
と
い
う
ル
ー
ル
に

つ
い
て
、
お
そ
ら
く
心
理
学
や
哲
学
、
人
類
学
な
ど
を
基
盤
と
し

た
知
識
を
説
明
し
た
後
、
そ
の
例
外
と
し
て
「
逃
げ
る
」
と
い
う

こ
と
の
必
要
性
を
読
者
に
対
し
問
題
提
起
し
て
い
る
。 

 

歴
史
的
知
識
を
も
と
に
述
べ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
も
の
は
三

教
材
で
あ
る
。
「
モ
ア
イ
は
語
る
」
は
、
調
査
を
通
し
て
イ
ー
ス

タ
ー
島
の
歴
史
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
説
明
し
た
後
、

地
球
と
の
類
似
性
か
ら
、
人
口
増
加
に
伴
う
地
球
の
森
林
環
境
・

人
口
増
加
の
危
機
に
つ
い
て
警
告
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

歴
史
的
知
識
に
基
づ
く
も
の
に
分
類
し
た
他
の
二
教
材
は
、
分

類
に
迷
っ
た
。
「
小
さ
な
労
働
者
」
は
、
写
真
家
ハ
イ
ン
の
伝
記

で
あ
る
。
「
壁
に
残
さ
れ
た
伝
言
」
は
広
島
の
原
爆
に
関
わ
る
記

録
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
個
別
の
歴
史
的
事
象
を
説
明
し
て
い
る
が
、

実
践
知
を
明
示
的
に
述
べ
る
も
の
で
は
な
く
、
別
に
分
類
す
る
べ

き
か
も
し
れ
な
い
。 

 

「
言
葉
の
達
人
に
な
ろ
う
」
は
、
演
劇
理
論
と
の
類
似
性
か
ら
、

対
人
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
や
気
を
付
け
る
べ
き
点
に

つ
い
て
述
べ
る
文
章
で
あ
る
た
め
、
制
作
知
か
ら
実
践
知
に
展
開

し
た
も
の
と
し
た
。
「
対
話
を
考
え
る
」
は
、
対
話
に
関
す
る
哲

学
的
な
議
論
も
ふ
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
演
劇
制
作
の
経

験
に
基
づ
い
た
も
の
と
し
て
同
じ
よ
う
に
位
置
づ
け
た
。 

ｄ 

制
作
知
を
説
明
す
る
教
材 

 

「
ホ
タ
ル
の
里
づ
く
り
」
は
、
自
然
科
学
的
な
知
識
を
基
盤
に

し
て
、
ホ
タ
ル
の
生
息
地
を
復
活
さ
せ
る
過
程
を
事
例
的
に
説
明

し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

「
人
に
優
し
い
町
づ
く
り
」
は
、
車
イ
ス
を
使
用
す
る
人
た
ち

が
自
由
に
生
活
で
き
る
社
会
を
作
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
環
境

を
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
な
ぜ
そ
れ
が
必
要
な
の
か
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

「
神
奈
川
沖
浪
裏
」
は
、
浮
世
絵
を
題
材
と
し
た
文
章
で
あ
る
。

浮
世
絵
を
描
く
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
鑑
賞
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
分
類
し
た
。 

 

五 

お
わ
り
に 

  
本
稿
で
は
、
説
明
的
文
章
に
お
け
る
知
識
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
を
ガ
イ
ド
と
し
て
考
察
を
行
っ
た
う
え
で
、

知
識
の
観
点
か
ら
中
学
校
二
年
生
の
説
明
的
文
章
教
材
の
分
類
を

行
っ
た
。
学
問
分
野
に
よ
ら
な
い
分
類
の
可
能
性
を
考
え
た
が
、
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結
果
は
大
き
く
変
わ
ら
な
い
も
の
と
な
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
分
類
を
行
う
過
程
で
、
ど
の
よ
う
な
知
識
や
推
論
を
用
い

て
文
章
表
現
が
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
見
た
た
め
、
違
っ
た
見
方

が
で
き
た
と
は
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
方
法
化
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
対
象
学
年
を
中
学
校
三
年
生
に
広
げ
て
、
試
み
た
い
。 

 

注 

１ 

国
語
教
育
研
究
所
『
国
語
教
育
研
究
辞
典
』
（
明
治
図
書
、
一
九
八
八
年
、

「
批
判
読
み
」
の
項
目
執
筆
者
は
渋
谷
孝
）
で
は
、
「
批
評
読
み
」
の
直
接

的
な
提
唱
の
は
じ
ま
り
を
東
京
都
荒
川
区
教
職
員
組
合
国
語
部
会
（
『
批
判

読
み
』
明
治
図
書
、
一
九
六
三
年
）
に
よ
る
と
し
て
い
る
。 

２ 

小
田
迪
夫
『
説
明
的
文
章
指
導
の
授
業
改
革
』
（
明
治
図
書
、
一
九
八
六

年
）
で
、
「
レ
ト
リ
ッ
ク
認
識
の
読
み
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。 

３ 

長
崎
伸
仁
『
説
明
的
文
章
の
読
み
の
系
統
』
（
素
人
社
、
一
九
九
二
年
）

で
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
小
学
校
の
説
明
的
文
章
教
材
の
分
類
と
傾
向
の

分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

４ 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
（
上
巻
、
岩
波
文
庫
、
一
九

七
一
年
）
の
第
六
章
。 

５ 

プ
ラ
ト
ン
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
岩
波
文
庫
、
一
九
六
六
年 

６ 

蔵
田
信
雄
「
信
と
知
」
『
知
識
／
情
報
の
哲
学
』
岩
波
講
座
哲
学
４
、
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
二
三
二
頁 

７ 

戸
田
山
和
久
『
知
識
の
哲
学
』
産
業
図
書
、
二
〇
〇
二
年
、
二
三
〜
二
七

頁
。
知
識
哲
学
の
概
要
理
解
に
つ
い
て
は
、
戸
田
山
の
著
作
に
多
く
を
負
っ

て
い
る
。 

８ 

同
右
書
、
二
二
二
頁 

９ 

例
え
ば
、
フ
ー
コ
ー
『
性
の
歴
史
』
Ⅰ
〜
Ⅲ
、
新
潮
社
、
一
九
八
六
〜
一

九
八
七
年
な
ど
。 

10 

戸
田
山
前
掲
書
（
二
一
四
頁
）
で
は
、
ス
テ
ィ
ッ
チ
に
よ
る
考
え
方
と
し

て
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
ス
テ
ィ
ッ
チ
『
断
片
化
す
る
理
性
』
勁
草
書
房
、
二

〇
〇
六
年
と
し
て
翻
訳
さ
れ
て
い
る
）
。 

11 

浅
野
楢
英
『
論
証
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』
講
談
社
、
一
九
九
六
年
、
二
二
頁 

12 

同
右
書
、
二
〇
一
頁 

 




