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テ
ク
ス
-
の
フ
ラ
ジ
り
二
ア
ィ
と
文
学
教
育
の
根
拠

は
じ
め
に

私
た
ち
が
教
師
と
し
て
文
学
作
品
を
授
業
で
扱
う
と
き
'
懸
命
に
テ
ク
ス
ト

の
分
析
と
解
釈
に
い
そ
し
む
あ
ま
り
'
そ
の
結
果
と
し
て
た
ど
り
つ
い
た
「
す

ぐ
れ
た
」
　
テ
ク
ス
ト
解
釈
を
絶
対
視
し
て
し
ま
う
傾
向
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
重

要
な
テ
ク
ス
ト
と
は
'
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
吟
味
す
る
あ
い
だ
'
批
判
的
な
ま
な

ざ
し
で
徹
底
的
な
分
析
を
お
こ
な
う
に
耐
え
う
る
は
ど
タ
フ
な
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
信
念
や
'
そ
れ
に
耐
え
え
な
い
フ
ラ
ジ
ャ
イ
ル
な
　
(
弱
い
)
　
テ
ク
ス
ト

は
劣
位
に
置
か
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
.
に
属
し
て
お
り
'
ど
の
よ
う
な
意
味
に
で
も
読

ま
れ
う
る
か
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
も
読
む
に
耐
え
な
い
の
だ
、
と
い
う
確
信

を
、
私
た
ち
は
国
語
教
育
で
扱
わ
れ
る
テ
ク
ス
ト
に
抱
い
て
は
い
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
私
た
ち
は
授
業
を
お
こ
な
う
と
い
う
目
的
の
た
め

に
、
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
　
(
弱
さ
)
　
を
そ
こ
な
っ
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
教
室
で
の
「
話
し
合
い
」
　
の
末
に
た
ど
り
つ
い
た
解
釈
を
「
共

有
」
さ
れ
た
解
釈
と
し
て
す
べ
て
の
学
習
者
に
強
い
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

読
者
と
し
て
の
経
験
を
'
ク
ラ
ス
の
成
員
す
べ
て
が
「
共
有
」
す
る
こ
と
は
可

能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
　
「
共
有
」
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ

山
　
　
元
　
　
隆
　
　
春

「
共
有
」
を
強
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
強
い
読
者
の
読
み
を
特
権
化
し
'
弱
い

立
場
に
置
か
れ
た
読
者
を
ま
す
ま
す
ひ
き
こ
も
ら
せ
た
り
'
沈
黙
さ
せ
る
と
い

う
事
態
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
「
共
有
」
を
求

め
る
と
い
う
こ
と
は
'
一
面
に
お
い
て
生
産
的
で
あ
る
が
'
そ
の
前
提
と
な
っ

て
い
る
の
は
'
つ
き
つ
め
て
言
う
と
'
「
深
さ
」
が
あ
ら
わ
れ
'
読
み
尽
-
す

こ
と
が
で
き
る
価
値
が
存
在
す
る
と
い
う
テ
ク
ス
ト
観
な
の
で
あ
る
。

文
学
教
育
の
根
拠
を
問
う
た
め
に
'
私
た
ち
は
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ

に
ど
の
よ
う
に
応
じ
て
い
く
の
か
t
と
い
う
問
い
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
が
'
「
見
慣
れ
た

も
の
」
を
は
じ
め
て
見
る
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
構
え
を
導

-
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
文
学
教
育
の
根
拠
を
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
み
て
い

き
た
い
の
で
あ
る
。

-
　
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
に
つ
い
て

「
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
'
ま
ず
松
岡
正
剛
の
　
r
フ
ラ

ジ
ヤ
イ
ル
」
川
を
も
と
に
検
討
し
た
い
。
松
岡
の
著
作
は
'
こ
の
概
念
を
集
中

的
に
と
-
あ
げ
た
数
少
な
い
日
本
語
文
献
の
一
つ
で
あ
る
。
松
岡
は
　
「
脆
-
て
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壊
れ
や
す
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
そ
の
本
質
的
な
脆
弱
性
ゆ
え
に
、
た
と
え

外
部
か
ら
破
損
や
望
損
を
う
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
'
な
か
な
か
壊
滅
し
き
ら

な
い
内
的
充
実
」
を
「
フ
ラ
ジ
ャ
イ
ル
」
な
い
し
「
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
」
と
呼

ぶ
。
当
炊
:
:
の
こ
と
な
が
ら
、
「
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
語
の
意
味
は
多
様
で

あ
る
。
次
の
引
用
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
多
く
の
日
本
語
を
あ
て
は
め
て
み
る
こ

と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
単
に
「
弱
さ
」
と
だ
け
言
う
こ
と
が
で
き
な
い

と
こ
ろ
が
'
大
切
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

本
書
で
「
弱
さ
」
と
か
「
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
と
き
に
は
'
そ
こ
に
は
多

様
な
意
味
が
ふ
く
ま
れ
る
。

弱
さ
.
弱
々
し
さ
、
薄
弱
'
軟
弱
'
弱
小
'
些
少
感
も
　
項
末
感
'
細
部
感
'
虚

弱
'
病
弱
'
希
薄
'
あ
い
ま
い
感
'
寂
参
'
寂
漠
'
薄
明
'
薄
暮
、
は
か
な
さ
、

さ
び
し
さ
'
わ
び
し
さ
、
聾
奪
'
械
細
、
文
弱
'
温
和
'
や
さ
し
さ
'
優
美
、
み

や
び
'
あ
は
れ
、
優
柔
不
断
'
当
惑
'
お
そ
れ
も
憂
慮
、
憂
影
、
危
倶
'
題
措
'

煩
悶
'
葛
藤
'
矛
盾
'
低
迷
も
　
た
よ
り
な
さ
'
お
ぼ
つ
か
な
さ
、
う
つ
ろ
い
や
す

さ
、
移
行
感
、
遷
移
性
も
変
異
、
不
安
定
'
不
完
全
'
断
片
性
'
部
分
性
へ
異
質

性
、
異
例
性
'
奇
形
性
'
珍
奇
感
'
意
外
性
'
例
外
性
も
脆
弱
性
、
も
ろ
さ
'
き

ず
つ
き
や
す
さ
'
受
傷
性
へ
挫
折
感
も
　
こ
わ
れ
や
す
さ
、
あ
や
う
さ
'
危
険
感
'

弱
気
'
弱
み
'
い
じ
め
や
す
さ
'
劣
等
感
'
敗
北
感
'
貧
困
'
貧
弱
へ
劣
悪
へ
　
下

等
観
、
環
視
感
、
差
別
観
、
汚
穣
観
'
弱
者
'
疎
外
者
、
愚
者
、
弱
点
'
劣
性
'

弱
体
'
欠
如
'
欠
損
'
欠
点
'
欠
陥
'
不
具
'
穀
損
'
損
傷
-
・
-
o

お
そ
ら
-
は
辺
境
性
'
辺
緑
感
、
境
界
性
と
い
っ
た
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
感
覚
も
こ

こ
に
は
ふ
く
ま
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
と
も
か
く
も
「
弱
々
し
い
と
お
ほ
し
い
感
覚

や
考
え
方
」
の
す
べ
て
が
本
書
の
対
象
と
な
る
。
そ
れ
ら
を
一
言
で
何
と
よ
ぶ
べ

き
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
'
私
と
し
て
は
自
分
が
か
ね
て
気
に
入
っ
て
い
る
言
莱

で
ー
と
り
あ
え
ず
「
フ
ラ
ジ
ャ
イ
ル
」
と
か
「
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
を

え
ら
ん
だ
の
だ
曾

さ
ら
に
松
岡
に
よ
れ
ば
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
と
は
「
脆
弱
の
歴
史
と
い
う
も
の
の

本
来
」
な
の
で
あ
り
'
ま
た
「
ふ
り
か
ざ
し
た
制
度
の
裏
側
に
ひ
そ
み
'
強
化

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
隙
間
か
ら
放
出
さ
れ
て
く
る
も
の
」
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
「
ル
ー
ル
」
で
は
な
-
'
「
文
法
」
で
も
な
-
'
「
関
係
」
は
あ
る
が
「
集

合
」
は
な
-
、
「
合
成
で
な
-
、
ま
た
形
成
で
す
ら
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
さ
ら
に
'
「
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
は
生
成
も
な
い
が
'
獲
得
も
な
い
。
フ
ラ

ジ
リ
テ
ィ
は
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
あ
り
'
そ
こ
に
着
目
し
て
初
め
て
存
在
し
は

じ
め
る
も
の
」
　
で
あ
る
た
め
'
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
も
あ

る
t
と
い
う
想
そ
れ
ゆ
え
も
「
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
は
途
中
に
あ
る
」
　
の
で
、
措

写
し
っ
づ
け
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
t
　
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

こ
の
よ
う
な
、
考
え
て
み
れ
ば
厄
介
な
概
念
で
し
か
な
い
　
「
フ
ラ
ジ
リ

テ
ィ
」
に
な
ぜ
こ
だ
わ
る
か
と
い
う
と
'
「
自
分
の
境
界
部
分
を
で
き
る
か
ぎ

り
感
じ
や
す
い
状
態
に
し
て
お
-
と
い
う
こ
と
」
脚
が
文
学
教
育
に
お
い
て
も

重
要
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
o
「
う
す
ぼ
か
げ
ら
ふ
の
よ
う
な
危
梼
感
」
と

も
「
は
か
な
さ
」
と
も
言
え
る
㈱
こ
の
「
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
概
念
は
'

文
学
教
育
を
通
じ
て
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
て
い
-
た
め
に
大
切
な
概

念
で
あ
る
と
考
え
る
。

2
　
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ

「
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
」
「
フ
ラ
ジ
ヤ
イ
ル
」
と
い
う
概
念
に
着
目
し
'
こ
れ
を

松
岡
よ
り
も
も
う
少
し
小
説
の
読
み
の
問
題
に
ひ
き
つ
け
て
問
題
化
し
た
の

が
'
ピ
ー
タ
ー
エ
フ
ビ
ノ
ヴ
ィ
ツ
ツ
で
あ
る
㈲
。
ラ
ビ
ノ
ヴ
イ
ツ
ツ
は
'
小
説
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の
修
辞
的
パ
ッ
シ
ン
グ
(
r
h
e
t
o
r
i
c
a
l
 
p
a
s
s
i
n
g
)
、
す
な
わ
ち
小
谷
真
理
の
訳
語

を
借
り
れ
ば
'
修
辞
的
「
な
り
す
ま
し
」
間
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
作
者
が

修
辞
的
に
「
な
り
す
ま
し
」
て
い
る
の
だ
か
ら
、
小
説
の
読
み
は
一
筋
縄
で
は

捉
え
き
れ
な
い
。
そ
れ
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
こ
と
な
の
だ
が
'
特
に
そ
の

こ
と
が
修
辞
の
問
題
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
と
き
に
あ
ら
わ
れ
る
。
ニ
ー

ラ
二
7
-
セ
ン
の
「
パ
ッ
シ
ン
グ
(
p
a
s
s
i
n
g
)
」
㈲
と
い
う
小
説
を
取
り
上
げ
た

ラ
ビ
ノ
ヴ
イ
ツ
ツ
の
考
察
は
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。

嘘
を
つ
い
た
り
は
っ
た
り
を
食
わ
せ
る
た
め
に
は
、
話
者
が
真
実
を
知
っ
て
い

て
、
聞
き
手
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
い
う
条
件
が
必
要
と
な
る
。
気
の
な
い
は
め

言
葉
で
け
な
す
た
め
に
は
、
話
者
も
聞
き
手
も
と
も
に
だ
ま
さ
れ
て
は
い
な
い
と

い
う
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
'
修
辞
的
パ
ッ
シ
ン
グ
は
一
人
の
話
者
が
二

人
の
聞
き
手
を
必
要
と
す
る
の
だ
。
一
人
は
無
知
の
聞
き
手
で
あ
り
'
も
う
一
人

は
真
実
を
知
っ
て
い
な
が
ら
そ
れ
に
つ
い
て
沈
黙
を
保
っ
た
ま
ま
の
聞
き
手
で
あ

る
。
こ
の
奇
態
な
要
求
こ
そ
が
　
-
　
作
品
が
何
を
為
し
っ
つ
あ
る
の
か
承
知
し
て

い
る
着
た
ち
が
も
L
も
そ
の
作
品
が
修
辞
的
目
的
を
達
成
し
て
い
る
と
す
る
な

ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
言
及
を
繰
り
返
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
要
求
こ
そ
が
　
-

ラ
ー
セ
ン
の
小
説
や
そ
の
他
の
修
辞
的
パ
ッ
シ
ン
グ
の
物
語
を
、
よ
り
広
い
カ
チ

ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
'
つ
ま
り
私
が
こ
[
)
で
「
プ
ラ
ジ
ャ
イ
ル
な
」
テ
ク
ス
ト
と

呼
ん
で
い
る
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
フ
ラ
ジ
ャ
イ
ル
な
」
　
テ
ク
ス
ト
と

は
、
そ
の
行
為
遂
行
の
達
成
の
た
め
に
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
も
っ
と
も
よ

く
知
っ
て
い
る
存
在
が
共
謀
し
て
沈
黙
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
テ
ク
ス
ト
な
の

で
あ
る
。
(
中
略
=
山
元
)

お
そ
ら
く
'
あ
る
特
定
の
批
評
的
立
場
は
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
に
よ
っ

て
喚
起
さ
れ
る
は
ず
の
倫
理
的
諸
問
題
を
巧
妙
に
回
避
し
て
い
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン
・
マ
イ
ロ
ー
(
M
a
i
l
l
o
u
x
,
1
9
8
5
)
　
が
　
「
読
者
寄
り
の
理
想
主
義
(
r
e
a
d
e
r
l
y

i
d
e
a
l
i
s
m
)
」
　
(
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
の
事
実
が
読
者
の
解
釈
手
順
か
ら
切
り
柾
す

こ
と
が
で
き
な
い
と
信
じ
て
い
る
理
論
家
た
ち
)
と
呼
ん
だ
も
の
の
極
端
な
支
持

者
た
ち
は
'
そ
の
理
論
に
肩
入
れ
し
て
い
-
こ
と
で
'
問
題
に
す
べ
き
こ
と
を
問

題
で
な
く
し
て
し
ま
う
の
だ
。
あ
ら
ゆ
る
文
学
的
ア
ー
テ
ィ
フ
ァ
ク
ト
は
き
っ
と

ど
れ
も
み
な
フ
ラ
ジ
ャ
イ
ル
な
も
の
な
の
だ
。
お
そ
ら
く
'
こ
の
問
題
は
'
マ
イ

ロ
ー
の
言
う
'
テ
ク
ス
ト
は
そ
れ
自
体
で
存
在
し
て
い
る
と
す
る
「
テ
ク
ス
ト
・

リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
強
固
な
支
持
者
た
ち
に
と
っ
て
も
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
'
読
者
が
テ
ク
ス
ト
を
台
無
し
に
す
る
の
だ
と
信
じ
る
こ
と
は
'
何
ら

か
の
か
た
ち
で
ア
フ
エ
ク
テ
ィ
ヴ
・
7
7
ラ
シ
ー
を
承
認
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
'
本
書
の
た
い
て
い
の
読
者
た
ち
も
'
こ
う
し
た
都
合
の
よ
い

葛
藤
-
自
由
の
両
極
の
間
の
ど
こ
か
に
安
易
に
位
置
を
占
め
よ
う
と
す
る
の
で
は

な
い
か
と
私
は
い
ぶ
か
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
読
者
に
こ
そ
'
こ
こ
で
展
開
す

る
私
の
主
張
を
差
し
向
け
た
い
㈱
。

ラ
ビ
ノ
ヴ
ィ
ツ
ツ
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
「
文
学
的
ア
ー
テ
ィ
フ
ァ
ク
ト
」

す
な
わ
ち
人
為
的
に
創
造
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を
そ
な
え
て
い

る
t
と
い
う
こ
と
に
な
る
S
o
た
と
え
ば
'
右
の
引
用
文
中
の
r
テ
ク
ス
ト
・

リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
は
、
テ
ク
ス
ト
本
文
が
目
の
前
に
存
在
す
る
と
い
う
立
場
な

の
で
あ
る
が
'
そ
の
立
場
に
立
っ
て
'
た
と
え
ば
読
者
の
恋
意
的
な
解
釈
が
テ

ク
ス
ト
を
台
無
し
に
す
る
と
述
べ
る
こ
と
は
'
既
に
そ
れ
だ
け
で
、
「
テ
ク
ス

ト
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
対
極
に
立
つ
は
ず
の
「
ア
フ
エ
ク
テ
ィ
ヴ
・
フ
ア
ラ

シ
ー
(
感
情
的
誤
謬
)
」
を
認
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
t
と
彼
は
言
う
。

た
と
え
ば
、
「
本
文
を
逸
脱
し
な
い
か
ぎ
り
'
ど
の
よ
う
な
読
み
も
許
さ
れ

る
」
と
い
う
言
い
方
に
は
こ
の
種
の
矛
盾
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
。
逆
に
マ
イ

ロ
ー
山
に
依
拠
し
な
が
ら
彼
が
「
読
者
寄
り
の
理
想
主
義
」
と
呼
ぶ
も
の
も
'

「
テ
ク
ス
ト
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
同
根
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
読
者
寄
-
の
理
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想
主
義
」
に
お
い
て
は
「
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
の
事
実
が
読
者
の
解
釈
手
順
か

ら
切
り
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
さ
れ
る
だ
け
に
'
各
々
の
「
読
者
」
に

「
テ
ク
ス
ト
の
事
実
」
が
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
当

該
読
者
が
自
ら
の
考
え
た
「
テ
ク
ス
ト
の
事
実
」
を
唯
一
絶
対
の
も
の
と
し
て

し
ま
っ
て
'
テ
ク
ス
ト
の
プ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を
視
野
の
外
に
追
い
払
い
'
そ
こ

な
っ
て
し
ま
う
危
険
は
つ
ね
に
伴
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

ラ
ビ
ノ
ヴ
イ
ツ
ツ
の
真
意
は
こ
の
二
つ
の
イ
ズ
ム
を
排
除
す
べ
き
だ
と
い
う

と
こ
ろ
に
は
な
-
'
む
し
ろ
テ
ク
ス
ト
の
読
み
と
解
釈
に
お
い
て
「
愛
用
さ
れ

な
が
ら
め
っ
た
に
明
確
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
理
論
的
原
則
」
と
し
て
の

「
マ
ッ
チ
ョ
の
テ
ク
ス
ト
説
」
を
露
呈
さ
せ
'
そ
れ
に
挑
む
と
こ
ろ
に
あ
る
o

「
マ
ッ
チ
ョ
の
テ
グ
ス
-
説
」
と
彼
が
言
う
「
原
則
」
に
は
次
の
二
つ
の
か
た

ち
が
あ
る
と
言
う
3
.

1
　
重
要
な
テ
ク
ス
ト
と
は
'
そ
の
テ
ク
ス
ー
を
吟
味
す
る
あ
い
だ
に
'
批
判
的

な
ま
な
ざ
し
で
徹
底
的
な
分
析
を
行
う
に
耐
え
う
る
は
ど
タ
フ
な
も
の
で
あ

る
t
　
と
い
う
信
念

2
　
7
ラ
ジ
ャ
イ
ル
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
群
は
劣
位
に
置
か
れ
た

ジ
ャ
ン
ル
に
属
し
て
お
り
'
お
そ
ら
く
ど
の
よ
う
な
や
り
方
で
ど
の
よ
う
な
意

味
に
で
も
読
ま
れ
う
る
も
の
だ
、
と
い
う
確
信

た
と
え
ば
「
読
者
論
」
　
に
し
た
が
っ
た
研
究
や
批
評
で
あ
る
と
い
う
だ
け

で
、
こ
の
よ
う
な
「
信
念
」
や
「
確
信
」
と
無
縁
で
あ
る
と
言
い
切
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
私
た
ち
は
常
に
こ
の
よ
う
な
「
信
念
」
や
「
確
信
」
を
自
明
の
こ

と
と
し
て
疑
い
も
な
-
保
持
し
っ
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
徹

底
的
な
分
析
」
　
に
耐
え
う
る
テ
ク
ス
ト
こ
そ
重
要
性
が
高
い
と
か
、
あ
る
や
り

方
で
読
ま
れ
る
価
値
の
あ
る
テ
ク
ス
ト
こ
そ
が
優
位
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
し
て
い

る
の
だ
t
と
い
っ
た
「
信
念
」
や
「
確
信
」
は
、
考
え
て
み
れ
ば
テ
ク
ス
ト
の

分
析
を
お
こ
な
う
私
が
そ
う
思
い
込
ん
で
い
る
だ
け
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
た
と
え
ば
'
あ
る
種
の
テ
ク
ス
ト
を
「
読
め
ば
終
わ
り
だ
ね
」
と
み
な
し

て
し
ま
う
と
き
、
私
は
そ
れ
が
「
徹
底
的
な
分
析
」
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
と
判

断
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
L
t
ま
た
「
そ
れ
は
本
物
の
文
学
で
は
な
い
ね
」
と

あ
る
種
の
テ
ク
ス
ト
を
切
り
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
る
。
ラ
ビ
ノ
ヴ
イ
ツ

ツ
は
さ
ら
に
言
う
。

批
評
家
と
し
て
そ
し
て
教
師
と
し
て
'
私
た
ち
は
テ
ク
ス
ト
を
滅
多
切
り
に
す
る

対
象
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
O
最
低
限
t
 
r
パ
ッ
シ
ン
グ
)
の
実
例
が

私
た
ち
に
教
え
る
の
は
'
あ
る
種
の
理
論
的
立
場
が
あ
る
種
の
テ
ク
ス
ト
に
は
そ

ぐ
わ
な
い
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
理
論
的
立
場
が
テ
ク
ス
ト
の
機
能
を
明
る
み
に
出
さ
な
い

か
ら
で
は
な
く
て
'
む
し
ろ
明
る
み
に
出
す
か
ら
こ
そ
で
あ
り
'
明
る
み
に
出
す

こ
と
で
'
致
命
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
す
か
ら
な
の
で
あ
る
曾

田
中
実
が
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
0
4
こ
と
で
あ
る
が
'
前
田
愛
の
　
「
舞

姫
」
論
伯
が
「
舞
姫
」
と
い
う
小
説
を
読
む
こ
と
に
な
り
え
て
い
る
の
か
と
い

う
疑
問
は
、
ま
さ
に
「
あ
る
種
の
理
論
的
立
場
が
あ
る
種
の
テ
ク
ス
ト
に
は
そ

ぐ
わ
な
い
と
い
う
可
能
性
」
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
前

田
の
よ
う
に
「
舞
姫
」
に
措
か
れ
た
都
市
空
間
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち

ろ
ん
「
舞
姫
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
詳
細
な
読
解
抜
き
に
は
成
-
立
た
な
い
も

の
で
あ
る
。
が
'
少
な
-
と
も
「
舞
姫
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
一
貫
性
を
切
り

崩
す
と
い
う
か
た
ち
で
成
り
立
つ
は
ず
の
読
み
で
あ
る
こ
と
も
確
か
だ
。
そ
れ

は
「
舞
姫
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を
そ
こ
な
っ
て
し
ま
う
読
み

な
の
で
あ
る
。
た
だ
'
そ
れ
で
は
'
修
辞
的
パ
ッ
シ
ン
グ
の
醸
す
、
テ
ク
ス
ト

の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を
感
じ
取
る
と
い
う
こ
と
と
'
ナ
ン
デ
モ
ア
リ
の
ア
ナ
ー

キ
ー
な
読
み
と
の
区
別
が
つ
か
な
-
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
'
ラ
ビ
ノ
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ヴ
イ
ツ
ツ
は
解
釈
の
無
政
府
状
態
を
手
放
し
に
容
認
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

概
し
て
'
国
語
科
の
　
「
読
む
こ
と
」
　
の
授
業
は
'
学
習
者
の
読
み
の
能
力
を

伸
ば
す
と
い
う
こ
と
を
目
指
し
て
営
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て

子
ど
も
の
発
達
を
促
し
て
い
-
と
い
う
こ
と
が
教
授
活
動
の
役
割
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
国
語
科
教
育
に
お
い
て
は
自
明
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
言
え
る
。
だ

が
'
ラ
ビ
ノ
ヴ
イ
ツ
ツ
は
右
に
示
し
た
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
'
こ
の
自
明

な
問
題
に
も
問
い
を
投
げ
か
け
る
。
彼
は
自
ら
が
暗
黙
の
う
ち
に
支
持
し
て
い

た
「
生
徒
た
ち
が
読
む
間
に
何
を
行
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
っ
と
自

意
識
を
も
っ
て
'
自
覚
し
て
い
-
よ
う
に
教
え
る
こ
と
が
常
に
そ
し
て
必
ず
よ

い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
信
念
」
や
'
「
生
徒
た
ち
を
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
等
価

で
代
替
可
能
な
モ
ノ
と
し
て
考
え
て
い
る
限
り
」
「
で
き
る
限
り
た
-
さ
ん
の

知
識
を
与
え
れ
ば
与
え
る
ほ
ど
状
況
は
よ
い
も
の
と
な
る
と
い
う
合
理
的
な
立

場
」
'
あ
る
い
は
'
「
だ
ま
さ
れ
や
す
い
読
者
を
明
敏
な
読
者
へ
と
変
え
て
い
く

こ
と
」
が
教
師
と
し
て
の
私
た
ち
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
考
え
t
を
疑
う
の

だ
。
ラ
ビ
ノ
ヴ
イ
ツ
ツ
は
言
う
鯛
。

い
か
な
る
テ
ク
ス
ト
も
す
べ
て
の
読
者
を
同
じ
立
場
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
0

す
な
わ
ち
、
あ
る
生
徒
に
小
説
の
鍵
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
私
た
ち
は
同
じ

ク
ラ
ス
の
他
の
生
徒
が
抱
い
た
に
違
い
な
い
価
値
を
そ
の
小
説
か
ら
消
し
去
っ
て

し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
も
そ
の
よ
う
な
鍵
を
与
え
る
こ
と
が
閉
じ
こ
も
っ

た
生
徒
の
助
け
に
な
る
場
合
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
女
が
自
分
の
状
況
に

つ
い
て
発
言
す
る
か
名
づ
け
る
こ
と
も
し
な
い
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
た
め
の

手
助
け
に
な
る
よ
う
な
秘
密
の
メ
タ
フ
ォ
ア
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な

-
'
そ
の
よ
う
な
鍵
に
よ
っ
て
彼
女
自
身
の
状
況
に
つ
い
て
の
承
認
が
得
ら
れ
た

り
'
あ
る
い
は
彼
女
が
自
ら
の
秘
密
を
守
-
続
け
て
も
よ
い
と
い
う
同
意
を
他
の

読
者
か
ら
得
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
で
あ
る
。

た
と
え
ば
'
小
説
r
パ
ッ
シ
ン
グ
」
の
二
人
の
作
者
側
の
読
者
の
関
係
は
つ
り

あ
っ
た
関
係
で
は
な
い
。
と
-
に
'
明
敏
な
作
者
側
の
読
者
は
あ
る
意
味
で
だ
ま

さ
れ
や
す
い
読
者
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
で
利
益
を
得
て
い
る
　
(
あ
る
い

は
'
少
な
-
と
も
あ
る
種
の
楽
し
み
を
手
に
入
れ
て
い
る
)
。
こ
う
し
た
教
授
方

略
は
'
だ
ま
さ
れ
や
す
い
カ
モ
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
あ
る
生
徒
た
ち
ば
か
り

を
特
権
化
し
'
仲
間
内
の
倫
理
的
に
問
題
の
あ
る
現
象
を
作
り
出
す
と
い
う
危
険

を
冒
す
こ
と
に
な
る
。
現
代
の
文
化
的
雰
囲
気
に
お
い
て
さ
ら
に
問
題
に
な
る
の

は
'
こ
う
し
た
教
授
方
略
が
'
ひ
き
こ
も
り
が
ち
な
生
徒
た
ち
を
さ
ら
に
ひ
き
こ

も
ら
せ
'
そ
こ
ま
で
で
な
く
と
も
'
表
明
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
違
っ
た
ふ
う
に

考
え
る
た
め
の
機
会
を
消
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
生
徒
た
ち
が
読
む
間
に
何
を
行
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
っ
と
自

意
識
を
も
っ
て
'
自
覚
し
て
い
-
よ
う
に
教
え
る
こ
と
」
を
私
た
ち
も
ま
た
生

徒
た
ち
に
強
い
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
「
よ
い
こ
と
」
で
あ
る
と
教

え
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
「
生
徒
た
ち
」
が
「
等
価
で
代
替
的
な
モ

ノ
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
重
要
な

考
え
方
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
生
徒
た
ち
」
は
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
等

し
-
「
だ
ま
さ
れ
や
す
い
読
者
」
な
の
で
あ
る
か
ら
'
「
で
き
る
限
り
た
く
さ

ん
の
知
識
」
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
明
敏
な
読
者
」
に
変
え
て
い
-

こ
と
が
よ
い
こ
と
な
の
だ
t
と
い
う
確
信
を
私
た
ち
も
ま
た
抱
き
が
ち
な
の
だ

が
、
よ
-
考
え
て
み
れ
ば
そ
れ
は
何
ら
根
拠
の
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
の
み

な
ら
ず
'
あ
る
生
徒
た
ち
に
は
圧
力
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

い
。
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「
読
み
の
理
論
」
　
に
従
っ
て
文
学
教
育
実
践
を
営
ん
で
い
こ
う
と
す
る
と

き
'
そ
の
「
理
論
」
が
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
う

よ
う
な
こ
と
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
か
な
-
て
は
な
ら
な
い
。

い
か
な
る
理
論
に
依
拠
す
る
の
で
あ
れ
'
分
析
の
た
め
の
「
装
置
」
を
行
使
す

る
と
い
う
こ
と
は
'
多
か
れ
少
な
か
れ
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を
そ
こ

な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
フ
ラ
ジ
ヤ
イ
ル
な
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を

そ
こ
な
う
こ
と
は
'
テ
ク
ス
ト
の
意
味
を
「
明
敏
な
作
者
側
の
読
者
」
　
の
側
か

ら
決
定
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
'
テ
ク
ス
ト
の
詳
細
な
分
析
に
は
絶
え
ず
こ

の
危
険
が
付
き
ま
と
う
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を
完
全
に
そ
こ
な
っ
て
し

ま
わ
な
い
か
ら
こ
そ
読
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
t
と
い
う
こ
と
を
私
た

ち
は
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

国
語
教
育
で
用
い
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
(
教
科
書
教
材
だ
け
で
な
-
'
自
主
教
材

も
'
子
ど
も
の
記
し
た
感
想
文
も
含
め
て
)
は
多
か
れ
少
な
か
れ
フ
ラ
ジ
ャ
イ
ル

な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
も
　
私
た
ち
は
フ
ラ
ジ
ヤ
イ
ル
な
も
の
を
そ
の
ま

ま
に
し
て
お
こ
う
と
は
し
な
い
。
何
ら
か
の
か
た
ち
で
意
味
の
確
定
を
求
め
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
確
定
を
求
め
ず
に
'
テ
ク
ス
-
を
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ

る
な
ら
、
そ
れ
が
テ
ク
λ
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を
そ
こ
な
わ
ず
に
テ
ク
ス
ト
を

受
け
止
め
て
い
-
道
な
の
で
あ
る
。
推
理
小
説
な
ら
読
者
は
「
結
末
」
を
期
待

す
る
L
t
事
件
が
解
決
し
犯
人
が
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
程
度
の
満
足

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
し
そ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
'

何
も
再
び
細
部
を
吟
味
す
る
必
要
は
な
い
。

小
説
の
学
習
は
、
そ
の
よ
う
な
細
部
の
吟
味
の
学
習
で
も
あ
る
O
む
し
ろ
細

部
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
意
味
の
確
定
性
が
ゆ
ら
ぐ
と
い
う

こ
と
に
関
心
を
持
つ
読
者
を
求
め
て
'
私
た
ち
は
小
説
の
学
習
を
進
め
る
わ
け

だ
し
、
文
学
教
育
を
営
ん
で
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
永
遠
に

確
定
す
る
こ
と
の
か
な
わ
ぬ
　
「
意
味
」
を
追
い
求
め
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。

「
作
者
側
の
読
者
」
　
に
な
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
だ
が
'
「
作
者
側
の
読

者
」
は
唯
一
の
確
定
さ
れ
た
存
在
で
は
な
い
。
明
敏
な
者
も
い
れ
ば
'
素
朴
な

者
も
い
る
だ
ろ
う
。
意
味
の
確
定
性
を
信
じ
て
'
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ

を
そ
こ
な
う
方
向
で
の
テ
ク
ス
ト
解
釈
に
お
い
て
は
'
「
明
敏
な
作
者
側
の
読

者
」
し
か
め
ざ
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
r
行
為
と
し
て
の
読
書
h
S
に
お
け
る

イ
-
ザ
I
的
読
者
は
明
ら
か
に
こ
の
「
明
敏
な
作
者
側
の
読
者
」
で
あ
る
。
ロ

レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
の
「
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
」
的
を
へ
イ
-
ザ
I

の
　
「
内
包
さ
れ
た
読
者
」
　
の
よ
う
に
読
む
読
者
は
'
少
な
く
と
も
尋
常
の
あ
り

ふ
れ
た
読
者
で
は
な
い
。
受
容
理
論
を
中
等
教
育
段
階
ま
で
の
国
語
教
育
に
適

用
し
ょ
う
と
す
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
生
じ
る
問
題
が
こ
の
問
題
で
あ
る
。
下
手
を

す
る
と
'
解
釈
の
自
由
を
標
穣
し
な
が
ら
'
か
な
り
許
容
範
囲
の
狭
い
読
み
の

授
業
を
か
た
ち
づ
-
つ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ

テ
ィ
を
そ
こ
な
う
か
た
ち
で
の
読
者
論
的
な
読
み
が
'
そ
こ
で
は
営
ま
れ
て
し

ま
う
の
だ
。
あ
る
い
は
'
「
内
包
さ
れ
た
読
者
」
　
や
「
明
敏
な
作
者
側
の
読

者
」
の
読
み
ば
か
り
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
読
者
の
解
釈
の
自
由
を
尊

重
す
る
ど
こ
ろ
か
'
む
し
ろ
逆
に
多
く
の
読
者
の
解
釈
を
抑
圧
し
た
り
否
定
し

た
り
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。

3
　
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
と
文
学
教
育
の
根
拠

「
マ
ッ
チ
ョ
の
テ
ク
ス
ト
説
」
　
に
対
す
る
ラ
ビ
ノ
ヴ
イ
ツ
ツ
の
批
判
は
'
私

た
ち
が
国
語
の
教
室
で
営
む
文
学
の
授
業
に
つ
い
て
の
前
提
を
問
う
も
の
で
あ

る
。
分
析
批
評
も
読
者
論
も
'
「
マ
ッ
チ
ョ
の
テ
ク
ス
ト
説
」
か
ら
抜
け
出
せ

た
と
は
言
い
が
た
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
国
語
教
育
の
す
べ
て
が
「
マ
ッ
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チ
ョ
の
テ
ク
ス
ト
説
」
を
脱
す
る
道
を
見
出
し
た
と
は
ま
だ
言
え
な
い
。
テ
ク

ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を
そ
こ
な
う
こ
と
は
「
意
味
」
の
確
定
を
す
る
と
い
う

こ
と
と
ほ
ほ
同
義
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
素
朴
な
読
者
」
が
「
明
敏
な
作
者
側

の
読
者
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト
の
意
味
が
確
定
す
る
よ
う
な
場

合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
「
素
顔
同
盟
」
(
す
や
ま
た
け
し
t
r
中
学
国
語
伝
え
合
う
言
葉

3
L
t
教
育
出
版
)
を
読
む
場
合
、
そ
れ
は
ス
ト
ー
リ
ー
(
物
語
内
容
)
に
駆
動

さ
れ
た
か
た
ち
で
営
ま
れ
る
読
み
と
'
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
ポ
イ
ン
ト
(
物
語
の

要
点
)
に
駆
動
さ
れ
た
か
た
ち
で
現
代
社
会
の
訊
刺
と
し
て
読
む
読
み
と
の
あ

い
だ
の
違
い
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
た
ち
は
「
素
顔
同
盟
」
を
社
会
訊

刺
と
し
て
読
み
な
さ
い
も
と
指
示
す
る
教
師
で
あ
る
だ
け
で
よ
い
の
か
。
寓
意

が
読
め
な
け
れ
ば
'
そ
れ
を
ポ
イ
ン
ト
レ
ス
な
読
み
だ
と
し
て
も
打
ち
捨
て
て

も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
私
た
ち
は
'
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を
そ

こ
な
わ
な
い
た
め
に
'
か
え
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
細
部
へ
の
反
応
を
い
ざ
な
っ
て

い
-
工
夫
を
し
て
い
-
必
要
が
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
「
素
顔
同
盟
」
に
お
け
る
人
物
の
形
象
を
叙
述
に
も
と
づ
い

て
意
味
づ
け
て
み
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
こ
の
テ
ク
ス
ト
に

お
け
る
「
先
生
」
の
描
か
れ
方
に
目
を
向
け
て
み
る
。
「
素
顔
同
盟
」
の
「
先

生
」
は
'
ジ
ャ
ッ
ク
∴
ア
リ
ダ
の
こ
と
ば
og
を
借
り
て
い
う
な
ら
'
「
本
国
」

の
「
代
理
表
象
」
で
あ
っ
た
。
「
仮
面
」
の
意
義
を
説
く
と
こ
ろ
か
ら
も
そ
れ

は
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
「
仮
面
」
な
の
か
と
い
う
こ

と
の
理
由
も
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
「
仮
面
」
は
彼
ら

(
生
徒
た
ち
)
に
と
っ
て
「
炉
-
中
心
」
た
る
「
本
国
」
の
言
語
す
な
わ
ち

「
母
語
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
ぼ
-
」
に
と
っ
て
ど
こ
ま
で
も
「
他

者
」
の
言
語
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
'
「
素
顔
同
盟
」
は
'
他
者
に
よ
る
「
単
M
i
l
豊
柑
倭

用
」
を
楓
刺
し
た
話
で
あ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
「
単
一
言
語
使
用
」
　
の

は
ぎ
ま
で
「
禁
止
」
さ
れ
た
言
う
こ
と
へ
の
接
近
こ
そ
'
「
素
顔
同
盟
」
が
求

め
て
い
こ
う
と
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
す
や
ま
た
け
し
の
ス
ト
ラ
テ

ジ
ー
は
'
こ
の
話
を
読
ん
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
取
り
'
思
考
す
る
読
者

に
呼
び
か
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
o
い
や
'
正
確
に
は
、
こ
の
よ
う

な
働
き
か
け
を
知
っ
て
、
読
者
の
日
常
の
見
方
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か
'
と

い
う
と
こ
ろ
に
訴
え
か
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
す
や
ま

は
「
素
顔
同
盟
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
背
後
に
沈
黙
し
て
い
る
。
「
明
敏
な
作

者
側
の
読
者
」
も
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
前
に
は
沈
黙
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な

ら
「
訊
刺
」
だ
と
言
い
当
て
る
こ
と
は
'
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を

そ
こ
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

他
者
か
ら
強
制
さ
れ
た
単
三
宝
柑
使
用
が
'
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
'
あ
い
か
わ

ら
ず
植
民
地
的
本
質
を
そ
な
え
て
お
り
、
抑
制
で
き
か
つ
抑
制
で
き
な
い
よ
う
な

仕
方
で
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
を
「
二
に
還
元
す
る
こ
と
を
'
つ
ま
り
は
均
質
的
な

る
も
の
へ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
還
元
す
る
こ
と
を
目
指
す
'
そ
ん
な
一
つ
の
主
権
性

か
ら
強
制
さ
れ
た
単
I
 
i
l
n
n
語
使
用
が
作
動
す
る
の
は
'
こ
の
よ
う
な
基
盤
に
頼
る

こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
人
は
そ
の
こ
と
を
い
た
る
と
こ
ろ
で
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
　
-
　
こ
の
均
質
性
I
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
が
'
さ
ま
ざ
ま
な
盟
を
消
去
し
テ
ク
ス

ト
を
平
板
に
押
し
漬
し
っ
つ
'
文
化
の
中
で
作
用
し
続
け
て
い
る
、
そ
ん
な
至
る

と
こ
ろ
で
E
.

「
仮
面
」
　
の
着
用
は
'
右
に
デ
リ
ダ
の
言
う
「
他
者
か
ら
強
制
さ
れ
た
単
一

言
語
使
用
」
の
ほ
か
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
た
し
か
に
「
素
顔
同
盟
」
の
社

会
で
は
、
多
様
な
も
の
で
あ
る
は
ず
の
「
素
顔
」
が
禁
じ
ら
れ
て
'
「
こ
な

る
「
仮
面
」
　
に
そ
の
人
の
人
格
の
す
べ
て
が
還
元
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
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見
え
る
。
「
仮
面
」
社
会
は
　
「
均
質
性
-
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
　
の
社
会
で
あ
る
.
そ

し
て
「
素
顔
同
盟
」
　
の
教
師
が
教
え
て
い
る
の
は
'
「
国
語
」
に
は
か
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
・

す
や
ま
た
け
し
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
声
高
に
叫
ん
で
い
る
t
と
い
う
の
で

は
な
い
。
し
か
し
「
仮
面
」
　
の
人
々
に
な
り
す
ま
す
と
い
う
そ
の
よ
う
な
姿
を

把
は
措
い
て
い
る
。
「
こ
な
る
「
仮
面
」
を
拒
む
少
女
と
少
年
を
措
-
こ
と

に
よ
っ
て
、
か
れ
は
単
に
「
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
」
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
た

の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
私
た
ち
が
生
れ
落
ち
た
と
き
か
ら
背
負
わ

さ
れ
て
い
る
「
強
制
さ
れ
た
単
三
一
口
語
使
用
」
　
の
こ
と
に
も
少
し
で
も
多
-
の

人
が
気
づ
く
と
い
う
こ
と
が
す
や
ま
の
望
ん
だ
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
ぼ

く
」
　
の
例
に
立
つ
だ
け
で
な
-
'
「
ぼ
-
」
　
の
側
に
立
た
な
い
と
い
う
こ
と

で
も
　
つ
ま
り
何
の
疑
問
も
も
た
ず
「
仮
面
」
を
か
ぶ
り
続
け
て
い
る
同
級
生
た

ち
の
側
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
'
学
習
者
は
「
ほ
-
」
　
の
抵
抗
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
仮
面
」
-
「
国
語
」
を
学
び
'
使
い
続
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
自
分
た
ち
の
お
か
れ
た
状
況
が
'
実
は
よ
く
考
え
て
み
る
と

不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
思
い
を
少
し
で
も
多
-
の
中
学
生
が
持
っ
た
と

き
'
す
や
ま
の
こ
の
小
説
を
読
む
こ
と
に
お
お
き
な
意
義
が
生
ま
れ
る
。
「
仮

面
」
を
脱
ぎ
捨
て
な
い
人
び
と
は
'
勇
気
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
-
'
む
し

ろ
「
仮
面
」
を
か
ぶ
る
日
常
を
疑
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
素
顔
同
盟
」
に
つ
い
て
、
か
つ
て
勤
務
校
の
授
業
の
な
か
で
受
講
生

に
「
模
擬
授
業
」
を
試
み
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
i
S
o

模
擬
授
業
の
教
師
役
の
学
生
は
　
「
素
顔
同
盟
」
　
の
授
業
で
「
め
ざ
す
読
み
」

を
、
「
授
業
で
と
り
あ
げ
る
上
で
や
は
り
大
切
な
こ
と
は
'
あ
く
ま
で
こ
の
教

材
を
発
展
教
材
と
し
て
の
「
素
顔
同
盟
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
/
物

語
の
内
容
把
握
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
-
も
今

回
の
授
業
で
重
要
な
ボ
イ
ン
I
は
、
内
容
把
握
を
最
小
限
の
確
認
だ
け
に
お
さ

え
'
生
徒
に
物
語
を
十
分
に
味
わ
い
考
え
て
も
ら
い
'
そ
の
考
え
自
体
を
生
徒

ど
う
し
そ
れ
ぞ
れ
ぶ
つ
け
あ
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
/
新
し
い
考
え
を
生
む
こ

と
'
あ
る
い
は
固
定
観
念
か
ら
の
脱
却
を
「
物
語
を
読
む
こ
と
」
自
体
で
は
な

く
'
「
物
語
を
読
ん
だ
他
者
と
の
対
話
」
　
に
よ
り
引
き
出
し
た
い
の
で
あ
る
。

/
こ
の
教
材
を
単
な
る
管
理
社
会
'
画
一
主
義
等
に
対
す
る
訊
刺
'
批
判
と
い

う
一
面
的
な
読
み
方
だ
け
で
終
わ
る
の
で
は
な
-
'
さ
ら
に
生
徒
達
自
身
の
力

で
発
展
さ
せ
て
や
る
の
だ
。
/
教
師
は
そ
の
背
中
を
少
し
押
し
て
や
る
と
い
う

役
割
に
徹
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
記
し
て
い
る
。

次
に
'
授
業
の
記
録
を
掲
げ
る
。
教
師
役
を
一
人
の
男
子
学
生
が
担
い
、
残

り
の
二
一
名
の
学
生
が
生
徒
役
を
担
っ
た
。
生
徒
役
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
一
文

字
で
示
し
て
あ
る
。

〔
生
徒
た
ち
が
一
時
間
目
に
書
い
た
「
初
発
の
感
想
」
を
各
自
に
返
却
す
る

(
模
擬
授
業
な
の
で
'
書
か
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
い
-
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
を
担
当
者

が
印
刷
し
'
そ
れ
を
生
徒
役
の
学
生
に
配
布
し
た
。
)
〕

教
師
役
(
男
子
)
　
一
時
間
目
'
二
時
間
目
と
仮
面
を
つ
け
て
き
ま
し
た
が
'

今
日
は
じ
め
て
仮
面
を
脱
ぎ
ま
す
。
〔
と
い
っ
て
そ
れ
ま
で
つ
け
て
い
た
「
仮

面
」
を
脱
ぐ
。
〕

教
師
役
　
仮
面
を
脱
い
で
生
き
て
い
き
た
い
'
川
の
上
流
で
'
と
「
ほ
-
」
は

考
え
て
い
る
よ
う
で
す
が
'
仮
面
を
か
ぶ
る
の
は
本
当
に
悪
な
の
で
し
ょ
う

か
?
　
こ
の
こ
と
を
後
で
討
諭
し
ま
す
。

〔
第
七
場
面
を
教
師
が
音
読
す
る
。
〕

教
師
役
　
皆
さ
ん
の
う
ち
の
六
-
七
割
の
人
が
'
仮
面
を
つ
け
る
の
を
嫌
だ
と

言
っ
て
い
ま
す
。
I
君
は
「
本
当
に
思
っ
て
い
る
こ
と
」
と
「
仮
面
を
つ
け
る



311

こ
と
」
が
ち
が
う
と
い
う
意
見
で
す
が
'
こ
う
い
う
こ
と
は
現
実
社
会
で
は
な

い
こ
と
な
の
か
な
?

I
　
(
男
子
)
　
あ
り
ま
す
。
乗
り
気
で
な
い
の
に
'
周
り
が
さ
わ
い
で
い
る
と

き
と
か
-
-

教
師
役
　
自
分
の
心
と
は
ち
が
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
'
と
い
う
と
き
ね
。

S
　
(
男
子
)
　
そ
れ
は
'
本
当
の
笑
顔
で
は
な
い
。

教
師
役
　
み
ん
な
は
こ
れ
か
ら
先
'
受
験
が
あ
る
よ
ね
。
合
格
者
番
号
が
掲
示

さ
れ
た
と
き
も
　
合
格
者
の
全
員
が
手
放
し
で
喜
べ
る
だ
ろ
う
か
。

Y
　
(
男
子
)
　
　
い
つ
も
そ
う
で
は
な
く
て
-
-

教
師
役
　
完
全
に
'
仮
面
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
悪
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は

心
に
留
め
て
お
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

教
師
役
　
「
素
顔
同
盟
」
　
の
　
「
ぼ
-
」
は
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
話
し
合
っ
て
み
た
い
の
で
、
机
を
半
円
形
に
並
べ
替
え
て
く
v
!
さ
い
。

教
師
役
　
T
さ
ん
か
ら
順
番
に
'
こ
の
先
は
-
が
ど
う
な
っ
た
か
発
表
し
て
く

t
&
s
m

T
　
(
女
子
)
　
　
「
ぼ
-
」
も
　
「
素
顔
同
盟
」
　
に
入
っ
た
。
そ
こ
で
生
活
し
て

い
っ
た
-
-

教
師
役
　
先
生
に
向
か
っ
て
話
す
の
で
は
な
-
て
、
み
ん
な
に
聞
こ
え
る
よ
う

に
話
し
て
ね
。

Y
　
(
男
子
)
　
素
顔
に
な
っ
た
け
ど
'
そ
の
不
都
合
を
知
っ
て
'
ま
た
仮
面
に

戻
っ
た
と
思
い
ま
す
。

K
　
(
男
子
)
　
彼
女
と
再
会
し
て
、
本
音
で
喜
怒
哀
楽
を
ぶ
つ
け
あ
う
。
恋
に

落
ち
る
か
も
し
れ
な
い
-
-
0

o
(
女
子
)
　
上
流
に
行
っ
て
'
個
性
が
な
い
こ
と
を
疑
問
に
思
う
。
以
前
よ

-
も
個
性
を
大
切
に
し
て
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
と
思
う
。

(
発
言
者
不
詳
)
　
上
流
に
い
る
と
い
う
素
顔
同
盟
と
い
う
一
団
は
ま
だ
お
ら

ず
'
ま
た
戻
っ
て
-
る
と
思
う
。

K
　
(
女
子
)
　
仮
面
を
つ
け
る
こ
と
に
矛
盾
を
感
じ
て
い
た
け
ど
'
今
回
が

き
っ
か
け
に
な
っ
て
'
そ
の
ま
ま
素
顔
に
気
づ
い
て
か
ら
へ
も
と
の
自
分
を
大

切
に
し
て
い
く
と
思
う
。

I
　
(
男
子
)
　
素
顔
同
盟
に
適
応
で
き
ず
'
ま
た
戻
っ
て
-
る
だ
ろ
う
。

K
　
(
男
子
)
　
素
顔
で
暮
ら
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
怖
-
て
う
つ
む
い
た

り
し
な
が
ら
人
と
接
す
る
。
会
話
や
接
し
方
が
変
わ
っ
て
く
る
。

M
　
(
男
子
)
　
五
番
目
の
人
の
感
想
(
教
師
役
が
'
あ
ら
か
じ
め
配
布
し
て
い
た

感
想
プ
リ
ン
ト
の
感
想
。
た
だ
し
、
そ
の
感
想
自
体
は
教
師
役
の
創
作
で
あ
る
)
　
に

も
あ
る
よ
う
に
'
素
顔
の
す
ば
ら
し
さ
を
感
じ
て
'
素
顔
の
ま
ま
で
生
活
す
る

こ
と
に
な
る
。
素
顔
の
ま
ま
だ
が
'
仮
面
を
つ
け
る
必
要
も
感
じ
'
大
人
に

な
っ
て
い
く
。

S
(
男
子
)
　
素
顔
同
盟
が
'
実
は
喜
怒
哀
楽
の
仮
面
を
作
る
工
場
で
も
あ
っ

た
。
だ
か
ら
、
人
間
関
係
が
い
や
に
な
っ
て
「
無
表
情
同
盟
」
を
つ
-
る
こ
と

に
な
る
。

F
　
(
女
子
)
　
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
素
顔
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と

に
慣
れ
な
い
。

教
師
役
　
い
ろ
い
ろ
出
た
ね
-
-
素
顔
で
暮
ら
す
と
い
う
ひ
と
が
多
か
っ
た
け

ど
'
仮
面
に
戻
る
と
い
う
人
が
二
人
と
、
あ
と
「
無
表
情
同
盟
」
と
い
う
人
が

一
人
い
た
ね
。

I
　
(
男
子
)
　
素
顔
に
戻
っ
た
ら
戸
惑
う
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
な
か
で
本
心

を
さ
ら
け
出
し
て
話
す
と
ド
ロ
ド
ロ
と
し
た
こ
と
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ

よ
り
は
仮
面
に
戻
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
か
も
。

K
　
(
男
子
)
　
人
と
の
つ
き
あ
い
t
　
と
い
う
点
で
'
仮
面
の
下
で
疑
う
よ
り



35

も
、
感
情
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
に
な
る
　
「
素
顔
同
盟
」
を
続
け
て
い
-
0

S
(
男
子
)
　
感
情
を
押
し
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
'
表
情
の
下
の
感
情
を
押
し

殺
す
ん
だ
。

W
　
(
女
子
)
　
　
「
無
表
情
同
盟
」
は
考
え
す
ぎ
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
っ
て
'
普

通
に
素
顔
で
で
き
る
こ
と
だ
か
ら
。

S
(
男
子
)
　
い
や
'
そ
れ
だ
と
味
気
な
い
か
ら
-
-

Y
　
(
男
子
)
　
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
娯
楽
の
よ
う
な
も
ん
だ
ね
。

F
　
(
女
子
)
　
素
顔
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
の
で
は
?

T
　
(
聴
取
不
能
)

K
　
(
男
子
)
　
仮
面
を
つ
け
る
こ
と
に
利
点
が
あ
る
。
素
顔
の
ま
ま
で
は
で
き

な
い
こ
と
が
あ
る
。

F
　
(
女
子
)
　
素
顔
に
な
っ
た
ら
'
友
達
と
け
ん
か
し
て
「
は
み
出
し
」
　
に
な

る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
「
素
顔
同
盟
」
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
　
「
ほ

-
」
は
「
彼
女
」
に
つ
れ
ら
れ
て
川
上
に
い
-
な
ん
て
'
軽
い
男
の
よ
う
に
思

え
る
。

o
(
女
子
)
　
　
「
ば
-
」
は
「
女
の
子
」
に
ひ
か
れ
た
け
ど
'
そ
れ
は
そ
の
素

顔
を
見
た
か
ら
。
多
分
彼
女
が
素
顔
で
な
け
れ
ば
好
き
に
な
ら
な
か
っ
た
ん
だ

ろ
う
。
だ
か
ら
再
び
仮
面
に
は
戻
ら
な
い
と
思
う
。

K
(
女
子
)
　
　
「
女
の
子
」
が
き
っ
か
け
だ
け
ど
'
で
も
日
ご
ろ
か
ら
「
ぼ
-

は
は
-
で
あ
り
た
い
」
と
い
う
深
い
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

M
　
(
男
子
)
　
性
的
な
欲
望
で
そ
う
な
る
な
ん
て
。

W
　
(
女
子
)
　
考
え
す
ぎ
だ
よ
。

T
　
(
女
子
)
　
仮
面
は
人
の
弱
き
を
隠
す
。
弱
さ
を
隠
し
た
方
が
楽
だ
か
ら
。

で
も
、
自
分
の
思
い
で
生
き
た
方
が
い
い
と
思
う
。
弱
き
に
打
ち
勝
と
う
と
努

力
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
。

教
師
役
　
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
て
い
ま
す
。
大
切
な
の
は
t
 
L
つ
か
-
と
自

分
の
意
見
を
持
つ
こ
と
で
す
ね
。

こ
の
授
業
記
録
は
筆
者
(
山
元
)
が
そ
の
授
業
の
進
易
行
き
を
観
察
し
な
が

ら
筆
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
完
全
な
記
録
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
'

こ
の
記
録
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
'
教
師
役
の
学
生
が
授
業
の
「
目
標
」
を
果

た
そ
う
と
し
て
'
生
徒
役
の
学
生
た
ち
に
物
語
の
続
き
を
考
え
さ
せ
'
発
表
さ

せ
る
こ
と
で
も
生
徒
役
た
ち
相
互
が
他
の
生
徒
の
考
え
を
開
き
あ
う
状
況
を
つ

く
ろ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
模
擬
授
業
の
や
り
と
り
の
な
か

で
も
「
素
顔
同
盟
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
に
関
し
て
決
定
的
な
「
答
え
」

が
導
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ

を
そ
こ
な
わ
な
い
か
た
ち
で
会
話
を
進
め
た
結
果
が
「
い
ろ
い
ろ
な
意
見
」
　
の

提
示
に
結
び
つ
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ラ
ビ
ノ
ヴ
イ
ツ
ツ
や
小
谷
真
理
が
問
題
化
し
た
　
「
な
り
す
ま
し
」

(
p
a
s
s
i
n
g
)
と
い
う
問
題
は
'
文
学
的
な
主
題
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
問
題

を
提
起
す
る
。
教
室
で
の
生
徒
た
ち
の
反
応
に
も
「
な
り
す
ま
し
」
的
な
応
答

が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
感
じ
取
り
な
が
ら
授
業
を
進

め
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
に
「
接
続
」
す
る

私
た
ち
の
身
ご
な
し
は
「
な
り
す
ま
し
」
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
少
な
-
な

い
。
文
学
教
育
と
い
う
営
み
は
'
こ
と
ば
で
何
か
に
「
な
り
す
ま
す
」
と
い
う

こ
と
を
学
び
な
が
ら
'
そ
の
こ
と
が
私
た
ち
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
て
い
-
営
み
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ラ
ビ
ノ
ヴ
イ
ツ
ツ
が
批
判

的
に
言
う
「
マ
ッ
チ
ョ
の
テ
ク
ス
ト
説
」
に
従
う
か
ぎ
り
'
「
な
り
す
ま
し
」

と
い
う
こ
と
は
文
学
の
授
業
に
お
い
て
主
題
に
な
る
ど
こ
ろ
か
'
む
し
ろ
蹴
散

ら
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
に
思
い
を
致
す
と
い
う
こ
と
は
'
こ
の
よ
う
な

問
題
を
考
え
な
が
ら
「
文
学
」
を
教
育
的
営
み
の
な
か
で
扱
う
意
義
を
考
え
る

と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
も
の
で
あ

る
t
　
と
い
う
ふ
う
に
言
え
な
い
も
の
　
(
言
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
)
　
が
テ
ク
ス

ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
敏
感
に
な
る
と
い
う
プ
ロ

セ
ス
こ
そ
、
私
た
ち
が
文
学
教
育
と
し
て
求
め
て
い
-
こ
と
で
は
あ
る
ま
い

か
。た

と
え
ば
'
あ
る
テ
ク
ス
ト
が
な
に
ご
と
か
を
「
訊
刺
」
し
て
い
る
と
述
べ

る
こ
と
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を
そ
こ
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
「
寓
話
」
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
が
、

テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を
そ
こ
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
教
師
が
文
学
作
品
を
教
室
に
持
ち
込
む
場
合
に
絶
え

ず
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
素
顔
同
盟
」

を
「
s
F
」
で
あ
る
と
か
、
「
社
会
楓
刺
」
　
で
あ
る
と
か
い
う
捉
え
方
を
'
あ

ら
か
じ
め
読
者
に
与
え
て
し
ま
え
ば
、
読
者
は
そ
の
よ
う
な
方
向
か
ら
し
か
こ

の
テ
ク
ス
ト
を
み
な
さ
な
-
な
る
。
あ
る
い
は
、
「
素
顔
同
盟
」
は
ロ
イ
ス
・

ロ
ー
リ
ー
の
　
r
ザ
・
ギ
バ
ー
」
　
(
掛
川
恭
子
訳
、
講
談
社
、
一
九
九
六
年
)
　
に
良

-
似
て
い
る
と
言
え
ば
'
「
ザ
・
ギ
バ
ー
」
を
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
読
者
は
そ

れ
と
の
関
連
を
考
え
な
が
ら
「
素
顔
同
盟
」
を
読
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。テ

ク
ス
ト
は
「
は
か
な
い
」
も
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
読
み
尽
-
さ
れ
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
「
体
系
」
と
い
う
よ
り
も
「
集
合
」
と
呼
ん
だ
方
が

よ
い
モ
ノ
だ
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ジ
ャ
イ
ル
な
も
の
へ
　
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を
お
び

た
も
の
と
し
て
テ
ク
ス
ト
を
捉
え
る
か
ら
こ
そ
'
文
学
教
育
は
可
能
に
な
る
は

ず
で
あ
る
。

図
ら
ず
も
'
右
の
模
擬
授
業
で
の
学
生
た
ち
の
会
話
は
そ
の
こ
と
を
教
え
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
(
彼
女
)
ら
の
す
べ
て
が
「
素
顔
同
盟
」
を

「
ぼ
-
」
　
に
と
っ
て
の
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
の
話
と
読
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
あ
る
い
は
へ
先
に
示
し
た
よ
う
に
「
他
者
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
単
一
言

語
使
用
」
を
め
ぐ
る
寓
話
と
読
ん
で
納
得
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
彼
(
彼

女
)
ら
は
テ
ク
ス
ト
を
読
み
尽
-
そ
う
と
し
て
は
い
な
い
し
'
論
ず
る
に
値
し

な
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
決
め
つ
け
て
も
い
な
い
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
も
'
目
標
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
方
が

「
わ
か
り
や
す
い
」
と
い
う
反
論
が
返
っ
て
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な

-
と
も
学
び
手
に
読
む
と
い
う
「
葛
藤
」
を
ひ
き
お
こ
す
契
機
と
な
っ
て
い
る

の
が
、
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
だ
と
言
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

「
正
解
」
が
あ
る
と
決
め
て
か
か
る
こ
と
も
'
そ
れ
と
正
反
対
に
「
正
解
」

は
な
い
と
決
め
て
か
か
る
こ
と
も
、
い
ず
れ
も
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を
そ
こ
な
う
営

み
で
あ
る
。
「
外
国
語
」
も
し
-
は
'
自
ら
に
抵
抗
す
る
テ
ク
ス
ト
に
'
読
者

は
ど
の
よ
う
に
反
応
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
「
正
解
」
を
云
々
す
る
こ
と
が
も

は
や
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
'
理
解
を
生
み
出
し
て
い
く
ほ
か
な
い

は
ず
で
あ
る
。

読
者
反
応
に
も
と
づ
い
た
教
授
法
は
'
そ
う
し
た
立
脚
点
の
さ
だ
か
で
な
い

と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
'
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ

リ
テ
ィ
を
そ
こ
な
わ
な
い
か
た
ち
で
の
文
学
教
育
を
つ
-
つ
て
い
-
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
t
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
る
。
「
そ
れ
は
深
読
み
で
あ
る
。
」

「
そ
れ
は
-
だ
ら
な
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
」
-
-
と
い
っ
た
謂
は
'
い
ず
れ

も
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を
そ
こ
な
っ
て
い
く
。
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ

テ
ィ
を
そ
こ
な
う
と
い
う
こ
と
は
'
学
び
の
可
能
性
を
奪
っ
て
い
-
こ
と
に
も



37

な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
こ
そ
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
思
い
を
致
さ
な

く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
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d
 
R
e
s
p
e
c
t
i
n
 
t
h
e
 
T
e
a
c
h
i
n
g
o
f
L
i
t
e
r
a
t
u
r
e
.
N
a
t
i
o
n
a
l
 
C
o
u
n
c
i
l

o
f
T
e
a
c
h
e
r
s
o
f
E
n
g
l
i
s
h
,
1
9
9
7
p
p
.
1
3
8
-
1
5
3
.
以
下
'
こ
の
ラ
ビ
ノ
ヴ
ィ
ツ

ツ
の
文
章
か
ら
の
引
用
は
'
す
べ
て
山
元
の
試
訳
で
あ
る
。

間
　
小
谷
真
理
「
な
り
す
ま
し
文
学
の
現
在
形
　
-
　
パ
ッ
シ
ン
グ
小
説
と
サ
イ

バ
ー
パ
ン
ク
　
ー
　
」
'
筒
井
康
隆
編
r
2
1
世
紀
文
学
の
創
造
-
　
現
代
世
界
へ

の
問
い
」
岩
波
書
店
'
二
〇
〇
一
年
。

㈱
　
L
a
r
s
e
n
,
N
e
l
l
a
.
,
P
a
s
s
i
n
g
,
P
e
n
g
u
i
n
.
1
9
2
9
.

㈱
　
R
a
b
i
n
o
w
i
t
z
,
o
p
.
c
i
t
.
.
p
p
.
1
4
5
-
1
4
6
.

㈹　Rabinowitz,Ibid.

仙　Mailloux,Stephen.,"Rhetorical Hermaneutics,"Criticallnquiry,ll.

p
p
.
6
2
0
-
6
4
1
.

㈹
　
R
a
b
i
n
o
w
i
t
z
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
1
4
6
.

㈹　Rabinowitz,Ibid.

㈹
　
田
中
実
r
小
説
の
カ
　
ー
　
新
し
い
作
品
論
の
た
め
に
」
　
(
大
修
館
書
店
t
 
l

九
九
六
年
)
参
照
。

㈹
　
前
田
愛
「
B
E
R
L
I
N
1
8
8
8
J
、
前
田
愛
r
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
l
(
筑
摩

書
房
'
一
九
八
二
年
)
　
所
収
。

㈹
　
次
の
二
つ
の
引
用
と
も
に
、
R
a
b
i
n
o
w
i
t
z
,
阜
c
i
t
.
,
p
p
.
1
4
7
-
1
4
9
.
か
ら
の

r
z

d

u

ワ

ハ
u
r

-
m

引
用
で
あ
る
。

ヴ
オ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
イ
-
ザ
-
著
・
轡
田
収
訳
r
行
為
と
し
て
の
読
書
「

美
的
作
用
の
理
論
I
j
、
岩
波
書
店
、
1
九
八
二
年
O

ロ
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
著
、
朱
牟
田
夏
雄
訳
「
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン

デ
ィ
」
　
(
全
三
巻
)
、
岩
波
文
庫
'
一
九
六
九
年
。

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
著
'
守
中
高
明
訳
r
た
っ
た
一
つ
の
'
私
の
も
の
で
は

な
い
言
葉
　
-
　
他
者
の
単
一
言
語
使
用
　
-
　
L
t
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
'

八
〇
頁
。

デ
リ
ダ
前
掲
書
'
七
六
頁
。

勤
務
校
に
お
け
る
二
〇
〇
〇
年
度
前
期
の
「
中
等
国
語
科
授
業
研
究
」
　
(
学

部
三
年
次
生
対
象
)
　
の
一
回
分
を
あ
て
た
。
二
〇
〇
〇
年
七
月
二
一
日
に
実
施

し
た
。
受
講
生
は
二
二
名
で
、
そ
の
う
ち
男
子
1
名
が
「
教
師
役
」
と
な
り
、

残
り
の
学
生
が
生
徒
役
と
な
っ
た
模
擬
授
業
で
あ
っ
た
。

(
や
ま
も
と
・
た
か
は
る
/
広
島
大
学
)
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二
≡
二
≡
二
二
三
二
二
三
≡
≡
二
二
三
三
二
≡
二
二
三
二
二
二
≡
三
二
≡
二
二
二
≡
≡
≡
ニ
≡
二
二
≡
≡
二
二
≡
≡
二
二
二
三
l
二
二
二
≡
二
二
≡
三
二
二
≡
二
二
三
二
≡
二
二
二
≡
二
二
≡
二
二
二
二
≡
二
≡
二
二
二
三
三
二
二
三
≡
二
二
二
≡
二
二
≡
二
二
二
三
二
≡
二
二
≡
二
二
≡
二
二
二
≡
二
二

今
月
号
掲
載
の
論
文
要
旨

テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
と

文
学
教
育
の
根
拠

山
　
元
　
隆
　
春

私
た
ち
が
教
師
と
し
て
文
学
作
品
を
授
業
で
扱
う

と
き
'
懸
命
に
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
に
い
そ
し
む
あ
ま

り
'
そ
の
結
果
と
し
て
た
ど
り
つ
い
た
　
「
す
ぐ
れ

た
」
　
テ
ク
ス
ト
解
釈
を
良
き
も
の
と
す
る
傾
向
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
'
教
室
で
の
　
「
話
し
合

い
」
　
の
末
に
た
ど
り
つ
い
た
解
釈
を
「
共
有
」
さ
れ

た
解
釈
と
し
て
す
べ
て
の
学
習
者
に
強
い
て
は
い
な

い
だ
ろ
う
か
。
「
す
ぐ
れ
た
」
解
釈
や
解
釈
の
　
「
共

有
」
を
導
-
ほ
ど
に
テ
ク
ス
ト
が
タ
フ
な
も
の
で
あ

る
t
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
'
も
し
か
す
る
と

そ
れ
が
フ
ラ
ジ
ャ
イ
ル
な
(
弱
い
)
も
の
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
疑
い
を
持
た
ず
に
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

文
学
教
育
を
営
も
う
と
し
て
'
私
た
ち
は
テ
ク
ス

ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
　
(
弱
さ
)
　
を
そ
こ
な
っ
て
い
る



の
か
も
し
れ
な
い
。
文
学
教
育
の
根
拠
を
問
う
た
め

に
、
私
た
ち
は
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
に
ど
の

よ
う
に
応
じ
て
い
く
の
か
t
と
い
う
問
い
を
考
え
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
フ
ラ
ジ
リ
テ
ィ
を

意
識
す
る
と
い
う
こ
と
が
'
「
見
慣
れ
た
も
の
」
を

は
じ
め
て
見
る
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
構
え
を
導
-
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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Textual Fragility and Literature Education

Takaharu Yamamoto

When you treat a literary text in your class, you may think the interpretation you
have made as teacher is the best one. Even when you democratically make your students
discuss what the text means, you may sum up their more or less different readings into a
single meaning and force it on all of them. But the text is so delicate and fragile that its
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meaning can be neither so easily fixed nor unified. If you believe in the only way of
interpretation or in the meaning that can be shared by all readers, then you don't know
the fragility of a literary text. When you realize it, you will face the text as if it were
something unfamiliar and try hard to read it as it is. Thus in reviewing the role of
literature education it is necessary to consider how to deal with such textual fragility in
actual class.




