
一
　
は
じ
め
に
─
単
元
構
想
の
背
景

　
ワ
イ
ダ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン 

を
国
語
教
室
の
学
習
指
導
と
し
て
取
り
立
て
る

と
き
、
あ
る
作
品
か
ら
次
の
作
品
へ
と
、
学
習
者
の
読
み
の
対
象
が
、
多
様
な

ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
・
作
家
へ
と
繋
げ
ら
れ
広
げ
ら
れ
る
よ
う
、
指
導
者
は
、
学

習
者
と
作
品
と
の
出
会
い
の
場
を
創
出
す
る
。
た
と
え
ば
単
元
学
習
で
は
、
指

導
者
が
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
複
数
の
短
編
小
説
や
詩
を
選
出
し
組
み
合
わ
せ
て
教

材
化
す
る
と
い
っ
た
や
り
方
が
な
じ
み
深
い
が
、
筆
者
の
関
心
は
、
学
習
者
に

と
っ
て
も
指
導
者
に
と
っ
て
も
な
か
な
か
に
手
の
出
し
に
く
い
長
編
小
説
の
教

材
化
と
、
選
書
の
体
系
化
を
、
幅
広
い
読
書
の
具
体
的
な
学
習
指
導
方
法
と
し

て
提
案
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　「
自
立
し
た
読
書
人
」「
生
涯
読
書
人
」
の
育
成
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
高

校
の
文
学
の
授
業
に
お
け
る
到
達
目
標
を
「
次
に
自
分
が
読
む
本
を
自
分
で
選

び
続
け
ら
れ
る
人
」
の
育
成
に
お
く
と
す
る
な
ら
ば
、
幅
広
い
読
書
の
学
習
指

導
で
は
、
指
導
者
が
、
モ
デ
ル
と
し
て
、
選
書
の
道
筋
を
具
体
的
に
示
す
こ
と

に
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。

グ１

　
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
高
校
「
現
代
文
」
の
授
業
で
単
元
「
長
編

小
説
を
読
む
」
を
組
み
、
小
説
「
三
四
郎
」
の
読
解
・
読
書
指
導
を
実
施
し
た
。

漱
石
「
三
四
郎
」
の
選
択
は
、
二
学
期
の
「
こ
こ
ろ
」
全
編
読
み
指
導
を
見
据

え
、
同
一
作
家
の
作
品
の
重
ね
読
み
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

に
「
次
に
読
む
本
」
の
選
択
モ
デ
ル
を
示
す
と
こ
ろ
か
ら
、
ワ
イ
ダ
ー
・
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
の
指
導
は
始
ま
っ
て
い
る
。
班
学
習
と
発
表
を
軸
と
し
た
読
書 

型

の
授
業
は
、
学
習
者
の
得
意
と
す
る
学
習
形
態
に
鑑
み
て
考
案
し
、
長
編
小
説

を
精
読
す
る
た
め
の
手
立
て
の
一
つ
と
し
て
構
想
し
た
。

二
　
研
究
の
目
的
と
方
法

　
本
稿
で
は
後
掲
「
学
習
指
導
計
画
（
全
九
時
間
）」
の
第
三
次
三
時
「
目
次

（
章
題
）
の
作
成
お
よ
び
評
価
」
と
、
第
五
次
「『
私
の
一 

』
作
文
を
用
い
た

読
み
の
交
流
」
を
考
察
の
中
心
と
し
、
読
書
会
型
授
業
展
開
の
可
能
性
と
課
題

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
す
る
。

会２
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高
等
学
校
「
現
代
文
」
に
お
け
る
読
書
会
型
授
業
展
開
の
可
能
性
と
課
題

─
─
長
編
小
説
「
三
四
郎
」
の
場
合
─
─
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三
　
実
践
の
概
要

　
単
元
お
よ
び
主
要
考
察
対
象
で
あ
る
二
実
践
の
基
礎
事
項
を
以
下
に
示
す
。

１
　
単
元
の
概
要

　
単
元
の
概
要
を
⑴
～
⑻
に
ま
と
め
た
。

⑴
単
元
名
　
長
編
小
説
を
読
む

⑵
実
施
ク
ラ
ス
　
勤
務
校
第
二
学
年
四
ク
ラ
ス

⑶
使
用
テ
ク
ス
ト
　
新
聞
小
説
全
一
一
七
回
な
ら
び
に
文
庫
「
三
四
郎
」

⑷
実
施
期
間
　
二
〇
一
七
年
年
四
～
九
月
（
九
時
間
配
当
）

⑸
単
元
目
標

①
　
精
読
の
観
点
に
も
と
づ
き
作
品
を
分
析
・
解
釈
す
る
。（
知
識
・
技
能
）

②
　
書
き
手
の
創
意
を
批
評
す
る
。（
思
考
・
判
断
・
表
現
）

③
　
読
書
へ
の
関
心
を
高
め
、
読
書
の
習
慣
を
付
け
る
よ
う
に
す
る
。

（
主
体
的
に
学
習
に
向
き
合
う
態
度
）

⑹
教
材
観
　
二
学
期
実
施
予
定
の
「
こ
こ
ろ
」
全
編
読
み
授
業
構
想
に
基
づ
き
、

前
期
三
部
作
の
起
点
と
な
る
「
三
四
郎
」
全
編
読
み
を
そ
の
前
段
階
と
し
て

位
置
づ
け
た
。
青
春
小
説
と
し
て
、
一
定
の
評
価
を
得
て
お
り
、
内
容
構
成

と
も
に
読
み
や
す
さ
・
わ
か
り
や
す
さ
を
備
え
た
作
品
で
あ
る
。
長
編
小
説

の
読
み
に
不
慣
れ
な
学
習
者
に
も
与
し
や
す
い
と
考
え
た
。

⑺
生
徒
観
　
話
し
合
い
は
、
附
小
・
附
中
・
附
高
の
各
取
り
組
み
に
お
い
て
重

ん
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
学
習
者
の
な
か
で
学
び
の
手
立
て
と
し
て

有
効
に
機
能
し
て
い
る
。
学
習
者
の
多
く
に
、
場
や
機
会
を
と
ら
え
て
す
み

や
か
に
学
び
に
向
か
う
身
構
え
が
備
わ
っ
て
い
る
が
、
一
方
で
、
場
や
機
会

が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
主
体
的
な
学
び
手
と
な
り
に
く
い
き
ら
い
も
あ
り

注
意
を
要
す
る
。

⑻
指
導
観
　
本
実
践
で
は
、
読
書
会
ま
で
に
ひ
と
り
読
み
を
終
え
た
学
習
者
同

士
の
、
班
の
話
し
合
い
に
も
と
づ
く
読
み
深
め
を
重
ん
じ
る
指
導
を
試
み
る
。

並
行
し
て
教
科
書
教
材
「
山
月
記
」
の
読
解
授
業
を
お
こ
な
っ
て
い
た
期
間

は
、
次
の
よ
う
な
指
導
を
適
宜
入
れ
て
読
書
会
に
向
け
た
ひ
と
り
読
み
を
支

援
し
た
。
①
読
書
記
録
点
検
方
式
で
の
ひ
と
り
読
み
継
続
支
援
、
②
読
書
会

を
目
標
に
設
定
し
た
全
編
読
み
切
り
指
導
、
③「
私
の
一
文
」
作
成
の
支
援
、

④
複
数
の
目
次
案
を
用
い
た
教
師
に
よ
る
読
み
の
手
引
き
。
学
習
者
が
漱
石

の
文
学
言
語
に
親
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
読
書
の
楽
し
さ
を
享
受
し
、
か
つ
、

省
察
的
に
個
々
の
読
み
を
振
り
返
り
分
析
・
解
釈
の
主
体
と
し
て
書
き
手
の

創
意
を
批
評
で
き
る
読
み
の
場
の
創
出
を
心
が
け
る
。

２
　
本
単
元
に
お
け
る
精
読
の
学
習
指
導
構
想

　
左
に
学
習
指
導
計
画
（
全
九
時
間
）
を
記
す
と
と
も
に
、
ワ
イ
ダ
ー
・
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
実
践
と
対
に
し
て
企
図
し
た
本
単
元
の
精
読
（close

reading

             
）
の
学

習
指
導
の
プ
ロ
セ
ス
を
図
示
す
る
。
導
入
（
小
説
の
精
読
の
基
本
を
お
さ
え

る
）─
基
礎
（
与
え
ら
れ
た
精
読
の
観
点
に
基
づ
い
た
読
解
）─
応
用
（
選
ん
だ

精
読
の
観
点
に
基
づ
い
た
作
品
批
評
）─
発
展
（
読
み
の
観
点
の
他
者
と
の
共

有
）
の
四
過
程
か
ら
な
る
精
読
の
体
系
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
次
　
漱
石
前
後
期
三
部
作
の
冒
頭
の
比
べ
読
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
時
　
六
作
品
の
冒
頭
の
比
べ
読
み
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導
　
入
　
　
　
二
時
　
六
作
品
の
冒
頭
の
分
析
と
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
次
　
新
聞
小
説
と
文
庫
を
用
い
た
冒
頭
の
比
べ
読
み

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
次
　
小
説
「
三
四
郎
」
読
書
会

　
　
　
基
　
礎
　
　
　
一
時
　
結
末
・
十
三
章
の
分
析
と
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
時
　
精
読
の
観
点
に
基
づ
く
全
文
の
再
読

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
時
　
目
次
（
章
題
）
の
作
成
お
よ
び
評
価

　
　
　
応
　
用
　
　
第
四
次
　「
私
の
一
文
」
作
文
の
作
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
時
　
専
門
家
の
分
析
批
評
に
学
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
時
　
初
稿
を
完
成
さ
せ
る

　
　
　
発
　
展
　
　
第
五
次
　「
私
の
一
文
」
を
用
い
た
読
み
の
交
流

３
　
第
三
次
三
時
「
目
次
（
章
題
）
の
作
成
お
よ
び
評
価
」
の
概
要

　
本
時
は
、
第
三
次
読
書
会
（
全
三
時
間
）
の
、
一
時
「
結
末
・
十
三
章
の
分

析
と
解
釈
」、
二
時
「
精
読
の
観
点
に
基
づ
く
全
文
の
再
読
」
に
続
く
、
三
回
目

の
読
書
会
で
あ
る
。

　
ね
ら
い
は
、
各
班
に
担
当
す
る
観
点
に
も
と
づ
い
て
作
品
を
分
析
批
評
さ
せ

る
こ
と
に
あ
る
。
初
回
の
読
書
会
で
各
班
の
読
み
の
傾
向
に
あ
わ
せ
て
指
導
者

が
与
え
た
観
点
に
し
た
が
い
、
二
回
目
の
読
書
会
は
班
長
主
導
で
精
読
と
話
し

合
い
を
し
て
い
る
た
め
、
あ
る
程
度
の
発
表
準
備
が
整
っ
て
い
る
。
加
え
て
、

章
題
作
成
は
そ
れ
ま
で
の
授
業
で
三
パ
タ
ー
ン
の
「
目
次
」
を
筆
者
が
示
し
て

あ
り
、
モ
デ
ル
を
十
分
に
提
示
し
た
上
で
取
り
組
ま
せ
る
課
題
で
あ
る
。

　
な
お
、
各
班
の
「
精
読
の
観
点
」
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
一
班
　
最
終
章
に
お
け
る
よ
し
子
不
在
の
効
果

　
二
班
　
母
の
手
紙
・
電
報
が
作
品
に
与
え
る
影
響

　
三
班
　
与
次
郎
と
三
四
郎
の
関
係

　
四
班
　
十
三
章
の
特
異
性

　
五
班
　
三
四
郎
の
造
型

　
六
班
　
野
々
宮
と
美
禰
子
の
関
係

　
以
下
に
、
第
三
次
三
時
の
目
標
と
展
開
を
示
し
た
。

⑴
目
標

①
読
み
の
交
流
を
積
極
的
に
行
え
る
。（
主
体
的
に
学
習
に
向
き
合
う
態
度
）

②
精
読
の
観
点
に
も
と
づ
き
目
次
（
章
題
）
を
作
成
で
き
る
。（
知
識
・
技
能
）

③
他
者
の
読
み
を
評
価
し
、
自
ら
の
読
み
深
め
に
活
か
せ
る
。

（
思
考
・
判
断
・
表
現
）

⑵
展
開
（
過
程
／
ａ
学
習
活
動
／
ｂ
指
導
上
の
留
意
点
／
ｃ
観
点
）

　
導
入
（
一
〇
分
）

　
　
ａ
　
前
時
の
整
理
と
本
時
の
活
動
の
手
順
や
目
的
の
確
認

　
　
ｂ
　
話
し
合
い
の
成
果
が
班
で
共
有
で
き
て
い
る
か
班
長
に
確
認
さ
せ
る
。

　
　
ｃ
　
主
体
的
に
学
習
に
向
き
合
う
態
度

　
展
開
（
三
〇
分
）

　
１
　
ａ
　
目
次
（
章
題
）
の
作
成

　
　
　
ｂ
　
担
当
す
る
観
点
に
基
づ
く
読
み
深
め
の
跡
を
表
す
の
に
最
も
適
し

た
目
次
（
章
題
）
を
考
え
さ
せ
る
。

　
　
　
ｃ
　
主
体
的
に
学
習
に
向
き
合
う
態
度

　
２
　
ａ
　
班
の
報
告
と
評
価

　
　
　
ｂ
　
留
意
す
べ
き
は
全
章
題
の
完
成
で
は
な
く
着
手
し
た
章
題
の
選
択

意
図
お
よ
び
経
緯
の
説
明
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
理
解
さ
せ
た
上
で
、

報
告
に
臨
ま
せ
る
。
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ｃ
　
知
識
・
技
能

　
３
　
ａ
　
授
業
者
の
助
言

　
　
　
ｂ
　
聞
き
手
に
は
他
者
の
読
み
を
評
価
し
記
録
す
る
よ
う
促
し
、
分

析
・
批
評
の
不
十
分
だ
と
思
わ
れ
る
報
告
に
対
し
て
は
助
言
を
行
う
。

　
　
　
ｃ
　
思
考
・
判
断
・
表
現

　
ま
と
め
（
一
〇
分
）

　
ａ
　
本
時
の
ま
と
め
と
次
時
の
予
告

　
ｂ
　「
私
の
一
文
」
作
文
を
予
告
し
、
本
時
の
班
お
よ
び
一
斉
学
習
で
共
有
し

た
読
み
を
個
々
の
読
み
と
作
文
に
活
か
す
よ
う
促
す
。

　
ｃ
　
知
識
・
技
能

４
　
第
五
次
「『
私
の
一
文
』
作
文
を
用
い
た
読
み
の
交
流
」
構
想
の
背
景

　
本
実
践
（
全
九
時
間
）
の
最
終
時
は
、
そ
れ
ま
で
の
読
書
会
の
反
省
を
踏
ま

え
て
構
想
し
た
、
い
わ
ゆ
る
四
回
目
の
読
書
会
と
な
る
。

　
目
的
は
「
私
の
一
文
」
作
文
の
振
り
返
り
を
通
し
た
作
品
の
読
み
深
め
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
授
業
の
前
半
を
学
習
者
同
士
の
読
み
の
交
流
に
充
て
、
後
半

は
指
導
者
と
学
習
者
の
応
答
を
軸
に
し
た
一
斉
指
導
を
展
開
し
た
。

　
特
徴
を
、
意
義
、
課
題
設
定
、
活
動
形
態
の
三
点
に
即
し
て
ま
と
め
る
と
、

次
の
よ
う
に
な
る
。

・
読
書
会
の
ま
と
め
の
段
階
で
積
極
的
に
指
導
者
が
介
入
し
、
作
品
の
さ
ら

な
る
読
み
深
め
を
促
し
、
読
み
手
を
育
て
る
場
と
す
る
。

・
主
要
登
場
人
物
の
造
型
読
解
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
「
成
長
」
が
有
効
か

否
か
、
そ
の
有
効
性
を
考
え
さ
せ
る
。

・
班
構
成
は
「
私
の
一
文
」
で
同
じ
章
・
節
を
選
ん
だ
者
同
士
を
基
と
す
る
。

　
学
習
者
の
活
発
な
意
見
交
流
の
場
の
創
出
に
関
わ
っ
て
、
た
と
え
ば
優
れ
た

発
問
や
授
業
展
開
の
構
想
な
ど
、
指
導
者
の
積
極
的
介
入
が
必
要
で
あ
る
こ
と

は
論
を
俟
た
な
い
。
そ
し
て
、
国
語
教
室
で
企
画
さ
れ
る
読
書
会
で
あ
る
限
り
、

読
解
・
読
書
、
双
方
の
指
導
の
充
実
が
目
指
さ
れ
る
の
は
必
至
で
あ
り
、
学
習

者
の
振
り
返
り
や
指
導
者
の
評
価
の
な
い
ま
ま
に
収
束
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

作
文
の
中
に
と
ら
え
た
読
み
の
現
状
も
し
く
は
限
界
に
学
習
者
を
向
き
合
わ
せ
、

読
み
深
め
を
促
す
読
書
会
の
ま
と
め
の
指
導
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
基
づ

い
て
構
想
し
た
。

四
　
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
見
る
学
習
者
の
読
書
会
理
解
と

価
値
付
け

　
学
習
者
自
身
の
読
書
会
の
理
解
と
価
値
付
け
を
促
す
べ
く
、
第
四
次
（
全
九

時
間
の
八
時
間
目
）
実
践
後
に
「
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
実
施
し
た
。
前
半
は

長
編
小
説
の
ひ
と
り
読
み
を
、
後
半
は
読
書
会
へ
の
取
り
組
み
を
振
り
返
ら
せ

る
趣
旨
に
基
づ
く
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
る
。
前
半
の
結
果
か
ら
、
ひ
と
り
読
み
の

時
間
の
捻
出
に
困
難
を
感
じ
る
生
徒
が
相
対
的
に
多
か
っ
た
Ａ
組
（
四
〇
名
）

を
選
出
し
、
以
下
、
本
稿
の
考
察
対
象
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

１
　
ア
ン
ケ
ー
ト
の
内
容
と
結
果

　
以
下
は
実
際
の
問
い
の
文
言
と
選
択
肢
及
び
Ａ
組
の
結
果
（
丸
括
弧
内
の
数

字
）
で
あ
る
。

　
班
の
話
し
合
い
と
全
体
発
表
を
軸
に
し
た
読
書
会
形
式
の
授
業
に
つ
い
て
、
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次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴
　
あ
な
た
は
小
説
「
三
四
郎
」
を
ど
の
程
度
読
ん
だ
う
え
で
読
書
会
に
参
加

し
ま
し
た
か
。

　
ａ
　（
授
業
で
読
ん
だ
冒
頭
と
結
末
、
お
よ
び
そ
の
周
辺
）
以
外
は
全
く
読
ま

ず
に
臨
ん
だ
。
⑤

　
ｂ
　
最
初
か
ら
再
度
ま
で
一
読
し
て
臨
ん
だ
。
⑦

　
ｃ
　
途
中
ま
で
読
ん
で
臨
ん
だ
。
⑦

　
ｄ
　
読
め
そ
う
な
と
こ
ろ
だ
け
選
ん
で
読
ん
で
臨
ん
だ
。
⑨

　
ｅ
　
飛
ば
し
読
み
を
し
な
が
ら
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
読
ん
で
臨
ん
だ
。
⑩

　
ｆ
　
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
二
回
以
上
再
読
し
て
臨
ん
だ
。
①

　
ｇ
　
そ
の
他
　
①

⑵
　
一
回
目
の
読
書
会
［
第
三
次
一
時
「
結
末
・
十
三
章
の
分
析
と
解
釈
」］
は
、

ど
の
点
に
お
い
て
最
も
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
ま
す
か
。

　
ａ
　
ひ
と
り
で
は
読
ん
で
来
ら
れ
な
か
っ
た
人
の
、
読
書
時
間
の
確
保
　
①

　
ｂ
　
ひ
と
り
で
は
読
み
深
め
が
で
き
な
か
っ
た
人
の
、
他
者
の
力
を
か
り
た

作
品
理
解
　
㉜

　
ｃ
　
あ
る
程
度
の
作
品
理
解
の
あ
る
人
同
士
の
、
作
品
の
読
み
深
め
　
⑦

　
ｄ
　
あ
る
程
度
の
作
品
理
解
の
あ
る
人
の
、
作
品
の
読
み
深
め
　
⓪

　
ｅ
　
そ
の
他
　
⓪

⑶
　
三
回
目
の
読
書
会
［
第
三
次
三
時
「
目
次
（
章
題
）
の
作
成
お
よ
び
評

価
」］
は
、
ど
の
点
に
お
い
て
最
も
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
ま
す
か
。

　
ａ
　
ひ
と
り
で
は
読
ん
で
来
ら
れ
な
か
っ
た
人
の
、
読
書
時
間
の
確
保
　
⓪

　
ｂ
　
ひ
と
り
で
は
読
み
深
め
が
で
き
な
か
っ
た
人
の
、
他
者
の
力
を
か
り
た

作
品
理
解
　
⑧

　
ｃ
　
あ
る
程
度
の
作
品
理
解
の
あ
る
人
同
士
の
、
作
品
の
読
み
深
め
　
㉘

　
ｄ
　
あ
る
程
度
の
作
品
理
解
の
あ
る
人
の
、
作
品
の
読
み
深
め
　
③

　
ｅ
　
そ
の
他
　
①

⑷
　
も
し
も
あ
な
た
が
読
書
会
を
企
画
す
る
と
し
た
ら
、
最
も
重
視
す
る
こ
と

は
何
で
す
か
。

　
ａ
　
作
品
の
選
択
　
⑳

　
ｂ
　
時
間
・
時
期
の
選
定
　
⓪

　
ｃ
　
班
編
成
の
決
定
　
②

　
ｄ
　
全
体
発
表
の
仕
方
　
⑦

　
ｅ
　
約
束
事
（
た
と
え
ば
「
読
書
会
ま
で
に
一
読
し
て
く
る
」
等
）
⑩

　
ｆ
　
そ
の
他
　
①

２
　
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
基
礎
考
察

　
読
書
会
の
ひ
と
月
以
上
前
に
事
前
に
ひ
と
り
読
み
を
お
こ
な
う
こ
と
を
約
束

事
と
し
て
提
示
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
ク
ラ
ス
の
過
半
数
が
、
ひ
と
り
で
全
編

を
通
読
し
た
と
は
言
え
な
い
状
態
で
初
回
の
読
書
会
に
臨
ん
で
い
た
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
。（
⑴
ａ
「
授
業
で
読
ん
だ
冒
頭
と
結
末
、
お
よ
び
そ
の
周
辺
」
以

外
は
全
く
読
ま
ず
に
臨
ん
だ
」
⑤
、
ｃ
「
途
中
ま
で
読
ん
で
臨
ん
だ
」
⑦
、
ｄ

「
読
め
そ
う
な
と
こ
ろ
だ
け
選
ん
で
読
ん
で
臨
ん
だ
」
⑨
、
ｅ
「
飛
ば
し
読
み
を

し
な
が
ら
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
読
ん
で
臨
ん
だ
」
⑩
）。
学
習
者
の
趨
勢
が
初

回
の
読
書
会
は
「
ひ
と
り
で
は
読
み
深
め
が
で
き
な
か
っ
た
人
の
、
他
者
の
力

を
か
り
た
作
品
理
解
」
の
場
に
な
っ
た
と
、
不
十
分
な
ひ
と
り
読
み
を
振
り

返
っ
て
い
る
（
⑵
ｂ
㉜
）。

　
翻
っ
て
、
三
回
目
の
読
書
会
の
評
価
に
い
た
る
と
、
学
習
者
の
多
く
は
読
書
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会
が
「
あ
る
程
度
の
作
品
理
解
の
あ
る
人
同
士
の
、
作
品
の
読
み
深
め
」
の
場

と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
認
め
る
（
⑶
ｃ
㉘
）。
回
答
者
が
当
事
者
に
含
ま
れ
る

か
否
か
は
別
に
し
て
、
読
書
会
が
質
的
に
変
化
し
た
と
学
習
者
が
認
め
た
点
を

重
視
し
た
い
。

３
　
学
習
者
の
読
書
会
理
解
と
価
値
付
け

　
一
回
目
と
三
回
目
の
読
書
会
を
振
り
返
る
問
い
の
、
選
択
肢
の
文
言
の
内
容

と
構
成
と
が
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
み
ず
か
ら
の
実
態
に
即
し
た
回

答
よ
り
も
、
答
え
方
の
間
に
何
ら
か
の
差
異
を
設
け
る
べ
き
だ
と
い
う
判
断
の

ほ
う
が
先
行
し
た
回
答
も
少
な
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、
問
い
⑵
と
⑶
の
選
択
肢

の
「
答
え
分
け
」
を
し
て
、
最
初
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
次
に
は
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
、
読
書
会
の
「
成
功
」
を
示
す
パ
タ
ー
ン
の
構
築
で
あ

る
。
定
期
考
査
紙
面
上
で
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
力
で
「
そ
う
あ
る
べ
き
読
書
会
の
あ
り
方
」
に
さ
ら
に
票
が

集
ま
っ
た
き
ら
い
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
高
校
生
に
理
想
の
読
書
会
を
考
え
る

機
会
を
与
え
た
意
味
に
お
い
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
の
意
義
は
大
き
い
。
少
な

く
と
も
読
書
会
へ
の
関
心
や
意
欲
を
引
き
出
す
契
機
と
し
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の

文
言
は
機
能
し
た
。
み
ず
か
ら
の
企
画
す
る
読
書
会
を
想
定
し
た
問
い
⑷
に
対

し
、
学
習
者
が
、
経
験
し
た
者
だ
か
ら
こ
そ
分
か
る
困
難
に
立
脚
し
、
主
体
的

で
現
実
的
な
提
案
を
回
答
し
て
い
る
よ
う
に
。

　
す
な
わ
ち
、
久
し
く
「
不
読
者
」
で
あ
っ
た
高
校
生
に
は
長
編
小
説
の
ひ
と

り
読
み
は
ハ
ー
ド
ル
の
高
い
試
み
か
も
し
れ
な
い
が
、
読
書
会
の
、
こ
れ
ま
で

に
な
い
知
的
な
振
る
舞
い
を
求
め
る
新
し
い
取
り
組
み
に
は
、
彼
ら
の
意
欲
や

関
心
を
か
き
た
て
る
も
の
が
あ
る
。
指
導
者
は
学
習
者
が
読
書
会
を
振
り
返
り

価
値
付
け
る
機
会
を
積
極
的
に
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。
高
校
生
は
、
十
分
に
価

値
を
認
め
、
納
得
し
て
選
び
取
っ
た
も
の
に
対
し
て
、
主
体
的
な
取
り
組
み
を

継
続
で
き
る
学
習
者
だ
か
ら
で
あ
る
。

五
　
学
習
者
反
応
分
析
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と

　
学
習
者
の
書
い
た
も
の
の
な
か
で
第
三
次
三
時
「
目
次
（
章
題
）
の
作
成
お

よ
び
評
価
」
の
相
互
批
評
と
、「
私
の
一
文
」
作
文
の
タ
イ
ト
ル
・
一
文
の
選
出

理
由
・
内
容
に
特
徴
的
な
点
を
、
以
下
と
り
た
て
て
考
察
す
る
。

１
　
三
四
郎
の
造
型
分
析
に
「
成
長
」
を
用
い
る
学
習
者
と
用
い
な
い
学
習
者

　
ま
ず
、
第
三
次
三
時
「
目
次
（
章
題
）
の
作
成
お
よ
び
評
価
」
の
相
互
批
評

で
、
ク
ラ
ス
の
半
数
に
あ
た
る
二
〇
人
が
最
も
「
興
味
を
覚
え
た
発
表
」
班
に

五
班
「
三
四
郎
の
造
型
」
を
選
び
、
内
七
人
が
「
成
長
」
の
語
を
用
い
て
選
出

理
由
を
書
い
た
。

　
次
に
挙
げ
る
二
例
（
１
男
、
２
男
）
は
、
五
班
の
分
析
批
評
の
趣
旨
を
正
し

く
と
ら
え
、
発
表
の
聞
き
方
お
よ
び
読
書
会
へ
の
参
加
の
仕
方
に
積
極
性
と
質

の
高
さ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

１
男
「
三
四
郎
の
一
貫
性
と
変
化
す
る
点
が
上
手
く
示
さ
れ
て
い
る
」

２
男
「
度
胸
は
な
い
が
実
は
行
動
力
が
向
上
し
て
い
る
と
い
う
変
化
が
あ
っ

た
」

　
五
班
が
章
題
作
成
に
用
い
た
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、「
変
化
し
な
い
」
も
の
に
着
目

さ
せ
て
「
変
化
し
た
」
も
の
を
逆
照
射
す
る
と
い
う
手
法
で
あ
っ
た
。
１
男
と
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２
男
は
、
三
四
郎
の
身
に
起
き
た
「
変
化
」
の
内
実
を
深
く
読
も
う
と
働
き
か

け
る
五
班
の
報
告
を
正
し
く
聞
き
、「
成
長
」
と
い
う
語
の
安
易
な
使
用
を
回
避

し
た
。

２
　「
成
長
」
を
用
い
る
学
習
者
に
み
ら
れ
る
読
み
の
傾
向

　
単
元
の
ま
と
め
に
課
し
た
「
私
の
一
文
」
作
成
で
、
学
習
者
に
最
も
人
気
の

高
か
っ
た
一
文
は
、「
あ
な
た
は
よ
っ
ぽ
ど
度
胸
の
な
い
方
で
す
ね
」（
一
章
）

と
い
う
女
の
台
詞
で
、
一
五
人
が
選
ん
だ
。
内
三
人
は
五
班
の
班
員
で
、
内
六

人
は
五
班
の
発
表
を
最
も
良
い
と
評
価
し
た
学
習
者
で
あ
り
、
五
班
の
考
案
し

た
第
一
章
の
章
題
「
度
胸
の
な
い
三
四
郎
」
と
最
終
章
の
章
題
「
や
っ
ぱ
り
度

胸
の
な
い
三
四
郎
」
を
与
し
や
す
い
と
考
え
た
学
習
者
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　「
あ
な
た
は
よ
っ
ぽ
ど
度
胸
の
な
い
方
で
す
ね
」
選
出
者
の
、
五
班
選
出
理
由

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

１
女
「
…
三
四
郎
の
造
型
、
成
長
や
、
変
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
が
分
析
さ
れ
て
い

て
面
白
か
っ
た
か
ら
」

２
女
「
…
度
胸
が
な
い
こ
と
は
一
貫
し
て
い
る
が
、
行
動
力
が
つ
く
よ
う
に
成

長
で
き
た
こ
と
が
お
も
し
ろ
い
」

３
男
「『
度
胸
が
無
い
』
と
言
わ
れ
続
け
る
三
四
郎
の
言
動
か
ら
、
成
長
し
て
い

る
点
を
見
出
し
て
い
る
…
」

　「
私
の
一
文
」
の
題
名
を
「
三
四
郎
の
成
長
」（
４
男
、
３
女
）
と
し
た
学
習

者
も
い
て
、「
成
長
」
は
、
主
人
公
の
造
型
を
述
べ
る
際
に
極
め
て
使
い
勝
手
の

良
い
「
批
評
用
語
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

３
　「
成
長
」
以
外
の
言
葉
を
求
め
て

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
時
と
場
を
共
有
し
同
じ
読
書
会
に
参
加
し
な
が
ら
、「
成

長
」
を
用
い
て
読
み
を
閉
じ
て
し
ま
う
読
み
手
と
、
そ
れ
以
外
の
言
葉
、
具
体

的
に
は
「
変
化
」
を
用
い
て
読
み
を
深
め
よ
う
と
す
る
読
み
手
の
、
異
な
る
読

み
を
志
向
す
る
二
者
が
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
た
。

　
第
五
次
は
、
前
者
の
学
習
者
の
変
容
を
ね
ら
っ
て
企
図
し
た
読
書
会
で
あ
る
。

指
導
者
は
公
開
指
導
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
直
接
書
き
手
に
問
い
を
発
し
、
作

文
の
振
り
返
り
と
作
品
の
読
み
深
め
を
求
め
た
。
そ
の
詳
細
を
、
次
に
述
べ
る
。

六
　
第
五
次
「『
私
の
一
文
』
作
文
を
用
い
た
読
み
の
交

流
」
の
考
察
─
指
導
者
の
介
入
と
学
習
者
反
応

　
ひ
と
つ
の
語
彙
の
使
用
を
め
ぐ
る
問
い
か
け
が
学
習
者
に
ど
れ
だ
け
作
用
し

た
か
を
振
り
返
り
の
言
葉
の
中
に
探
っ
て
み
た
い
。

　
次
に
示
す
の
は
、
最
後
の
読
書
会
に
お
け
る
学
習
者
同
士
の
交
流
の
結
果
と
、

指
導
者
の
働
き
か
け
に
対
す
る
学
習
者
の
反
応
で
あ
る
。

　
相
互
批
評
に
「
成
長
」
の
語
を
用
い
た
学
習
者
（
１
女
、
２
女
、
３
男
）
と

「
私
の
一
文
」
の
題
名
を
「
三
四
郎
の
成
長
」
と
し
た
学
習
者
（
３
女
・
４
男
）

の
読
書
会
後
の
振
り
返
り
お
よ
び
「
成
長
」
を
用
い
な
か
っ
た
学
習
者
（
１
男
）

の
そ
れ
と
を
考
察
対
象
と
し
た
。

１
　
相
互
批
評
に
「
成
長
」
を
用
い
た
学
習
者
の
振
り
返
り

　
ま
ず
、
相
互
批
評
に
「
成
長
」
の
語
を
用
い
た
学
習
者
（
１
女
、
２
女
、
３

男
）
の
授
業
後
の
振
り
返
り
シ
ー
ト
の
言
葉
を
挙
げ
る
。
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１
女
「
Ｓ
君
＝
な
か
な
か
前
に
踏
み
出
せ
な
い
三
四
郎
に
感
情
移
入
。

　
　
　
Ｈ
さ
ん
＝
台
詞
が
最
後
の
場
面
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
結
局
度
胸
が
な

い
か
ら
美
禰
子
と
結
ば
れ
な
か
っ
た
。」

２
女
「
意
気
地
な
し
と
な
る
三
四
郎
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
け
る
初
め
の
一
文
だ
か

ら
。［
一
文
の
選
択
理
由
─
筆
者
注
］　
三
四
郎
は
物
語
の
中
で
成
長
と

い
う
よ
り
変
化
し
て
い
っ
た
。」

３
男
「
班
内
で
は
な
ぜ
そ
の
一
文
を
選
ん
だ
の
か
、
そ
の
一
文
か
ら
ど
う
話
を

広
げ
た
の
か
を
聞
き
合
っ
た
。
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
の
信
念
を
持
っ
て
い

て
独
自
の
視
点
が
あ
っ
た
。
特
に
１
男
の
作
文
は
評
論
家
顔
負
け
の
内

容
だ
と
思
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
自
分
の
意
見
が
い
か
に
も
陳
腐
で
浅

薄
に
感
じ
ら
れ
て
恥
ず
か
し
か
っ
た
。」

　
１
女
の
班
員
の
言
葉
の
記
録
は
、
読
み
の
観
点
の
共
有
が
彼
女
に
と
っ
て
の

読
書
会
の
価
値
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
２
女
の
場
合
は
そ
れ
が
指
導
者
の
問

題
意
識
の
共
有
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
３
男
の
言
葉
に
は
１
男
の
考
え
に

作
品
の
再
読
と
読
み
深
め
の
契
機
を
与
え
ら
れ
た
あ
と
が
見
て
と
れ
、
１
女
・

２
女
に
比
べ
３
男
の
振
り
返
り
は
よ
り
省
察
的
で
あ
る
。

　「
成
長
」
の
使
用
を
め
ぐ
る
問
い
か
け
に
し
ぼ
っ
て
み
れ
ば
、
後
者
の
二
者
に

は
反
応
が
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
受
け
止
め
の
差
は
あ
る
が
、
学
習

者
集
団
全
体
と
し
て
み
れ
ば
指
導
者
の
働
き
か
け
に
対
す
る
変
容
が
認
め
ら
れ

た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
語
を
と
り
た
て
て
、
学
習
者
の
思
考
と

作
品
の
再
読
・
精
読
を
促
す
指
導
は
、
一
度
で
収
束
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
機
を
と
ら
え
て
継
続
的
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
指
導
者
は
意
識

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
公
開
指
導
の
記
録
と
考
察

　
指
導
者
は
読
書
会
後
半
の
公
開
指
導
の
対
象
に
、
作
文
の
題
名
に
「
三
四
郎

の
成
長
」
を
選
ん
だ
４
男
と
、
相
互
批
評
に
も
作
文
に
も
「
成
長
」
を
用
い
な

か
っ
た
１
男
を
選
ん
だ
。
以
下
は
公
開
指
導
の
記
録
と
考
察
で
あ
る
。

２
─
１
　「
成
長
」
を
用
い
た
４
男
の
場
合

　
ま
ず
、
４
男
の
作
文
の
以
下
の
抜
粋
を
、
指
導
者
が
音
読
し
た
。

　
こ
の
物
語
の
テ
ー
マ
は
主
人
公
の
三
四
郎
が
田
舎
か
ら
都
会
に
出
て
き

て
、
そ
こ
で
あ
る
出
会
い
や
経
験
を
元
に
し
た
成
長
が
主
で
あ
る
。
大
学

の
友
人
や
先
生
と
触
れ
合
い
、
好
意
を
寄
せ
る
人
に
思
い
を
伝
え
る
な
ど

度
胸
も
つ
い
た
、
と
は
思
え
る
。
し
か
し
、
成
長
し
、
大
き
く
変
わ
っ
た

か
と
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
う
で
も
な
い
。

　
な
ら
ば
こ
の
物
語
は
何
な
の
か
。
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
。
私

は
こ
こ
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
そ
れ
は
三
四
郎
の
目
的
が
描
か
れ

て
い
な
い
事
だ
。

　
音
読
後
、「
タ
イ
ト
ル
を
『
三
四
郎
の
成
長
』
と
し
な
が
ら
途
中
で
『
三
四
郎

は
本
当
に
成
長
し
た
の
か
』
と
問
い
直
し
最
後
ま
で
答
え
を
書
か
な
か
っ
た
理

由
」
を
問
う
と
、
４
男
は
し
ば
ら
く
考
え
た
結
果
、「
考
え
な
が
ら
…
う
ー
ん
…

書
い
て
…
」
と
説
明
を
試
み
た
。

　
継
い
で
指
導
者
が
「
４
男
の
作
文
の
良
い
と
こ
ろ
は
、
試
行
錯
誤
の
た
だ
中

を
書
き
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
確
か
に
三
四
郎
に
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
葛

藤
も
、
後
悔
も
、
懊
悩
も
あ
り
ま
せ
ん
。
美
禰
子
に
試
練
ら
し
い
も
の
は
与
え

ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
何
か
を
克
服
し
た
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
も
な
い
」
と

ク
ラ
ス
全
体
に
向
け
て
述
べ
る
と
、
４
男
は
「
そ
う
で
す
、
そ
れ
で
す
」
と
声

─　　─４３



を
発
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
指
導
者
は
全
体
に
向
け
て
「
４
男
の
み
な
ら
ず
、

相
互
批
評
と
作
文
に
『
成
長
』
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
人
が
少
な
か
ら
ず
い
ま

し
た
。
小
・
中
学
校
の
と
き
に
読
ん
だ
作
品
の
性
格
が
『
成
長
』
を
読
ま
せ
る

も
の
が
多
か
っ
た
た
め
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。『
成
長
』
は
使
い
や
す
い
言
葉
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
で
も
、
三
四
郎
の
造
型
を
説
明
す
る
の
に
も
『
成
長
』

で
良
い
の
だ
ろ
か
」
と
問
い
か
け
、
４
男
の
公
開
指
導
を
終
え
た
。

　
４
男
は
公
開
指
導
を
次
の
よ
う
に
振
り
返
る
。

４
男
「
あ
ま
り
意
識
し
て
な
か
っ
た
部
分
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
わ
ざ

と
っ
ぽ
く
な
っ
た
が
、
実
際
そ
れ
を
メ
イ
ン
に
書
き
た
か
っ
た
」

　
指
導
へ
の
直
接
的
な
リ
ス
ポ
ン
ス
で
あ
る
が
、
４
男
は
い
ま
や
「
成
長
」
と

い
う
言
葉
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
三
四
郎
の
造
型
に
十
分
に
「
意
識
」
的
で
あ

り
、
読
み
手
と
し
て
の
変
容
が
期
待
で
き
る
省
察
的
な
振
り
返
り
で
あ
る
。

　
４
男
と
同
じ
く
「
三
四
郎
の
成
長
」
を
作
文
の
題
名
に
選
ん
だ
３
女
は
公
開

指
導
を
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
た
。

３
女
「
Ａ
の
人
と
先
生
と
の
話
［
公
開
指
導
の
こ
と
─
筆
者
注
］
を
聞
い
て

い
て
「
成
長
」
と
い
う
ワ
ー
ド
は
少
し
ズ
ル
か
っ
た
か
な
と
（
笑
）
思

い
ま
し
た
。
ま
た
読
み
返
し
て
ピ
ッ
タ
リ
く
る
言
葉
は
何
か
探
っ
て
み

た
い
で
す
。」

　
３
女
が
公
開
指
導
で
の
４
男
へ
の
問
い
か
け
を
み
ず
か
ら
へ
の
問
い
と
し
て

理
解
し
て
い
る
こ
と
の
分
か
る
振
り
返
り
で
あ
る
。
妥
協
せ
ず
「
ピ
ッ
タ
リ
く

る
言
葉
」
を
よ
く
考
え
る
と
い
う
課
題
を
発
見
し
て
い
る
。

　
３
女
を
含
む
学
習
者
集
団
に
、
４
男
の
も
が
き
な
が
ら
書
く
、
も
が
き
な
が

ら
答
え
る
思
考
ス
タ
イ
ル
を
、
我
が
事
の
よ
う
に
経
験
さ
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に

４
男
の
公
開
指
導
の
価
値
は
あ
る
。
指
導
者
の
言
葉
か
け
と
そ
れ
に
対
す
る
４

男
の
動
揺
を
な
ら
べ
み
て
、
ど
ち
ら
が
切
実
に
学
習
者
集
団
に
変
容
を
せ
ま
っ

た
か
と
言
え
ば
、
後
者
の
ほ
う
で
あ
り
、
教
室
で
文
学
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
の

意
義
の
一
端
を
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

２
─
２
　
相
互
批
評
で
「
成
長
」
を
用
い
な
か
っ
た
１
男
の
場
合

　
１
男
の
作
文
の
題
名
は
「
個
人
主
義
の
中
の
三
四
郎
」
で
あ
る
。「
私
の
一

文
」
に
は
「
そ
う
い
う
人
に
会
っ
て
過
ご
す
時
間
が
、
本
当
の
時
間
で
、
穴
倉

で
光
線
の
試
験
を
し
て
暮
ら
す
月
日
は
む
し
ろ
人
生
に
遠
い
閑
生
涯
と
い
う
べ

き
も
の
で
あ
る
。」（
三
章
十
一
段
）
を
選
ん
だ
。
以
下
は
作
文
の
書
き
出
し
で

あ
る
。

　
三
四
郎
と
野
々
宮
の
す
れ
違
い
、
微
妙
な
距
離
感
、
そ
れ
ら
は
二
人
の
価

値
観
、
す
な
わ
ち
生
き
方
の
差
異
に
よ
る
も
の
だ
と
感
じ
た
。
そ
れ
を
象
徴

す
る
の
が
こ
の
文
の
「
本
当
の
時
間
」
や
「
閑
生
涯
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る

よ
う
に
感
じ
た
。
こ
れ
は
病
気
を
装
っ
て
野
々
宮
を
呼
び
寄
せ
た
妹
の
こ
と

を
野
々
宮
が
馬
鹿
だ
と
評
し
た
時
の
三
四
郎
の
考
え
で
あ
る
。
野
々
宮
に
よ

る
と
「
こ
の
忙
し
い
も
の
に
大
切
な
時
間
を
浪
費
さ
せ
る
の
は
愚
」
だ
と
い

う
こ
と
だ
。

　
三
四
郎
は
「
大
人
び
た
」
野
々
宮
に
比
べ
て
「
未
熟
」
か
も
し
れ
な
い
が
、

よ
し
子
を
ま
と
も
に
扱
わ
な
い
野
々
宮
よ
り
も
、
そ
う
し
た
態
度
を
否
定
的
に

と
ら
え
た
三
四
郎
の
ほ
う
が
、
よ
ほ
ど
寄
り
添
え
る
登
場
人
物
だ
と
い
う
の
が

１
男
の
読
み
で
あ
る
。「
精
神
的
に
未
熟
で
あ
る
こ
と
は
決
し
て
恥
ず
べ
き
こ
と

で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
を
支
え
る
た
め
に
、
構
成
も
内
容
も
よ
く
整
え
ら
れ

た
、
佳
作
だ
。

　
一
二
〇
〇
字
作
文
の
三
分
の
二
以
降
を
１
男
は
次
の
よ
う
に
書
き
進
め
る
。
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小
説
「
三
四
郎
」
は
各
人
の
個
性
が
正
面
衝
突
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
誰

か
の
意
思
が
完
全
に
全
体
を
占
め
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
自

然
に
影
響
し
あ
っ
て
「
三
四
郎
」
は
展
開
し
て
い
く
。
こ
れ
も
三
四
郎
の
精

神
的
未
熟
さ
か
ら
来
る
「
流
れ
や
す
さ
」
と
「
そ
の
時
々
の
考
え
」
に
よ
っ

て
お
こ
っ
て
い
る
。
人
そ
れ
ぞ
れ
譲
れ
る
所
と
譲
れ
な
い
所
が
あ
る
が
三
四

郎
は
そ
の
譲
れ
る
幅
が
広
か
っ
た
。
し
か
し
、
野
々
宮
の
、
妹
に
対
す
る
批

判
だ
け
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
三
四
郎
が
自
分
の
譲
れ
な
い
意
見
を

言
う
場
面
は
少
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
重
み
が
あ
る
。

　
な
ぜ
こ
の
一
文
が
良
い
の
か
、「
私
の
一
文
」
の
価
値
付
け
が
で
き
て
い
る
。

加
え
て
、
こ
れ
ま
で
の
読
書
会
で
学
習
者
が
な
か
な
か
に
読
め
な
か
っ
た
よ
し

子
の
造
型
へ
の
せ
ま
り
方
に
つ
い
て
、
他
の
登
場
人
物
と
の
関
係
性
の
中
に
存

在
を
読
む
、
す
な
わ
ち
役
回
り
へ
の
注
目
と
い
う
新
し
い
視
点
を
提
供
し
て
く

れ
た
点
に
お
い
て
も
優
れ
て
い
る
。

　
公
開
指
導
で
は
、
上
述
の
作
文
の
美
点
を
評
し
た
後
、
１
男
作
文
「
個
人
主

義
の
中
の
三
四
郎
」
の
結
び
の
最
終
段
落
を
音
読
し
て
、「
紙
幅
が
あ
れ
ば
何
を

書
き
た
か
っ
た
で
す
か
」
と
１
男
に
問
う
た
。
成
熟
度
の
「
個
人
」
差
と
、
お

そ
ら
く
は
寄
り
添
っ
て
述
べ
て
き
た
三
四
郎
の
「
個
性
」
を
、
ど
の
よ
う
に

「
個
人
主
義
」
に
結
び
付
け
て
ま
と
め
た
か
っ
た
の
か
、
あ
と
少
し
の
説
明
を
求

め
た
た
め
で
あ
る
。

　
指
導
者
が
音
読
し
た
の
は
、
以
下
の
最
終
段
落
で
あ
る
。
一
二
〇
〇
字
ま
で

残
す
と
こ
ろ
一
四
〇
字
の
と
こ
ろ
、
１
男
は
七
〇
字
弱
で
次
の
よ
う
に
作
文
を

結
ん
だ
。

　「
三
四
郎
」
は
個
人
主
義
の
広
ま
り
の
時
代
に
書
か
れ
た
小
説
だ
。
三
四
郎

と
い
う
人
物
は
ど
ん
な
人
物
に
も
譲
れ
な
い
何
か
が
あ
る
。
そ
う
い
う
風
に

私
達
に
教
え
て
く
れ
る
。

　
１
男
は
、
し
ば
ら
く
沈
黙
し
、
４
男
と
同
様
に
も
が
き
な
が
ら
、「
精
神
的
に

未
熟
で
あ
る
こ
と
は
決
し
て
恥
ず
べ
き
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
を
、
言

葉
を
変
え
た
り
付
け
足
し
た
り
し
な
が
ら
、
述
べ
た
。
そ
し
て
、
振
り
返
り

シ
ー
ト
に
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

１
男
「
紙
幅
が
あ
れ
ば
な
ん
と
書
い
た
か
　
─
　
三
四
郎
の
小
さ
な
自
我
。

時
流
に
乗
り
切
れ
て
い
な
い
人
が
い
て
も
、
え
え
や
ん
。」

　
何
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
の
か
と
い
え
ば
そ
れ
は
「
三
四
郎
の
小
さ
な
自
我
」

だ
っ
た
と
い
う
答
え
の
み
な
ら
ず
、
す
ぐ
に
は
答
え
の
出
な
い
問
い
を
書
き
と

め
た
と
こ
ろ
に
、
１
男
の
読
書
会
へ
の
価
値
付
け
が
表
れ
て
い
る
。

３
　
４
男
と
１
男
の
反
応
を
ふ
ま
え
て

　
４
男
の
公
開
指
導
は
、
教
室
の
ほ
ぼ
半
数
に
あ
た
る
、
指
導
者
の
介
入
に
よ

る
読
み
深
め
の
機
会
を
必
要
と
す
る
学
習
者
に
向
け
た
も
の
で
あ
り
、
想
定
し

た
学
習
者
た
ち
の
振
り
返
り
の
記
録
に
は
、
４
男
の
そ
れ
と
よ
く
似
た
反
応
が

み
ら
れ
た
。
一
方
、
み
ず
か
ら
の
着
想
に
そ
っ
て
ひ
と
ま
と
ま
り
の
文
章
が
書

け
て
し
ま
う
１
男
と
の
や
り
と
り
を
振
り
返
る
と
、
学
習
者
に
、
よ
り
考
え
、

よ
り
読
み
深
め
る
こ
と
を
求
め
る
場
合
の
指
導
者
の
働
き
か
け
や
励
ま
し
に
さ

ら
な
る
工
夫
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
分
か
る
。

七
　
お
わ
り
に
─
読
書
会
型
授
業
展
開
の
可
能
性
と
課
題

　
本
実
践
で
試
み
た
読
書
会
四
回
の
う
ち
、
最
初
の
三
回
は
長
編
小
説
の
読
書

に
不
慣
れ
な
学
習
者
の
「
ひ
と
り
読
み
」
を
支
援
す
る
場
と
し
て
機
能
し
た
点

─　　─４５



で
、
一
定
の
成
果
を
あ
げ
た
と
言
え
る
。「
私
の
一
文
」
の
初
稿
を
完
成
さ
せ
て

は
じ
め
て
、「
読
み
深
ま
り
」
の
萌
芽
が
学
習
者
の
中
に
見
出
せ
た
感
が
あ
り
、

そ
の
機
を
と
ら
え
て
構
想
し
た
四
回
目
読
書
会
に
お
い
て
よ
う
や
く
、
す
べ
て

の
学
習
者
が
読
書
会
の
主
体
に
な
り
得
た
。「
成
長
」
と
い
う
一
語
に
こ
だ
わ
っ

た
公
開
指
導
の
学
習
者
の
振
り
返
り
の
考
察
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
学
習

者
の
言
葉
を
掘
り
起
こ
し
、
作
品
批
評
に
使
え
る
言
葉
を
耕
し
て
い
く
た
め
の

有
効
な
手
立
て
と
し
て
、
第
四
回
読
書
会
は
機
能
し
た
。

　
学
習
者
に
と
っ
て
は
今
回
の
読
書
会
型
授
業
展
開
の
す
べ
て
が
「
こ
こ
ろ
」

を
読
む
前
の
活
動
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
先
、「
こ
こ
ろ
」
を
読
む
た
だ
中
、

読
み
終
え
た
後
の
思
考
活
動
に
、
ど
の
よ
う
に
今
回
の
実
践
が
寄
与
す
る
の
か
、

長
編
小
説
「
こ
こ
ろ
」
の
読
解
・
読
書
を
経
た
後
の
学
習
者
の
書
く
も
の
の
な

か
に
あ
ら
わ
れ
る
変
容
を
、
継
続
し
て
丹
念
に
追
っ
て
い
き
た
い
。

注１
　
現
行
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
・
国
語
」
に
は
全
科
目
を
通
じ
て
「
読

書
意
欲
を
喚
起
し
幅
広
く
読
書
す
る
態
度
を
育
成
す
る
」（
第
３
款
２
⑵
）
こ

と
へ
の
留
意
が
あ
り
、
と
り
わ
け
「
現
代
文
Ｂ
」
に
は
「
３
⑵
生
徒
の
読
書

意
欲
を
喚
起
し
、
読
書
の
幅
を
一
層
広
げ
、
文
字
・
活
字
文
化
に
対
す
る
理

解
が
深
ま
る
よ
う
に
す
る
」
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
。
次
期
学
習
指
導
要
領
改

訂
を
見
据
え
た
「
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
審
議
の
取
り
ま
と

め
」（
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日
公
開
）
は
「
読
書
の
量
を
増
や
す
こ
と

の
み
な
ら
ず
、
読
書
の
質
を
も
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
国
語
科
に
お

い
て
読
書
指
導
を
改
善
・
充
実
す
る
」
こ
と
の
必
要
性
を
、
な
お
取
り
立
て

て
い
る
。

　
文
学
教
育
に
お
い
て
「
読
書
の
幅
を
一
層
広
げ
」
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な

方
略
が
有
効
か
を
国
家
基
準
の
な
か
に
示
し
た
も
の
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
義

務
教
育
修
了
資
格
公
試
験
制
度
（
Ｇ
Ｃ
Ｓ
Ｅ
）
国
語
科
全
国
評
価
基
準
」（
一

九
八
五
年
）
が
あ
る
。「
文
学
」
の
「
１
　
評
価
項
目
」
の
冒
頭
に
は
「
文
学

的
文
章
の
精
読
（the

detailed
study

                  

）
と
ワ
イ
ダ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

（w
ider
reading

 
            
）
の
両
面
に
わ
た
っ
て
、
学
習
者
が
つ
け
る
べ
き
力
」
が
明

記
さ
れ
、「
２
　
内
容
」
に
は
、「
散
文
、
韻
文
、
戯
曲
の
主
要
三
ジ
ャ
ン
ル

の
す
べ
て
に
お
い
て
、
各
作
品
の
精
読
と
ワ
イ
ダ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
か
ら

成
る
」
こ
と
と
「
精
読
の
学
習
用
の
作
品
で
は
、
作
家
、
テ
ー
マ
、
時
代
、

ジ
ャ
ン
ル
に
こ
だ
わ
っ
て
読
む
と
い
っ
た
幅
広
い
選
択
が
個
人
に
委
ね
ら
れ
、

そ
れ
は
ワ
イ
ダ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
用
の
作
品
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
」

と
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ワ
イ
ダ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
、
精
読
と
表

裏
一
体
と
な
り
、
読
み
の
教
育
を
培
う
位
置
づ
け
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
一

方
、
こ
の
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
国
語
教
室
に
お
け
る
ワ
イ
ダ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
の
実
際
を
と
ら
え
る
の
に
有
効
な
資
料
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
に
中
等
学

校
国
語
科
教
育
セ
ン
タ
ー
（T

he
E
nglish

and
M
edia
C
entre

 
    
            
      
     
）
が
編
集
出
版

し
た
副
読
本A

fter
the
B
om
b:
B
rother

in
the
L
and

 
          
  
    
               
    and

W
ider
R
eadin

     
      
     g  

（
核
戦
争
を
扱
っ
た
小
説
作
品
の
よ
み
）
が
あ
る
。
前
期
中
等
教
育
・
第
三
学

年
［
十
一
─
十
四
歳
］
お
よ
び
Ｇ
Ｃ
Ｓ
Ｅ
学
年
［
十
四
─
十
六
歳
］
向
け
に

編
ま
れ
た
本
書
は
、
児
童
文
学B

rother
in
the
L
an

 
               
  d  
（
斉
藤
健
一
訳
『
弟
を

地
に
埋
め
て
』、
福
武
書
店
、
一
九
八
八
年
）
を
起
点
に
し
た
ワ
イ
ダ
ー
・

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
選
択
肢
と
し
て
次
の
四
案
を
提
示
し
た
。
①
同
作
家
の
他

の
小
説
、
②
同
テ
ー
マ
の
他
の
小
説
、
③
同
テ
ー
マ
の
他
ジ
ャ
ン
ル
の
作

品
─
散
文
か
ら
韻
文
へ
／
韻
文
か
ら
ド
ラ
マ
へ
／
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
ノ
ン

─　　─４６



フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
、
④
同
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
複
数
の
メ
デ
ィ
ア
に
わ
た
る
作

品
─
活
字
メ
デ
ィ
ア
／
映
画
／
ド
ラ
マ
／
演
劇
。

　
筆
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ワ
イ
ダ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
知
見
を
得
て
、
我

が
国
の
「
幅
広
い
読
書
」
問
題
に
取
り
組
む
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
と
る
が
、

w
ider
reading

 
            

に
は
敢
え
て
「
幅
広
い
読
書
」
の
訳
語
を
用
い
ず
、
片
仮
名

表
記
「
ワ
イ
ダ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
を
用
い
る
。
こ
れ
は
、
副
読
本
の
編

集
方
針
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
の
国
語
教
室
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
読
み
の
〈
幅

広
さ
〉
を
、
限
定
的
に
と
ら
え
て
し
ま
わ
ぬ
よ
う
に
と
の
留
意
に
基
づ
く
。

選
択
肢
の
具
体
が
示
す
よ
う
に
、
副
読
本
の
提
案
す
る
「
次
に
選
ぶ
テ
ク
ス

ト
」
の
ジ
ャ
ン
ル
・
表
現
形
態
は
、
小
説
・
書
物
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
し

て
、
求
め
る
言
語
活
動
も
、
読
む
（
・
書
く
、
聞
く
・
話
す
）
に
加
え
、
見

る
、
演
ず
る
と
幅
が
あ
る
。

２
　
筆
者
は
「
グ
ル
ー
プ
で
読
書
を
す
る
集
団
的
読
書
活
動
」
を
読
書
会
と
称

す
る
。
近
年
の
読
書
会
の
動
向
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
桑
田
（
二
〇
一
三
）、

雑
誌
『
学
校
図
書
館
』（
二
〇
一
一
年
八
月
号
）
の
特
集
「
読
書
を
よ
り
豊
か

に
す
る
読
書
会
」
が
詳
し
く
、「
読
書
へ
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
」、「
ブ
ッ
ク
ク
ラ

ブ
」、「
リ
テ
ラ
チ
ャ
ー
・
サ
ー
ク
ル
」、「
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
」、「
ど
く
し
ょ
甲
子
園
」、「
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
」
が
図
書
室
お
よ
び
国
語

教
室
で
展
開
さ
れ
る
「
読
書
活
動
・
指
導
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

種
々
の
拡
が
り
が
あ
る
が
、
学
習
者
み
ず
か
ら
が
「
選
ぶ
」
行
為
（
た
と
え

ば
、
お
気
に
入
り
の
本
を
選
別
す
る
、
気
に
入
っ
た
フ
レ
ー
ズ
や
好
き
な
場

面
を
選
出
す
る
等
）
が
活
動
の
ど
こ
か
で
担
保
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
共

通
し
て
い
る
。
本
実
践
で
は
、
グ
ル
ー
プ
で
精
読
の
観
点
を
選
ん
で
読
み
深

め
を
お
こ
な
う
、
ひ
と
り
読
み
に
戻
っ
て
好
き
な
一
文
を
選
出
す
る
と
い
っ

た
「
選
ぶ
」
機
会
を
設
け
る
指
導
を
試
み
た
。

３
　
心
に
残
る
一
文
に
つ
い
て
書
く
一
二
〇
〇
字
作
文
。
新
宿
区
・
新
宿
区
教

育
委
員
会
主
催
、
平
成
二
十
九
年
度
新
宿
区
夏
目
漱
石
コ
ン
ク
ー
ル
「
わ
た

し
の
漱
石
、
わ
た
し
の
一
行
」
を
活
用
し
た
。

参
考
・
引
用
文
献

桑
田
て
る
み
「
新
し
い
読
書
活
動
・
指
導
の
可
能
性
─
二
十
一
世
紀
型
ス
キ
ル

の
育
成
に
寄
与
す
る
学
校
図
書
館
の
た
め
に
（
特
集
読
書
指
導
の
あ
た
ら
し

い
形
）」
全
国
学
校
図
書
館
協
議
会
学
校
図
書
館
『
学
校
図
書
館
』
七
五
三
号
、

二
〇
一
三
年
、　
～
　
頁

１６

１８

山
元
隆
春
『
読
者
反
応
を
核
と
し
た
「
読
解
力
」
育
成
の
足
場
づ
く
り
』
溪
水

社
、
二
〇
一
四
年

山
元
隆
春
・
居
川
あ
ゆ
子
「
中
学
校
国
語
科
に
お
け
る
リ
テ
ラ
チ
ャ
ー
・
サ
ー

ク
ル
実
践
の
展
開
─『
少
年
の
日
の
思
い
出
』
を
扱
う
単
元
の
場
合
」
広
島
大

学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
附
属
教
育
実
践
総
合
セ
ン
タ
ー
『
学
校
教
育
実
践

学
研
究
』
二
十
一
号
、
二
〇
一
五
年
、　
～
　
頁

３５

４５

（
大
阪
教
育
大
学
附
属
高
等
学
校
天
王
寺
校
舎
・
広
島
大
学
大
学
院
）
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