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「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
一
号
（
令
和
二
年
三
月
刊
）

一

　は
じ
め
に

　
「
あ
る
物
事
へ
の
学
び
が
深
ま
る
」
と
い
う
経
験
に
つ
い
て
、
石
井
英
真
氏
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（₁
）。

学
び
深
ま
っ
た
と
感
じ
る
の
は
、
自
明
で
あ
っ
た
も
の
、
わ
か
っ
た
つ
も

り
で
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
見
え
方
が
変
わ
っ
た
と
き
、
よ
り
腑

に
落
ち
た
り
、
新
し
い
視
野
（
地
平
）
が
開
け
た
感
覚
を
も
て
た
り
し
た
と

き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
深
ま
る
経
験
は
、
創
発
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
縦
横
に
つ
な
が
り
、

新
た
な
視
点
や
着
想
や
発
見
が
生
ま
れ
出
る
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る
場
合

も
あ
る
し
、
な
ぜ
な
の
か
、
本
当
に
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
、
理
由

を
問
う
た
り
前
提
を
問
い
直
し
た
り
し
て
、
一
つ
の
物
事
を
掘
り
下
げ
る

こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

確
か
に
稿
者
に
も
、
こ
れ
ま
で
の
授
業
経
験
か
ら
「
わ
か
っ
た
つ
も
り
」
で
い

た
教
材
に
つ
い
て
、
改
め
て
「
本
当
に
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
な

お
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
全
く
違
っ
た
観
点
か
ら
の
解
釈
に
気
が
付
き
、
そ
れ
ま

で
と
は
教
材
自
体
の
見
え
方
が
変
わ
っ
た
、
新
た
な
視
野
が
開
け
た
と
い
う
経

験
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
学
び
深
ま
る
と
は
こ
う
い
う
経
験
の
こ
と
を
指
す
と

い
っ
た
石
井
氏
の
説
明
は
、
非
常
に
納
得
の
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同

時
に
、
こ
う
し
た
学
び
の
深
ま
り
を
生
徒
が
実
感
で
き
る
よ
う
な
古
典
の
授
業

を
や
っ
て
み
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
小
・
中
学
校
時
代
に
学
習
し
多
く
の
生
徒
が
わ
か
っ
た
つ
も
り
に

な
っ
て
い
る
﹃
枕
草
子
﹄「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
を
教
材
と
し
た
授
業
案
（
高
校
一

年
生
対
象
）
を
作
成
し
、
勤
務
校
で
実
践
し
て
み
た
（
高
知
大
学
教
育
学
部
・
専
門

演
習
Ⅰ
（
古
典
文
学
ゼ
ミ
［
三
年
生
］）
八
名
）。
授
業
で
は
、
わ
か
っ
て
い
る
つ
も

り
の
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
か
ら
「
な
ぞ
」
を
見
出
し
、
そ
の
「
な
ぞ
」
の
探
究

を
通
し
た
「
深
い
学
び
」、
お
よ
び
そ
の
結
果
と
し
て
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
見
え
方
を
実
現
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
こ
で
手
に
入
れ
た

「
見
方
・
考
え
方
」
を
古
典
の
学
習
や
現
代
社
会
に
対
し
て
働
か
せ
て
み
る
こ
と
、

こ
れ
ら
の
こ
と
を
目
標
と
し
た
。

　

以
下
、
実
践
の
概
要
と
そ
の
考
察
を
報
告
す
る
。
授
業
の
時
間
数
は
一
コ
マ

（
九
〇
分
）
を
二
時
間
相
当
と
し
、
教
材
で
あ
る
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
解
釈
は

拙
稿（₂
）に
よ
る
。

古
典
作
品
を
教
材
と
し
た
「
深
い
学
び
」
の
実
現
を
め
ざ
し
て

︱
︱﹃
枕
草
子
﹄「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
授
業
実
践
︱
︱

武

　久

　康

　高
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二

　授
業
の
概
要

《
第
一
時
》

　

ま
ず
は
中
学
時
代
に
学
習
し
た
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
内
容
を
想
起
し
、
表

現
の
特
色
に
つ
い
て
各
自
ま
と
め
た
。
そ
の
上
で
、
宿
題
と
し
て
い
た
以
下
の

プ
リ
ン
ト
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
。

【
こ
こ
が
変
だ
よ
、
春
の
段
！
】
次
の
文
章
は
、
中
学
生
の
時
に
学
習
し
た

﹃
枕
草
子
﹄「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
春
夏
秋
冬
そ
れ
ぞ
れ

の
良
さ
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
春
の
段
は
、「
季
節
の
良
さ
に

つ
い
て
の
描
き
方
（
季
節
の
良
さ
を
描
く
と
き
の
こ
と
ば
の
選
択
の
仕
方
）」
が

他
の
季
節
と
は
異
な
る
よ
う
に
思
う
。
ど
の
よ
う
な
点
が
異
な
る
で
あ
ろ

う
か
。

　

話
し
合
い
で
は
「
他
の
段
と
違
っ
て
、
春
は
視
覚
だ
け
の
感
覚
で
書
か
れ
て

い
る
」
と
い
う
意
見
や
「﹃
を
か
し
﹄
や
﹃
あ
は
れ
﹄
な
ど
の
語
が
な
く
、
事
実

の
み
が
描
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
見
、「
雲
は
他
の
季
節
で
も
見
ら
れ
る
た
め
、

春
だ
け
季
節
を
表
す
言
葉
が
出
て
こ
な
い
」
と
い
う
意
見
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
意
見
を
受
け
て
本
授
業
で
は
、
春
の
段
だ
け
そ
の
季
節
を
感
じ
さ
せ

る
風
物
が
描
か
れ
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
︻
な
ぞ
①
︼
と
し
て
探
究
し
て
い

く
こ
と
と
し
た
。

【
な
ぞ
①
】
な
ぜ
春
の
段
だ
け
、
そ
の
季
節
を
感
じ
さ
せ
る
風
物
が
描
か
れ
て

い
な
い
の
か
？

　

ま
た
授
業
で
は
、
古
語
辞
典
を
使
っ
て
春
の
段
を
口
語
訳
し
て
く
る
こ
と
も

宿
題
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
学
生
た
ち
に
「
あ
か
り
て
」
に
つ
い
て
辞
書
を
ひ

い
た
か
ど
う
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
明
か
り
て
」
だ
と
思
い
込
み
、
誰
も
引
い
て

い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
「
あ
か
る
」
に
つ
い
て
古
語
辞
典
で
確
認
し
た
。

あ
か
・
る
︻
赤
る
︼︹
自
ラ
四
︺
①
赤
く
な
る
。
赤
み
を
帯
び
る
。
②
赤
く
熟
す
。

あ
か
・
る
︻
明
か
る
︼︹
自
ラ
四
︺
①
明
る
く
な
る
。「
や
う
や
う
し
ろ
く
な

り
ゆ
く
山
際
す
こ
し
︱
・
り
て
」︿
枕
・
一
﹀
②
つ
や
が
あ
る
。

［
参
考
］「
赤
る
」
と
同
源
で
あ
る
が
、「
赤
る
」
は
色
に
つ
い
て
、「
明
か
る
」
は

光
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
。
①
の
用
例
を
「
赤
り
て
」
と
す
る
説
も
あ
る
。

 

（﹃
ベ
ネ
ッ
セ
古
語
辞
典
﹄）

　

こ
の
よ
う
に
古
語
辞
典
に
は
、
春
の
段
の
「
あ
か
り
て
」
を
「
明
か
り
て
」

（
光
）
だ
け
で
は
な
く
「
赤
り
て
」（
色
）
と
す
る
説
も
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
授
業
で
は
、
次
の
こ
と
を
︻
な
ぞ
②
︼
と
し
て
探
究
し
て
い
く
こ
と

と
し
た
。

【
な
ぞ
②
】「
あ
か
り
て
」
は
「
明
か
り
て
」
か
「
赤
り
て
」
か
？

そ
し
て
、
本
単
元
前
半
で
探
究
す
る
目
標
を
次
の
よ
う
に
示
し
た
。

【
探
究
1
】「
な
ぞ
①
②
」（
あ
た
り
ま
え
だ
と
見
過
ご
し
て
い
た
本
章
段
の
表
現
に

対
す
る
問
い
）
を
通
じ
て
、
春
の
段
の
表
現
特
性
を
考
え
よ
う
。

　

ま
た
、
次
時
ま
で
の
宿
題
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
を
指
示
し
た
。

︻
な
ぞ
①
︼
を
考
え
る
た
め
に
、
人
々
が
「﹃
春
﹄
の
﹃
あ
け
ぼ
の
﹄
と
い
え
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ば
こ
れ
！
」
と
連
想
し
た
風
物
は
何
か
調
べ
た
い
。﹃
枕
草
子
﹄
と
同
時
代

の
資
料
Ａ
～
Ｄ
（
Ａ
﹃
大
斎
院
御
集
﹄
三
二
・
三
三
、
Ｂ
﹃
和
泉
式
部
続
集
﹄
一

八
八
、
Ｃ
﹃
源
氏
物
語
﹄
野
分
、
Ｄ
﹃
源
氏
物
語
﹄
手
習
）
の
う
ち
自
分
が
担
当

す
る
も
の
に
つ
い
て
、
①
傍
線
部
分
を
口
語
訳
し
、
②「
春
」
の
「
あ
け
ぼ

の
」
と
い
う
時
間
帯
が
ど
の
よ
う
な
風
物
と
セ
ッ
ト
で
描
か
れ
て
い
る
か

ま
と
め
な
さ
い
。

《
第
二
時
》

　

当
時
の
人
が
「﹃
春
﹄
の
﹃
あ
け
ぼ
の
﹄
と
い
え
ば
こ
れ
！
」
と
連
想
し
た
風

物
に
つ
い
て
、
当
時
の
和
歌
や
物
語
を
も
と
に
検
討
し
た
。

︻
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
︼
担
当
し
た
Ａ
～
Ｄ
の
資
料
ご
と
に
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
の
現
代
語
訳
と
、
そ
こ
で
「
春
」
の
「
あ
け
ぼ
の
」
と
い

う
時
間
帯
が
ど
の
よ
う
な
風
物
と
共
に
描
か
れ
て
い
る
か
話
し
合
っ
た
。

︻
ジ
グ
ソ
ー
活
動
︼
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
戻
り
、
担
当
し
た
資
料
に
つ
い
て

説
明
し
た
。
そ
の
後
、
当
時
「
春
」
の
「
あ
け
ぼ
の
」
と
セ
ッ
ト
で
認
識
さ

れ
て
い
た
風
物
と
は
何
か
、
Ａ
～
Ｄ
の
資
料
を
も
と
に
話
し
合
っ
た
。

︻
意
見
交
流
︼
ジ
グ
ソ
ー
班
で
出
た
意
見
を
全
体
で
交
流
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
活
動
を
経
て
、
当
時
、「
春
」
の
「
あ
け
ぼ
の
」
と
い
え
ば
主

と
し
て
「
霞
」
を
連
想
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
本

単
元
で
探
究
す
る
︻
な
ぞ
①
︼
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
。

【
な
ぞ′
①
】「
霞
」
が
描
か
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
に
、
な
ぜ
春
の
段
だ
け
、
そ

の
季
節
を
感
じ
さ
せ
る
風
物
が
描
か
れ
て
い
な
い
の
か
？

《
第
三
時
》

　
︻
な
ぞ′
①
︼
に
つ
い
て
は
、
次
の
︻
問
︼
に
変
換
し
て
考
え
た
。
生
徒
に
意

外
性
を
与
え
、
探
究
の
動
機
と
な
る
葛
藤
を
起
こ
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

【
問
】
春
の
段
に
は
「
霞
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
た
い
。
ど
う
し
た
ら
そ

の
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。【
観
点
1
】【
観
点
2
】
を
も
と
に
、
そ
の

主
張
（
春
の
段
に
は
「
霞
」
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
）
を
説
明
し
な
さ
い
。

そ
れ
ぞ
れ
提
示
し
た
観
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
観
点
1
】
宿
題
プ
リ
ン
ト
を
も
と
に
、
こ
の
作
品
は
誰
に
対
し
て
書
か
れ
、

そ
の
「
読
者
の
特
性
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
捉
え
る
。

【
宿
題
プ
リ
ン
ト
】

◇
中
学
生
の
時
に
学
習
し
た
「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」（
香
炉
峰
の
雪
）

を
読
み
返
し
、
中
宮
定
子
の
女
房
に
は
ど
ん
な
知
識
や
能
力
が
求
め
ら
れ

て
い
た
か
書
き
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
文
略
）

︽
参
考
︾

◇﹃
枕
草
子
﹄
の
跋ば
つ

文ぶ
ん

で
は
、﹃
枕
草
子
﹄
成
立
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
説
明

し
て
い
る
。

内
大
臣
伊こ
れ

周ち
か

（
中
宮
定
子
の
兄
）
か
ら
草
子
を
献
上
さ
れ
た
定
子
は
、

「
こ
れ
に
何
を
書
い
た
ら
い
い
だ
ろ
う
。
天
皇
は
﹃
史
記
﹄
と
い
う
本

を
書
写
さ
れ
た
の
だ
け
ど
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
清
少

納
言
が
「
枕
は
ど
う
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
、
定
子
か
ら
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「
で
は
、
こ
の
草
子
を
も
ら
い
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
。

一
条
天
皇
が
﹃
史
記
﹄
を
書
写
さ
せ
る
の
は
、
書
写
さ
せ
た
後
に
自
分
が

読
む
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
中
宮
定
子
が
清
少
納
言
に

草
子
を
手
渡
し
た
の
も
、
清
少
納
言
に
﹃
枕
﹄
を
書
か
せ
た
後
、
そ
れ
を

読
も
う
と
思
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
清
少
納
言

も
、
中
宮
を
第
一
の
読
者
と
想
定
し
て
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【
観
点
2
】
先
の
「
読
者
の
特
性
」
を
も
と
に
、
春
の
段
（
や
う
や
う
白
く
な
り

ゆ
く
山
ぎ
は
少
し
あ
か
り
て
、
紫
だ
ち
た
る
雲
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
）
で
実
は

描
か
れ
て
い
る
と
い
う
「
霞
」
が
ど
う
い
う
も
の
か
調
べ
た
い
。
そ
の
た

め
に
は
、
ど
の
辞
書
を
使
っ
て
「
霞
」
を
調
べ
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
は
︻
観
点
₁
︼
に
つ
い
て
各
班
で
考
え
た
。
こ
れ
は
定
子
が
第
一
読
者

と
し
て
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
う
し
た
定
子
空
間
で
は
漢
詩
文
の
知
識
が
重
ん

じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
（
＝「
読
者
の
特
性
」）
を
捉
え
る
た
め
の
問
い
で
あ
っ
た
。

し
か
し
学
生
か
ら
は
、︻
宿
題
プ
リ
ン
ト
︼
か
ら
読
み
取
れ
る
「
読
者
の
特
性
」

と
し
て
「
定
子
の
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
意
図
を
汲
み
取
る
能
力
」
な
ど
の
意
見

が
出
た
。
そ
の
た
め
、
そ
う
し
た
定
子
の
意
図
を
読
み
解
く
前
提
と
し
て
、
定

子
女
房
に
は
漢
詩
文
の
知
識
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

次
に
各
グ
ル
ー
プ
は
︻
観
点
₂
︼
に
取
り
組
み
、
漢
和
辞
典
や
古
語
辞
典
で

「
霞
」
に
つ
い
て
調
べ
た
。
そ
こ
で
は
漢
語
の
「
霞
」
が
「
日
の
出
や
日
没
の
前

後
に
空
や
雲
が
赤
く
彩
ら
れ
る
現
象
」
を
意
味
す
る
こ
と
、
ま
た
古
語
の
「
紫
」

が
「
紫
（
ム
ラ
サ
キ
科
の
多
年
草
）
の
根
で
染
め
た
色
。
赤
紫
色
」（﹃
ベ
ネ
ッ
セ
古

語
辞
典
﹄）
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

【
漢
和
辞
典
に
お
け
る
霞
】（
日
本
の
「
霞
」
と
意
味
す
る
も
の
は
異
な
る
）

朝
焼
け
。
あ
る
い
は
、
夕
焼
け
。《
日
の
出
や
日
没
の
前
後
に
空
や
雲
が
赤

く
彩
ら
れ
る
現
象
》 

（『
全
訳
漢
辞
海
』）

︽
参
考
︾
霞
の
光
は
曙あ

け
て
後
、
火
よ
り
も
殷あ
か

し

 

（﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
春
・
霞
・
白
居
易
）

朝
焼
け
の
雲
の
光
は
、
夜
が
明
け
る
に
つ
れ
て
、
火
よ
り
も
さ
ら
に

赤
く
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
章
段
が
誰
に
対
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
「
読
者
の
特
性
」

と
は
何
か
（︻
観
点
₁
︼）
を
理
解
し
た
上
で
、
本
文
に
関
係
し
そ
う
な
「
霞
」
の

意
味
を
捉
え
る
こ
と
（︻
観
点
₂
︼）。
そ
こ
か
ら
学
生
は
、
先
ほ
ど
の
︻
問
︼（
春

の
段
に
は
「
霞
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
た
い
。
ど
う
し
た
ら
そ
の
こ
と
が
言
え
る
だ

ろ
う
か
。︻
観
点
₁
︼︻
観
点
₂
︼
を
も
と
に
説
明
し
な
さ
い
）
に
つ
い
て
考
え
た
。
一

つ
の
グ
ル
ー
プ
の
解
答
例
を
以
下
に
示
す
。

【
学
生
の
解
答
例
】「
や
う
や
う
し
ろ
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
、
す
こ
し
あ
か
り

て
、
紫
だ
ち
た
る
雲
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
」
は
漢
詩
文
の
「
霞
」
が

表
し
て
い
る
景
色
と
同
じ
。「
枕
草
子
」
は
定
子
、
女
房
た
ち
に
向
け
ら
れ

て
作
ら
れ
て
お
り
、「
霞
」
と
い
う
単
語
を
用
い
ず
と
も
、
定
子
や
女
房
た

ち
が
漢
詩
の
知
識
を
踏
ま
え
て
そ
の
情
景
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
た
。

こ
の
︻
問
︼
の
ね
ら
い
は
、「
春
の
段
に
は
﹃
霞
﹄
が
描
か
れ
て
い
る
」
と
い
う

主
張
（
＝
表
現
の
特
徴
）
に
つ
い
て
︻
観
点
₁
︼︻
観
点
₂
︼
を
根
拠
に
論
証
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
が
、
各
班
と
も
観
点
を
踏
ま
え
た
論
証
を
し
て
い
た
。
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《
第
四
時
》

　
︻
な
ぞ
②
︼
に
つ
い
て
は
、
次
の
︻
問
︼
に
従
っ
て
考
え
た
。

【
問
】
小
・
中
学
校
の
教
科
書
で
は
「
あ
か
り
て
」
を
光
（「
明
か
り
て
」）
と

し
て
解
釈
し
て
い
る
。
一
方
、【
な
ぞ′
①
】
を
踏
ま
え
る
と
、
赤
色
（「
赤

り
て
」）
と
し
て
解
釈
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
で
は
、
あ
な
た
は

「
あ
か
り
て
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
よ
い
と
思
う
か
。
グ
ル
ー
プ
で

話
し
合
い
、
納
得
で
き
る
解
釈
を
考
え
な
さ
い
。

グ
ル
ー
プ
活
動
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
の
考
察
一
で
触
れ
る
。

　

そ
の
後
、
授
業
で
は
︻
探
究
₁
︼
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
文
章
で
ま
と
め
た
。

《
第
五
時
》

　

本
時
か
ら
は
︻
な
ぞ
③
︼
を
通
じ
て
︻
探
究
₂
︼
を
考
え
る
こ
と
を
示
し
た
。

【
な
ぞ
③
】
春
の
段
の
表
現
は
ど
の
よ
う
に
し
て
（
ど
う
い
う
経
緯
で
）
生
ま
れ

た
の
だ
ろ
う
か
？

【
探
究
2
】「
な
ぞ
③
」
を
通
じ
て
「
語
り
手
の
見
方
」
を
理
解
し
、
そ
の
見

方
で
世
界
を
眺
め
よ
う
。

単
元
後
半
で
は
︻
な
ぞ
③
︼
の
探
究
を
通
じ
て
「
語
り
手
の
見
方
」
を
理
解
し
、

そ
の
見
方
で
世
界
を
眺
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
春
の
段
の
「
見
方
」（
古
典
に
特
徴

的
な
「
見
方
」）
を
生
徒
が
実
際
に
働
か
せ
て
み
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

ま
ず
は
︻
探
究
₁
︼
で
捉
え
た
「
春
の
段
に
お
け
る
表
現
の
あ
り
方
」
を
一

般
化
す
る
た
め
、
外
山
滋
比
古
の
エ
ッ
セ
イ
（「
外
国
語
と
思
考
」﹃
も
の
の
見
方
、

考
え
方　

発
信
型
思
考
力
を
養
う
﹄
Ｐ
Ｈ
Ｐ
文
庫
、
二
〇
一
六
）
に
窺
え
る
「
見
方
」

を
春
の
段
の
語
り
に
当
て
は
め
る
、
と
い
う
課
題
を
行
っ
た
（
前
時
の
宿
題
）。

︽
外
山
の
見
方
︾
多
く
の
人
は
自
分
の
住
む
土
地
に
対
し
て
固
定
化
し
た
見
方

し
か
で
き
な
い
が
、
ト
ラ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
・
ヴ
ュ
ー
を
持
つ
人
は
、
人
々
が

気
づ
か
な
い
そ
の
土
地
の
良
さ
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
う

し
た
ト
ラ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
・
ヴ
ュ
ー
は
外
国
語
の
知
識
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ

て
も
発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

次
に
、
以
上
の
「
見
方
」
を
春
の
段
に
当
て
は
め
て
考
え
た
。

【
授
業
プ
リ
ン
ト
】 

春
の
段
に
当
て
は
め
る
と 　
（　
︽
例
︾
漢
詩
文
の
知
識
に
基

づ
く　

）
見
方
を
行
う
。
そ
の
た
め
、
人
々
が
春
の
日
常
的
な
様
子
と
し

て
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
「
日
の
出
に
よ
っ
て
山
際
が
赤
く
な

り
、
赤
紫
の
雲
が
た
な
び
く
」
風
景
も
、（　
︽
例
︾
漢
語
で
い
う
「
霞
」
が
出

て
い
る
美
的
な
風
景　

）
と
し
て
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
語
り
手
は
、「
自
然
に
対
す
る
固
定
化
し
た
見
方
」
と
は

異
な
る
視
点
（
ト
ラ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
・
ヴ
ュ
ー
＝
漢
語
の
知
識
に
基
づ
く
視
点
）
を
持
っ

て
い
た
が
ゆ
え
に
、
人
々
が
日
常
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
「
日
の
出
に

よ
っ
て
山
際
が
赤
く
な
り
、
赤
紫
の
雲
が
た
な
び
く
」
風
景
を
「
漢
語
で
い
う

﹃
霞
﹄
が
出
て
い
る
美
的
な
風
景
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
語

り
手
は
、
日
常
の
自
然
現
象
（
こ
こ
で
は
朝
焼
け
）
に
「
こ
れ
は
漢
詩
文
で
描
か

れ
て
い
る
﹃
霞
﹄
で
は
な
い
か
」
と
非
日
常
的
な
文
学
言
説
を
重
ね
て
み
る
こ

と
で
、
そ
の
美
を
発
見
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
説
明
を
も
と

に
、
学
生
は
自
分
の
言
葉
で
︻
な
ぞ
③
︼
を
ま
と
め
た
。
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《
第
六
時
》

　
︻
探
究
₂
︼
に
関
わ
る
課
題
と
し
て
、
前
時
に
検
討
し
た
語
り
手
の
「
見
方
」

を
用
い
て
「
読
者
・
定
子
に
よ
る
語
り
手
へ
の
応
答
」
を
考
え
た
。

【
問
】
秋
の
夜
。
白
く
冴
え
わ
た
る
月
の
光
に
「
静
夜
詩
」
と
同
様
の
情
景
を

見
て
取
っ
た
定
子
は
、
そ
う
し
た
美
を
清
少
納
言
と
共
有
し
た
い
と
思
っ

た
。
そ
こ
で
、
せ
っ
か
く
な
ら
『
枕
草
子
』
の
春
の
段
の
よ
う
な
表
現
形

式
を
用
い
た
い
と
思
い
、
次
の
よ
う
な
文
を
書
い
た
と
す
る
。

　

こ
こ
で
定
子
な
ら
春
の
段
に
な
ら
っ
て
ど
の
よ
う
な
秋
の
段
を
書
く
だ

ろ
う
か
。
定
子
に
な
り
か
わ
っ
て
（

　
　
　）
を
考
え
な
さ
い
。

　
　

秋
は
夜
。（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　）

　【漢
詩
】
静
夜
詩

　牀
前
月
光
を
看
る

　疑
ふ
ら
く
は
こ
れ
地
上
の
霜
か
と

　
　
　
　
　
　
　
　

 

頭
を
挙
げ
て
山
月
を
望
み

　頭
を
低
れ
て
故
郷
を
思
ふ

こ
こ
で
学
生
は
「
秋
は
夜
。
月
光
は
地
上
の
霜
か
と
思
う
ほ
ど
に
冴
え
わ
た
る
」

な
ど
の
作
品
を
作
っ
た
。
そ
の
後
、
以
上
の
よ
う
な
語
り
手
の
「
見
方
」
を
用

い
て
日
常
世
界
を
眺
め
る
と
い
う
課
題
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
言
葉
に
よ
る
「
見

方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
て
古
典
の
学
習
と
社
会
と
を
つ
な
ぐ
課
題
で
あ
る
。

【
問
】
あ
な
た
も
清
少
納
言
に
応
答
し
て
み
よ
う
。

こ
れ
か
ら
1
か
月
を
か
け
て
、
日
常
的
な
風
景
や
自
然
の
な
か
に
和
歌
や

短
歌
、
漢
詩
文
な
ど
文
学
作
品
で
描
か
れ
て
い
る
情
景
を
発
見
し
、
春
の

段
に
な
ら
っ
て
書
い
て
み
よ
う
。

︽
手
引
き
︾

・
和
歌
や
短
歌
、
漢
詩
文
は
教
科
書
で
な
ら
っ
た
も
の
で
な
く
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
日

常
の
風
景
に
文
学
作
品
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
情
景
を
発
見
す
る
に
は
た
く
さ
ん

の
作
品
に
触
れ
、
そ
れ
を
心
に
と
め
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
ま
た
、
日
常
の
風
景
か
ら
常
に
何
か
を
発
見
し
よ
う
と
心
が
け
て
お
く
必
要
も
あ
り

ま
す
。

　

課
題
は
後
日
回
収
す
る
こ
と
と
し
、
授
業
で
は
最
後
に
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」

の
表
現
特
性
に
つ
い
て
各
自
ま
と
め
た
。
な
お
、
こ
こ
で
の
学
生
の
解
答
に
つ

い
て
は
第
三
節
の
考
察
二
・
三
で
そ
れ
ぞ
れ
触
れ
る
。

三

　考
察

（
一
）
考
察
一

　

本
授
業
で
は
ま
ず
、
春
の
段
と
他
の
季
節
と
を
比
較
し
た
り
、
自
明
視
し
て

い
た
「
あ
か
り
て
」
の
意
味
を
古
語
辞
典
な
ど
で
調
べ
た
り
す
る
こ
と
で
、
わ

か
っ
て
い
る
つ
も
り
の
春
の
段
か
ら
探
究
す
べ
き
「
な
ぞ
」
を
見
い
だ
し
た
。

そ
し
て
そ
の
う
ち
、
本
考
察
で
取
り
上
げ
る
︻
な
ぞ
②
︼
の
視
点
（
学
び
方
）

︱
︱
古
語
辞
典
を
利
用
し
て
教
材
か
ら
「
な
ぞ
」
を
見
い
だ
す
こ
と
︱
︱
は
、
そ
の
後
の

古
典
学
習
に
も
生
か
し
て
欲
し
い
重
要
な
視
点
（
学
び
方
）
だ
と
言
え
る
。

　

現
代
と
は
歴
史
的
文
化
的
に
異
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
も
と
で
生
ま
れ
た
古

典
教
材
に
対
し
て
、
我
々
は
現
代
日
本
語
の
語
感
や
意
味
、
あ
る
い
は
現
代
の

常
識
を
も
と
に
「
わ
か
っ
た
つ
も
り
」
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
本
単

元
を
通
じ
て
学
習
者
に
は
、＂
た
と
え
「
わ
か
っ
た
つ
も
り
」
の
言
葉
や
文
章
で



─　　─62

あ
っ
て
も
、「
な
ぜ
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
ち
い
ち
そ
の

語
感
や
意
味
を
古
語
辞
典
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
み
る
こ
と
＂
が
、「
古

典
教
材
の
現
代
語
訳
が
わ
か
る
」
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
分
の
思
い

込
み
に
よ
る
解
釈
を
避
け
、
作
品
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
「
な

ぞ
」
の
発
見
や
表
現
効
果
の
理
解
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
さ
せ
た
い

と
考
え
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
＂
古
典
の
学
び
方
に
つ
い
て
の
学
び
＂
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
︻
な
ぞ
②
︼
の
問
い
に
対
し
て
、

学
生
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
解
答
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
考
察
す
る
。

【
問
】
あ
な
た
は
「
あ
か
り
て
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
よ
い
と
思
う
か
。

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
、
納
得
で
き
る
解
釈
を
考
え
な
さ
い
。

︻
学
生
の
解
答
例
︼

①「
赤
り
て
」
が
い
い
と
す
る
班

・
漢
詩
に
お
け
る
「
霞
」
の
赤
色
を
表
現
す
る
た
め
「
赤
り
て
」
が
い
い
。

②
ど
ち
ら
で
も
解
釈
で
き
る
よ
う
に
、
あ
え
て
「
あ
か
り
て
」
と
表
記
し
て

い
る
と
す
る
班

・「
明
か
り
て
」（
光
）
の
場
合
、「
少
し
あ
か
り
て
」
で
区
切
る
。

＝
明
る
く
な
る
空
と
色
づ
い
て
い
く
雲
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
表
現
。

・「
赤
り
て
」（
色
）
の
場
合
、「
山
ぎ
は
」
で
区
切
る
。

＝
白
く
な
っ
て
い
く
山
ぎ
は
、
そ
れ
が
少
し
赤
く
な
っ
て
赤
紫
の
雲
が

た
な
び
く
。
時
間
の
経
過
を
強
調
。

　

小
中
学
校
の
学
習
を
通
じ
て
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
見
方
（「
だ
ん
だ
ん
白

く
な
っ
て
い
く
山
際
が
少
し
（
日
の
光
で
）
明
る
く
な
っ
て
」）
と
、
本
単
元
で
学
ん
だ

見
方
（
漢
語
「
霞
」
と
「
紫
立
ち
た
る
雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る
」
と
の
類
似
か
ら
、
当

該
箇
所
を
「
だ
ん
だ
ん
白
く
な
っ
て
い
く
山
際
が
（
朝
焼
け
で
）
少
し
赤
く
な
っ
て
」
と

解
釈
す
る
見
方
）
を
も
と
に
、
自
分
な
ら
ど
う
解
釈
す
る
か
を
考
え
る
課
題
で
あ

る
。
学
習
者
は
通
常
、
本
授
業
で
学
ん
だ
方
を
選
択
し
そ
う
で
あ
る
が
、
文
脈

的
に
は
前
者
の
解
釈
（
明
か
り
て
）
が
自
然
に
思
え
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
学
習
者

に
葛
藤
を
引
き
起
こ
し
、
よ
り
納
得
で
き
る
解
釈
を
求
め
た
活
発
な
話
し
合
い

が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
課
題
を
設
定
し
た
。

　

グ
ル
ー
プ
活
動
（
四
人
×
二
グ
ル
ー
プ
）
の
結
果
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
は

「
読
者
が
ど
こ
に
読
点
を
打
つ
か
で
解
釈
が
変
わ
る
た
め
﹃
あ
か
り
て
﹄
と
ひ
ら

が
な
表
記
に
し
て
い
る
」
と
い
う
意
見
が
出
た
。
こ
れ
は
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」

の
内
容
ば
か
り
に
目
を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
か
（
漢
字
か
ひ
ら
が
な
か
、
ど
こ
に
句
読
点
を
打
つ
か
な
ど
）
に
つ
い
て
も
目
を

向
け
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
が
成
立
す
る
状
況
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
学
生
た
ち
は
、
授
業
で
学
ん
だ
内
容
を
そ
の

ま
ま
当
て
は
め
る
の
で
は
な
く
（
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
そ
の
傾
向
が
あ
っ
た
）、
再
度

テ
キ
ス
ト
に
か
え
っ
た
う
え
で
自
分
た
ち
が
納
得
で
き
る
解
釈
を
作
り
上
げ
て

い
る
。
そ
の
過
程
で
深
い
学
び
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

ち
な
み
に
大
半
の
古
典
作
品
は
も
と
も
と
句
読
点
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

「
ど
こ
に
句
読
点
を
打
つ
か
」「
こ
の
句
読
点
の
位
置
で
大
丈
夫
な
の
か
」
と
い

う
視
点
は
、
そ
の
解
釈
を
考
え
る
上
で
と
て
も
重
要
で
あ
る
。
今
回
は
大
学
生

と
い
う
こ
と
も
あ
り
こ
う
し
た
視
点
が
自
然
と
生
ま
れ
て
き
た
が
、
高
校
で
実

践
す
る
際
に
は
「
考
え
る
た
め
の
手
引
き
」
と
い
う
形
で
叙
上
の
視
点
を
与
え

て
も
良
い
と
考
え
る
。
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（
二
）
考
察
二

　

次
に
︻
探
究
₂
︼
に
つ
い
て
の
学
生
の
解
答
を
考
察
す
る
。

【
問
】
あ
な
た
も
清
少
納
言
に
応
答
し
て
み
よ
う
。

こ
れ
か
ら
1
か
月
を
か
け
て
、
日
常
的
な
風
景
や
自
然
の
な
か
に
和
歌
や

短
歌
、
漢
詩
文
な
ど
文
学
作
品
で
描
か
れ
て
い
る
情
景
を
発
見
し
、
春
の

段
に
な
ら
っ
て
書
い
て
み
よ
う
。

︻
Ａ
さ
ん
の
解
答
例
︼

夏
は
夜
。
鳴
き
ふ
り
な
む
郭
公
。
温
き
夜
風
に
あ
た
り
つ
つ
、
そ
の
声
を

聞
く
は
を
か
し
。

︽
和
歌
︾
五
月
来
ば
鳴
き
も
ふ
り
な
む
郭
公
ま
だ
し
き
ほ
ど
の
声
を
き
か
ば
や

 

（
古
今
一
三
八
）

︽
解
説
︾
夏
の
夜
に
窓
を
開
け
て
温
い
夜
風
に
あ
た
っ
て
い
る
と
、
外
か
ら
ほ

と
と
ぎ
す
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
も
と
と
な
っ
た
作
品
で
は
、
そ
の
鳴

き
声
を
「
聞
き
飽
き
た
」
よ
う
に
描
い
て
い
る
が
、
そ
の
鳴
き
声
を
聞
き

な
が
ら
暑
苦
し
さ
を
実
感
す
る
こ
と
で
、
夏
の
到
来
を
味
わ
う
こ
と
が
で

き
る
と
感
じ
た
。

　

古
典
に
表
れ
て
い
る
「
見
方
」
を
現
代
社
会
に
お
い
て
働
か
せ
て
み
る
課
題

で
あ
る
。「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
に
お
け
る
語
り
手
の
「
見
方
」
は
古
典
に
特
徴
的

な
「
見
方
」
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
理
解
し
現
代
社
会
に
お
い
て
働
か
せ
て
み
る

こ
と
は
古
典
の
学
習
と
社
会
と
を
つ
な
ぐ
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

【
春
の
段
の
表
現
は
ど
の
よ
う
に
し
て
（
ど
う
い
う
経
緯
で
）
生
ま
れ
た
の
か
】

・
そ
れ
ま
で
「
春
の
朝
焼
け
」
は
、
美
的
な
風
景
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
（︻
理
由
︼
和
歌
な
ど
で
あ
ま
り
表
現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
）。

←

・
語
り
手
は
「
漢
詩
文
で
朝
焼
け
（
霞
）
が
美
的
な
風
景
と
さ
れ
て
い
る
」
こ

と
を
知
っ
て
い
た
。

←

・
漢
詩
文
の
見
方
を
も
と
に
、
語
り
手
は
人
々
が
気
づ
か
な
い
「
春
の
朝
焼

け
の
美
」
に
気
づ
く
。

←　
︻
こ
れ
は
裏
を
返
す
と
︼

・
朝
焼
け
（
霞
）
の
美
し
さ
を
描
く
漢
詩
文
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
語
り
手
は

「
春
の
朝
焼
け
の
美
」
に
気
づ
か
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
場
合
、「
漢
詩
文
の
見
方
を
も
と
に
、
清
少
納
言
が
自
然

の
持
つ
美
に
気
づ
く
」
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
図
式
（
○
○

の
見
方
を
も
と
に
×
×
の
美
に
気
づ
く
）
は
和
歌
に
関
し
て
も
指
摘
で
き
る（₃
）。

藤
原
俊
成
は
そ
の
歌
論
﹃
古
来
風
体
抄
﹄
で
、
花
や
紅
葉
の
美
し
さ
も
歌

と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
人
は
知
る
こ
と
が
な
か
っ
た
ろ
う
と
説
い
た
。

花
の
美
し
さ
が
人
に
歌
を
詠
ま
せ
た
の
で
は
な
く
、
歌
が
人
に
花
の
美
を

教
え
た
の
だ
と
い
う
こ
の
自
負
は
、﹃
古
今
集
﹄
以
後
三
百
年
の
歌
道
の
歴

史
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。 

（
尼
个
崎
彬
﹃
日
本
の
レ
ト
リ
ッ
ク
﹄）

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
花
や
紅
葉
の
美
し
さ
も
歌
と
い
う
も
の
が
な
け
れ

ば
人
は
知
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

尼
个
崎
の
議
論
を
も
と
に
考
え
て
み
た
い
。

　

周
知
の
と
お
り
、
和
歌
世
界
に
お
け
る
「﹃
桜
﹄
と
い
う
語
は
そ
れ
だ
け
で
、

は
ち
き
れ
ん
ば
か
り
の
美
的
含
意
を
後
光
の
ご
と
く
背
負
っ
て
い
る
」
と
言
え
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る
。
そ
し
て
当
時
、
歌
と
関
わ
り
の
あ
っ
た
貴
族
や
女
房
た
ち
は
、
こ
う
し
た

多
様
で
美
的
な
「
桜
」
の
意
味
を
「
現
実
界
の
桜
に
投
影
」
し
て
い
っ
た
。
つ

ま
り
彼
ら
は
現
実
の
桜
を
見
る
際
も
、
そ
れ
を
和
歌
世
界
の
「
桜
」
の
見
方
に

基
づ
い
て
見
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
お
け
る
和
歌
世
界
（
＝
詩
的
想

像
界
）
は
彼
ら
に
と
っ
て
、「
現
実
界
と
同
じ
く
ら
い
重
要
な
、
そ
し
て
同
じ
く

ら
い
確
か
な
存
在
感
を
も
っ
た
世
界
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
、「
む
し
ろ

こ
の
想
像
界
の
見
方
を
投
影
す
る
」（
＝
和
歌
世
界
の
「
桜
」
の
見
方
に
基
づ
い
て
見

る
）
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
現
実
の
桜
が
「
美
し
く
立
ち
現
れ
、
人
生
の

哀
れ
が
見
え
て
く
る
」
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
人
々
は
歌
を
詠

み
、
和
歌
世
界
に
新
た
な
要
素
（
美
的
意
味
）
を
一
つ
で
も
付
け
加
え
る
こ
と
で
、

こ
の
想
像
界
の
拡
大
を
目
指
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
議
論
か
ら
窺
え
る
の
は
、
想
像
界
（
和
歌
や
漢
詩
文
な
ど
）
の
見
方
に

基
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
現
実
が
美
的
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る

と
い
う
「
見
方
・
考
え
方
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
人
の
「
自
分
の
目
で
見
る

こ
と
」
至
上
主
義
と
も
言
え
る
価
値
観
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
だ
と
言
え
る
。

そ
の
た
め
、
叙
上
の
「
見
方
・
考
え
方
」（「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
語
り
手
に
も
窺
え

る
よ
う
な
「
見
方
・
考
え
方
」）
を
よ
り
リ
ア
ル
な
文
脈
で
働
か
せ
る
こ
と
で
自
然

に
対
す
る
学
生
た
ち
の
「
見
方
・
考
え
方
」
を
増
や
す
こ
と
、
ま
た
今
後
の
古

典
学
習
に
お
い
て
、
彼
ら
が
そ
う
し
た
「
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
て
教
材

と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
導
入
の
単
元
と
す
る
こ
と
、︻
探
究
₂
︼
で

は
以
上
の
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
た
。

　

む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
「
見
方
・
考
え
方
」
は
古
典
世
界
に
し
か
な
い
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
聖
地
巡
礼
」
と
言
わ
れ
る
、
ア
ニ
メ
な
ど
で
描
か

れ
て
い
る
土
地
を
実
際
に
フ
ァ
ン
が
訪
れ
て
み
る
行
為
を
考
え
て
み
た
い
。
そ

こ
で
フ
ァ
ン
た
ち
は
、
実
際
の
風
景
に
ア
ニ
メ
（
想
像
界
）
の
情
景
や
見
方
を
投

影
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
こ
に
で
も
あ
り
そ
う
な
そ
の
土
地
の
建
物
な
ど
を

美
的
で
美
し
き
も
の
と
し
て
立
ち
上
げ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
現
代
に
も
、
叙

上
の
「
見
方
・
考
え
方
」
は
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

で
は
、
本
課
題
に
対
す
る
学
生
の
作
品
を
見
て
み
よ
う
。
例
え
ば
Ａ
さ
ん
は

「
五
月
来
ば
鳴
き
も
ふ
り
な
む
郭
公
ま
だ
し
き
ほ
ど
の
声
を
き
か
ば
や
」（
五
月

に
鳴
く
も
の
と
さ
れ
て
い
た
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
、
そ
の
五
月
に
な
っ
て
新
し
さ
が
な
く

な
ら
な
い
前
に
早
く
聞
き
た
い
）
と
い
う
歌
に
基
づ
き
つ
つ
現
実
世
界
を
眺
め
、

「
夏
は
夜
。
鳴
き
ふ
り
な
む
郭
公
。
温
き
夜
風
に
あ
た
り
つ
つ
、
そ
の
声
を
聞
く

は
を
か
し
」
と
い
う
作
品
を
作
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
＂
本
和
歌
で
は
「
五
月

に
な
る
と
新
し
さ
が
な
く
な
る
」
と
さ
れ
て
い
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
だ
が
、
温

き
夜
風
と
共
に
聞
く
と
夏
の
到
来
が
実
感
さ
れ
、
案
外
い
い
も
の
だ
っ
た
＂
と

い
う
実
体
験
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
古
典
に
表
れ
て
い
る
語

り
手
の
「
見
方
」
を
う
ま
く
働
か
せ
自
然
を
捉
え
て
い
る
例
と
言
え
よ
う
。
だ

が
、
こ
の
よ
う
に
＂「
和
歌
や
漢
詩
世
界
の
見
方
で
現
実
世
界
を
実
際
に
眺
め

る
」
こ
と
に
よ
る
発
見
＂
を
描
い
た
学
生
の
作
品
は
少
な
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
「
和
歌
や
漢
詩
の
言
葉
を
用
い
て
枕
草
子
風
の
文
章
を
作
る
」
も
の
に
な
っ

て
い
た
（︻
例
︼「
春
は
昼
。
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
花
の
咲
き
た
る
は
を
か
し
。
花
の
散

り
ゆ
く
は
さ
ら
な
り
。
₁
人
儚
さ
を
感
じ
る
も
あ
は
れ
な
り
」（「
ひ
さ
か
た
の
光
の
ど
け

き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む
」
古
今
集
・
八
四
・
紀
友
則
）
な
ど
）。
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
、︻
問
₂
︼
の
課
題
の
前
に
「
こ
こ
で
は
ど
ん
な
表
現
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
か
」
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
、
も
う
少
し
学
生
た
ち
の

理
解
を
深
め
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
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（
三
）
考
察
三

　

単
元
の
は
じ
め
と
終
わ
り
に
＂「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
春
の
段
の
特
色
を
述
べ

な
さ
い
＂
と
い
う
︻
問
︼
を
出
し
た
。
こ
こ
で
は
数
人
の
学
生
の
解
答
の
変
化

を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
彼
ら
が
本
単
元
に
お
い
て
何
を
学
ん
だ
の
か
検
討
し

た
い
。

︽
ケ
ー
ス
₁　

Ｂ
さ
ん
︾

︻
授
業
前
︼
色
彩
を
感
じ
さ
せ
る
。
情
景
が
移
り
変
わ
っ
て
い
く
の
が
わ
か
る
。

「
を
か
し
」
な
ど
が
使
わ
れ
て
い
な
い
。
体
言
で
終
わ
っ
て
い
て
余
韻
あ
り
。

視
覚
中
心
に
な
っ
て
い
る
。

︻
授
業
後
︼「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
春
の
段
で
は
、
他
の
季
節
と
は
違
い
、
春

を
あ
ら
わ
す
言
葉
が
な
い
。
春
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
し
て
「
霞
」
が
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
「
紫
だ
ち
た
る
雲
」
と
あ
る
。
日
本
で
は
本
来
、
霞
は
緑

色
を
帯
び
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、「
紫
だ
ち
た
る
雲
」
は
日
本

語
表
現
と
し
て
の
霞
で
は
な
い
。
な
ぜ
「
紫
だ
ち
た
る
雲
」
か
考
え
る
必

要
が
あ
る
。

　

中
国
語
の
表
現
と
し
て
、
霞
と
は
赤
色
を
帯
び
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
紫
は
、
昔
は
赤
紫
の
こ
と
を
指
し
て
い
て
、
こ
こ
で
は
空
が
色
づ
い

て
霞
ん
で
い
る
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
紫
だ
ち
た
る
雲
」
は
、
日
本

語
で
は
た
だ
の
朝
焼
け
の
風
景
だ
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
中
国
語
で
は
霞
の

情
景
を
表
現
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

清
少
納
言
は
、
春
の
夜
が
だ
ん
だ
ん
と
明
け
よ
う
と
す
る
頃
に
空
と
山

を
眺
め
て
、
趣
深
い
と
感
じ
た
の
と
同
時
に
、
今
見
て
い
る
情
景
は
中
国

語
で
表
現
す
る
と
霞
の
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
を
想
起
し
て
「
紫
だ
ち
た

る
雲
」
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
清
少
納
言
は
漢
詩

文
の
知
識
が
豊
富
で
あ
り
、「
枕
草
子
」
は
中
宮
定
子
や
お
付
き
の
女
房
な

ど
、
自
分
と
同
じ
く
漢
詩
文
の
知
識
が
あ
る
人
に
書
か
れ
、
知
識
を
前
提

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
清
少
納
言
の
優
秀
さ
だ
け
で
な
く
中
宮
の
女
房
と

し
て
の
プ
ラ
イ
ド
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
春
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
し
て
あ
え
て
直
接
的
に

「
霞
」
が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
、
単
に
季
節
の
美
し
い
情
景
を
述
べ
る

の
で
は
な
く
、
知
識
が
あ
っ
て
初
め
て
考
察
で
き
る
文
章
の
お
も
し
ろ
さ

が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

︻
授
業
前
︼
は
中
学
時
代
に
習
っ
た
特
徴
を
羅
列
し
、︻
授
業
後
︼
は
本
授
業
で

学
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
記
述
し
て
い
る
。
記
述
か
ら
は
授
業
の
内

容
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
Ｂ
さ
ん
独
自
の
解
釈
と
し
て
は
、

漢
詩
文
に
基
づ
い
て
春
の
段
を
書
く
と
い
う
行
為
に
対
し
て
「
中
宮
の
女
房
と

し
て
の
プ
ラ
イ
ド
」
を
読
み
と
っ
た
り
、「
直
接
的
に
﹃
霞
﹄
が
使
わ
れ
て
い
な

い
」
と
こ
ろ
に
「
単
に
季
節
の
美
し
い
情
景
を
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
知
識
が

あ
っ
て
初
め
て
考
察
で
き
る
文
章
の
お
も
し
ろ
さ
」
を
見
て
取
る
点
に
あ
る
と

言
え
る
。
清
少
納
言
は
知
的
で
プ
ラ
イ
ド
の
高
い
女
性
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
語

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
Ｂ
さ
ん
は
そ
う
し
た
既
有
の
イ
メ
ー
ジ
と
春
の
段
の
表

現
特
性
と
を
関
連
づ
け
て
理
解
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

︽
ケ
ー
ス
₂　

Ｃ
さ
ん
︾

︻
授
業
前
︼
具
体
的
な
例
を
あ
げ
て
、
季
節
感
を
出
し
て
い
る
。
夜
が
明
け
て

い
く
様
子
を
視
覚
的
に
と
ら
え
て
描
写
し
て
い
る
。
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︻
授
業
後
︼
当
た
り
前
の
日
常
で
あ
る
春
の
夜
明
け
を
違
う
目
線
（
漢
詩
の
知

識
な
ど
）
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
で
特
別
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
同

じ
知
識
を
持
っ
た
中
宮
定
子
な
ら
分
か
る
と
思
い
清
少
納
言
が
書
い
た
。

Ｃ
さ
ん
の
関
心
は
「
清
少
納
言
は
春
の
段
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
か
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。︻
授
業
前
︼
は
「
夜
が
明
け
て
い
く
様
子
を
視
覚
的
に
と

ら
え
て
描
写
し
て
い
る
」
と
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た

が
、︻
授
業
後
︼
は
＂
日
常
的
な
も
の
を
違
う
目
線
（
漢
詩
の
知
識
な
ど
）
か
ら
捉

え
、
そ
れ
を
「
同
じ
知
識
を
持
っ
た
中
宮
定
子
な
ら
分
か
る
と
思
い
」
書
い
た
＂

と
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
表
現
行
為
を
よ
り
一
般
化
し
て
述
べ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
授
業
を
通
じ
て
事
実
的
な
知
識
が
一
般
化
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
に
Ｃ
さ
ん
の
学
び
の
深
ま
り
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

︽
ケ
ー
ス
₃　

Ｄ
さ
ん
︾

︻
授
業
前
︼
他
の
段
と
違
い
季
節
を
明
確
に
表
す
言
葉
が
出
て
こ
な
い
。
文
章

量
が
少
な
い
。

︻
授
業
後
︼「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
は
私
た
ち
が
今
ま
で
学
校
の
授
業
で
学
習
し

て
き
た
よ
う
に
文
章
を
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
読
み
取
っ
て
情
景
を
思
い
浮

か
べ
て
も
十
分
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
今
回
ゼ
ミ
で
取
り

扱
っ
た
よ
う
に
、
清
少
納
言
が
そ
も
そ
も
読
者
と
し
て
想
定
し
て
い
る
中

宮
定
子
に
漢
詩
の
知
識
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
考
え
る
と
、
直
接
的

に
季
節
を
表
現
す
る
言
葉
が
春
の
段
だ
け
な
い
こ
と
に
も
つ
じ
つ
ま
が
合

う
。
そ
の
意
味
で
は
、
先
に
述
べ
た
「
文
章
を
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
読
み

取
っ
て
も
十
分
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
」
だ
け
で
な
く
、
現
代
で
も
背

景
と
な
る
知
識
が
あ
れ
ば
清
少
納
言
の
も
う
一
つ
の
思
い
が
込
め
ら
れ
た

作
品
と
し
て
二
度
に
わ
た
っ
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
特
徴
を

持
っ
て
い
る
。

Ｄ
さ
ん
の
関
心
は
、
春
の
段
に
「
他
の
段
と
違
っ
て
季
節
を
明
確
に
表
す
言
葉

が
出
て
こ
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。︻
授
業
前
︼
の
段
階
で
は
そ
う
し
た
事
実
に
気

づ
い
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
が
、︻
授
業
後
︼
は
傍
線
部
の
よ
う
に
＂
春
の
段
が
誰

に
対
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
か
＂
を
考
慮
に
い
れ
て
読
解
す
る
こ
と
で
、
叙
上

の
問
題
が
解
消
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
こ
か
ら
春
の
段
の
特
徴
を
「﹃
文
章
を
そ
の

ま
ま
の
意
味
で
読
み
取
っ
て
も
十
分
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
﹄
だ
け
で
な
く
、

現
代
に
お
い
て
も
背
景
と
な
る
知
識
が
あ
れ
ば
清
少
納
言
の
も
う
一
つ
の
思
い

が
込
め
ら
れ
た
作
品
と
し
て
二
度
に
わ
た
っ
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
こ

ろ
に
見
て
取
る
の
で
あ
る
。

　

単
元
を
通
じ
て
以
上
の
よ
う
な
「
発
見
」
を
し
た
Ｄ
さ
ん
に
と
っ
て
、「
こ
の

作
品
は
誰
に
対
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
視
点
は
、﹃
枕
草
子
﹄
に
限

ら
ず
、
今
後
い
ろ
い
ろ
な
作
品
を
読
む
と
き
に
意
識
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
に
Ｄ
さ
ん
に
と
っ
て
の
学
習
の
意
義
を
見
い
だ
し
た
い
。

四

　お
わ
り
に

　

本
単
元
は
、
わ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
の
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
か
ら
「
な
ぞ
」

を
見
い
だ
し
、
そ
の
「
な
ぞ
」
の
探
究
を
通
し
た
「
深
い
学
び
」
の
実
現
、
さ

ら
に
そ
こ
で
手
に
入
れ
た
「
見
方
・
考
え
方
」
を
現
代
社
会
に
対
し
て
働
か
せ

て
み
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
そ
の
際
、︻
探
究
₁
︼
で
は
言
葉
に
よ
る
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「
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
る
こ
と
︱
︱
本
単
元
で
言
え
ば
二
つ
の
「
な
ぞ
」

を
通
じ
た
表
現
特
性
（
春
の
段
は
誰
に
対
し
て
、
何
を
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
る

こ
と
で
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
表
現
効
果
は
何
か
）
の
探
究
を
行
っ
た
。
ま
た
︻
探
究

₂
︼
で
は
＂
和
歌
や
漢
詩
文
の
見
方
に
基
づ
く
こ
と
で
現
実
世
界
を
美
的
な
も

の
と
し
て
立
ち
現
わ
す
＂
と
い
っ
た
語
り
手
の
「
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ

る
場
面
を
設
定
し
、
そ
の
活
用
を
試
み
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
目
指

し
た
の
が
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
「
深
い
学
び
」
の
実
現
で
あ
っ
た
。

　
「
深
い
学
び
」
に
関
し
て
松
下
佳
代
氏
は
、
そ
の
深
さ
の
系
譜
を
「
深
い
学

習
」（
単
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
暗
記
し
は
き
出
す
だ
け
で
な
く
、
推
論
や
論
証
を
行
い
な

が
ら
意
味
を
追
求
し
て
い
る
か
）、「
深
い
理
解
」（
事
実
的
知
識
や
個
別
の
ス
キ
ル
だ
け

で
な
く
、
そ
の
背
後
に
あ
る
概
念
や
原
理
を
理
解
し
て
い
る
か
）、「
深
い
関
与
」（
い
ま

学
ん
で
い
る
対
象
世
界
や
学
習
活
動
に
深
く
入
り
込
ん
で
い
る
か
）
の
三
つ
に
整
理
し

て
い
る（₄
）。
こ
れ
を
本
単
元
に
当
て
は
め
て
み
れ
ば
、「
深
い
学
習
」
に
は
︻
探
究

₁
︼
の
活
動
（︻
な
ぞ
①
︼
ジ
グ
ソ
ー
活
動
、
根
拠
を
も
と
に
春
の
段
の
表
現
特
性
（
霞

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
）
を
論
証
す
る
活
動
／︻
な
ぞ
②
︼「
な
ぞ
①
」
を
も
と
に
「
あ
か

り
て
」
の
納
得
解
を
班
で
作
成
す
る
活
動
）
が
、「
深
い
理
解
」
に
は
︻
探
究
₂
︼
の

活
動
（︻
な
ぞ
③
︼
春
の
段
に
表
れ
て
い
る
「
見
方
・
考
え
方
」
を
一
般
化
し
、
そ
れ
を
現

代
社
会
に
お
い
て
働
か
せ
る
活
動
）
が
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
。

 

深
い
学
習
に
つ
い
て 　

各
成
果
物
か
ら
は
、
推
論
や
論
証
を
行
い
な
が
ら
同
時

代
の
美
意
識
を
探
っ
た
り
、
春
の
段
の
表
現
特
性
を
追
究
し
て
い
る
学
生
の
様

子
が
窺
え
る
。
そ
の
た
め
班
活
動
の
過
程
で
は
「
深
い
学
習
」
が
実
現
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
の
話
し
合
い
の
記
録
が
不
十
分
で
あ
り
、

個
々
の
学
び
の
深
ま
り
に
つ
い
て
検
証
で
き
な
い
。
そ
れ
が
反
省
点
で
あ
る
。

 

深
い
理
解
に
つ
い
て 　

例
え
ば
考
察
三
の
Ｃ
さ
ん
は
、
春
の
段
の
表
現
特
性
に

つ
い
て
「
夜
が
明
け
て
い
く
様
子
を
視
覚
的
に
と
ら
え
て
描
写
し
て
い
る
」
と

し
て
い
た
が
、
授
業
後
は
そ
う
し
た
描
写
を
生
み
出
す
表
現
機
構
に
眼
を
向
け

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
春
の
段
を
、
そ
の
表
現
を
生
み
出
し
た
「
見

方
・
考
え
方
」（
＝
原
理
）
に
基
づ
き
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
考
察
二
で
述
べ
た
よ
う
に
、
語
り
手
の
「
見
方
」
を
働
か
せ
て
現
実
社

会
を
捉
え
ら
れ
て
い
る
学
生
は
少
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
概
念
的
な
理
解

に
つ
い
て
は
多
く
の
学
生
が
で
き
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
実
践
を
生
か
し
、
今
年
度
中
に
高
等
学
校
で
も
授
業
を
行
う
予
定
で

あ
る
。

注（
₁
）　

石
井
英
真
﹃
中
教
審
「
答
申
」
を
読
み
解
く　

新
学
習
指
導
要
領
を
使

い
こ
な
し
、
質
の
高
い
授
業
を
創
造
す
る
た
め
に
﹄（
日
本
標
準
、
二
〇
一

七
）。

（
₂
）　

武
久
康
高
「﹃
明
か
り
て
﹄
か
﹃
赤
り
て
﹄
か
︱
︱﹃
春
は
あ
け
ぼ
の
﹄

の
表
現
方
法
を
探
る
︱
︱
」（﹃
日
本
文
学
﹄
二
〇
一
九
・
七
）。

（
₃
）　

尼
个
崎
彬
﹃
日
本
の
レ
ト
リ
ッ
ク
﹄（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
）。

（
₄
）　

松
下
佳
代
・
京
都
大
学
高
等
教
育
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
編

﹃
デ
ィ
ー
プ
・
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
︱
大
学
授
業
を
深
化
さ
せ
る
た

め
に
﹄（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
五
）。

（
高
知
大
学
）




