
∴
i
i
 
'
.
,
 
-
J
2
.
 
'
・
蝣
'
蝣
'
蝣
j
.
科
苧
　
　
三
一
典
w
:
*
!

-
　
「
小
学
国
語
読
本
綜
会
研
究
」
に
よ
る
I

長
・
谷

i
i
削
り

孝
　
　
士

い
わ
ゆ
る
「
サ
ク
ラ
読
本
」
　
(
昭
和
八
年
1
-
昭
和
十
五
年
)
は
・
わ
が
国

の
望
苗
教
育
史
上
へ
画
期
的
な
教
科
書
と
言
わ
れ
、
「
始
め
て
,
単
語
か
ら

単
文
へ
と
い
う
語
学
主
義
の
打
破
が
読
本
編
集
の
上
に
実
現
さ
れ
た
」
(
管
)
も

の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
西
尾
実
博
士

は
'
昭
和
十
1
&
刊
行
の
「
岩
披
講
撃
国
語
教
育
」
の
遠
目
と
し
て
「
文

芸
主
義
と
言
語
活
動
」
を
執
筆
し
、
そ
れ
以
前
の
,
い
わ
ゆ
る
「
文
学
教
育
的

教
材
研
究
」
を
克
服
し
て
'
「
言
語
教
育
的
学
習
指
導
籾
」
の
段
階
に
は
い
っ

た
の
が
、
こ
の
「
サ
ク
ラ
読
本
」
使
用
の
時
期
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

a
'
水
実
氏
も
'
国
語
科
教
育
に
お
い
て
言
語
教
育
が
始
ま
っ
た
の
は
昭
和
八

年
と
し
た
い
と
述
べ
・
そ
の
根
拠
を
・
r
昭
和
八
年
に
『
さ
く
ら
読
本
』
が
出

た
O
そ
れ
に
つ
い
て
垣
内
松
三
が
そ
の
読
本
の
文
字
調
査
と
語
桑
調
査
を
発
表

し
た
。
(
『
形
象
と
理
会
』
昭
和
八
年
)
ま
た
そ
の
四
月
に
そ
れ
ま
で
『
国
文

学
誌
』
と
い
っ
て
い
た
雑
誌
を
冒
-
バ
』
と
改
題
し
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ

に
ー
つ
の
転
載
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
0
」
(
蔓
と
言
及
し
て
い
ら
れ
る
。

ヽ

　

ヽ

言
語
教
育
期
の
始
ま
り
を
、
厳
密
に
い
つ
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
若

干
の
異
見
が
あ
る
と
し
て
も
'
こ
の
「
サ
ク
ラ
読
本
」
の
発
刊
が
,
そ
れ
と
深

く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
見
る
観
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
か

と
思
わ
れ
る
。

「
巻
.
W
サ
イ
タ
　
サ
イ
タ
　
サ
ク
ラ
ガ
　
サ
イ
タ
』
と
い
う
詠
嘆
か
ら
始
ま

る
こ
と
、
独
立
し
た
文
か
ら
始
ま
る
こ
と
~
そ
れ
が
総
合
的
な
,
詞
と
節
と
一
軒

の
身
ぶ
り
ま
で
含
め
る
生
き
た
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
・
1
-
そ
う
い
う
出
方
は
,

こ
れ
ま
で
の
読
本
に
は
な
か
っ
た
.
こ
れ
は
語
法
的
立
切
に
対
す
る
生
活
的
立

場
で
あ
る
。
論
理
的
立
場
に
対
す
る
心
理
的
立
場
で
あ
る
・
(
中
略
)
せ
ん
じ
つ

め
て
言
え
ば
、
言
語
の
機
能
に
蔚
眼
し
た
の
で
あ
る
。
」
(
警
)
と
,
西
原
竺

氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
従
前
の
言
語
要
素
的
か
文
芸
主
義
的
か
の
傾
向
に
比

し
て
、
セ
ン
テ
ン
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
を
は
っ
き
り
と
打
ち
出
し
て
、
言
語
教
育
的

な
国
語
科
教
育
を
志
向
し
た
の
が
へ
こ
の
「
サ
ク
ラ
読
本
」
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
教
科
宙
が
使
用
さ
れ
は
じ
め
た
こ
ろ
の
状
況
に
つ
い
て
,

編
修
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
井
上
超
氏
は
'
次
の
よ
う
に
語
っ
て
お
ら
れ

る
。

-50-



サ
ク
ラ
読
本
が
出
現
し
た
こ
ろ
は
、
す
で
に
国
語
の
文
学
教
育
熱
は
下
火

と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
ろ
で
、
新
し
い
言
語
教
育
的
指
導
が
実
践
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
。
こ
う
い
う
方
面
で
は
、
サ
ク
ラ
読
本
の
始
め
て
色
刷
化
な
っ
た
さ
し
画

を
話
題
と
し
て
児
童
に
話
し
合
い
を
さ
せ
、
最
後
に
文
章
を
読
ま
せ
る
と
い

っ
た
指
導
が
行
わ
れ
た
?
そ
う
し
て
そ
う
い
う
取
扱
が
私
に
は
い
ち
ば
ん
健

康
で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。
け
れ
ど
も
嘉
に
は
ま
だ
文
学
指
導
を
生
命
と

す
る
者
が
多
く
、
そ
う
い
う
人
は
サ
ク
ラ
読
本
を
文
学
読
本
の
代
表
の
よ
う

_
こ
考
え
た
。
特
に
文
学
の
思
想
方
面
を
頂
ん
じ
る
傾
向
が
強
-
.
r
サ
イ
タ
、

サ
イ
タ
,
サ
ク
ラ
ガ
サ
イ
タ
0
」
を
扱
い
な
が
ら
こ
の
三
度
出
る
「
サ
イ

タ
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
の
相
違
を
考
え
さ
せ
る
と
い
っ
た
、
と
ん
で
も
な

い
指
導
も
あ
っ
た
。
言
語
と
思
想
と
を
分
け
て
考
え
る
立
場
も
あ
っ
た
の
で

あ
り
,
そ
れ
を
排
撃
す
る
立
切
か
ら
形
象
論
も
説
か
れ
た
よ
う
に
思
う
が
、

こ
の
サ
ク
ラ
読
本
を
も
っ
て
形
象
望
洞
の
実
践
を
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
指

導
者
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
(
普
)

こ
の
回
想
の
な
か
に
、
当
時
の
国
語
科
教
育
硯
域
に
お
け
る
多
様
で
複
雑
な

実
践
的
様
相
を
推
祭
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
'
こ
こ
に
示
さ
れ
た
、
い
く

つ
か
の
傾
向
は
,
戦
後
の
国
語
教
育
問
題
史
に
も
'
依
然
と
し
て
見
ら
れ
る
も

の
で
で
も
あ
ろ
う
。

「
さ
し
軸
を
話
題
」
と
す
る
話
し
合
い
の
あ
と
で
「
文
章
を
読
ま
せ
る
」
と

い
う
よ
う
な
生
活
主
義
的
な
指
導
方
法
こ
そ
、
こ
の
教
科
苔
が
目
ざ
し
た
北
本

的
な
方
向
に
添
う
も
の
で
あ
っ
て
,
だ
か
ら
こ
そ
、
「
そ
う
い
う
取
扱
が
」

「
い
ち
ば
ん
健
康
で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
」
わ
け
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
現
場
で
は
,
そ
の
「
サ
ク
ラ
読
本
」
の
志
向
し
た
も
の
を
、
そ
の

ま
ま
受
け
止
め
て
、
そ
の
方
向
で
の
実
践
を
試
み
よ
う
と
は
し
な
い
様
相
も
見

ら
れ
た
o
　
「
文
学
指
導
を
生
命
と
す
る
」
考
え
方
、
「
言
語
と
思
想
と
を
分
け

て
考
え
る
立
場
」
,
「
形
象
理
論
の
実
践
を
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
指
導
者
」

が
あ
っ
て
,
必
ず
し
も
,
言
語
教
育
的
同
語
教
育
は
,
現
場
的
に
は
消
化
さ
れ

て
い
た
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
十
年
ご
ろ
か
ら
、
い

わ
ゆ
る
「
言
語
教
育
期
」
に
は
い
っ
た
と
,
問
題
史
的
に
は
言
い
う
る
と
し
て

も
、
広
-
現
場
の
実
践
的
な
観
点
に
立
っ
た
場
合
は
、
単
純
に
そ
う
は
言
え
な

い
し
・
さ
ま
ざ
ま
の
貯
余
曲
折
を
躍
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
,
じ
ゆ
う
ぷ
ん
推
測

し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
大
胆
望
ロ
い
か
た
を
す
れ
ば
、
現
場
の
実
践
的
な
課

題
と
し
て
言
語
教
育
が
強
く
一
般
に
意
識
さ
れ
た
の
は
戦
後
の
「
昭
和
二
十
二

年
既
版
学
田
指
導
要
領
(
試
案
)
」
の
発
行
以
後
の
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
よ

い
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
本
稿
の
直
接
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
.
こ
こ
で
は
∠
の
「
サ
ク

ラ
読
本
」
教
材
の
、
い
わ
ゆ
る
教
材
研
究
の
な
か
に
,
そ
う
し
た
言
語
教
育
的

実
践
へ
の
志
向
が
、
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
か
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
と
す
る
。

二

さ
て
、
本
稿
で
,
「
昭
和
十
年
代
前
半
期
」
と
、
特
に
細
か
く
限
定
し
て
'

「
国
語
科
教
材
研
究
の
1
典
型
」
を
考
察
し
ょ
う
と
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
国
語

教
育
観
の
大
き
な
転
換
を
国
定
教
科
臼
が
示
し
、
な
お
若
干
の
粁
余
曲
折
を
内

蔵
し
っ
っ
も
,
大
勢
と
し
て
は
そ
の
実
践
を
目
ざ
す
具
体
的
な
営
為
が
な
さ
れ

た
に
ち
が
い
な
い
時
期
が
,
こ
の
数
年
間
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
戦
後
の
い
わ
ゆ

る
経
験
主
義
的
単
冗
学
習
方
式
の
国
語
科
教
背
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
必
然
的
内

因
を
ど
の
程
度
も
ら
え
て
い
た
か
-
ぐ
る
こ
と
の
意
味
の
大
き
さ
を
思
う
か

ら
に
は
か
な
ら
な
い
。

ま
た
、
特
に
,
・
コ
畳
期
」
と
い
う
'
わ
ず
か
五
年
程
皮
の
期
間
に
限
定
し

た
の
は
,
昭
和
十
六
年
に
な
れ
ば
国
民
学
校
令
が
公
布
さ
れ
'
い
わ
ゆ
る
「
国
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民
学
校
読
本
」
に
移
行
し
'
右
の
「
サ
ク
ラ
読
本
」
の
国
語
科
教
育
観
と
は
異

な
っ
た
佃
向
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
-
な
っ
た
と
い
う
事
情
を
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。井

上
鮎
氏
は
、
「
後
年
あ
る
特
殊
の
事
情
か
ら
『
国
語
教
材
は
文
学
た
る
べ

し
』
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
時
機
に
際
会
し
た
」
(
注
5
)
事
情
を
述
べ
「
こ
の
国

民
学
校
令
を
機
と
し
て
'
国
語
に
は
『
話
方
』
が
分
科
と
し
て
お
か
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
に
乗
じ
'
私
は
皮
肉
に
も
在
来
の
読
本
の
外
に
『
こ
と
ば
切
お
け

い
こ
』
と
い
う
も
の
を
編
お
し
、
国
語
教
科
憲
を
二
本
姪
に
す
る
計
画
を
さ
え

立
て
た
。
こ
れ
が
た
め
に
は
用
紙
を
乱
出
す
る
も
の
だ
と
い
う
上
脚
部
の
叱
責

的
な
非
難
も
あ
っ
た
が
、
私
は
強
引
に
押
し
進
め
た
o
戦
後
の
言
語
教
育
と
い

ぇ
ば
わ
が
事
の
よ
う
に
論
じ
た
が
る
現
在
の
人
も
、
戦
前
す
で
に
こ
う
し
た
考

ぇ
方
が
実
行
に
移
さ
れ
た
こ
と
ー
も
ち
ろ
ん
あ
わ
た
だ
し
い
時
機
に
際
し
て

の
き
わ
め
て
お
粗
末
な
出
来
ば
え
で
は
あ
っ
た
が
-
に
つ
い
て
先
輩
の
な
め

た
苦
労
だ
け
は
汲
ん
で
は
し
い
と
思
う
0
そ
し
て
記
憶
し
て
お
い
て
も
ら
い
た

い
こ
と
は
、
あ
の
神
が
か
り
の
柘
琉
な
国
粋
主
義
の
権
化
と
見
ら
れ
が
ち
な
国

民
学
校
の
方
針
を
具
体
化
す
べ
き
教
科
書
の
編
修
方
針
が
,
そ
の
実
,
根
本
的

に
児
童
中
心
の
自
由
教
育
を
ま
も
り
ぬ
-
べ
き
仕
組
み
に
で
き
て
い
た
こ
と
で

ぁ
る
O
」
(
に
。
)
と
、
当
時
の
苦
労
を
述
懐
し
て
お
ら
れ
る
o

と
も
あ
れ
へ
　
「
ア
カ
ィ
、
ア
カ
ィ
、
ア
サ
ヒ
へ
ア
サ
ヒ
」
で
始
ま
る
「
国
民

学
校
読
本
」
は
へ
こ
の
日
朝
の
こ
と
ば
と
,
朝
日
に
向
か
っ
て
子
ど
も
た
ち
が

両
手
を
あ
げ
た
絵
と
あ
わ
せ
て
'
「
こ
れ
は
三
の
成
崩
を
表
わ
し
た
も
の
で

ぁ
り
、
・
『
大
東
亜
共
栄
箇
』
や
『
八
竺
宇
』
な
ど
当
時
の
思
想
に
通
ず
る
も

の
が
あ
る
と
も
い
え
」
　
(
仲
新
氏
)
(
宇
)
る
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
早
わ
れ
て

い
る
。
そ
れ
へ
の
移
行
至
-
前
ま
で
と
い
う
意
味
で
,
右
の
よ
う
な
時
期
的

限
定
を
し
た
次
第
で
あ
る
。

言
語
教
育
的
に
見
た
場
合
、
「
サ
ク
ラ
読
本
」
は
ま
だ
ま
だ
不
徹
底
で
あ
っ

た
こ
と
は
'
当
時
す
で
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
西
尾
実

博
士
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
お
ら
れ
る
。

…
=
そ
れ
を
編
集
し
た
主
任
者
で
あ
る
井
上
監
修
官
に
逢
っ
た
時
,
「
こ

ん
ど
の
読
本
は
'
国
語
教
育
界
の
待
望
に
応
え
た
編
集
ぶ
り
で
あ
る
こ
と
は

よ
ろ
こ
ぼ
し
い
o
L
か
し
へ
そ
の
蒜
的
性
格
は
,
文
芸
読
本
た
る
点
に
認

め
ら
れ
る
O
が
、
も
っ
と
へ
日
常
的
な
、
も
っ
と
蒜
的
空
口
語
活
動
を
学

習
さ
せ
る
誹
本
こ
そ
へ
来
る
べ
き
国
語
教
育
の
教
材
で
な
く
て
ほ
な
ら
ぬ
と

思
う
。
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
暫
く
考
え
こ
ん
で
い
た
井
上
監
修
官
は
,

「
た
し
か
に
、
そ
う
い
う
読
本
が
あ
る
の
を
,
ア
メ
-
カ
で
は
見
て
き
た
O

こ
ん
ど
の
読
本
は
、
そ
う
い
う
読
本
で
は
な
い
。
」
と
答
え
,
そ
の
必
要
と

意
義
と
は
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
(
冒
:

現
場
で
は
「
文
学
指
導
を
生
命
と
す
る
者
が
多
く
そ
う
い
う
人
は
サ
ク
ラ

読
本
を
文
学
読
本
の
代
表
の
よ
う
に
考
え
た
.
」
理
由
も
、
実
は
-
現
場
が
言
語

教
育
に
無
理
解
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
反
発
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
,
教
科

古
自
体
が
「
文
喜
芸
た
る
」
「
1
椴
的
性
格
」
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
根
ざ

す
点
を
見
の
が
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
こ
と
は
,
巻
妄
三
部
に
分

け
、
「
第
高
は
児
童
の
叫
び
声
に
目
標
を
置
き
,
ア
メ
リ
カ
の
プ
-
マ
の
文

章
お
よ
び
日
本
童
謡
の
反
復
方
法
を
利
用
し
た
児
登
の
主
体
的
な
言
語
表
出
を

掲
げ
、
R
l
蔀
で
は
児
童
生
活
の
客
期
的
な
言
語
表
出
に
移
り
,
第
三
部
に
は

ァ
メ
リ
カ
の
プ
リ
マ
に
学
ん
で
二
編
の
童
話
を
掲
げ
」
,
こ
の
三
部
が
「
児
童

文
学
の
胎
生
で
あ
る
こ
と
」
(
葺
を
韮
礎
と
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
,
「
こ

の
読
本
を
も
っ
て
文
学
読
本
と
称
す
る
自
信
も
な
け
れ
ば
,
ま
た
そ
れ
が
本
意

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
(
注
1
0
)
と
言
っ
て
も
,
そ
れ
は
や
む
を
得
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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し
か
も
、
.
1
椴
に
は
,
長
い
間
つ
づ
い
た
「
文
学
教
育
的
教
材
研
究
期
」
の

習
慣
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
土
壌
の
上
に
'
「
児
童
文
学
の
胎
生
」
を
基

碇
と
す
る
「
文
芸
読
本
た
る
」
「
一
般
的
性
格
」
の
教
科
智
が
出
た
の
で
あ
る

か
ら
,
「
本
意
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
も
'
七
宗
い
'
「
文
学
指
導
を
生

命
と
す
る
者
が
多
」
か
っ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
も
か
-
も
、
「
私
の
本
意
は
ど
こ
ま
で
も
言
語
の
発
生
体
系
に
こ
だ
わ
っ

て
い
た
の
で
あ
り
,
あ
ら
ゆ
る
言
語
衰
崇
こ
こ
(
調
蛸
は
竺
ー
酢
譜
描

.

.

.
蝣
'.
蝣
"
.
蝣
蝣
'
)
-
蝣
-
-
"
蝣
'
-
'

わ
れ
る
「
サ
ク
ラ
読
本
」
の
教
材
研
究
が
'
ど
の
よ
う
な
形
に
お
い
て
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
か
。
そ
の
教
材
研
究
の
し
か
た
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
当
時
の
国

語
教
育
1
と
り
わ
け
言
語
教
育
望
謂
化
の
実
質
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る

に
ち
が
い
な
い
O
そ
う
い
う
観
点
で
、
こ
の
時
期
の
教
材
研
究
の
あ
り
か
た
を

考
察
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

戦
後
の
国
語
科
教
育
が
,
ア
メ
-
カ
の
指
示
や
指
導
を
受
け
つ
つ
も
、
伝
統

的
に
は
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
を
力
に
よ
っ
て
お
し
っ
け
ら
れ
た
と
考
え
る
の

で
な
く
、
わ
が
国
に
お
い
て
墾
別
か
ら
育
て
ら
れ
て
き
た
「
-
一
畠
教
育
的
国
語

教
育
観
」
が
其
盤
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
'
当
然
受
け
る
べ
き
影
響
を
受
け

た
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
か
た
が
、
正
当
に
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の

「
昭
和
十
年
代
前
半
期
に
お
け
る
」
同
語
科
教
材
研
究
そ
の
も
の
の
検
討
を
試

み
る
こ
と
は
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
意
味
を
持
つ
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三「
小
学
国
語
読
本
結
合
研
究
」
全
十
二
巻
は
、
藤
村
作
博
士
を
代
表
者
と
す
る

「
国
語
教
育
学
会
」
が
編
集
し
て
、
山
村
披
出
店
か
ら
発
刊
し
た
も
の
で
あ
る
0

本
書
は
「
凡
例
」
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
主
旨
の
も
と
に
編
ま
れ
て
い
る
0

1
,
本
研
究
は
,
小
学
同
語
読
本
の
各
教
材
に
つ
い
て
、
そ
の
学
習
指
導
の
基

礎
を
豊
田
・
確
実
・
有
力
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
立
場
か
ら
の
考

察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
「
要
説
」
は
編
纂
の
立
場
か
ら
'
「
解

釈
」
は
国
語
国
文
研
究
の
立
場
か
ら
'
「
指
導
」
は
実
際
教
育
の
立
場
か

ら
、
「
参
考
」
は
関
係
諸
学
又
は
創
作
の
立
場
か
ら
、
夫
々
考
察
し
、
解
説

し
た
も
の
で
あ
る
。

一
,
各
項
の
所
説
は
、
考
察
の
方
面
又
は
範
囲
に
よ
る
区
分
で
は
な
-
、
立
場

に
よ
る
区
分
で
あ
る
か
ら
、
時
に
重
複
又
は
対
立
を
示
す
こ
と
が
あ
る
か
も

知
れ
な
い
o
芳
し
さ
う
い
ふ
場
合
が
あ
つ
て
も
、
夫
々
の
立
場
の
微
底
と
'
そ

の
上
に
の
み
成
立
つ
真
の
統
一
の
た
め
に
へ
予
め
こ
れ
を
避
け
'
故
意
に
こ

れ
を
調
和
す
る
如
き
方
途
に
は
出
で
な
い
方
針
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
置

SBRBIi

一
,
本
研
究
は
、
学
習
指
導
の
根
抵
を
確
立
し
、
そ
の
作
用
を
強
化
す
る
た
め

の
基
礎
的
考
察
で
あ
っ
て
、
各
項
の
所
説
を
以
て
所
ち
に
教
授
又
は
指
導
の

内
容
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
'
何
れ
も
各

教
材
に
関
す
る
具
体
的
な
問
題
の
提
出
で
あ
り
、
又
そ
の
考
察
で
あ
る
か

ら
,
実
際
の
教
授
又
は
指
導
に
於
て
、
そ
の
間
題
を
展
望
L
t
そ
の
方
法
を

発
見
す
る
た
め
の
有
力
な
指
針
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

い
ふ
ま
で
も
な
い
。

「
学
習
指
導
の
基
礎
を
望
田
・
確
実
・
有
力
な
ら
し
め
る
た
め
に
へ
あ
ら
ゆ

る
立
場
か
ら
の
考
察
を
試
み
た
も
の
」
で
あ
っ
て
'
ま
ず
巻
頭
に
'
「
編
基
概

説
」
を
掲
げ
'
次
に
'
「
凡
例
」
で
も
わ
か
る
よ
う
に
'
各
教
材
ご
と
に
'

「
要
説
」
　
「
解
釈
」
　
「
指
導
」
　
「
参
考
」
と
い
う
項
目
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ

別
の
執
筆
担
当
者
が
「
考
察
」
　
「
解
説
」
を
し
て
い
る
。

執
筆
担
当
者
は
、
巻
ご
と
に
罰
干
異
な
っ
て
い
る
O
「
聖
二
」
の
場
今
t
'
挙
げ
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れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
(
五
十
音
順
に
な
っ
て
い
る
。
)

(
"
・
-
蝣
　
z
つ
上
.
-
1
　
ト
ヽ

(
解
釈
)
島
津
久
基
　
玉
井
幸
助
　
西
尾
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(
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'

∴

‥

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

‥
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大
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加
藤
囚
　
川
西
清
　
小
池
正
太
郎
　
河
野
伊
三
郎
　
五
味
義
武

坂
本
豊
　
佐
藤
末
吉
　
佐
煎
種
市
　
括
原
利
逸
　
武
内
好
将
　
田
上
進
言

E
E
中
的
芸
郎
　
椎
凹
進
　
西
城
慶
一
原
E
市
茂
　
藤
野
禿
次
郎

I
'
'
.
.
∵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
∴
.
.

こ
の
巻
の
「
編
基
概
説
」
は
、
佐
野
保
太
郎
氏
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
て
い
て
、

「
7
　
形
式
方
面
」
「
二
　
教
材
」
の
二
項
に
分
か
れ
,
「
形
式
方
面
」
は
さ
ら

に
、
「
平
仮
名
の
提
山
」
と
「
塗
子
」
の
二
部
分
に
分
け
て
記
述
さ
れ
て
い

る
.
い
ま
'
そ
れ
ぞ
れ
の
要
点
を
引
用
し
な
が
ら
へ
要
約
的
に
概
観
す
れ
ば
,

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
平
仮
名
の
提
出

「
こ
の
巻
の
最
も
大
き
な
役
目
は
、
平
仮
名
の
提
出
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
」

と
、
ま
ず
古
き
出
し
て
'
「
従
来
の
や
り
方
に
つ
い
て
見
る
に
」
と
し
て
,

「
絹
腎
語
読
本
」
,
「
尋
常
小
学
読
本
」
と
も
に
,
「
空
の
巻
票
ら
平

仮
名
を
出
し
」
、
そ
の
出
し
方
は
「
片
仮
名
で
白
い
た
本
文
中
の
或
禅
語
を
平

仮
名
に
伍
し
て
上
欄
に
出
す
と
い
ふ
方
法
に
よ
っ
て
」
き
た
点
は
、
両
者
共
通

で
あ
る
が
'
後
者
は
「
少
し
変
っ
た
や
り
方
を
し
て
、
そ
の
課
で
習
っ
た
平
仮

名
を
以
て
、
練
習
問
題
を
作
っ
て
居
る
O
」
点
に
・
わ
ず
か
の
違
い
が
見
ら
れ

る
。
「
此
等
の
法
は
'
従
来
た
い
し
た
非
難
も
な
-
行
は
れ
て
来
た
も
の
で
あ

っ
て
、
大
体
に
於
て
よ
さ
さ
う
に
思
ほ
れ
る
が
、
そ
の
欠
点
に
つ
い
て
考
へ
る

と
、
先
づ
r
+
o
く
ら
』
と
か
い
て
も
'
そ
れ
が
本
文
中
の
ど
の
字
に
あ
た
る
の

か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
」
そ
こ
で
、
ど
の
平
仮
名
が
、
ど
の
片
仮
名
に
あ
た

る
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
の
-
ふ
う
を
三
三
試
み
た
が
,
「
か
う
し
た

や
り
方
に
共
通
の
欠
点
は
'
平
仮
名
と
片
仮
名
を
同
時
に
見
せ
る
為
に
、
習
ふ

者
が
両
者
を
混
同
し
て
お
ぼ
え
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
」
点
に
か
ん
が
み
て
、

「
い
ろ
1
-
研
究
し
て
み
る
と
へ
平
仮
名
提
出
の
法
が
六
七
通
も
考
へ
ら
れ
」

た
と
言
う
。
そ
れ
で
'
「
所
謂
実
際
家
方
面
の
悲
鬼
を
徹
す
る
こ
と
と
L
I
東
京

の
両
高
師
附
属
小
学
校
そ
の
他
に
此
等
を
不
L
t
実
際
に
つ
い
て
研
究
し
て
貰

っ
た
.
と
こ
ろ
が
へ
そ
の
結
果
は
、
我
々
編
某
関
係
者
が
最
も
よ
い
と
考
へ
て

居
た
や
り
方
と
1
致
し
た
O
そ
れ
は
即
ち
点
初
か
ら
平
仮
名
ば
か
り
の
文
を
l

し
て
、
片
仮
名
を
暫
-
出
さ
な
い
と
い
ふ
法
で
あ
る
。
」

そ
の
た
め
に
、
「
春
が
来
た
」
と
い
う
紐
文
を
第
1
課
教
材
と
し
、
以
下

「
四
諜
つ
づ
け
て
轟
文
を
出
し
て
あ
る
が
、
そ
れ
は
畢
充
平
仮
名
を
教
え
る
便

宜
上
か
ら
来
て
居
る
の
で
'
い
づ
れ
も
,
こ
の
学
年
の
最
初
に
習
ふ
も
の
と
し

て
は
、
内
容
形
式
と
も
'
比
頂
的
単
純
で
'
柁
度
が
低
い
.
こ
れ
は
つ
ま
り
平

仮
名
の
修
得
と
い
ふ
こ
と
を
節
1
の
目
的
と
し
て
進
ん
で
行
か
せ
る
為
で
あ

m
mっ

ま
り
'
部
文
教
材
を
、
学
年
の
始
め
に
あ
た
っ
て
四
課
も
つ
づ
け
て
配
当

し
た
理
由
は
'
平
仮
名
修
得
の
便
宜
の
た
め
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
春

が
来
た
」
は
「
絹
管
語
葉
」
書
の
宏
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
も
の
で
あ

る
が
'
そ
れ
を
聖
二
冒
頭
に
軍
見
た
の
は
'
「
内
容
・
形
式
と
も
極
め
て
単
純

で
'
既
に
唱
歌
と
し
て
署
-
知
ら
れ
'
殊
に
繰
返
し
が
多
い
こ
と
は
,
新
た
に

平
仮
名
を
教
へ
る
場
合
の
材
料
と
し
て
は
'
滋
も
過
当
と
思
っ
た
」
か
ら
に
は

か
な
ら
な
い
。

右
の
記
述
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

1
　
華
二
は
、
平
仮
名
の
提
出
と
い
う
こ
と
雪
間
も
大
き
な
役
目
と
す
る
O
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2
　
平
仮
名
の
出
し
方
は
、
・
従
来
と
違
っ
て
、
最
初
か
ら
平
仮
名
ば
か
り
の
文

に
し
た
。

3
　
そ
れ
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
実
際
家
方
面
の
意
見
・
研
究
を
参
考

に
し
た
。

4
　
平
仮
名
初
出
の
教
材
と
し
て
は
、
斑
文
が
鼓
も
過
当
だ
と
考
え
た
の
で
'

連
続
四
課
、
雷
文
教
材
を
配
し
た
.

従
来
の
、
木
教
材
は
片
仮
名
に
し
、
少
数
の
単
語
に
つ
い
て
の
み
上
欄
に
平

仮
名
を
示
し
て
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
仮
名
を
修
得
さ
せ
よ
う
と
す
る

方
法
に
対
し
て
、
こ
れ
は
大
き
な
変
革
で
あ
る
O
文
字
と
い
う
言
語
要
素
の
指

導
の
場
合
に
も
、
セ
ン
テ
ン
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
の
考
え
方
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
お

り
、
し
か
も
'
現
場
の
実
践
の
中
か
ら
判
断
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
求
め
た
と
い
う

点
で
'
こ
れ
は
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

い
っ
き
に
平
仮
名
を
学
習
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
も
'
「
最
初
の
所
は
な
ま
じ

片
仮
名
を
山
す
と
、
平
仮
名
の
方
を
忘
れ
た
り
、
両
者
を
氾
同
し
た
り
す
る
恐

が
あ
る
か
ら
」
で
あ
り
'
全
体
二
十
四
謀
の
う
ち
第
十
一
課
ま
で
、
全
部
、
平

仮
名
・
撰
字
の
文
章
と
し
て
い
る
。
第
十
二
認
以
後
に
は
'
「
サ
,
カ
」
　
(
十

二
)
、
「
一
寸
ポ
フ
シ
」
　
(
十
五
)
'
「
キ
ン
ギ
ョ
」
　
(
十
八
)
へ
　
「
自
動

車
」
　
(
二
十
一
)
と
い
う
ふ
う
に
、
「
数
課
を
隔
て
る
毎
に
片
仮
名
の
課
を
置

く
こ
と
と
し
、
以
て
片
仮
名
の
練
習
を
忘
れ
て
し
ま
は
な
い
や
う
に
し
」
て
'

配
慮
の
ほ
ど
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
.
言
語
要
素
指
導
に
お
け
る
集
中
的
な

取
り
扱
い
の
窓
前
を
ふ
享
見
た
配
定
か
と
思
わ
れ
る
.

〇
漢
字「

良
初
の
中
は
、
平
仮
名
の
修
得
に
全
力
を
投
が
し
め
る
為
に
、
暫
く
漢
字

の
方
の
新
出
は
控
へ
」
て
、
「
十
謀
に
至
っ
て
、
始
め
て
新
字
を
出
す
こ
と
と

し
た
。
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
も
'
「
平
仮
名
位
得
」
を
こ
の
巻
の
「
最
も
大

き
な
役
目
」
と
す
る
考
え
方
が
1
質
し
て
い
る
。

こ
の
巻
で
提
出
し
た
撰
字
は
、
新
字
九
十
三
字
'
読
み
か
え
二
十
五
字
で
、

従
来
よ
り
'
新
字
で
二
十
二
字
増
加
と
な
り
'
「
巻
一
か
ら
巻
三
ま
で
の
合
計

で
い
ふ
と
、
旧
読
本
は
百
二
十
字
'
新
読
本
は
百
七
十
五
字
で
あ
る
か
ら
'
三

巻
を
通
じ
て
計
算
す
れ
ば
、
五
十
五
字
の
増
加
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
」
と
述

べ
て
い
る
。

o
:
^

「
材
料
の
中
'
従
来
の
読
本
か
ら
'
そ
の
ま
ま
1
栖
少
し
の
修
正
筒
所

く
ら
ゐ
は
あ
つ
て
も
'
殆
ど
も
と
の
ま
1
で
採
っ
た
も
の
は
『
春
　
が
　
来

た
』
　
『
か
ん
が
へ
も
の
』
　
『
う
ち
の
子
ね
こ
』
　
『
ね
ず
み
の
ち
ゑ
』
。

或
程
度
ま
で
修
正
を
加
へ
て
採
っ
た
も
の
は
、
『
サ
、
舟
』
　
『
捕
島
太
郎
』
0

す
っ
か
り
詔
変
へ
た
も
の
は
『
牛
若
丸
』
.
そ
れ
か
ら
『
ひ
よ
こ
』
は
、
旧

読
本
に
あ
っ
た
長
い
文
の
1
部
を
採
っ
て
'
書
変
へ
た
も
の
で
あ
る
。

内
容
か
ら
見
る
と
'
児
缶
の
生
活
を
写
し
た
も
の
'
又
'
こ
れ
に
重
接
関

係
あ
る
も
の
が
大
部
分
で
、
そ
の
他
に
神
話
・
伝
説
・
童
話
の
類
が
あ
る

が
'
神
話
は
た
ゞ
『
国
び
き
』
が
1
つ
あ
る
だ
け
、
そ
の
多
く
は
へ
更
に
上

の
級
に
ゆ
づ
り
'
『
牛
若
丸
』
も
へ
た
だ
1
m
の
伝
説
と
し
て
出
し
た
だ
け

で
、
こ
れ
は
ま
だ
歴
史
と
し
て
義
経
の
話
を
出
し
た
も
の
で
は
な
い
。

材
料
を
外
国
に
採
っ
た
も
の
は
、
『
蛇
』
　
『
ね
ず
み
　
の
　
ち
ゑ
』
　
『
金

の
　
を
の
』
で
あ
る
が
、
此
等
は
勿
論
外
国
の
話
を
紹
介
す
る
つ
も
り
で
出

・
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
へ
取
扱
に
当
っ
て
は
、
た
だ
日
本
の
謁
と
し
て
見

れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
」

以
上
が
、
こ
の
「
教
材
」
の
項
の
全
文
で
あ
る
。
こ
の
「
編
茄
概
説
」
全
休
を
通
じ

て
、
特
に
目
立
つ
点
を
あ
げ
れ
ば
、
こ
の
巻
の
特
性
の
た
め
で
も
あ
る
が
、
言

語
要
素
(
中
で
も
、
平
仮
名
・
撲
字
な
ど
の
文
字
に
関
す
る
も
の
)
に
つ
い
て
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の
編
修
者
の
意
図
や
配
虎
に
大
部
分
の
紙
幅
が
さ
か
れ
て
い
る
事
実
に
'
ま
ず

寒
づ
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
1
　
形
式
方
面
」
で
は
、
平
仮
名
・
漢
字
の

問
題
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
て
、
言
語
、
あ
る
い
は
、
児
童
の
言
語
生
活
に
切
り

こ
ん
で
い
こ
う
と
す
る
傾
向
は
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
「
編
纂
概
説
」
か
ら
は

汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
言
語
教
育
を
志
向
し
た
教
科
古
と
言
っ
て
も
'

依
然
へ
言
語
要
素
的
性
格
は
強
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
平
仮
名
と
片
仮
名
の
い
ず
れ
を
先
習
す
べ
き
か
、
平
仮
名
の
出
し

方
は
、
ど
の
-
ら
い
の
数
の
も
の
を
'
い
つ
か
ら
提
出
し
た
ら
よ
い
か
、
な
ど

ヽ

　

ヽ

に
つ
い
て
の
問
題
を
〓
グ
進
め
る
め
ど
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
こ
の
巻
三
の

意
義
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
.

「
教
材
」
の
項
に
お
い
て
は
、
「
児
童
の
生
活
を
写
し
た
も
の
、
又
、
こ
れ

に
直
接
関
係
あ
る
も
の
が
大
部
分
で
」
と
言
っ
て
あ
る
よ
う
に
、
生
活
重
視
の

ヽ

　

ヽ

立
場
は
示
さ
れ
て
い
る
が
'
児
童
の
生
活
l
艇
で
あ
っ
て
'
言
語
生
活
と
い
う

観
点
か
ら
の
教
材
化
の
側
面
は
う
た
わ
れ
て
い
な
い
。

m

次
に
、
外
課
H
-
-
教
材
ご
と
の
記
述
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
「
一

春
　
が
　
来
た
」
　
「
二
　
な
は
と
び
」
　
「
三
　
う
さ
ぎ
」
　
「
四
　
と
び
」
の
巻

三
日
頭
の
四
つ
の
瓶
文
教
材
に
即
し
て
'
そ
の
概
要
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

○蝣- -'/'_f;l

こ
れ
は
へ

「
編
莞
立
場
か
ら
」
(
川
認
)
,
教
材
採
択
あ
る
い
は
執
筆

の
観
点
'
指
導
上
の
基
本
的
な
ね
ら
い
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
項
目
で
あ
る
o

T
l
　
春
　
が
　
来
た
」
の
場
合
は
、
井
上
越
氏
が
、
「
読
方
の
教
材
は
文

章
で
あ
り
、
又
文
学
で
な
-
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
片
仮
名
に
於
て
さ
う
で

あ
っ
た
如
く
、
平
仮
名
に
於
て
も
さ
う
で
あ
る
。
碓
そ
こ
に
T
つ
の
困
難
が
あ

る
。
既
に
7
箇
年
片
仮
名
に
よ
る
読
方
訓
練
を
経
、
読
む
こ
と
に
相
当
の
進
展

を
な
し
て
来
た
児
童
に
、
如
何
に
し
て
過
度
の
平
仮
名
の
数
的
制
限
を
保
ち
な

が
ら
へ
し
か
.
も
過
度
の
形
式
と
内
容
を
具
備
す
る
教
材
、
即
ち
文
章
を
与
へ
る

か
が
問
題
で
あ
る
。
」
と
書
き
出
し
て
'
「
こ
の
困
難
を
征
服
す
べ
き
唯
1
の

教
材
は
電
文
を
措
い
て
外
に
な
い
の
で
あ
る
O
」
と
言
い
切
り
,
そ
の
理
由
と

し
て
'
「
誠
文
は
形
に
於
て
簡
単
で
あ
り
短
小
で
あ
り
な
が
ら
、
内
容
的
含
蓄

を
有
す
る
0
殊
に
童
謡
は
'
同
じ
形
を
反
役
す
る
こ
と
に
依
っ
て
成
立
す
る
も

の
が
多
い
。
形
式
の
筒
短
と
反
復
と
は
、
新
字
の
提
出
を
過
度
に
制
限
す
る
と

共
に
'
学
習
的
印
象
を
深
か
ら
し
め
る
可
能
性
を
有
す
る
。
」
点
を
挙
げ
て
い

る
。
そ
し
て
へ
　
「
肇
こ
の
第
1
課
か
ら
第
四
課
ま
で
'
連
続
的
に
部
文
教
材
を

掲
げ
た
理
由
は
'
こ
れ
で
十
分
明
臆
に
な
っ
た
こ
と
と
思
ふ
.
」
と
述
べ
て
い

る
。そ

し
て
、
こ
う
し
た
措
置
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
'
「
旧
読
本
の
や
す

に
、
片
仮
名
の
文
章
を
掲
げ
な
が
ら
欄
外
の
平
仮
名
の
範
語
に
重
大
な
使
命
を

持
た
せ
て
、
教
材
の
目
的
を
分
裂
さ
せ
た
弊
や
、
唯
徒
に
文
字
を
注
入
し
よ
う

と
し
た
論
理
主
義
の
弊
か
ら
脱
却
し
得
た
の
で
あ
る
〇
_
」
と
、
新
読
本
に
対
す

る
自
信
の
ほ
ど
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
春
　
が
　
来
た
」
と
い
う
歌
謡
そ
の
も
の
に
つ
い
て
言
及
L
t

「
こ
の
詩
は
ど
形
式
的
完
全
を
有
す
る
も
の
は
恐
ら
-
他
に
多
く
の
類
例
を
見

な
い
で
あ
ら
う
。
」
と
言
い
、
「
音
京
・
伝
説
の
形
式
に
心
理
的
解
釈
が
可
能

で
あ
る
や
う
に
、
歌
謡
の
形
式
に
も
亦
そ
れ
が
可
能
で
あ
り
、
さ
う
し
て
そ
れ

が
実
は
詩
的
価
伯
を
も
決
定
す
る
所
似
な
の
で
あ
」
っ
て
'
「
要
す
る
に
歌
謡
の

幻
想
性
は
、
音
楽
の
そ
れ
と
同
じ
や
う
に
、
形
式
美
に
原
由
す
る
所
が
多
く
,

さ
う
し
て
此
の
詩
の
幻
想
性
が
'
か
な
り
児
柔
教
育
に
重
大
な
任
務
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
'
こ
の
「
要
説
」
に
お
い
て
、
「
楕
芸
者
の
立
場
か
ら
」
、
こ
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の
教
材
を
、
二
つ
の
教
育
的
機
能
に
も
と
づ
い
て
採
択
し
た
こ
と
を
説
明
し
て

い
る
の
で
あ
る
O
そ
れ
は
、
ま
ず
竺
に
、
平
仮
名
修
得
の
目
的
に
最
も
よ
く

か
な
っ
た
教
材
で
あ
る
こ
と
,
&
1
1
に
'
形
式
美
に
原
由
す
る
幻
想
性
が
教
育

上
重
大
な
任
務
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
二
面
で
あ
る
.
む
ろ
ん
'
大
目
的
は
'

竺
の
平
仮
名
修
得
上
の
機
能
で
あ
る
が
'
旧
読
本
の
よ
う
な
「
教
材
の
目
的

を
分
裂
さ
せ
た
弊
」
や
「
唯
徒
に
文
字
を
注
入
し
よ
う
と
し
た
論
理
主
義
の

弊
」
か
ら
の
「
脱
却
」
を
意
図
し
た
と
こ
ろ
に
、
生
活
性
・
心
刑
性
の
同
語
科

教
育
へ
の
導
入
の
意
欲
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
O

し
か
し
・
「
春
　
が
　
来
た
」
が
,
そ
の
内
容
と
し
、
て
児
預
の
珂
実
の
生
活

感
情
や
心
理
に
ア
ッ
ピ
ー
ル
す
る
か
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ

1
形
式
美
に
原
曲
す
る
」
「
此
の
詩
の
幻
想
性
」
に
教
育
的
価
値
を
求
め
よ
う

と
し
て
い
る
点
は
留
誓
・
J
e
な
-
て
は
な
る
ま
い
O
　
「
歌
謡
の
形
式
」
に
「
心

理
的
解
釈
が
可
能
で
あ
」
っ
て
,
そ
れ
が
「
詩
的
価
値
を
も
決
定
す
る
所
以
な

の
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
か
ら
、
こ
の
「
春
　
が
　
来
た
」
の
教
材
と
し
て
の

教
育
的
機
能
を
導
き
出
す
と
こ
ろ
は
、
「
児
弐
文
学
の
胎
生
」
を
黙
昭
と
す
る

「
サ
ク
一
三
蝣
>
3
本
」
の
性
格
と
し
て
は
当
然
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
標
梓
で

あ
る
生
活
主
義
も
限
界
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ

JOi
た
だ
、
「
文
字
を
柁
入
し
よ
う
と
し
た
論
烈
至
誠
の
弊
」
か
ら
脱
却
し
よ
う

と
し
て
、
言
語
的
械
能
(
た
だ
し
,
こ
こ
で
は
言
語
技
能
あ
る
い
は
言
語
能
力

の
機
能
に
関
す
る
考
察
は
ま
だ
な
-
・
言
語
要
素
的
機
能
だ
け
で
は
あ
る
が
。
)

と
と
も
に
価
楢
的
輿
悦
を
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
態
度
は
頂
項
だ
と
思
わ

れ
る
。こ

う
し
た
態
度
は
、
他
の
三
っ
の
教
材
の
場
合
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

「
二
　
な
は
と
び
」
1
(
大
岡
保
三
氏
執
筆
)
　
「
平
仮
名
を
指
導
す
る
目

的
を
も
布
し
て
ゐ
る
.
従
っ
て
,
一
、
内
群
が
簡
易
で
,
児
環
の
班
解
に
容
易

で
あ
る
こ
と
〇
二
、
表
現
に
繰
返
し
の
形
式
が
多
く
同
じ
文
字
を
反
覆
練

習
す
る
に
便
利
で
あ
る
こ
と
。
等
の
特
徴
を
具
へ
て
ゐ
る
。
」
と
あ
る
。
「

目
的
を
も
布
し
て
ゐ
る
。
」
と
い
う
「
平
仮
名
を
持
翌
-
目
的
」
よ
り
も
上

位
の
目
的
と
な
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
「
も
」
は
暗
示
し
て
い
る
。
そ

れ
に
つ
い
て
は
重
接
説
明
し
て
は
い
な
い
が
,
そ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
「
児
童

の
生
活
を
写
し
た
」
教
材
で
あ
っ
て
,
「
此
の
遊
戯
は
'
衛
生
的
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
,
段
々
高
-
な
る
と
こ
ろ
に
、
発
展
的
の
気
持
が
あ
る
」
と
言
っ
て

い
る
と
こ
ろ
な
ど
か
ら
も
、
生
活
性
に
機
能
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
の
で
あ
る
。

「
三
　
う
さ
ぎ
」
-
I
(
佐
野
保
太
郎
氏
執
讐
先
に
見
た
「
編
㌫
概
説
」

の
項
に
お
い
て
、
氏
は
、
平
仮
名
修
得
上
の
目
的
(
こ
れ
は
へ
望
一
の
「
鼓
も

大
き
な
役
目
」
で
あ
る
と
述
べ
て
あ
る
。
)
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
と
め

て
述
べ
て
い
る
の
で
,
こ
こ
で
は
再
び
そ
の
面
の
機
能
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い

な
い
。
解
釈
上
の
問
題
と
し
て
,
「
家
に
飼
っ
て
あ
る
白
兎
を
庭
へ
出
し
て
や

る
と
,
重
ん
で
飛
び
は
ね
る
と
い
ふ
志
味
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
」
り
、
そ
の
う

さ
ぎ
が
さ
し
桧
に
は
二
匹
描
い
て
あ
る
が
'
「
1
匹
と
見
る
の
が
北
。
通
で
は
な

い
か
と
思
ふ
。
」
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
い
る
。

「
p
q
　
と
び
」
1
(
外
務
蛇
姓
氏
聖
+
)
　
「
平
仮
名
新
字
を
授
け
る
こ
と

を
主
眼
と
し
て
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
鳶
の
舞
ふ
の
ど
か
な
春

の
情
趣
に
触
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
口
頭
に
述
べ
へ
末
尾
に

次
の
よ
う
に
述
べ
て
あ
る
。

「
木
課
は
,
叙
上
の
如
-
に
し
て
平
仮
名
新
字
の
教
授
を
主
眼
と
し
て
祭
載

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
取
炎
は
'
縫
っ
て
文
字
教
授
に
主
力
を
辞
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ぐ
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
文
字
だ
け
を
教

授
し
得
れ
ば
誹
止
る
べ
き
性
磐
の
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
,
表
現
内
容

の
正
当
確
実
な
理
解
に
導
入
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
,
勿
論
で
あ
る
。
ま
た

甑
文
と
し
て
の
特
殊
な
拍
導
を
必
要
と
す
る
こ
と
も
,
故
へ
て
述
べ
る
ま
で
も

な
い
で
あ
ろ
う
.
要
は
、
前
説
ま
で
と
同
桜
に
、
普
通
の
教
材
に
比
し
て
文
字

教
育
に
特
別
な
努
力
曇
慧
冒
れ
る
と
い
ふ
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
文
字
教
授

の
た
め
に
へ
同
語
的
・
文
学
的
指
導
を
怠
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
」

要
す
る
に
、
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
「
要
説
」
で
は
,
平
仮
名
指
導
の
目
的

∴
　
　
　
　
同
_
∴
.
、
　
　
′
.
_
∴
'
-
,
-
.
.
_
*
"
'
*
・

頚
祝
す
る
よ
う
に
と
い
う
給
食
的
な
取
り
扱
い
を
聖
硝
し
て
い
る
O
　
「
も
ち
ろ

ん
新
字
の
指
導
を
な
は
ざ
り
に
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
あ
ま
り
に
虫
初

か
ら
神
紹
過
敏
に
な
っ
て
、
児
」
岩
訂
訴
読
み
を
気
に
し
た
り
,
随
っ
て
文
字

の
言
を
栃
班
に
抽
象
応
用
化
す
る
こ
と
は
、
却
っ
て
児
重
の
心
意
を
萎
縮
さ

せ
ぬ
と
も
限
ら
な
い
。
要
は
教
材
を
迅
当
に
活
か
す
こ
と
で
あ
ら
う
O
」

(
翫
描
出
監
)
^
ロ
っ
て
+
=
る
よ
う
に
、
言
語
貰
だ
け
を
抽
象
し

て
、
児
宝
の
心
理
や
生
活
か
ら
遊
臥
し
た
学
習
指
導
に
お
ち
い
る
こ
と
を
的
宗

す
る
兆
本
的
な
舵
圧
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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I

 

'

J

 

l

　

　

　

　

　

　

　

　

'

-

ト

・
国
語
教
育
問
題
文
」
<
昭
2
6
v
所
収
)
1
2
ペ
O

(
2
)
　
輿
水
実
「
言
語
糞
胃
の
聖
人
」
　
(
河
出
書
け
「
現
代
教
科
教
育
講
座
2

・
言
語
拳
r
t
r
」
∧
間
3
>
所
収
)
1
0
ペ
。

(
3
)
　
西
脱
竺
「
望
m
教
育
の
歴
史
と
現
実
」
　
(
雑
誌
「
実
践
国
語
」
2
6
巻

7

　

　

　

　

　

　

　

6

智
l
p
臨
時
増
刊
∧
昭
4
0
v
)
3
2
ペ
。

(
^
蝣
X
w
)
　
井
上
鮎
「
誓
m
教
育
の
回
顧
と
崇
千
読
本
編
修
三
十
年
-
」

(
前
抱
(
-
)
の
む
所
収
)
6
0
ペ
。

(
6
)
　
同
右
蔓
-
H
I
M
パ
。

(
7
)
　
仲
新
「
教
科
ぎ
　
(
文
部
時
報
第
二
U
二
二
号
・
「
日
本
の
教
育
9

年
」
∧
昭
3
7
v
所
収
　
　
　
ペ
。

(
8
)
　
前
掲
(
-
)
と
同
じ
。
1
2
ペ
。

(
o
)
(
-
)
(
3
)
　
前
掲
(
4
)
と
同
じ
。
五
九
・
六
〇
ペ
。

∩
付
記
〕
　
本
稿
は
未
完
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
は
,
別
の
機
会
を
得
て
続
け
る

こ
と
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
(
昭
和
四
二
二
ハ
・
二
五
)

(
愛
媛
大
学
教
育
学
部
講
師
)
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