
雅
文
指
導
に
お
け
る
加
筆
・
批
評
作
業
の
構
造

-
　
評
価
活
動
　
の
　
1
　
類
型
と
　
し
て

高

　

　

森

明

一
　
は
じ
め
に

ヽ

　

ヽ

作
文
指
導
に
お
け
る
評
価
の
段
階
は
'
評
価
活
動
の
段
階
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
る
。
そ
う
と
ら
え
る
と
評
価
は
、
教
師
ひ
と
り
が
、
提
出
さ
せ
た
作
文
に
つ

い
て
'
・
添
削
へ
批
評
へ
採
点
を
行
な
い
、
返
却
し
て
や
る
こ
と
を
い
う
の
で
な

く
し
て
'
こ
ど
も
た
ち
自
身
が
書
き
上
げ
た
作
文
に
と
り
組
ん
で
学
ぶ
活
動
を

行
な
う
過
程
を
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
吉
か
れ
た
自
分
や
他
人

の
作
文
を
点
検
し
た
り
'
添
削
し
た
り
、
批
評
し
た
り
す
る
活
動
を
と
お
し

て
、
こ
ど
も
た
ち
が
言
語
怒
請
を
深
化
さ
せ
へ
表
現
技
能
を
確
か
な
も
の
に
す

る
過
程
を
さ
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
評
価
活
動
の
体
系
の
な
か
で
、
中
核
に
位
置
す
る
の
は
点
検
作

業
で
あ
る
。
点
検
か
ら
始
ま
り
、
一
つ
は
加
筆
作
業
へ
'
他
の
1
つ
は
批
評
作

栗
へ
と
分
れ
る
。
あ
る
い
は
加
筆
作
業
を
経
て
批
評
作
業
へ
と
進
む
展
間
も
あ

り
う
る
。
作
業
は
、
む
ろ
ん
生
徒
中
心
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
い
ま
、
こ
れ

を
図
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
体
系
の
う
ち
'
上
郡
の
三
つ
の
作
業
は
、
独
自
の
授
業
形
態
を
揃
え
う

る
内
容
を
も
っ
て
い
る
.
そ
の
た
め
に
授
業
尿
間
の
方
法
に
関
す
る
問
題
が
、

加

作
文
の
点
検
(
　
↑

E
S
I

筆
(

評
(

推
　
考

添
　
削
＼
/

.
-
/
　
　
<
-

批
　
評

/
 
3
.
公
間
1
桁
足
作
業
日
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も
っ
と
も
期
待
さ
れ
る
追
究
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
す
で
に
今
日
ま
で
に
「
推

考
指
導
」
　
「
鑑
賞
批
評
の
指
導
」
あ
る
い
は
「
作
文
の
処
理
法
」
と
い
う
こ
と

で
、
考
察
は
ほ
と
ん
ど
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
、
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
こ
こ
で
は
'
そ
の
よ
う
な
方
法
上
の
共
通
の
資
産
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

ら
を
重
ね
て
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
ら
が
位
琵
す
べ
き
場
を
明

ら
か
に
し
、
評
価
活
動
の
棉
抗
体
を
杭
築
す
る
こ
と
を
予
定
し
た
い
.

二
へ
-
:
'
'
i
-
作
-
-
蝣
-
.
'
-
C
m
込

の
　
領
域
・
形
態
・
方
法

加
筆
作
業
は
、
清
朝
主
体
を
中
心
に
し
て
二
つ
の
領
域
に
分
け
ら
れ
る
0
　
1

つ
は
書
き
手
自
身
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
推
考
で
あ
り
'
他
の
1
つ
は
書
き
手



以
外
の
者
が
参
加
し
て
行
な
わ
れ
る
添
削
で
あ
る
。
後
者
の
ば
あ
い
を
、
相
互

推
考
、
共
同
推
考
あ
る
い
は
集
団
推
考
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
推
考
の

概
念
を
広
い
意
味
に
拡
大
す
る
の
は
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の

は
、
推
考
に
つ
い
て
は
「
書
き
な
が
ら
の
推
考
」
と
い
う
よ
う
な
使
い
方
も
あ

っ
て
'
や
や
も
す
れ
ば
そ
の
意
味
を
あ
い
ま
い
化
す
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
教
育
に
あ
っ
て
も
技
術
的
な
操
作
の
便
利
の
た
め
に
は
概
念
を
放
密
に
限

定
し
て
お
く
必
更
が
あ
る
O
こ
こ
で
は
鵬
考
は
つ
ね
に
自
己
椛
考
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
同
時
に
添
削
の
ば
あ
い
は
、
つ
ね
に
仙
人
に
よ
っ
て

行
な
わ
れ
る
行
為
と
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
添
削
は
、
推
考
と
ち
が
っ
て
、
参

加
す
る
者
に
つ
い
て
の
規
制
は
な
い
。
た
と
え
ば
書
き
手
が
は
い
っ
て
も
か
ま

わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
作
業
の
形
態
と
し
て
は
'
①
自
己
推
考
①
添
削
㊥
自
己

推
考
と
添
削
と
の
続
き
作
業
と
い
う
三
つ
の
形
態
が
予
想
さ
れ
る
.
ま
た
作
業

の
方
法
と
し
て
も
次
の
よ
う
な
三
つ
に
分
れ
る
線
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
す
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
は
、
点
桧
作
業
の
三
つ
の
方
法
と
対
比
さ
れ
る
考
え
方
か
ら
出

て
く
る
。
す
な
わ
ち
、

点
A
t
,
'
作
琶

屈
匹
E
S
E
5
S

し
か
し
点
検
作
業
内
に
お
い
て
'
自
己
点
検
1
自
己
推
考
1
相
互
・
集
団
点
検

と
、
点
検
を
く
り
か
え
し
て
行
な
う
ば
あ
い
も
あ
っ
て
'
自
己
点
検
と
自
己
推

考
と
の
密
着
し
た
関
係
を
知
る
の
で
あ
る
o
こ
こ
で
集
団
添
削
1
自
己
推
考
の

よ
う
な
展
間
の
例
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
0

濫
　
蘭
G
O
i
E
S

作
文
指
導
の
過
程
の
な
か
で
推
考
の
授
業
は
'
ど
う
し
て
行
な
わ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
か
。
さ
ら
に
推
考
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
な
ど
に
つ
い
て
は
、

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
ま
ず
『
生
活
綴
方
事
典
』
で
は
「
推
考
」
に
つ
い

て
「
書
い
た
文
章
に
つ
い
て
へ
字
句
を
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
て
繰
る
こ
と
し
　
「
書

こ
う
と
し
た
こ
と
と
、
文
北
=
l
に
表
現
さ
れ
た
こ
と
と
の
関
係
を
考
え
て
、
文
翠

の
字
句
を
練
り
な
お
す
こ
と
」
　
(
以
上
今
井
誉
次
郎
氏
)
　
と
か
、
「
添
削
'
つ

ま
り
文
章
や
語
を
繰
っ
て
よ
く
す
る
こ
と
」
　
(
渡
辺
政
太
郎
氏
)
と
記
さ
れ
て

い
る
。こ

れ
に
対
し
て
『
枚
材
・
記
述
・
抑
考
』
　
(
同
語
指
導
の
技
能
5
、
封
洋
館

出
版
社
)
　
で
は
'
「
現
在
で
は
、
こ
と
ば
だ
け
で
な
く
へ
文
句
や
句
読
点
、
さ

ら
に
文
の
つ
く
り
か
え
へ
文
と
文
と
の
つ
な
が
り
、
段
落
の
ま
と
め
へ
文
章
の

構
成
な
ど
文
章
全
休
に
つ
い
て
、
意
図
し
た
よ
う
に
正
し
く
じ
ょ
う
ず
に
書
き

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

あ
ら
わ
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
し
ら
べ
て
作
晶
を
み
が
さ
あ
げ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
.
」
　
(
江
頭
太
郎
氏
)
　
と
記
さ
れ
て
い
る
O

こ
れ
ら
の
説
明
の
う
ち
'
前
者
は
推
考
を
狭
意
に
解
し
'
後
者
は
広
意
に
解

し
て
い
る
。
ま
た
前
者
は
よ
り
教
授
理
論
的
に
見
、
後
者
は
よ
り
文
章
理
論
的

に
見
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
い
え

る
か
と
い
え
ば
、
文
章
表
現
法
の
理
論
で
は
推
考
の
仕
事
を
ど
の
よ
う
に
広
く

見
る
の
も
自
由
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
教
授
理
論
の
立
場
で
は
、
こ
ど
も
の
発

達
に
応
じ
て
ど
こ
ま
で
指
導
し
う
る
か
、
ま
た
そ
れ
が
何
の
役
に
た
つ
か
と
い

う
視
点
か
ら
'
し
ぜ
ん
に
指
導
可
能
な
、
か
つ
有
効
な
箔
閲
が
限
定
さ
れ
て
き

て
、
推
考
の
仕
事
を
自
由
に
広
げ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
作

文
指
導
の
立
場
は
、
む
ろ
ん
教
授
理
論
的
に
見
る
立
場
で
あ
り
'
し
た
が
っ
て

江
頭
太
郎
氏
の
定
義
よ
り
も
『
生
活
綴
方
事
典
』
の
定
義
が
有
用
で
あ
る
O
江

預
太
郎
氏
に
お
け
る
よ
う
な
、
女
の
つ
く
り
か
え
か
ら
'
文
と
文
の
つ
な
が

り
、
段
落
の
ま
と
め
、
文
章
の
構
成
な
ど
に
つ
い
て
煎
す
こ
と
は
'
十
二
'
三

才
以
下
の
こ
ど
も
に
要
求
す
る
に
は
、
む
ず
か
し
過
ぎ
る
内
容
で
あ
り
'
ま
た
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そ
れ
以
上
の
こ
ど
も
に
要
求
す
る
と
し
て
も
同
時
に
多
く
を
期
待
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
当
然
'
推
考
事
項
の
分
析
と
そ
の
難
易
と
が
考
位
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

推
考
事
項
の
分
析
は
文
章
理
論
的
に
行
な
わ
れ
る
が
へ
そ
の
難
易
の
決
定
は

全
く
教
授
理
論
上
の
問
題
で
あ
る
o
　
『
作
文
指
導
過
程
Ⅲ
』
　
(
新
光
閣
書
店

刊
)
　
で
は
、
推
考
の
作
業
化
と
い
う
こ
と
で
、
①
け
ず
り
と
り
作
業
へ
⑧
つ
け

く
わ
え
作
業
'
③
配
置
が
え
作
業
の
三
つ
の
作
業
を
示
し
へ
ま
た
別
に
推
考
を

「
ふ
く
ら
ま
す
」
　
「
変
え
る
」
　
「
削
る
」
の
三
つ
の
活
動
と
し
て
詩
で
は
こ
の

順
に
む
ず
か
し
い
と
い
う
発
言
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
推
考
作
業
の
難

易
に
つ
い
て
の
示
唆
で
あ
る
が
'
こ
の
難
易
も
'
推
考
轟
項
の
難
易
と
表
裏
し

て
と
り
あ
げ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
.
1
度
読
み
か
え
し
た
だ
け
で
発
見
で

き
る
よ
う
な
形
式
面
の
欠
点
-
-
誤
字
、
脱
字
、
く
り
か
え
し
'
文
法
の
ま
ち

が
い
、
句
読
点
や
用
語
法
の
不
正
確
な
ど
は
'
そ
れ
を
訂
正
す
る
　
(
変
え
た

り
'
削
っ
た
り
す
る
)
　
の
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
訂
正
で
な
く
へ

段
落
の
ま
と
ま
り
、
文
章
の
構
成
な
ど
を
検
討
し
て
、
い
わ
ば
構
成
し
直
し
た

り
新
し
く
書
き
加
え
た
り
す
る
こ
と
は
'
素
材
や
意
図
の
限
界
に
も
関
係
し
て

お
り
へ
単
に
変
え
た
り
削
っ
た
り
す
る
作
業
の
難
易
と
し
て
の
み
と
ら
え
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
o
そ
れ
ら
が
で
き
る
の
は
、
推
考
の
さ
い
、
自
分
は
ど
う
い

う
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
た
の
か
を
、
は
っ
き
り
と
把
持
し
う
る
学
年
に

至
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
o
表
現
意
E
E
の
意
識
も
ぼ
く
然
と
し
て
い
る
よ

う
な
段
階
で
は
、
自
分
の
文
章
に
お
け
る
不
足
し
た
点
を
見
つ
け
る
、
豊
か
に

古
く
と
い
う
こ
と
が
、
も
っ
と
も
因
難
な
作
業
と
な
る
。
し
か
も
表
現
意
図
の

意
識
は
'
1
定
の
年
令
段
階
に
至
る
と
'
ど
の
よ
う
な
作
文
で
も
す
べ
て
の
者

が
明
際
に
把
持
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
.
そ
の
意
味
で
は
'
不
足

し
て
い
る
点
を
見
つ
け
て
豊
か
に
古
く
と
い
う
こ
と
は
'
つ
ね
に
推
考
の
も
っ

と
も
間
l
i
r
j
l
'
ハ
*
」
?
:
P
!
と
い
　
、
K
対
に
早
.
 
:
・
た
章
"
・
-
-
.
 
'
-
T
V
た
f
i
'
S
'
V
r
J
的
返
し
て
f
J
を

し
め
る
と
い
う
こ
と
は
比
較
的
容
易
な
郡
項
と
考
え
ら
れ
る
。
(
わ
た
し
た
ち

は
'
短
か
く
技
巧
的
で
'
い
わ
ば
き
び
き
び
し
て
い
る
文
を
よ
い
文
と
し
、
長

い
文
を
と
か
く
だ
ら
だ
ら
し
て
い
て
読
み
づ
ら
く
、
悪
文
だ
と
考
え
が
ち
で
あ

る
が
、
そ
の
さ
い
文
章
専
門
家
の
立
場
で
読
む
エ
ネ
ル
ギ
I
節
約
と
い
う
こ
と

を
第
一
に
し
、
誘
き
手
の
表
現
力
の
養
成
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
が
ち
で
あ
る
こ

と
を
反
省
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
)

間
　
添
削

自
分
の
肯
い
た
文
章
を
み
ず
か
ら
読
み
返
し
'
推
考
す
る
と
い
う
仕
事
は
明

ら
か
に
限
界
を
も
っ
て
い
る
。
自
分
の
古
い
た
文
章
の
-
ズ
ム
や
活
気
'
こ
と

ば
使
い
や
文
体
な
ど
に
ひ
そ
ん
で
い
る
個
性
な
ど
に
つ
い
て
自
覚
で
き
な
い
は

ず
で
あ
る
O
そ
う
い
う
自
分
の
文
を
改
善
し
ょ
う
と
し
て
も
、
改
善
す
べ
き
点

の
発
見
と
新
旧
両
表
硯
の
判
定
は
公
正
に
は
で
き
な
い
。
何
か
の
先
入
主
、
印

象
な
ど
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
よ
い
表
現
を
削
り
'
と

る
に
た
ら
ぬ
表
現
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
と
も
か
ぎ
ら
な
い
。

自
分
の
文
苛
に
つ
い
て
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
む
ず
か
し
い
と

考
え
ら
れ
る
.
こ
の
こ
と
を
考
慮
せ
ず
に
抑
考
を
こ
ど
も
た
ち
に
課
す
こ
と
は

で
き
な
い
。

し
か
し
1
万
で
は
'
国
語
教
育
の
仕
事
の
な
か
に
、
よ
い
文
章
の
特
色
、
成
功

し
た
文
失
敗
し
た
文
な
ど
の
判
断
の
感
覚
を
養
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の

た
め
に
は
推
考
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
表
現
さ
れ
た
も
の
を
各
種
の
角
度

か
ら
吟
味
し
へ
　
そ
の
感
覚
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
は
か
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
'
第
三
者
の
参
加
に
よ
る
文
章
の
添
削
が
、
有
用
性
を
も
っ
て
-
る
。

添
加
は
'
さ
き
に
も
導
へ
た
よ
う
に
仙
人
が
は
い
つ
て
行
な
わ
れ
る
文
茄
の
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推
考
で
あ
る
が
、
推
考
を
自
己
推
考
に
か
ぎ
っ
て
、
文
輩
へ
の
個
性
の
投
杉
を

生
か
し
'
表
現
意
図
を
熟
考
し
深
化
す
る
再
度
の
機
会
と
す
る
と
き
、
他
人
が

は
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
そ
の
よ
う
な
推
考
の
意
味
が
変
る
の
で
'
区
別
す
る

た
め
に
'
そ
れ
を
添
削
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
相
互
推
考
」
　
「
共

同
推
考
」
と
い
う
言
い
方
を
と
ら
な
い
の
は
、
仙
人
が
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
'
文
章
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
よ
り
も
、
表
現
の
吟
味
研
究
と
い
う
性
質
が

生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
添
削
の
仕
事
は
、
文
章
意
識
、
文
章
判
断

の
感
覚
、
改
良
の
要
点
な
ど
を
養
な
い
、
ま
た
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
い
と

し
て
い
る
。

こ
の
添
削
が
'
書
い
て
か
ら
時
間
を
経
た
作
文
の
困
難
な
事
項
の
推
考
な

ど
'
推
考
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
作
業
に
か
わ
る
場
合
は
'
添
削
の
み
が
ふ
さ
わ

し
い
作
業
と
し
て
の
位
置
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
添
削
の
さ
い
、
と
く
に
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
茄
本
的
な
問
題

は
、
添
削
が
と
も
す
れ
ば
表
現
の
正
確
さ
の
追
究
に
な
り
.
欠
点
の
指
摘
に
終
わ

る
こ
と
と
な
っ
て
、
か
え
っ
て
書
き
手
の
気
力
を
く
じ
き
、
作
文
力
を
高
め
る

た
め
の
促
進
力
と
は
逆
の
は
た
ら
き
を
す
る
安
閑
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
書
き
手
に
、
正
確
さ
の
み
を
意
識
さ
せ
た
ば
あ
い
、
当
然
作
文
に
豊
か
さ

が
失
わ
れ
て
'
活
気
や
伸
び
や
か
さ
の
な
い
'
萎
縮
し
た
表
現
が
あ
ら
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
'
作
文
指
導
の
本
質
的
立
場
に
た
ち
か
え
っ
て
把
握

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
、
作
文
指
導
の
ね
ら
い
は
'
「
正
確
に
書
か
せ
る
こ
と
か
、
豊
か
に

書
か
せ
る
こ
と
か
.
」
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
常
識

的
に
は
、
こ
れ
は
択
1
的
な
問
題
で
は
な
く
へ
盟
か
に
し
か
も
正
し
く
か
か
せ
.

な
-
て
は
な
ら
な
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
言
い
方
は
問
題

を
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
豊
か
に
書
く
力
は
、
豊
か
に
苗

か
せ
な
-
て
は
な
ら
な
い
の
に
対
し
て
'
正
し
く
書
く
力
は
必
ず
し
も
空
か
に

台
か
せ
る
必
要
は
な
く
、
短
文
練
習
で
も
十
分
に
力
が
つ
く
か
ら
で
、
ふ
つ
う

正
し
-
書
く
力
を
も
っ
て
作
文
力
と
考
え
、
短
文
繰
習
を
く
り
返
し
'
そ
れ
を

「
短
作
文
」
と
言
っ
て
、
作
文
指
導
の
な
か
に
い
れ
て
い
る
現
実
を
見
る
べ
き

で
あ
る
.
こ
れ
で
は
'
熊
山
か
に
轟
く
力
は
育
た
な
い
。
そ
こ
で
へ
豊
か
に
普
く

こ
と
を
第
1
と
し
て
へ
　
そ
の
過
程
に
お
い
ゼ
正
し
く
書
く
よ
う
に
さ
せ
る
と
い

う
考
え
方
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
'
正
確
さ
よ
り
も
豊

か
さ
を
重
視
す
る
立
場
に
立
つ
こ
と
に
な
る
.
P
・
ガ
レ
I
の
こ
と
ば
に
よ
れ

ば
'
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
ま
ず
一
般
の
目
標
は
、
生
徒
た
ち
を
し
て

書
か
せ
る
、
豊
か
に
書
か
せ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
　
「
そ

し
て
た
と
え
生
徒
た
ち
が
多
く
の
誤
り
を
犯
す
と
し
て
も
'
そ
れ
は
あ
た
り
ま

え
で
、
心
配
は
い
ら
な
い
.
そ
う
い
う
こ
ど
も
ら
し
い
誤
り
の
多
く
は
持
続
し

な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
'
生
徒
は
そ
の
道
只
を
使
う
力
を
し
だ
い
に
身

に
つ
け
る
に
つ
れ
て
'
作
文
の
習
慣
　
-
　
綴
字
'
句
読
法
へ
　
読
み
易
さ
　
-

を
,
学
校
に
よ
い
水
準
が
つ
ね
に
備
わ
っ
て
い
る
か
ぎ
り
学
ぶ
で
あ
ケ
う
か

ら
。
」
さ
ら
に
、
「
・
-
=
正
確
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
に
不
可
欠
の
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
正
確
さ
を
主
要
目
標
に
す
る
こ
と
や
'
そ
れ
を
生
徒
た
ち

を
む
ち
打
つ
む
ち
に
か
え
る
こ
と
は
、
書
き
手
の
努
力
を
挫
折
さ
せ
、
積
極
的
で

自
発
的
な
参
加
に
背
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
鋭
い
決

誼
と
刑
ハ
味
の
み
が
『
よ
い
』
文
章
を
作
り
出
す
の
に
必
要
な
細
部
を
す
ば
や
く

認
め
r
u
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
き
わ
め
て
重
大
な
の
で
あ
る
O
」
(
2
)

豊
か
に
書
か
せ
て
い
け
ば
、
作
文
の
言
語
的
習
慣
は
、
学
校
に
よ
い
水
準
が

そ
な
わ
っ
て
い
る
か
ぎ
り
み
ず
か
ら
学
ん
で
い
く
い
う
考
え
方
は
、
作
文
指
導

に
お
け
る
言
語
学
封
の
楽
観
説
で
あ
る
'
(
"
)
母
国
語
の
学
習
は
、
こ
の
考
え
方

に
立
つ
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
自
発
性
や
興
味
を
重
視
し
生
活
で
の
練
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官
を
前
提
と
す
れ
ば
、
国
語
の
学
習
は
全
く
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
生
活
で
の
活
用
と
、
学
校
に
お
け
る
授
業
で
の
学
習
を
比
べ
て
み
て

も
'
同
語
に
つ
い
て
は
授
業
に
お
い
て
何
ほ
ど
の
こ
と
も
な
し
え
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
考
え
方
に
立
つ
ば
あ
い
、
集
団
的
な
点
検
、
添
削
、
.
批
評
な
ど
に
は

ひ
か
え
め
な
態
度
が
求
め
ら
れ
る
。
豊
か
に
か
く
た
め
の
自
発
性
や
輿
味
が
そ

こ
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
十
分
に
注
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
.

<
教
師
に
よ
る
拓
削
　
-
　
示
唆
∨
　
以
上
述
べ
た
推
考
と
添
削
は
軍
き
手
な

い
し
他
の
生
徒
を
加
え
た
生
徒
中
心
の
活
動
で
あ
っ
た
が
へ
こ
の
活
動
に
教
師

が
加
わ
る
ば
あ
い
に
つ
い
て
、
付
加
的
に
述
べ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

も
し
評
柏
が
教
師
だ
け
の
仕
事
に
終
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
評
価
活
動
と
い
う
こ

.
と
は
で
き
な
い
。
評
価
活
動
と
よ
ば
れ
る
た
め
に
は
生
徒
が
参
加
し
う
る
形
が

必
要
で
あ
る
。
添
削
の
ば
あ
い
で
は
、
誤
り
の
場
所
へ
文
と
文
の
つ
な
が
り
の

乱
れ
な
ど
を
不
唆
す
る
に
と
ど
め
て
お
け
ば
、
生
徒
た
ち
は
、
そ
れ
に
も
と
づ

い
て
活
動
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
0
教
師
に
よ
る
添
削
は
、
そ
の
よ
う
に

示
唆
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

教
師
中
心
的
な
評
価
の
欠
点
は
、
そ
れ
が
多
大
の
労
力
を
要
す
る
こ
と
、
技

術
主
義
や
主
観
の
お
し
っ
け
に
お
ち
い
り
や
す
い
こ
と
へ
指
導
意
識
の
過
剰
へ

表
現
心
理
の
軽
視
な
ど
で
あ
る
が
'
　
体
的
に
は
、
読
み
返
し
た
だ
け
で
発
見

で
き
る
よ
う
な
不
抜
意
の
誤
り
に
ま
で
手
を
下
し
た
り
'
相
互
点
検
で
判
明
し

う
る
文
体
の
混
乱
'
首
尾
一
貫
性
の
欠
如
な
ど
を
大
げ
さ
に
と
り
上
げ
た
り
'

さ
ら
に
集
間
添
削
で
作
者
に
琴
言
さ
せ
れ
ば
よ
い
よ
う
な
特
殊
な
考
え
方
に
つ

い
て
無
和
解
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
オ
-
ジ
ナ
ル
な
考
え
方
感
じ
方

を
尊
克
し
な
が
ら
、
そ
の
変
化
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
'
教
師
は
、
添
削
し

す
ぎ
な
い
こ
と
、
示
唆
に
と
ど
め
て
生
徒
た
ち
の
反
応
に
ま
つ
こ
と
な
ど
が
大

切
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
l
る
。

三
、
批
評
作
業
の
構
造

‖
　
領
域
・
形
舵
∵
方
法

批
評
作
業
も
加
筆
作
業
と
同
様
に
二
つ
の
領
域
に
分
け
ら
れ
る
.
書
き
手
が

自
分
の
作
文
に
つ
い
て
行
な
う
自
己
批
評
評
と
し
て
の
反
省
と
'
他
の
も
の
が

加
わ
っ
て
行
な
う
相
互
的
仰
ポ
E
j
的
批
評
と
で
あ
る
.
そ
し
て
評
価
活
動
に
お
け

る
そ
の
位
帯
は
、
点
頼
作
拳
の
る
い
心
加
筆
作
業
か
ら
続
い
て
行
な
わ
れ
る
授

業
と
し
て
の
活
動
の
没
後
に
あ
る
。
批
評
作
業
の
形
態
と
し
て
は
、
し
た
が
っ

て
、
①
反
省
、
②
批
評
、
⑤
批
評
を
受
け
て
反
省
を
書
く
(
謂
す
)
へ
の
三
つ

が
考
え
ら
れ
る
.
ま
た
、
そ
の
方
法
は
'
次
の
よ
う
な
組
凹
に
よ
っ
て
あ
ら
わ

す
こ
と
が
で
き
る
。

㈲
自
己
推
考
I
l
反
省

/

脚
点
　
枚
-
1
批
評
-
1
反
省

こ
の
う
ち
'
軸
の
自
己
推
考
よ
り
反
省
に
甫
結
す
る
組
は
作
文
を
自
分
だ
け
で

処
理
し
て
、
た
と
え
ば
文
集
化
す
る
よ
う
な
ば
あ
い
で
あ
り
、
ま
た
中
間
に
批

評
が
は
い
る
綾
は
推
考
の
後
仙
人
の
手
に
ゆ
だ
ね
る
ば
あ
い
で
あ
る
。
湖
の
方

は
推
考
を
経
な
い
処
理
で
'
点
検
1
添
削
1
批
評
の
よ
う
に
、
添
削
が
中
間
に

行
な
わ
れ
る
ば
あ
い
も
あ
り
う
る
.
し
か
し
ふ
つ
う
は
批
評
作
業
に
禿
点
が
お

か
れ
る
の
で
、
他
の
こ
ま
か
な
処
理
は
は
ぶ
か
れ
る
o
も
ち
ろ
ん
授
業
構
造
を

複
雑
化
す
れ
ば
'
多
く
の
方
法
が
可
能
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
作
文
指
導
に
お
け
る
評
価

活
動
と
し
て
の
批
評
作
業
の
授
業
と
、
鑑
斑
批
評
と
し
て
の
授
業
と
の
違
い
に

つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
違
い
を
〓
l
己
で
い
え
ば
、
自
分
た
ち
の
作
文
を
と
り
あ

げ
て
批
評
す
る
か
ど
う
か
に
あ
る
。
原
則
と
し
て
批
評
作
業
は
自
作
な
い
し
仲

間
の
作
の
文
輩
を
と
り
扱
い
へ
鑑
i
E
批
評
の
方
は
既
成
の
教
材
的
な
文
葦
を
取

54



り
扱
う
0
そ
し
て
鑑
光
批
評
は
'
作
文
の
た
め
の
導
入
的
な
意
味
を
も
っ
た
読

解
授
業
方
式
で
行
な
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
生
活
綴
方
に
お
い
て
'
も
の
の
見

方
、
考
え
方
の
指
導
と
し
て
生
活
綴
方
の
古
典
と
み
ら
れ
て
い
る
作
文
例
を
と

り
あ
げ
て
理
解
さ
せ
る
授
業
を
行
な
う
の
が
'
こ
れ
で
あ
る
.
こ
の
授
業
は
'

批
評
作
業
の
授
業
と
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
　
N
O

は
　
自
己
反
省

評
価
の
終
局
は
自
己
反
省
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
教
育
的
評
価
と
し
て
の
自

己
評
価
'
あ
る
い
は
自
己
評
価
と
し
て
の
反
省
が
も
っ
て
い
る
窓
味
に
つ
い
て

考
え
る
に
は
、
逆
に
指
導
を
前
提
と
し
な
い
学
力
の
検
査
'
格
づ
け
が
へ
こ
ど

も
の
力
の
改
善
に
は
少
し
も
役
だ
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
十

分
で
あ
る
O
教
育
的
に
み
れ
ば
'
学
力
の
検
査
よ
り
も
態
度
の
診
断
の
方
が
有

意
義
で
あ
る
の
は
'
学
力
よ
り
も
自
発
的
態
皮
い
か
ん
に
よ
っ
て
人
間
の
発
辻

が
左
右
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
自
発
的
態
度
を
挙
っ
よ
う

に
指
導
す
る
の
が
方
法
の
眼
目
で
あ
る
が
、
そ
.
の
た
め
に
は
作
文
指
導
に
お
い

て
も
古
-
力
よ
り
も
古
く
こ
と
の
黄
び
'
自
信
'
責
任
感
を
育
て
る
よ
う
に
努

め
る
必
要
が
あ
る
。

じ
っ
さ
い
作
文
評
価
と
い
う
こ
と
で
'
連
続
的
な
指
導
の
途
中
で
こ
ど
も
た

ち
が
ど
の
て
い
ど
力
を
つ
け
た
か
検
査
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ

る
.
か
わ
っ
て
で
き
る
こ
と
は
、
措
辞
者
を
ふ
く
め
て
古
き
手
自
身
に
お
け
る

進
歩
感
の
自
覚
で
あ
り
'
増
加
し
た
充
n
/
感
の
自
覚
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
批
評

作
業
に
お
い
て
自
己
反
省
を
契
機
と
し
て
味
わ
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

反
省
は
話
す
ば
あ
い
と
召
-
ば
あ
い
と
が
あ
る
。
自
分
の
作
文
に
反
省
を
つ

け
た
す
方
法
は
'
そ
れ
だ
け
を
独
自
に
授
荒
と
し
て
行
な
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
く
'
推
考
や
批
評
に
つ
け
加
え
ら
れ
る
形
を
と
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
ま

ず
話
す
こ
と
に
よ
る
反
省
は
、
そ
の
機
会
を
評
価
活
動
全
体
の
な
か
で
、
い
つ

求
め
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
多
く
は
、
熊
田
的
添
削
な
い
し
批
評
作
業
の

な
か
で
、
作
者
の
意
見
を
述
べ
る
と
い
う
形
で
行
な
わ
れ
る
。
作
者
は
文
章
に

即
し
な
が
ら
'
表
現
の
設
図
を
内
省
し
て
'
表
現
が
満
足
す
べ
き
も
の
に
な
っ

た
か
'
諮
き
た
り
な
い
点
は
ど
こ
か
へ
ま
た
そ
の
理
由
は
な
に
か
、
も
っ
と
追

求
し
て
み
た
い
と
こ
ろ
は
ど
こ
か
な
ど
を
述
べ
る
0
あ
る
い
は
質
問
さ
れ
て
答

え
る
。
評
価
の
原
理
と
し
て
「
生
徒
た
ち
が
自
分
の
作
文
の
最
後
の
審
判
を
す

べ
き
で
あ
る
O
」
と
い
う
の
も
、
書
き
手
自
身
が
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
へ
書
き
手
に
反
省
の
機
会
を
与
え
な
く
て

は
な
ら
な
い
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

間
　
相
互
的
集
団
的
批
評

7
般
に
相
互
的
共
同
的
推
考
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
に
は
、
推
考
と

い
い
な
が
ら
も
点
検
と
批
評
の
作
業
を
も
か
ね
て
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
作
業
を
区
別
し
て
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
ま
批

評
作
業
を
と
り
あ
げ
る
の
に
生
活
搾
方
運
動
が
開
拓
し
て
き
た
考
え
方
を
参
考

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
o
そ
の
1
つ
に
批
評
の
正
視
が
あ
る
.
批
評
を
授
業
と

し
て
独
立
さ
せ
'
推
考
の
授
業
以
上
に
充
実
し
た
内
容
を
用
意
し
た
の
で
あ

る
。し

か
し
、
作
文
指
導
に
お
け
る
評
価
活
動
と
し
て
の
批
評
に
は
、
文
芸
批
評

的
意
味
の
批
評
や
、
さ
ら
に
解
説
的
、
鑑
茄
的
な
批
評
な
ど
'
1
さ
い
の
作
品

と
読
者
と
を
媒
介
す
る
よ
う
な
中
間
的
批
評
は
必
婁
で
は
な
い
.
ま
た
い
う
ま

で
も
な
く
'
き
め
つ
け
た
り
、
お
と
し
入
れ
た
り
、
欠
点
を
「
零
細
的
に
」
え

ぐ
り
出
し
た
り
す
る
よ
う
な
批
評
も
、
教
育
的
批
評
と
無
関
係
な
も
の
で
あ

i
f評

価
活
動
と
し
て
の
批
評
は
'
ど
う
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
考
え
る
と

す
れ
ば
'
そ
れ
は
仙
人
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
自
己
反
省
的
な
相
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神
に
立
つ
批
評
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

・
す
な
わ
ち
仙
人
の
作
文
に
E
i
'
論
を
立
て
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
な
い
、
た
が
い
に

気
持
ち
を
班
解
し
合
っ
た
り
'
さ
ら
に
深
く
究
明
し
て
い
-
よ
う
に
は
げ
ま
し

合
っ
た
り
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
批
評
の
作
業
を
設
定
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
こ
れ
ら
が
と
く
に
重
視
さ
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
作
文
が
公
開

的
に
と
り
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
多
様
な
こ
ど
も
た
ち
を
指
導
す
る
と
い

う
こ
と
の
二
つ
の
条
件
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
『
生
活
綴
方
郊
典
』
で
'
「
共
同

批
正
で
は
'
あ
く
ま
で
も
お
互
の
長
所
を
認
め
合
い
、
は
め
合
っ
て
、
,
泥
か
い

は
げ
ま
し
で
、
友
だ
ち
同
士
指
導
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
導
者
は
共

同
批
正
の
場
に
即
し
て
'
作
者
・
提
示
老
同
士
に
悲
哀
意
識
を
与
え
ぬ
よ
う
へ

こ
ま
や
か
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
」
　
(
赤
沢
故
雄
氏
)
と
い
わ
れ
て
い
る
の

も
、
評
価
活
動
に
お
い
て
は
'
ど
う
い
う
批
評
で
な
-
て
は
な
ら
な
い
か
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
以
上
の
よ
う
な
批
評
の
は
か
に
'
批
評
に
お
け
る
中
心
的
な
作
業
と

な
り
が
ち
な
「
批
判
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
「
批
判
力
を
育
て
る
」
と
い
う

こ
と
は
、
有
力
な
国
語
教
育
の
目
標
で
あ
る
が
、
作
文
教
育
に
お
い
て
は
兄
か

た
考
え
方
を
華
っ
と
い
う
こ
と
を
主
眼
と
し
て
'
一
定
の
作
文
を
資
料
と
し
た

「
文
請
」
の
授
業
を
し
て
き
た
経
験
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
経
験
は
1
部
の
教

師
の
も
の
で
あ
っ
た
が
'
今
日
で
は
、
過
去
の
よ
う
な
教
師
個
人
の
考
え
方
の

注
入
と
い
う
型
は
か
げ
を
ひ
そ
め
、
か
わ
っ
て
'
話
し
合
い
の
過
程
で
さ
ま
ざ

ま
な
考
え
方
を
ひ
き
出
し
、
望
ま
し
い
考
え
方
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
浮
き

ぼ
り
に
す
る
型
の
授
業
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
授
業
で
は
'
作
文
に
反
映
さ

れ
て
い
る
生
活
や
設
詩
の
検
討
、
批
判
と
い
う
こ
と
に
な
り
'
ね
ら
い
は
こ
ど

も
た
ち
の
生
き
方
や
学
ぶ
姿
勢
を
主
と
し
て
と
り
扱
う
指
導
を
行
な
う
こ
と
に

な
る
。
生
活
鍔
方
的
作
文
指
導
に
お
け
る
批
評
は
、
そ
の
よ
う
な
批
判
を
重
視

し
て
い
る
と
考
え
は
れ
る
。

さ
て
、
授
業
で
批
評
を
行
な
う
方
法
は
、
反
省
の
ば
あ
い
と
同
株
に
書
く
こ

と
に
よ
る
ば
あ
い
と
話
す
こ
と
に
よ
る
ば
あ
い
と
が
あ
る
。
そ
し
て
も
っ
と
も

一
般
的
な
型
は
、
集
団
的
な
話
し
合
い
に
よ
る
批
評
で
あ
る
。
こ
の
型
の
授
業

で
は
、
話
し
合
い
を
集
団
的
な
思
考
の
発
展
過
程
と
し
て
と
ら
え
、
同
時
に
文

章
の
表
現
面
よ
り
も
内
在
す
る
思
考
両
を
問
題
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
集
団

思
考
に
よ
る
作
文
指
導
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
も
出
さ
れ
て
-
る
。
こ
の
活

動
は
1
教
室
を
一
集
団
と
す
る
1
斉
授
業
方
式
で
行
な
わ
れ
る
と
き
と
、
小
集

団
に
よ
る
話
し
合
い
を
主
に
す
る
方
式
で
行
な
わ
れ
る
と
き
と
が
あ
る
。
し
か

し
い
ず
れ
に
せ
よ
'
多
く
の
作
文
を
と
り
扱
う
こ
と
は
閑
難
な
の
で
'
そ
の
他

に
相
互
批
評
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

次
に
相
互
批
評
は
、
独
立
し
た
授
業
と
し
て
よ
り
も
相
互
点
検
か
ら
続
く
1

連
の
授
業
と
し
て
、
も
し
く
は
以
上
の
よ
う
に
集
団
批
評
と
並
立
さ
せ
'
そ
の

柵
充
と
し
て
'
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
相
互
的
に
批
評
を
記
入
さ
せ
る
作

業
で
は
'
当
然
活
発
な
活
動
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
相
互
に
見

方
や
考
え
方
が
影
響
し
合
う
と
い
う
こ
と
も
、
ほ
と
ん
ど
目
立
た
な
い
。
そ
の

た
め
に
、
こ
れ
の
み
を
行
な
わ
せ
る
と
教
師
中
心
的
な
方
法
の
代
り
に
す
る
と

い
う
非
難
も
生
ま
れ
る
。

た
だ
文
集
化
と
い
う
方
向
で
、
批
評
の
公
開
を
約
束
し
て
書
か
せ
る
相
互
批

評
、
さ
ら
に
そ
の
批
評
に
続
い
て
教
師
が
一
言
つ
け
加
え
て
公
開
す
る
と
い
う

方
法
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
注
目
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
方
法

は
'
集
団
批
評
に
よ
る
評
言
が
文
集
に
入
れ
る
の
に
ま
と
め
に
-
い
た
め
に
、

そ
れ
に
か
わ
る
文
集
化
の
た
め
の
批
評
と
み
て
よ
い
。
文
集
に
の
せ
ら
れ
た
批

評
は
'
主
体
の
作
文
と
同
じ
よ
う
な
効
果
を
も
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
批
評
さ

れ
る
作
文
よ
り
も
多
く
の
影
響
を
及
ぼ
す
。
発
言
に
責
任
を
も
た
せ
る
と
い
う
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指
導
は
、
文
集
の
よ
う
に
公
間
さ
れ
て
保
存
さ
れ
る
ば
あ
い
の
方
が
実
際
的
に

理
解
さ
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

<
教
師
に
よ
る
批
評
　
-
　
話
し
か
け
∨
.

作
文
評
価
に
附
随
す
る
批
評
と
し
て
は
'
1
般
的
に
は
教
師
が
作
文
1
枚
1

枚
に
簡
単
に
批
評
の
こ
と
ば
を
書
い
て
や
る
こ
と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
効
果
の
点
で
は
'
や
は
り
生
徒
中
心
的
な
批
評
作
業
に
よ
る
授
業

の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
、
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
教
師
に
よ
る

批
評
の
長
所
は
、
生
徒
中
心
の
批
評
に
生
か
さ
れ
る
必
要
は
あ
る
。

教
師
中
心
の
批
評
は
'
か
れ
が
い
か
に
中
庸
を
保
つ
よ
う
に
努
め
た
と
し
て

も
'
こ
ど
も
た
ち
自
身
の
見
方
へ
感
じ
方
を
大
切
に
し
て
古
く
力
を
伸
ば
そ
う

と
い
う
考
え
方
と
対
立
せ
ず
に
は
い
な
い
と
こ
ろ
を
も
っ
て
い
る
。
教
師
の
主

朗
が
、
多
少
と
も
批
評
に
影
響
す
る
か
ら
で
あ
る
O
そ
れ
は
教
師
と
生
徒
と
の

直
接
的
な
関
係
を
成
立
さ
せ
る
作
文
の
批
評
の
さ
け
ら
れ
な
い
特
色
で
も
あ

る
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
、
積
極
的
な
意
味
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の

は
教
師
に
よ
っ
て
は
作
文
の
批
評
の
み
が
T
対
一
の
個
人
的
関
係
が
で
き
上
る

機
会
だ
か
ら
で
あ
る
O
　
こ
れ
が
教
育
の
1
つ
の
機
会
と
し
て
「
話
し
か
け
」
の

機
会
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

教
師
に
よ
る
批
評
の
記
し
か
け
的
性
格
に
つ
い
て
は
'
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
倉
沢
栄
吉
氏
も
『
作
文
の
教
師
』
の
な
か
で
、

「
作
者
へ
の
語
り
か
け
は
教
師
の
評
価
の
中
心
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
述
べ

ら
れ
る
'
(
m
)
こ
の
作
者
へ
の
「
話
し
か
け
」
と
し
て
の
批
評
は
、
〓
呂
で
い
え

ば
、
共
感
で
あ
り
、
是
認
で
あ
り
'
賞
賛
で
あ
り
、
勇
気
づ
け
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
'
欠
点
の
指
摘
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
非
難
で
満
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

け
っ
き
よ
-
教
師
に
よ
る
批
評
は
、
こ
ど
も
た
ち
を
自
分
か
ら
進
ん
で
票
か

に
譜
-
よ
う
に
、
誤
り
や
失
敗
を
お
そ
れ
な
い
で
自
r
n
に
讃
く
よ
う
に
、
自
然

や
社
会
の
で
き
ご
と
に
敏
感
に
感
応
し
ご
ま
化
さ
な
い
で
書
く
よ
う
に
'
話
し

か
け
を
通
し
て
力
づ
け
て
い
く
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
こ
れ
ら

は
'
教
師
に
よ
る
批
評
の
ね
ら
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
作
文
指
導
全
体
の
ね

ら
い
で
も
あ
る
。

四
、
公
間
・
捕
足
作
業
へ
の
民
間

作
文
指
導
に
お
け
る
評
価
活
動
の
授
業
は
、
点
検
1
加
筆
1
批
評
の
作
業
に

ょ
っ
て
終
了
す
る
と
み
て
よ
い
。
し
か
し
こ
の
後
、
作
文
を
処
理
す
る
過
程
が

残
っ
て
い
る
。
公
開
の
し
か
た
、
保
存
法
な
ど
に
つ
い
て
工
夫
す
る
公
開
作
業

が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
公
開
後
に
、
広
く
外
方
面
か
ら
受
け
た
批
評
や
深
ま

っ
た
自
分
の
考
え
方
、
意
見
な
ど
を
書
き
と
め
て
'
次
の
作
文
の
資
料
の
1
つ

と
す
る
補
足
作
業
を
設
け
ら
れ
る
。
自
由
作
文
を
個
人
文
集
の
か
た
ち
で
公
開

す
る
ば
あ
い
な
ど
は
へ
こ
の
後
半
の
過
程
の
方
が
意
味
が
あ
る
.
し
た
が
っ
て

評
価
活
動
と
し
て
は
後
半
の
公
間
1
補
足
の
作
業
ま
で
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
し
か
し
こ
の
後
半
の
過
程
は
授
業
と
し
て
は
独
立
せ
ず
、
付
加
的
な
も
の

と
ハ
f
-
i
C
ォ
"

m

<
参
考
　
加
筆
・
批
評
の
授
業
過
程
の
例
∨

自
己
点
検
・
推
考
の
授
業

の
作
業
計
画
を
た
て
る
。
主
と
し
て
誤
字
、
脱
字
、
文
法
、
表
記
法
'
文
体
ー

用
語
法
な
ど
'
推
考
に
ふ
さ
わ
し
項
目
を
選
ぶ
。

間
点
検
し
、
訂
正
す
る
。

付
書
き
奪
え
る
と
こ
ろ
I
.
く
わ
し
く
書
く
と
こ
ろ
～
I
へ
削
る
と
こ
ろ



=
　
H
H
な
ど
を
き
め
る
。

川
右
を
実
施
す
る
。

脚
清
書
す
る
0

集
団
点
検
・
添
削
の
授
業

川
小
集
団
に
分
け
へ
作
文
例
を
プ
-
ン
ト
し
配
布
し
て
読
ま
せ
る
。

脚
形
式
面
の
項
目
を
き
め
て
点
検
さ
せ
'
訂
正
さ
せ
る
。

川
集
団
ご
と
に
古
き
変
え
る
と
こ
ろ
'
く
わ
し
く
古
-
と
こ
ろ
'
削
る
と
こ

ろ
を
検
討
さ
せ
'
発
表
さ
せ
る
。

州
全
体
の
話
し
合
い
で
'
通
切
な
添
削
を
考
え
さ
せ
'
作
者
の
意
見
を
き
い

て
き
め
さ
せ
る
。

脚
添
削
前
後
の
作
文
を
比
べ
て
'
添
削
の
効
果
を
考
え
さ
せ
る
。

集
団
点
検
・
批
評
の
授
業

の
小
集
団
ご
と
に
別
の
作
文
を
プ
-
ン
ト
し
て
配
布
し
、
読
ま
せ
る
。

川
批
評
作
業
の
計
画
を
た
て
る
。
文
題
と
内
容
は
1
致
し
て
い
る
か
。
主
題

は
1
買
し
て
い
る
か
o
順
序
よ
く
宙
け
て
い
る
か
。
文
段
の
ま
と
ま
り
は

よ
い
か
.
I
文
体
や
用
語
法
は
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
か
。
効
果
的
な
表
現
が

あ
る
か
'
な
ど
批
評
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
項
目
を
選
ぶ
。

桝
右
の
計
画
に
よ
っ
て
集
田
ご
と
に
検
討
さ
せ
る
。

川
作
者
の
意
見
を
き
き
へ
全
体
で
話
し
合
わ
せ
る
。

脚
追
究
し
た
問
題
、
深
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
'
プ
リ
ン
ト
の
後
に
記

入
さ
せ
る
。

川
プ
-
ン
ト
を
壁
な
ど
に
は
り
'
公
開
す
る
。

〔注〕

川
公
開
作
業
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
「
処
E
L
作
裟
」
と
し
て
発
表
し
た
こ
と
が

あ
る
。
「
作
文
指
導
に
お
け
る
評
価
活
動
の
性
格
」
　
(
『
実
践
国
語
』
昭
和

4
1
年
8
月
号
)
　
そ
の
他
。

s
p
 
G
u
r
r
e
y
;
T
h
e
 
T
e
a
c
h
i
n
g
o
f
 
w
r
i
t
t
e
n
 
E
n
g
l
i
s
h
.
p
p
.
9
1
-
9
2
.

間
作
文
指
導
に
お
け
る
言
語
学
習
の
楽
観
説
に
つ
い
て
は
、
小
著
『
作
文
教
育

の
探
求
　
-
　
目
標
と
方
法
の
原
理
　
-
　
』
に
お
い
て
、
「
作
文
教
育
に
関
係

す
る
言
語
指
導
概
の
期
型
」
と
し
て
と
り
扱
っ
て
い
る
O

糾
た
と
え
ば
『
講
座
・
生
活
綴
方
2
・
生
活
拐
方
の
指
導
体
系
I
J
l
に
収
め
ら

れ
て
い
る
「
鑑
質
批
評
」
　
(
江
口
季
好
氏
)
を
み
る
と
へ
こ
の
型
の
授
業
が

説
明
さ
れ
て
い
る
。

脚
倉
沢
栄
喜
者
『
作
文
の
教
師
』
二
〇
一
ペ
ー
ジ
。
(
付
記
)
本
石
は
昭
和
四

十
三
年
八
月
十
二
日
'
広
島
大
学
国
語
教
育
学
会
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の

に
よ
っ
て
成
っ
て
い
る
。
作
文
指
導
に
お
け
る
評
価
活
動
に
関
す
る
一
迫
の

考
察
の
な
か
の
1
つ
で
あ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
(
s
;
・
0
0
.
8
稿
)

な
お
、
と
く
に
お
許
し
を
問
い
た
い
こ
と
は
、
本
稿
投
稿
後
二
年
近
く
を

経
な
が
ら
'
そ
の
間
に
書
き
な
お
す
枚
会
を
失
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

間
へ
大
学
紛
争
な
ど
お
ち
つ
か
な
い
事
態
が
続
い
た
せ
い
で
も
あ
っ
た
。
た

だ
本
稿
の
後
に
「
作
文
指
導
に
お
け
る
公
開
・
柿
足
作
共
の
柄
辻
」
に
つ
い

て
も
発
表
し
、
(
「
吉
山
大
学
教
育
学
部
紀
喫
」
第
1
7
号
・
昭
和
4
4
年
3

月
)
、
作
文
学
習
活
動
と
し
て
の
評
価
活
動
の
体
系
化
を
考
慮
し
た
さ
い
へ

い
く
つ
か
の
手
鼓
し
を
喫
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
記
し
て
お

き
た
い
　
(
S
・
m
　
　
付
記
稿
)

(
富
山
大
学
教
育
学
部
助
教
授
)
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