
教
材
研
究
『
羅
生
門
』

-
　
教
科
書
の
注
記
を
中
心
と
し
て

は
じ
め
に

教
材
研
究
に
お
け
る
教
材
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
は
'
教
科
書

に
載
る
小
単
元
の
作
品
あ
る
い
は
文
章
を
教
材
と
す
る
。
た
と
え
ば
'
文
学
教

材
r
羅
生
門
j
を
取
り
上
げ
る
と
'
教
科
書
に
は
芥
川
龍
之
介
の
作
品
r
羅
生

門
)
　
の
全
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
教
科
書
を
離
れ
て
全
集
本

や
作
品
集
(
文
庫
本
を
ど
)
な
ど
で
教
材
研
究
が
で
き
る
と
す
る
見
方
が
普
通

で
あ
る
。
そ
し
て
'
作
品
の
文
学
性
'
表
現
上
の
特
徴
な
ど
を
調
べ
る
に
は
そ

の
見
方
で
も
通
用
す
る
。

と
こ
ろ
が
へ
　
教
室
で
扱
う
と
き
の
教
材
F
羅
生
門
」
　
は
芥
川
の
作
品
r
羅
坐

門
J
　
で
は
な
い
.
そ
れ
は
ま
ず
へ
歴
史
的
仮
名
づ
か
い
を
現
代
仮
名
づ
か
い
に

改
め
た
と
か
'
送
り
が
な
を
付
加
し
た
と
か
漢
字
表
現
を
仮
名
に
改
め
た
と
い

-
表
記
上
の
違
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
'
次
に
へ
　
教
科
書
に
は
'
本
文
以
外
に

注
記
へ
作
者
概
説
'
教
材
末
設
問
へ
あ
え
て
加
え
れ
ば
さ
し
絵
や
写
真
も
が
付

け
加
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

甲

　

斐

　

睦

　

朗

従
っ
て
教
材
研
究
と
い
う
も
の
は
そ
れ
ら
本
文
へ
　
注
記
な
ど
を
総
合
し
た
教

材
を
研
究
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
ど
う
も
作
品
論
に
重
き
が
置

か
れ
て
い
る
現
状
で
は
'
本
文
を
含
め
た
教
材
そ
の
も
の
が
逆
に
な
い
が
し
ろ

に
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
O
た
と
え
ば
極
端
な
も
の
を
例
に
取
っ
て
へ
作
者
概

説
の
欄
に
掲
げ
ら
れ
る
作
者
の
写
真
を
取
り
あ
げ
て
み
て
も
、
そ
の
写
真
の
感

じ
が
神
経
質
そ
う
で
眼
光
鋭
く
ギ
ス
ギ
ス
し
た
も
の
で
あ
る
か
'
あ
る
い
は
や

わ
ら
か
い
感
じ
で
あ
す
が
に
よ
っ
て
へ
学
習
者
の
対
作
品
観
が
出
発
点
に
お
い

て
異
な
っ
て
く
る
L
t
同
様
に
そ
こ
か
ら
'
作
者
概
説
で
ど
-
し
て
も
述
べ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
何
か
と
い
う
問
題
も
考
え
る
必
要
が
生
じ
て
-
る
の

で
あ
る
。

現
行
の
教
科
書
は
1
面
で
は
こ
と
ば
に
関
す
る
単
元
に
力
を
注
ぎ
へ
巻
末
付

録
に
も
こ
と
ば
の
き
ま
り
な
ど
に
十
分
な
ス
ペ
ー
ス
を
提
供
し
て
い
な
が
ら
へ

他
面
ハ
文
学
教
材
な
ど
で
は
も
っ
ぱ
ら
へ
　
い
わ
ゆ
る
文
学
性
に
重
き
が
置
か
れ
'

こ
と
ば
に
対
す
る
配
慮
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
そ
れ
を
ま
ず

教
科
吾
の
本
文
表
記
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
'
後
に
述
べ
る
よ
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う
な
論
を
立
て
て
順
次
検
討
を
加
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
へ
芥
川
の
r
羅
生
門
L
　
が
現
行
の
教
科
書
の
何
種
に
採
ら
れ
て
い

る
か
確
認
で
き
て
い
な
い
O
そ
こ
で
へ
　
こ
こ
で
は
入
手
し
軍
え
た
次
の
三
種
の

教
科
書
の
比
較
・
対
照
に
と
ど
ま
っ
た
。

③(診(》

新
編
現
代
国
語
改
訂
版
1
　
　
三
省
堂

現
　
代
　
国
語
二
訂
版
-
　
筑
摩
吾
房

祁
耶
現
代
国
語
改
訂
版
1
　
中
央
図
書

な
お
'
昭
和
四
十
八
年
度
版
で
は
'
明
治
書
院
版
へ
旺
文
社
版
へ
第
〓
子
習
社

版
に
も
■
羅
生
門
J
が
採
ら
れ
て
い
る
が
へ
そ
の
三
種
は
こ
こ
で
は
あ
え
て
取

り
上
げ
な
か
っ
た
。
し
か
し
'
本
文
表
記
に
し
て
も
'
注
記
や
設
問
の
あ
り
方

に
し
て
も
'
現
行
の
も
の
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
い
'
中
に
は
改
悪
さ
れ
て

い
る
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
'
今
後
'
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
'
私
の
「
教
材
研
究
r
羅
生
門
j
J
は
次
の
構
成
に
な
っ
て
お
り
へ
　
こ
こ

に
述
べ
る
の
は
そ
の
「
二
」
　
の
注
記
に
つ
い
て
の
部
分
で
あ
る
。

1
　
教
科
吾
の
本
文
に
つ
い
て
　
-
句
読
点
の
付
加
・
削
除
　
2
本
文
表
記

(
漢
字
と
か
な
)
　
3
誤
読
・
誤
植
そ
の
他

二
　
教
科
書
の
注
記
に
つ
い
て

三
　
教
科
書
の
教
材
末
設
問
に
つ
い
て

四
　
教
科
書
の
作
者
概
説
に
つ
い
て

五
r
羅
生
門
」
の
表
現
に
つ
い
て
-
格
助
詞
「
に
」
　
「
で
」
　
「
へ
」
　
2

陳
述
の
副
詞
　
3
接
続
詞
と
指
示
表
現
　
4
文
末
表
現
　
5
誓
喰
表

現
　
6
改
作
の
跡
付
け
と
そ
の
意
味

六
　
r
羅
生
門
j
指
導
案

以
上
の
う
ち
「
1
」
は
「
長
田
国
語
」
第
五
号
(
兵
庫
県
立
長
田
高
等
学
校

国
語
科
機
関
紙
)
　
に
載
せ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。
ま
た
残
り
の
部
分
も
順
次
機
会
を
見
て
発
表
し
て
ゆ
く
予
定
で
あ

S
K

l
　
注
記
の
形
式
と
数
圭

r
羅
生
門
l
　
の
注
記
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
'
上
述
の
三
種
の
教

科
書
で
見
る
と
'
ま
ず
は
形
式
で
あ
る
が
'
筑
摩
奈
房
版
(
以
下
㊦
と
略
記
す

る
)
は
頭
注
形
式
で
'
三
省
堂
版
(
以
下
命
と
略
記
す
る
)
は
見
開
き
二
ペ
ー

ジ
分
の
注
を
左
ペ
ー
ジ
の
端
に
ま
と
め
る
'
い
わ
ゆ
る
補
注
形
式
で
あ
り
'
中

央
図
書
版
(
以
下
⑩
と
略
記
す
る
)
は
脚
注
形
式
で
あ
る
。
㊨
は
頭
注
欄
に
見

出
し
語
を
掲
げ
へ
㊤
と
㊥
は
本
文
の
該
当
語
句
に
番
号
を
施
し
'
注
欄
に
は
そ

の
番
号
を
記
し
て
見
出
し
語
は
掲
げ
て
い
な
い
。
⑩
は
ま
た
さ
し
絵
も
脚
注
欄

に
付
載
す
る
と
い
う
よ
う
に
'
そ
れ
ぞ
れ
本
文
の
読
み
や
す
さ
'
注
記
の
検
索

の
便
利
さ
に
趣
向
を
凝
ら
し
て
い
る
。
し
か
し
'
そ
こ
に
扱
わ
れ
る
注
記
の
項

目
は
逆
に
か
な
り
の
も
の
が
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
材
研
究
が
進
ん
で

い
れ
ば
'
何
を
注
記
す
る
か
で
t
.
各
種
と
も
に
共
通
す
る
こ
と
も
あ
ろ
テ
L
t

逆
に
'
十
分
な
教
材
研
究
が
で
き
て
い
な
く
て
も
'
踏
鞍
・
追
従
と
い
う
か
た

ち
で
共
通
す
る
こ
と
も
あ
る
o
そ
し
て
へ
取
り
上
げ
た
項
目
が
十
分
な
検
討
の

上
の
こ
と
な
の
か
'
あ
る
い
は
単
な
る
模
倣
な
の
か
は
容
易
に
判
断
す
る
こ
と

が
で
ぎ
な
い
。
r
羅
生
門
」
が
教
科
書
に
載
せ
ら
れ
て
か
ら
長
い
歴
史
が
あ
り
t

q
J
の
歴
史
に
お
け
る
注
記
の
あ
り
方
を
跡
付
け
る
こ
と
は
'
1
面
で
は
r
羅
生

.
門
j
を
い
か
に
読
ん
で
き
た
か
の
謂
左
に
は
な
る
と
し
て
も
'
資
料
な
ど
の
点

で
困
牡
さ
を
伴
な
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
へ
そ
の
1
大
集
成
と
も
言
う
べ
き

「
結
露
芥
川
龍
之
介
」
　
(
吉
田
相
1
氏
編
著
,
有
精
堂
　
昭
和
三
十
八
年
五

月
刊
)
　
の
詳
細
な
頭
注
・
補
注
を
参
照
し
な
が
ら
以
下
の
検
討
を
進
め
た
い
。
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さ
て
'
三
種
の
教
科
書
で
取
り
上
げ
た
注
記
の
用
例
数
は
全
部
で
三
十
五
例

で
'
う
ち
⑳
が
三
十
二
例
で
い
ち
ば
ん
多
-
'
次
に
㊥
の
二
十
二
例
へ
そ
し
て

⑦
が
二
十
例
で
あ
る
。
三
種
の
教
科
書
が
共
通
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
が

十
五
例
へ
二
種
で
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
十
例
(
-
ち
'
㊥
と
㊤
が
五
'
㊨
と

㊥
が
四
へ
0
と
㊥
が
1
)
'
1
種
が
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
十
例
(
う
ち
⑳
八
へ

㊥
二
)
で
あ
る
。
つ
ま
り
'
0
は
'
注
記
に
取
り
上
げ
た
用
例
数
瑞
少
な
い
L
へ

独
自
の
用
例
が
一
例
も
な
い
,
逆
に
㊥
は
用
例
数
も
多
年
独
自
の
用
例
も
多

い
と
い
-
対
照
的
な
注
記
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2
　
三
種
と
も
に
取
り
上
げ
た
項
目

三
種
の
教
科
G
=
が
共
通
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
用
例
は
'

①
羅
生
門
　
②
市
女
笠
　
③
按
烏
帽
子
　
④
旧
記
(
二
例
あ
る
う
ち
の
前
者
)

⑤
朗
尾
　
⑥
襖
　
⑦
申
の
刻
下
が
り
(
O
は
「
申
の
刻
」
か
)
　
⑧
火
桶

山
吹
の
汗
珍
　
⑲
聖
柄
(
㊦
は
「
聖
柄
の
太
刀
」
)
　
⑪
檎
皮
色
　
⑫
努

非
追
使
の
庁
(
㊥
は
「
検
非
違
使
」
)
　
⑬
太
刀
帯
の
陣
　
⑮
黒
洞
々
た
る
(⑬
⑳検⑨

は
「
黒
洞
々
た
る
夜
」
)
　
の
十
五
例
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
注
記
に
は
'
た
と
え
ば
「
羅
生
門
」
や
「
既
尾
」
、
あ
る
い
は
「
襖
」

な
ど
の
よ
う
に
'
説
明
に
長
短
の
違
い
が
あ
っ
て
も
そ
の
内
容
が
大
同
小
異
で

あ
る
も
の
が
多
い
の
で
'
こ
こ
で
は
'
・
問
題
の
あ
る
も
の
へ
特
徴
の
見
ら
れ
る

も
の
に
限
定
し
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

③
の
「
撲
烏
帽
子
」
は
'

㊥
柔
ら
か
に
も
ん
で
し
わ
の
あ
る
烏
帽
子
。
貴
族
や
有
位
の
男
子
が
平
常
服
の

際
に
か
ぶ
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
か
ぶ
っ
た
男
。

⑦
柔
ら
か
い
烏
帽
子
で
'
上
流
の
男
性
が
用
い
た
も
の
。
こ
こ
で
は
そ
の
着
用

者
の
意
。

㊥
か
ぶ
と
の
下
に
か
ぶ
る
烏
帽
子
。
(
楢
に
さ
し
絵
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
甲

斐
注
)

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
⑳
と
O
に
あ
る
「
こ
こ
で
は
そ
れ
を
か
ぶ
っ
た
男
。
」
な

ど
の
説
明
は
親
切
で
あ
る
o
た
だ
0
の
場
合
へ
そ
の
前
用
者
が
「
上
流
の
男
性
」

に
限
定
さ
れ
て
し
ォ
蝣
つ
の
で
,
1
体
そ
う
い
う
「
上
流
の
男
性
」
　
(
「
市
女
笠
」

の
注
記
で
も
同
様
に
「
上
流
の
女
性
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
)
が
羅
生
門
に
雨

や
ど
り
す
る
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
よ
う
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
⑩
の
注

記
も
不
十
分
で
'
「
本
来
か
ぶ
と
の
下
に
か
ぶ
っ
た
も
の
」
(
「
教
授
所
料
」
)

の
方
が
わ
か
り
や
す
い
.
以
上
の
よ
う
に
'
三
種
の
教
科
吾
に
お
け
る
「
撲
烏

帽
子
」
　
の
注
記
を
見
て
も
'
「
接
烏
帽
子
」
を
注
で
取
り
上
げ
る
と
い
う
点
で

は
1
致
し
な
が
ら
も
'
そ
の
説
明
が
い
か
に
相
達
し
て
い
る
こ
と
か
o
そ
し
て
へ

学
習
者
は
そ
れ
ら
を
対
照
さ
せ
て
み
る
こ
と
が
で
き
ず
'
ま
た
'
大
体
注
記
の

あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
改
め
て
辞
語
を
引
か
な
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
t
　
と
い

う
意
味
に
お
い
て
'
疑
問
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
注
記
に
お
け
る
こ
の
違
い
は
、

単
に
「
按
烏
帽
子
」
や
「
市
女
笠
」
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
-
'
先
述
の
大
同

小
異
と
し
た
事
項
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
'
こ
こ
で
は
大
き
な

違
い
の
あ
る
も
の
に
限
定
し
て
先
へ
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

⑦
の
「
申
の
刻
下
が
り
」
は
'

㊥
　
午
後
四
時
す
ぎ
。

⑦
　
現
在
の
午
後
三
時
か
ら
五
時
に
当
た
る
時
刻
。

⑩
　
午
後
五
時
す
ぎ
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
注
記
か
ら
判
断
す
る
と
'
⑦
は
「
申
の
刻
」
の
説

明
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
わ
か
り
に
く
さ
は
'
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
,
⑳
が
頭
注
の
欄
に
見
出
し
語
を
掲
げ
て
い
る
~
の
に
,
⑦
と
⑩
が
,
本

文
に
施
し
た
注
記
番
号
を
'
注
記
の
欄
に
記
す
だ
け
で
'
見
出
し
語
を
掲
げ
て
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い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
O
㊦
の
場
合
は
本
文
に
注
記
番
号
を
付
け
て
い
な

い
た
め
に
へ
　
せ
っ
か
-
あ
る
注
記
を
見
落
す
こ
と
に
な
り
か
ね
を
い
と
い
う
お

そ
れ
が
あ
る
が
'
0
と
㊥
の
場
合
は
見
出
し
語
が
な
い
た
め
に
、
こ
の
「
申
の

刻
下
が
り
」
　
の
よ
う
な
用
例
の
場
合
に
は
一
体
ど
の
部
分
の
注
記
な
の
か
が
わ

か
り
に
-
い
と
い
-
欠
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
'
見
出
し
語
を
掲
げ
た

場
合
は
'
一
続
き
の
単
位
で
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
(
た
と
え
ば
へ
O
と

⑩
が
「
聖
柄
」
で
あ
る
の
に
⑩
は
「
聖
柄
の
太
刀
」
で
あ
る
L
t
　
「
黒
洞
々
た

る
夜
」
も
し
か
り
)
'
学
習
者
に
は
見
出
し
語
付
き
の
方
が
理
解
し
や
す
く
な

5
Sさ

て
'
「
申
の
刻
下
が
り
」
に
つ
い
て
の
右
の
注
記
の
-
ら
'
⑳
「
午
後
四

時
過
ぎ
」
へ
⑩
「
午
後
五
時
す
ぎ
」
と
時
刻
に
相
違
が
見
ら
れ
る
が
'
ど
ち
ら
が

適
当
な
の
で
あ
ろ
-
か
o
 
e
の
「
教
授
資
料
」
に
は
'
「
現
在
の
午
後
四
時
過

ぎ
と
い
-
こ
と
。
」
　
と
ま
ず
説
明
さ
れ
て
い
て
'
教
科
書
の
注
記
と
一
致
し
て

い
な
い
。
教
科
書
の
注
記
と
指
導
者
の
説
明
の
く
い
違
う
こ
と
は
と
き
ど
き
あ

る
が
'
そ
の
場
合
へ
後
で
書
か
れ
る
指
導
者
に
そ
の
旨
の
断
わ
り
の
こ
と
ば
が

ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
さ
て
⑦
の
「
教
授
資
料
」
で
は
そ
の
続
き
に
'
「
い
う

ま
で
も
な
く
古
典
的
な
雰
囲
気
を
作
り
出
す
た
め
の
表
現
で
あ
る
」
云
々
と

説
明
が
続
い
て
い
る
が
'
そ
こ
か
ら
判
断
す
る
と
'
そ
う
い
う
「
古
典
的
な
雰

囲
気
を
作
り
出
す
た
め
の
表
現
」
　
に
重
き
が
あ
っ
て
'
時
間
の
方
は
た
い
し
た

問
題
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
昔
の
時
刻
に
つ
い
て
の
解
釈
に
'
た
と
え
ば
「
申
の
刻
」
　
で
は
ち

午
後
四
時
を
起
点
と
七
て
そ
れ
か
ら
二
時
間
と
い
-
説
と
'
⑦
の
よ
-
に
'
午

後
四
時
を
中
心
と
し
て
へ
　
そ
の
前
後
す
る
二
時
間
と
す
る
説
の
二
つ
が
あ
る
。

前
者
な
ら
午
後
四
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
で
'
後
者
な
ら
午
後
三
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で
で
あ
る
。
そ
の
二
説
の
う
ち
の
い
ず
れ
が
正
し
い
の
か
私
に
は
わ
か

ら
な
い
つ
い
で
に
も
う
一
つ
付
け
加
え
る
と
'
現
代
で
は
'
た
と
え
ば
午
後
四

時
と
い
う
と
'
何
も
午
後
四
時
台
へ
　
つ
ま
り
正
四
時
か
ら
の
一
時
間
を
さ
す
の

で
は
な
-
'
針
が
四
時
ち
ょ
う
ど
を
さ
し
て
い
る
時
刻
を
意
味
す
る
の
に
'
ど
_

ぅ
し
て
「
申
の
刻
」
が
「
台
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
も
そ
の
理

由
の
一
つ
に
'
「
申
の
刻
」
の
「
刻
」
に
対
す
る
解
釈
の
幅
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
先
述
の
㊤
「
現
代
の
午
後
三
時
か
ら
五
時
に
当
た
る
時
刻
。
」
　
に
お

け
る
「
時
刻
」
と
い
う
語
の
用
い
方
は
そ
の
1
例
で
あ
る
。
「
時
刻
」
は
「
時

間
」
の
意
で
は
あ
っ
て
も
'
「
時
間
」
の
「
問
」
の
意
味
が
含
ま
れ
i
J
い
な
い

よ
-
に
思
わ
れ
る
が
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

「
申
の
刻
」
が
「
台
」
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
'
「
申
の
刻
」
の
中
心

時
(
前
説
で
は
起
点
時
へ
後
説
で
は
中
間
時
)
が
午
後
四
時
で
あ
る
か
ら
へ
「
申

の
刻
下
が
り
」
は
午
後
四
時
す
ぎ
に
な
る
。

⑩
が
「
午
後
五
時
す
ぎ
」
と
し
た
の
は
'
「
申
の
刻
」
を
「
台
」
で
解
釈
L
へ

「
申
の
刻
」
台
を
や
や
経
過
し
た
t
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
後
説

で
の
判
断
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
前
説
に
お
け
る
午
後
五
時
は
中
間
時
で
は
あ

っ
て
も
意
味
を
な
さ
な
い
。
そ
し
て
'
後
説
に
よ
っ
て
「
申
の
刻
」
台
を
や
や

す
ぎ
た
の
で
あ
れ
ば
'
も
う
「
酉
の
刻
」
台
に
は
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。教

師
用
指
導
吾
に
は
そ
う
い
う
基
礎
的
な
知
識
を
説
明
し
て
ほ
し
い
。
現
場

の
教
員
が
普
段
ご
-
常
識
的
な
こ
と
と
し
て
見
過
ご
し
て
い
る
よ
う
な
事
項
の

説
明
が
ほ
し
い
の
で
あ
る
。
「
古
典
的
な
雰
囲
気
を
作
り
出
す
た
め
の
表
現
」

と
い
う
文
学
的
側
面
か
ら
の
説
明
も
必
要
で
あ
る
が
'
そ
う
い
う
面
だ
け
を
お

さ
え
て
も
'
国
語
教
育
の
立
場
か
ら
は
片
手
落
ち
の
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
。

教
室
で
の
読
み
が
そ
れ
に
従
え
ば
∵
字
習
者
の
問
題
意
識
も
「
申
の
刻
下
が
り
」

そ
の
も
の
に
は
は
た
ら
か
な
い
結
果
に
な
り
'
従
っ
て
へ
下
人
は
l
体
ど
れ
ぐ
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ら
い
の
間
雨
や
み
を
待
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
意
識
を
起
こ
し
に
-
い
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
申
の
刻
下
が
り
」
は
t
 
r
羅
生
門
」
　
に
お
け
る
主
人
公
下
人
の
思
惟
に
か

か
わ
る
時
刻
の
提
示
で
も
あ
る
か
ら
'
今
の
午
後
四
時
過
ぎ
と
い
う
こ
と
は
明

確
に
把
握
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
.

次
に
へ
⑧
の
「
火
桶
」
を
見
よ
う
。

⑩⑦⑳

木
を
く
り
ぬ
い
て
作
っ
た
火
ば
ち
。

円
形
の
火
鉢
を
い
-
0

内
を
金
属
性
の
も
の
で
張
っ
た
木
製
の
火
鉢
。

三
者
と
も
に
お
お
よ
そ
の
形
が
わ
か
る
よ
う
に
は
説
明
さ
れ
て
い
る
が
'
い

ず
れ
も
完
全
で
は
な
い
o
⑦
の
説
明
を
解
り
上
げ
る
と
'
「
火
桶
」
は
た
し
か

に
「
円
形
の
火
鉢
」
で
は
あ
る
が
、
何
も
「
円
形
の
火
鉢
」
の
す
べ
て
が
「
火

桶
」
で
は
な
い
。
「
木
で
作
っ
た
」
と
い
う
属
性
は
「
桶
」
か
ら
す
ぐ
に
判
断

さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
'
一
般
の
概
念
の
「
桶
」
と
「
火
桶
」
は
そ
の
作

り
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
㊥
の
「
内
を
金
属
性
の
も
の
で
張
っ
た
」
上

質
の
'
上
流
の
人
の
用
い
る
「
火
桶
」
が
あ
っ
た
に
し
て
も
'
単
に
「
木
を
-

り
ぬ
い
て
作
っ
た
」
　
の
も
あ
っ
た
ろ
う
L
t
　
し
か
も
こ
の
場
合
は
下
人
の
視
座

で
想
起
さ
れ
る
「
火
桶
」
な
の
で
あ
る
。
ど
う
も
へ
　
「
火
桶
」
の
正
解
は
こ
れ

ら
三
者
を
総
合
し
た
と
+
H
ろ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

注
記
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
も
の
で
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
へ

「
火
桶
」
の
お
お
よ
そ
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
'
「
羅
生
門
」
を
読
ん
で

ゆ
く
上
か
ら
は
そ
れ
で
も
よ
い
。
し
か
し
'
注
記
を
注
記
と
し
て
見
る
と
き
に

物
足
り
な
さ
を
感
じ
'
注
記
学
と
は
言
わ
な
く
て
も
'
も
っ
と
注
記
の
あ
り
よ

う
に
つ
い
て
の
明
確
な
理
論
な
い
し
方
針
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
へ
十
五
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
歴
史
的
な
事
項
で
あ
る
中
で
'
一
例
だ
け

抽
象
的
内
容
で
あ
る
「
黒
洞
々
た
る
(
夜
)
」
　
を
見
て
み
よ
う
。

㊧
　
底
知
れ
ぬ
ほ
ら
穴
の
よ
う
な
暗
黒
な
夜
。

⑦
　
ま
っ
-
ら
で
'
ほ
ら
穴
の
よ
う
な
。

㊥
　
ま
っ
暗
や
み
。

「
轟
鍔
芥
川
龍
之
介
」
の
頭
注
に
は
「
ほ
ら
穴
の
よ
う
に
暗
黒
な
夜
」
云

云
と
あ
る
。
そ
れ
で
'
あ
る
い
は
へ
㊨
と
⑦
は
そ
れ
を
受
け
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
「
ほ
ら
あ
な
(
洞
穴
)
　
の
よ
う
に
其
黒
な
状
態
を
い
う
。
こ
こ
で
t

r
黒
洞
々
た
る
夜
)
　
は
'
人
生
の
象
徴
と
し
て
も
い
わ
れ
る
表
現
で
あ
る
。
」

(
⑦
の
「
教
授
用
賀
料
」
)
の
「
洞
々
た
る
」
は
欝
略
的
表
現
で
あ
る
よ
う
に
も

取
れ
へ
㊥
の
「
ま
っ
暗
や
み
」
 
、
お
よ
び
「
間
の
深
い
さ
ま
を
あ
ら
わ
す
。
洞
々

は
r
う
つ
ろ
]
と
か
r
底
の
深
い
]
と
か
を
あ
ら
わ
す
語
o
」
(
「
教
授
資
料
」
)

と
対
照
的
で
あ
る
。
㊨
と
⑦
の
注
記
の
是
非
に
つ
い
て
は
へ
㊧
の
「
学
習
指
導

の
研
究
」
に
'
「
全
-
の
暗
黒
の
夜
o
字
章
二
語
が
効
果
的
o
 
r
洞
々
L
は
本

来
へ
ま
じ
め
へ
ま
こ
と
の
意
で
t
 
r
洞
)
が
r
つ
ら
ぬ
き
と
お
す
』
　
の
意
を
も

つ
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
黒
1
色
へ
　
た
だ
た
だ
真
異
な
へ
暗
黒
の
夜
へ
　
の
意
と

な
ろ
う
O
 
r
ほ
ら
穴
の
よ
う
に
暗
黒
な
夜
j
　
(
前
掲
吾
)
と
も
さ
れ
る
が
t

r
洞
々
)
　
に
そ
う
し
た
用
例
が
あ
る
か
ど
う
か
は
未
見
。
」
　
云
々
と
記
さ
れ
て

い
る
。「

大
漢
和
辞
典
」
　
に
よ
る
と
'
「
洞
洞
」
　
に
は
「
黒
い
さ
ま
」
　
の
意
が
あ
り
へ

.
「
黒
洞
洞
」
の
用
例
を
「
水
耕
伝
」
か
ら
示
し
て
い
る
o
こ
こ
か
ら
判
断
す
る

と
'
㊥
の
「
ま
っ
暗
や
み
」
が
よ
く
わ
か
る
L
へ
ま
た
へ
㊧
の
「
学
習
指
導
の

研
究
」
の
説
明
が
よ
-
納
得
さ
れ
る
O
そ
し
て
そ
の
結
果
'
⑦
と
㊧
の
注
記
が

浮
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

次
に
④
「
旧
記
」
を
'
「
旧
記
の
記
者
の
語
を
借
り
れ
ば
」
　
(
2
の
⑮
)
と

合
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
。
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㊤
の
注
記
に
は
'

④
　
こ
こ
で
は
「
方
丈
記
」
の
こ
と
。

⑳
　
こ
こ
で
は
「
今
昔
物
語
集
」
の
こ
と
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
'
作
者
が
「
旧
記
」
と
表
現
し
た
も
の
を
'

一
つ
一
つ
「
こ
こ
で
は
r
方
丈
記
」
の
こ
と
。
」
　
と
い
う
よ
う
に
解
明
す
る
必

要
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
配
慮
に
基
づ
い
た
注
記
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
少
し
考
え
て
み
た
い
。

作
者
は
r
今
昔
物
語
集
」
の
説
話
を
基
に
し
て
r
羅
生
門
)
を
書
い
た
o
こ

の
こ
と
は
'
教
室
で
r
羅
生
門
」
を
読
む
の
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い

る
の
か
。
そ
の
l
つ
の
答
え
が
'
「
芥
川
の
r
羅
生
門
l
と
、
そ
の
典
拠
と
な

っ
て
い
る
r
今
昔
物
声
　
の
説
話
と
を
比
較
し
'
作
者
の
創
作
意
E
g
に
つ
い
て

考
え
さ
せ
て
み
る
。
」
　
と
い
-
'
⑦
の
「
学
習
指
導
の
実
際
例
」
に
お
け
る

「
学
習
活
動
」
の
一
事
項
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
r
羅
生
門
二
字
書
の
「
ま
と
め
」

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
作
品
の
主
題
に
つ
い
て
話
し
合
わ
せ
る
」
の

具
体
的
内
容
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
'
そ
の
た
め
の
「
指
導
上
の
留
意

点
」
と
し
て
'
「
r
今
昔
物
語
h
肇
1
十
九
の
中
の
第
十
八
及
び
へ
華
二
十
l
の

中
の
第
三
十
l
を
プ
リ
ン
ト
し
て
渡
し
て
お
-
。
」
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る

(
以
上
⑦
の
「
教
授
柑
資
料
」
　
に
よ
る
)
0
-
最
近
の
学
校
に
お
け
る
l
大
改

革
は
印
刷
機
器
の
導
入
で
あ
る
。
そ
の
該
当
説
話
を
記
し
た
「
教
授
用
汽
料
」

か
ら
'
わ
ず
か
二
、
三
の
手
続
き
で
大
兄
の
わ
ら
半
紙
に
写
し
収
れ
'
容
易
に

学
習
者
に
配
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
O

と
こ
ろ
で
へ
太
宰
治
の
r
癌
取
り
j
で
も
へ
　
「
学
習
の
手
引
き
」
の
第
l
問

が
'
「
こ
の
作
品
を
'
謂
君
が
幼
い
こ
ろ
に
知
っ
た
r
癖
耶
り
』
の
語
と
比
較

し
て
み
よ
う
O
で
き
れ
ば
F
宇
治
拾
遺
物
語
J
の
中
の
r
増
取
り
し
の
請
と
も

比
較
し
て
み
上
-
o
」
(
明
治
吾
院
版
)
で
あ
る
。
こ
の
設
問
で
は
'
打
と
ぎ
げ

な
し
の
「
こ
ぶ
と
り
じ
い
さ
ん
」
も
r
宇
治
拾
遺
物
語
』
　
の
中
の
「
鬼
二
様

被
　
レ
取
事
」
も
一
括
し
て
「
F
癖
取
り
)
の
詰
」
な
る
名
称
に
す
る
荒
っ
ぽ

さ
が
あ
る
が
'
そ
れ
は
さ
て
お
き
へ
　
こ
う
い
う
比
較
の
設
問
に
は
二
つ
の
大
き

な
問
題
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
l
つ
は
t
 
r
羅
生
門
)
に
し
て
も
r
癌
取
り
)
　
に
し
て
も
'
あ
る
い
は

r
鼻
)
　
に
し
て
も
'
い
ず
れ
も
l
年
生
の
1
学
期
中
頃
に
扱
う
教
材
と
し
て
配

置
さ
れ
て
い
る
の
に
'
1
体
両
者
を
比
較
で
き
る
ほ
ど
に
1
年
生
は
古
文
を
読

め
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
点
「
で
き
れ
ば
」
は
逃
げ
口
上

の
手
段
に
も
な
れ
る
か
ら
曲
者
で
あ
る
。

少
し
余
談
に
な
る
が
'
す
で
に
定
時
制
に
勤
め
て
五
年
目
に
な
る
私
な
ど
は
'

古
典
の
時
間
が
、
上
学
年
に
二
単
位
し
か
な
い
の
で
'
教
科
書
の
設
問
に
当
惑

す
る
こ
と
が
と
き
ど
き
あ
る
。
例
え
ば
現
代
国
語
一
年
用
の
短
歌
教
材
に
'

「
連
体
止
め
の
歌
は
ど
れ
か
」
と
い
う
設
問
が
載
れ
-
.
-
-
そ
れ
は
係
助
詞
の
用

法
を
学
習
し
な
け
れ
ば
答
え
ら
れ
な
い
。
歌
の
理
解
へ
　
鑑
賞
に
は
直
接
の
か
か

わ
り
が
な
い
が
'
生
徒
に
与
え
る
不
安
・
衝
撃
が
強
い
　
-
　
そ
こ
か
ら
'
現
代

国
語
の
教
科
書
が
全
日
馴
定
時
制
共
通
の
も
の
で
あ
る
の
に
'
い
か
に
全
日
制

(
そ
れ
も
普
通
科
)
中
心
に
作
成
さ
れ
て
い
る
か
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
t
 
r
羅
生
門
)
と
'
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
説
話
の
比
較
が
'
単
に
き
り

ぎ
り
す
や
に
き
び
な
ど
の
有
無
を
知
る
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
れ
ば
'

古
典
の
入
門
を
受
け
て
い
る
者
に
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
V
ゥ
の
「
教

授
用
資
料
」
に
は
'
両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
へ
か
な
り
明
確
に
r
羅
生
門
)

の
主
題
が
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い

る
が
'
そ
れ
僧
l
年
生
の
古
文
読
解
力
無
視
の
上
に
立
つ
論
で
あ
る
L
t
他
方
'

国
文
科
出
身
の
者
に
白
秋
叫
に
養
わ
れ
た
発
想
法
に
よ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
0
そ
れ
が
第
二
の
問
題
点
で
あ
る
。
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r
羅
生
門
)
の
基
に
な
っ
た
「
今
昔
物
語
集
」
の
説
話
を
'
あ
る
指
導
書
で

は
「
原
文
」
と
よ
ぶ
が
'
「
原
文
」
な
ど
と
い
う
と
'
あ
た
か
も
芥
川
が
そ
れ

を
翻
案
し
た
よ
う
に
聞
こ
え
る
O
芥
川
の
「
今
昔
物
語
集
」
に
対
す
る
態
度
は

単
な
る
素
材
意
識
・
-
「
時
代
と
か
場
面
の
利
用
　
-
　
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は

芥
川
の
r
羅
生
門
)
を
読
め
ば
い
い
L
t
ま
た
そ
れ
を
独
立
し
た
作
品
と
し
て

読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
へ
　
日
本
文
学
の
伝
統
の
中
に
は
'
い
わ
ゆ
る
本
歌
取
り
的
な
も
の

が
あ
っ
た
。
和
歌
に
お
け
る
本
歌
取
り
は
言
う
に
及
ば
ず
'
物
語
に
お
い
て
も

謡
曲
に
お
い
て
も
'
そ
し
て
近
世
の
作
品
に
お
い
て
も
地
の
文
や
詞
に
先
行
作

品
を
引
き
へ
　
そ
の
持
つ
意
味
・
情
趣
で
作
品
の
豊
か
さ
、
深
み
を
は
か
っ
た
。

従
っ
て
読
者
は
そ
-
い
っ
た
本
歌
取
り
的
読
み
を
す
る
習
慣
が
つ
い
た
.
た
と

え
ば
西
鶴
の
作
品
に
お
い
て
'
古
歌
や
先
行
作
品
を
踏
ま
え
た
表
現
を
理
解
し

な
け
れ
ば
'
鑑
賞
は
お
ろ
か
読
解
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
人
　
-
　
と
り

わ
け
国
文
科
出
身
の
老
I
は
'
自
照
に
そ
う
い
う
見
方
を
養
っ
て
い
る
も
の

だ
か
ら
t
 
r
羅
生
門
J
　
に
対
し
て
も
同
じ
よ
う
な
見
方
　
-
　
つ
ま
り
'
芥
川
の

『
羅
生
門
)
を
理
解
す
る
に
は
へ
そ
の
基
に
な
っ
た
説
話
を
理
解
す
る
心
要
が

あ
る
と
い
う
受
取
り
方
を
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
芥
川
が
人
間
の
エ
ゴ
を
追

求
す
る
の
に
'
そ
れ
に
適
し
た
説
話
を
利
用
し
た
と
い
う
'
近
代
小
説
の
技
法

は
そ
の
見
方
に
お
い
て
は
無
視
さ
れ
て
い
る
L
t
ま
た
へ
本
歌
取
り
的
読
み
に

は
'
先
に
ま
ず
先
行
作
品
を
十
分
に
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
前
提
と
も
条
件
と

も
な
`
る
の
に
へ
こ
の
や
り
方
で
は
逆
の
順
序
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑦
の
「
こ
こ
で
は
r
方
丈
記
』
の
こ
と
。
」
が
'
F
羅
生
門
』
の
読
解
に
必
要

な
の
か
'
注
記
と
し
て
適
当
な
の
か
は
根
訂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
注

記
が
高
校
生
の
読
解
の
力
添
え
に
な
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
正
当
な
読
解

を
中
絶
さ
せ
へ
異
な
る
方
向
へ
興
味
を
動
か
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で

あ
る
。
「
方
丈
記
」
　
「
今
昔
物
語
集
」
と
明
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
日
本
の

古
典
文
学
へ
の
誘
い
が
で
き
る
と
編
集
者
が
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る

い
は
そ
う
い
う
案
内
と
し
て
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
'
単

な
る
知
識
と
し
て
受
け
入
れ
る
と
い
う
表
面
的
な
結
果
に
陥
い
る
こ
と
に
も
な

り
か
ね
な
い
O
そ
し
て
へ
　
そ
の
注
記
が
、
F
羅
生
門
』
創
作
の
過
程
に
は
触
れ

得
て
も
'
逆
に
'
(
原
文
　
翻
案
)
　
の
印
象
を
与
え
る
か
'
「
今
昔
物
語
集
」

な
ど
の
説
話
に
対
す
る
ゆ
が
ん
だ
印
象
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
t
　
か

り
に
⑦
の
「
学
田
活
動
」
に
従
っ
て
へ
　
「
羅
生
門
」
の
主
題
を
捉
え
る
た
め
に
へ

注
記
掲
げ
ら
れ
た
説
話
を
対
置
さ
せ
る
と
す
れ
ば
t
t
 
F
羅
生
門
』
　
で
は
'
下
人

を
最
初
か
ら
盗
人
に
は
設
定
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
'

逆
に
そ
の
説
話
の
独
自
の
文
学
性
を
そ
こ
な
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
疑

い
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
へ
　
こ
の
二
つ
の
作
品
の
独
自
の
文

学
性
を
尊
重
す
る
か
た
ち
で
は
⑦
の
「
学
習
活
動
」
は
回
難
で
あ
ろ
う
0
そ
し

て
⑦
の
注
記
は
そ
れ
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
へ
⑦
の
注
記
か
ら
生
じ
る
疑
点
を
述
べ
て
き
た
が
'
㊥
に
は
'

④
　
古
い
記
録
o
素
材
と
な
っ
た
T
今
昔
物
語
集
」
　
二
二
壮
絶
細
め
ご
ろ
)

な
ど
を
さ
す
が
へ
　
こ
の
こ
と
は
「
方
丈
記
」
　
)
二
二
一
二
)
　
に
出
て
い
る
。

⑳
　
「
今
昔
物
語
集
」
を
さ
す
。
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'

・
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↑

り
上
げ
た
い
O
　
「
旧
記
」
を
ま
ず
「
古
い
記
録
」
と
説
明
す
る
.
こ
れ
だ
け
で

十
分
で
あ
る
0
と
こ
ろ
が
そ
の
続
き
に
あ
る
説
明
が
誤
解
を
招
く
表
現
に
な
っ

て
い
る
0
　
「
r
今
昔
物
語
焦
し
二
二
世
紀
初
め
)
な
ど
を
さ
す
)
の
「
な
ど
」

に
は
'
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
や
「
十
訓
抄
」
な
ど
説
話
文
学
系
の
作
品
が
意
味

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
'
「
旧
記
」
と
い
-
の
は
'
「
今
昔
物
語

集
」
な
ど
説
話
文
学
系
の
作
品
を
さ
す
語
だ
が
へ
　
こ
の
こ
と
は
「
方
丈
記
」
　
に
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出
て
い
る
t
　
と
い
う
説
明
で
あ
る
か
ら
へ
　
こ
の
注
記
は
'
「
方
丈
記
」
　
に
出
て

い
る
こ
と
を
作
者
は
あ
た
か
も
「
今
昔
物
語
集
」
な
ど
に
出
て
い
る
よ
う
に
表

現
し
た
へ
と
か
へ
　
「
今
昔
物
語
集
」
な
ど
を
意
味
す
る
「
旧
記
」
と
い
う
語
を

作
者
は
「
方
丈
記
」
　
に
用
い
た
t
と
い
う
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
こ
れ
は
曲
解
で
あ
る
が
'
大
体
学
習
者
の
受
け
取
り
方
は
千
差
万
別
で
'

書
き
手
の
期
待
通
り
と
は
い
か
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
へ
　
教
科
書
の
注
記
の
文

章
と
し
て
は
あ
い
ま
い
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
㊧
の
注
記
を
見
る
と
'

④
古
い
記
録
。
鴨
長
明
の
r
方
丈
記
L
　
に
'
二
八
l
年
ご
ろ
の
打
ち
つ
づ

く
災
杜
の
こ
と
へ
　
そ
の
た
め
に
仏
像
な
ど
を
た
き
ざ
に
し
て
売
っ
た
と
い
う

こ
と
が
吾
か
れ
て
い
る
。

と
あ
る
。
⑳
の
注
記
は
な
い
。
⑦
と
㊥
が
単
な
る
出
典
の
作
品
名
提
示
に
終
わ

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
'
㊥
は
'
「
方
丈
記
」
に
お
け
る
該
当
箇
所
を
要
約
紹

介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
「
羅
生
門
」
の
読
解
に
役
立
て
よ
-
と
す
る
注
記
に

な
っ
て
い
る
。

な
お
へ
㊥
の
こ
の
注
記
は
「
轟
欝
芥
川
龍
之
介
」
の
「
補
注
二
」
の
説
明

の
前
半
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
へ
　
¶
羅
生
門
』
　
の
読
解
に

役
立
ち
'
「
方
丈
記
」
　
の
正
当
な
紹
介
に
な
っ
て
い
る
注
記
を
受
け
継
ぐ
こ
と

は
'
つ
ま
り
他
の
教
科
書
の
注
記
を
憤
重
な
根
計
の
上
で
踏
襲
す
る
こ
と
は
今

後
も
大
い
に
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
¶
羅
生
門
』

の
注
記
が
よ
り
充
実
し
て
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
へ
　
こ
の

注
記
と
同
様
の
見
識
を
示
す
も
の
と
し
て
'
前
掲
吾
の
「
頚
身
の
毛
も
太
る
」

(
同
書
五
ペ
ー
ジ
頭
注
九
)
　
の
説
明
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
節
で
述
べ
た
い
。

3
　
二
種
で
取
り
上
げ
た
項
L
H

二
種
の
教
科
書
で
取
り
上
げ
て
い
る
語
句
は
'

⑮
き
.
リ
ぎ
り
す
　
⑩
S
e
n
t
i
m
e
n
t
a
l
i
s
m
　
⑱
築
土
　
⑲
疫
病
　
⑳
引
刺

⑳
朱
在
大
路
　
⑳
辻
風
　
⑳
頚
身
の
毛
も
太
る
　
⑳
ひ
軒
(
節
)
　
⑮
旧

記
(
二
例
の
う
ち
の
後
者
)

の
十
例
で
'
⑮
～
⑳
が
㊥
と
⑦
'
⑳
～
⑳
が
㊤
と
㊥
'
⑳
は
⑦
と
㊥
で
取
り
上

げ
て
い
る
。
⑦
は
⑳
の
「
朱
雀
大
路
」
を
①
「
羅
生
門
」
の
注
記
に
含
め
て
説

明
し
て
い
る
の
で
'
二
極
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
厳
密
に
は
九
例
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

⑮
「
き
り
ぎ
り
す
」
の
注
記
は
'
㊥
「
こ
お
ろ
ぎ
.
」
へ
⑦
「
ご
お
ろ
ぎ
』
の

こ
と
。
」
で
'
こ
れ
は
へ
古
-
は
'
現
花
の
「
き
り
ぎ
り
す
」
と
「
こ
お
ろ
ぎ
」

の
呼
び
名
が
逆
に
な
っ
て
い
た
と
T
 
3
う
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
O
そ
し
て
㊥
が
注

記
し
て
い
な
い
の
は
へ
こ
の
「
き
り
ぎ
り
す
」
を
そ
の
ま
ま
今
の
き
り
ぎ
り
す

と
し
た
か
ら
で
あ
る
O
昭
和
四
十
八
年
填
版
の
あ
る
新
し
い
教
科
許
の
指
導
飛
=

に
は
、
現
在
の
「
こ
お
ろ
ぎ
」
が
円
柱
に
と
ま
れ
る
か
'
と
ま
っ
た
と
し
て
も

「
こ
お
ろ
ぎ
」
で
は
し
っ
-
り
し
な
い
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
#
=
か
れ
て
い
る

か
ら
'
⑲
も
同
じ
見
方
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
こ
お
ろ
ぎ
」
が
円
柱
に

と
ま
る
か
ど
-
か
知
ら
な
い
が
,
・
作
者
が
窮
を
「
こ
お
ろ
ぎ
」
の
意
味

で
川
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
'
「
こ
お
ろ
ぎ
」

の
習
作
と
い
う
事
実
よ
り
も
'
古
名
の
「
き
り
ぎ
り
す
」
は
「
こ
お
ろ
ぎ
」
の

通
称
と
い
う
知
識
の
方
に
作
者
の
興
味
が
あ
っ
た
'
作
者
に
は
そ
う
い
う
傾
向

が
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
'
作
者
は
'
か
な
り
多
く
の
作

品
に
'
こ
の
よ
う
な
小
動
物
を
ア
ク
セ
ン
-
的
に
占
一
括
す
る
傾
向
が
あ
り
へ
そ

れ
は
た
と
え
ば
「
芥
川
竜
之
介
王
朝
物
全
集
」
　
(
岩
波
文
庫
)
を
見
て
も
「
倫
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盗
」
に
お
け
る
育
蝿
へ
　
「
宏
の
中
」
に
お
け
る
馬
輿
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
の

で
あ
る
O
そ
し
て
こ
の
「
き
り
ぎ
り
す
」
が
'
「
倫
盗
」
　
に
お
け
る
百
蝿
の
よ

う
に
は
'
必
ず
し
も
ア
ク
セ
ン
-
と
も
て
う
ま
-
い
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い

に
し
て
も
'
現
代
的
感
覚
で
そ
の
ま
ま
「
き
り
ぎ
り
す
」
と
す
る
の
は
お
も
し

ろ
く
な
い
.
な
お
へ
　
私
の
述
べ
た
ア
ク
セ
ン
-
と
し
て
の
「
き
り
ぎ
り
す
」
が
、

い
わ
る
ゆ
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
「
に
き
び
」
な
ど
と
同
l
の
技
法
で
あ

る
か
は
今
後
根
訂
し
た
い
。

⑰
の
表
記
は
'
㊤
が
原
文
通
り
仏
語
で
t
 
S
e
n
t
i
m
e
n
t
a
l
i
s
m
e
　
で
あ
る

の
に
対
し
'
㊧
と
㊥
は
英
語
表
記
に
改
め
へ
㊥
は
#
=
き
出
し
の
S
が
小
文
字
で

あ
り
'
の
は
頭
文
字
で
あ
る
0
ど
う
し
て
仏
語
を
英
語
に
し
た
の
か
'
そ
し
て

そ
の
場
合
に
ど
う
し
て
頭
文
字
に
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
O
仏
語
表
現
で
あ

る
も
の
を
英
語
表
現
に
改
め
る
こ
と
は
ヘ
　
ビ
ち
R
g
U
外
国
語
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
へ
大
き
な
問
題
で
あ
っ
て
'
高
校
l
年
生
に
は
英
語
の
S
e
n
t
i
m
c
n
t
a
l
i
s
m

の
意
味
が
わ
か
る
か
ら
注
記
も
不
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
へ

そ
う
で
な
く
て
も
勝
手
な
理
屈
で
の
改
変
は
許
さ
れ
ま
い
O
㊧
と
㊥
は
注
記
に

表
記
漣
変
え
た
こ
と
を
記
す
の
が
順
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
O
㊥
が
⑰
を
注
に

取
り
上
げ
な
か
っ
た
の
は
英
語
表
記
に
改
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
O

⑲
「
策
士
」
へ
　
⑬
「
疫
病
」
へ
　
⑳
「
引
剥
」
へ
　
⑳
「
辻
風
」
の
四
例
は
'
簡

単
な
説
明
で
も
い
い
か
ら
ど
の
教
科
　
も
注
に
取
り
上
げ
る
ほ
う
が
望
ま
し
い

語
句
で
あ
る
。

⑳
の
「
頚
身
の
毛
も
太
る
」
は
'

㊨
　
異
常
な
恐
ろ
し
さ
の
形
容
。

㊥
　
非
常
に
恐
ろ
し
い
気
持
ち
の
形
容
.
F
今
普
物
語
集
j
に
し
ば
し
ば
用
い

ら
れ
て
い
る
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
.
こ
の
う
ち
へ
⑩
の
　
「
r
今
昔
物
語
集
L
　
に
し
ば
し
ば
用

い
ら
れ
て
い
る
.
」
　
と
い
う
記
述
は
I
「
し
ば
し
ば
」
で
あ
る
の
か
ど
う
か
へ

未
調
査
な
の
で
従
う
と
し
て
I
「
羅
生
門
」
を
読
む
の
に
不
必
要
な
あ
る
い

は
邪
魔
に
な
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
作
者
は
、
「
頭
身
の
毛
も
太

る
」
を
'
異
常
な
恐
怖
の
高
ま
り
の
筒
所
で
効
果
的
に
引
用
し
た
。
「
旧
記
の

記
者
の
語
を
借
り
れ
ば
」
と
い
う
の
は
'
旧
記
の
記
者
が
し
ば
し
ば
用
い
る
語

I
常
套
語
的
表
現
'
慣
用
句
　
-
　
を
借
り
れ
ば
と
い
う
意
味
で
は
な
く
へ
異

常
な
恐
怖
の
場
面
に
遭
遇
し
た
せ
き
l
回
的
な
表
現
を
借
り
れ
ば
と
い
う
意
味

で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
'
「
『
今
昔
物
語
集
』
　
に
し
ば
し
ば
用
い

ら
れ
て
い
る
O
」
は
'
下
人
が
'
死
人
の
中
に
-
ご
め
-
老
婆
を
目
撃
し
た
と
き

の
異
常
な
恐
ろ
し
さ
に
対
し
て
水
を
さ
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
親
告
芥
川
龍
之
介
」
の
頭
注
は
'
「
今
吾
物
語
華
の
「
頭
身
の
毛
も
太

る
」
場
面
を
要
約
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
芥
川
が
そ
れ
を
的
確
に
用
い
た

こ
と
を
裏
付
け
る
べ
き
親
切
を
注
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
へ
㊥
の
「
教
授
や
料
」

に
は
前
掲
語
と
同
じ
く
巻
二
十
四
の
第
二
十
を
引
い
て
い
る
が
'
ど
の
よ
う
に

「
し
ば
し
ば
」
で
あ
る
の
か
の
説
明
は
な
い
。
な
お
へ
⑦
の
注
記
な
し
は
論
外

で
あ
る
。

⑳
の
「
ひ
き
　
(
慕
)
」
は
'

㊧
　
ひ
き
が
え
渇
.

㊥
　
ヒ
キ
ガ
エ
ル
。
無
尾
目
ヒ
キ
ガ
エ
ル
科
の
一
つ
。
大
形
で
'
主
と
し
て
陸

上
に
す
み
へ
　
畳
は
床
下
や
草
む
ら
に
隠
れ
へ
夕
方
な
ど
に
出
て
き
て
蚊
な
ど

を
食
べ
る
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
表
記
は
'
⑦
と
㊥
が
漢
字
で
「
暮
」
 
'
㊥
が
か
な
で

「
ひ
き
」
　
(
㊥
の
本
文
で
傍
点
を
施
し
て
い
る
の
は
こ
の
語
だ
け
)
で
あ
る
。

さ
て
へ
こ
の
㊥
の
説
明
は
3
.
か
が
で
あ
ろ
う
か
o
文
部
省
の
指
示
す
る
教
科

書
の
注
記
に
関
す
る
事
項
を
知
ら
な
い
が
'
何
の
注
記
も
な
い
⑦
が
根
定
に
合
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格
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
ま
さ
か
国
語
科
の
教
科
詔
に
'
こ
ん
な
生
物
学

的
記
述
ま
で
要
求
し
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
生
物
学
的
記
述
と
言
っ

て
も
'
「
大
形
で
」
と
い
う
形
態
的
説
明
を
除
-
と
も
っ
ぱ
ら
生
態
的
内
容
で

あ
る
o
何
年
か
前
ま
で
は
巻
末
に
栢
物
'
動
物
の
写
真
や
さ
し
絵
な
ど
が
付
敬

さ
れ
て
い
た
が
'
最
近
の
に
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
。
㊥
の
生
態
的
説
明
は
'

さ
し
絵
な
ど
に
よ
る
形
態
的
描
写
の
脱
落
し
た
結
果
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

芥
川
は
'
「
暮
」
を
よ
-
'
た
と
え
ば
「
目
の
丸
い
'
ロ
の
大
き
な
'
ど
こ

か
幕
の
願
を
思
わ
せ
る
'
卑
し
げ
な
女
」
　
(
「
伶
盗
」
)
の
よ
う
に
'
嬰
喰
的
に

用
い
て
い
る
が
'
「
着
の
つ
ぶ
や
-
よ
う
な
声
」
の
よ
う
に
「
声
」
を
形
容
し

た
も
の
は
め
ず
ら
し
い
。
老
婆
の
声
は
ま
ず
「
鴫
の
嘱
-
よ
う
な
声
」
と
表
現

さ
れ
'
老
婆
の
心
理
に
何
ら
か
の
変
化
な
い
し
動
き
が
あ
っ
て
'
「
幕
の
つ
ぶ

や
-
よ
う
な
声
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
'
「
蔀
の
つ
ぶ
や
-
よ
う
な
声
」

と
は
ど
ん
な
声
か
。
t
体
「
蕃
」
は
ど
ん
な
声
で
鳴
-
の
か
o
そ
れ
は
「
鴫
の

鳴
く
よ
う
な
声
」
を
理
解
す
る
よ
り
む
ず
か
し
い
問
堰
で
あ
る
(
l
般
に
か
ら

す
の
鳴
き
声
を
気
味
悪
い
と
す
る
が
'
現
実
の
か
ら
す
の
鳴
き
声
は
の
ど
か
な

感
じ
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
気
味
悪
さ
は
か
ら
す
の
黒
い
色
調
に
暗
示
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
へ
そ
れ
を
芥
川
は
漢
字
「
璃
」
で
示
し
た
)
。
こ
の
「
幕
の
つ
ぶ
や
-

よ
う
な
声
」
・
と
い
う
の
も
'
「
蔀
の
鳴
き
声
に
似
た
'
ほ
そ
ぼ
そ
と
し
た
声
」

と
い
う
よ
り
も
'
「
暮
」
と
い
う
小
動
物
の
醜
い
イ
メ
ー
ジ
か
ら
想
起
さ
れ
る
'

低
い
'
し
わ
が
れ
た
声
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
へ
　
こ
こ
は

生
態
的
説
明
よ
り
も
'
形
態
的
I
視
覚
的
・
聴
覚
的
　
-
　
立
場
か
ら
.
の
説
明

が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
'
「
羅
生
門
」
に
は
'
比
況
・
繋
喰
の
「
よ
う
に
」
　
「
よ
う
な
」
が
十

七
例
あ
り
'
そ
の
う
ち
の
九
例
に
は
小
動
物
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
順
に
記
す

と
'
犬
へ
猫
へ
守
宮
へ
猿
へ
風
'
鶏
へ
肉
食
鳥
へ
　
杓
へ
そ
し
て
幕
で
あ
る
。

「
羅
生
門
」
　
に
は
こ
れ
ら
粥
喉
に
用
い
ら
れ
る
小
動
物
以
外
に
'
轄
蜂
へ
蜘
妹

(
の
巣
)
へ
蛇
へ
干
し
魚
(
蛇
の
切
り
身
)
が
描
か
れ
て
い
て
'
こ
れ
ら
の
異
様

な
イ
メ
ー
ジ
が
「
羅
生
門
」
の
テ
ー
マ
を
亨
え
て
い
る
の
で
あ
る
o
そ
し
て
そ

の
中
で
も
「
奉
の
づ
ぶ
や
-
よ
う
な
声
」
が
最
も
難
解
な
の
で
あ
る
。

4
一
種
が
取
り
上
げ
た
項
目

l
種
の
教
科
君
に
だ
け
取
り
上
げ
J
f
れ
て
い
る
も
の
は
次
の
十
例
で
あ
る
.

⑳
下
人
　
⑳
洛
中
　
⑳
低
桐
　
⑳
局
所
　
⑳
連
著
し
た
　
①
執
扮
-
　
⑫
四

寸
　
⑳
藁
科
(
以
上
の
八
例
は
㊧
)
　
⑳
さ
れ
ば
　
⑮
じ
ゃ
て
(
以
上
の
二

例
は
㊥
)

こ
れ
ら
の
-
ち
'
「
下
人
」
　
「
洛
中
」
　
「
四
寸
」
　
「
薬
科
」
の
四
例
は
現
在

通
用
し
な
い
名
称
で
あ
り
長
さ
の
単
位
で
あ
る
O
そ
れ
・
S
'
が
㊥
だ
け
に
注
記
さ

れ
て
他
が
取
り
上
げ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
問
題
で
あ
る
。
⑦
や
㊥
が
そ
れ
ら

を
当
択
一
知
っ
て
い
る
こ
と
と
扱
っ
た
の
か
へ
　
あ
る
い
は
辞
雷
を
引
-
か
'
人
に

尋
ね
れ
ば
よ
い
と
定
め
た
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
'
ど
う
も
変
で
あ
る
。

大
体
'
注
と
い
-
も
の
は
'
な
け
れ
ば
な
-
て
も
い
い
も
の
で
へ
　
た
だ
あ
っ
た

方
が
理
解
し
や
す
か
ろ
う
と
い
う
配
慮
に
基
づ
い
て
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
が
'
教
育
的
見
地
か
ら
は
付
け
た
方
が
よ
い
と
い

う
の
で
あ
れ
ば
'
そ
の
方
針
を
徹
底
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
'
必
要

な
も
の
の
い
く
つ
か
だ
け
を
注
記
す
る
と
い
う
の
は
適
当
で
は
な
い
。
⑱
は

「
四
寸
」
に
「
し
す
ん
」
と
ル
ビ
を
施
し
た
上
で
注
記
す
る
。
㊥
に
も
「
し
す

ん
」
と
ル
ビ
が
あ
る
0
こ
れ
は
現
代
の
若
老
ガ
「
ヨ
ン
ス
ン
」
と
誤
読
す
る
の

を
避
け
た
配
慮
で
あ
る
(
蛇
足
な
が
ら
薪
近
の
数
の
か
ぞ
え
か
た
は
'
い
ち
t

に
い
'
さ
ん
へ
よ
ん
【
「
し
」
】
　
ご
お
'
ろ
く
な
な
【
「
し
ち
」
】
と
な
り
'

「
な
な
ひ
き
の
こ
や
ぎ
」
な
る
児
童
否
が
出
る
)
。
そ
-
い
う
き
め
こ
ま
か
い
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配
慮
が
注
記
に
お
い
て
も
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

「
低
個
」
　
(
㊥
は
「
低
回
」
と
蓑
記
す
る
)
'
「
局
所
」
　
「
逢
着
し
た
」
　
「
執

劫
-
」
　
の
四
例
は
'
古
語
で
あ
る
と
か
へ
転
じ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と

か
で
理
解
の
困
難
な
'
し
か
も
主
題
へ
迫
ま
る
た
め
に
は
理
解
し
て
お
か
な
け

れ
ば
要
ら
な
い
語
句
で
あ
る
o
そ
う
い
-
'
わ
か
り
に
く
い
が
内
容
理
解
の
必

要
な
語
句
を
注
で
説
明
す
る
と
い
う
方
針
は
'
今
後
他
の
教
科
F
,
=
で
も
採
用
す

る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
L
t
　
ま
た
そ
う
な
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
辞
書
は

他
の
面
で
大
い
に
活
用
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
へ
　
「
語
弊
が
あ
る
」

「
高
を
-
-
る
」
な
ど
も
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
ろ
う
L
t
ま
た
へ
そ
う
い
う

抽
象
的
な
語
の
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
'
文
論
へ
文
辞
論
的
な
面
か
ら
の
注
記
も

望
ま
れ
る
の
で
あ
る
O
た
と
え
ば
へ
　
「
羅
生
門
」
に
は
二
例
の
「
全
敗
…
」
が
あ

り
へ
そ
れ
ら
は
'
「
こ
こ
で
は
F
全
秋
…
』
は
打
消
を
と
も
な
わ
ぬ
語
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
。
」
(
㊤
「
学
習
指
導
の
研
究
」
)
と
説
か
れ
'
「
r
全
ぎ
は
'

ど
こ
に
か
か
る
か
に
注
意
す
る
。
」
(
㊥
脚
注
欄
の
小
設
問
)
と
示
さ
れ
て
い
る

(
そ
の
㊥
の
答
え
は
「
『
支
配
さ
れ
て
い
る
L
に
か
か
る
。
」
　
〔
F
教
授
資
料
こ

と
記
さ
れ
て
い
る
)
。
㊥
の
「
こ
こ
で
は
-
-
」
と
い
う
の
は
'
こ
の
用
例
だ

け
破
格
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
全
然
」
と
い
う
陳
述
の
副
詞
の
最
近
の

用
い
ら
れ
か
た
か
ら
見
て
'
こ
の
説
明
で
は
不
足
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
'
芥

川
は
他
の
作
品
に
も
こ
の
肯
定
文
に
お
け
る
「
今
秋
一
」
を
用
い
て
い
る
の
で
あ

っ
て
(
た
と
え
ば
「
煙
管
」
に
は
'
「
煙
管
の
地
金
を
全
然
変
更
し
て
」
　
「
彼

等
の
務
想
を
へ
全
然
裏
切
っ
て
し
ま
ふ
事
に
'
な
っ
た
の
で
あ
る
」
の
二
例
が

あ
る
。
)
へ
そ
-
い
-
作
者
の
個
性
的
な
用
例
は
注
意
を
う
な
が
す
必
要
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
(
な
お
へ
芥
川
が
肯
定
文
に
「
全
然
」
を
用
い
た
の
は
'

あ
る
い
は
漢
文
的
表
現
の
影
響
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
漢
文
に
お
い
て
は

「
全
然
1
肯
声
の
形
は
普
通
で
あ
る
L
t
江
戸
時
代
の
吾
に
も
そ
う
い
う
形

が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
)
0

文
論
へ
文
章
論
的
な
面
か
ら
の
注
記
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
が
'
そ
の
先
駆
と

も
目
さ
れ
る
も
の
に
㊥
の
小
設
問
が
あ
る
。
小
設
問
は
小
間
と
も
呼
ば
れ
'
脚

注
の
欄
に
星
印
を
付
し
て
'
「
注
意
す
る
」
　
「
考
え
る
」
　
「
-
ら
べ
て
み
る
」

な
ど
の
こ
と
ば
で
示
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
o
　
こ
れ
は
薪
近
の
教
科
吾
に
し
だ
い

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
'
㊥
に
は
そ
れ
が
二
十
四
問
あ
り
へ
そ
の

お
よ
そ
半
数
が
'
指
示
語
へ
か
か
り
受
け
へ
接
続
詞
な
ど
文
脈
理
解
の
問
題
で

あ
る
。
ま
だ
そ
れ
ら
が
綿
密
に
根
討
さ
れ
た
結
果
の
問
題
で
あ
る
と
は
言
え
ず
'

な
か
に
は
単
な
る
ド
リ
ル
的
な
も
の
も
混
じ
っ
て
い
る
L
t
　
桑
要
な
も
の
を
見

落
し
て
も
い
る
が
'
別
に
「
学
習
の
手
引
き
」
論
で
扱
う
の
で
こ
こ
で
は
先
駆

的
な
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
る
に
と
ど
め
る
。

次
に
へ
㊥
の
「
さ
れ
ば
」
　
「
じ
ゃ
て
」
の
注
記
で
あ
る
が
'
こ
れ
ら
も
も
ち
　
l

ろ
ん
な
い
よ
り
あ
る
方
が
よ
い
。
し
か
し
老
婆
の
こ
と
ば
に
は
'
「
じ
ゃ
て
」
　
7
2

と
同
じ
接
続
詞
で
へ
た
だ
逆
接
の
意
の
「
じ
ゃ
が
」
が
そ
の
前
に
あ
り
へ
接
続
一

詞
で
は
な
い
が
'
「
飢
え
死
に
を
す
る
の
じ
ゃ
て
」
と
「
じ
ゃ
で
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
接
続
詞
の
「
じ
ゃ
て
」
 
・
を
「
そ
う
な
の
で
」
と
説
明
す
る
の
な
ら
へ

同
じ
接
続
詞
の
「
じ
ゃ
が
」
 
'
付
属
語
の
「
じ
ゃ
て
」
の
か
か
わ
り
に
お
い
て

説
明
す
る
の
が
'
こ
と
ば
へ
の
目
を
養
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

⑦
の
〔
研
究
の
手
引
き
B
〕
　
の
「
2
」
に
は
'

老
婆
の
会
話
の
こ
と
ば
か
ら
'
特
色
の
あ
る
言
い
方
を
抜
き
出
し
'
普
通

の
言
い
方
に
直
せ
。
さ
ら
に
'
作
者
は
'
な
ぜ
老
婆
に
こ
う
い
う
こ
と
ば
を

使
わ
せ
た
の
か
'
考
え
よ
。

と
い
う
設
問
が
あ
り
へ
そ
れ
は
単
に
「
さ
れ
ば
」
　
「
じ
ゃ
て
」
の
意
味
に
と
ど

ま
ら
ず
'
位
層
語
の
問
題
に
か
か
わ
り
へ
　
ま
た
こ
の
作
品
に
お
け
る
表
現
の
問

題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。



作
者
は
大
正
四
年
に
「
羅
生
門
」
を
発
表
し
'
そ
の
後
も
そ
の
表
現
を
何
度

か
書
き
改
め
た
。
こ
の
こ
と
は
'
と
り
わ
け
最
後
の
1
文
に
お
い
て
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
へ
　
こ
の
老
婆
の
こ
と
ば
も
ま
た
大
き
く
書
き
改
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
正
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
第
一
創
作
集
「
羅
生
門
」
で

は
へ
ま
だ
'
老
婆
の
こ
と
ば
を
間
接
話
法
的
に
'
つ
ま
り
作
者
が
概
略
的
に
苔

-
と
い
う
か
た
ち
で
示
し
へ
従
っ
て
へ
　
「
さ
れ
ば
」
が
「
だ
か
ら
」
一
'
「
せ
ね
ば
」

が
「
し
な
け
れ
ば
」
 
'
「
じ
ゃ
て
」
が
「
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
続
き
の
「
老
婆
は
大
体
こ
ん
な
意
味
の
こ
と
を
言
っ
た
」
が

生
き
て
い
た
の
で
あ
る
が
'
大
正
十
一
年
刊
行
の
「
沙
羅
の
花
」
に
収
め
る
と

き
に
'
そ
う
い
う
間
接
語
法
的
な
表
現
か
ら
直
接
話
法
へ
と
吾
き
改
め
ら
れ
'

京
都
の
庶
民
層
の
こ
と
ば
に
な
っ
た
の
で
あ
る
・
 
0
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
'

こ
れ
ら
「
じ
ゃ
て
」
　
「
さ
れ
ば
」
な
ど
に
は
作
者
の
表
現
意
図
が
十
分
に
こ
め

ら
れ
て
い
る
の
で
'
㊤
の
設
問
が
当
を
得
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

教
材
が
単
な
る
教
科
否
の
本
文
だ
け
で
な
ぐ
'
注
記
'
作
者
概
説
へ
教
材
未

設
問
な
ど
の
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
'
注
記
を
中
心
と
し
た

教
材
研
究
を
試
み
て
き
た
が
'
当
秋
・
;
そ
れ
は
設
問
と
か
本
文
黄
記
'
あ
る
い
は

主
題
な
ど
の
問
題
と
も
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
の
で
'
次
に
は
そ
れ
ら
の
総
合

的
な
検
討
が
要
求
さ
れ
て
く
る
。

現
行
の
教
科
書
の
注
記
を
中
心
に
見
て
き
た
の
で
そ
れ
ら
教
科
書
に
対
す
る

批
判
の
こ
と
ば
も
随
所
に
出
て
し
ま
っ
た
が
'
私
の
こ
の
つ
た
な
い
論
の
目
的

が
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
注
記
の
現
状
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も

な
お
さ
ず
そ
の
作
品
の
読
み
の
現
状
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
'
私
は
そ
れ
ら
を

比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
随
分
と
教
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

私
は
い
ま
だ
に
注
記
に
関
す
る
論
を
知
ら
な
い
。
あ
る
い
は
す
で
に
綿
密
に

桧
討
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
へ
私
の
こ
の
文
章
を
再

構
成
す
れ
ば
あ
る
い
は
注
記
論
に
な
る
か
と
も
思
わ
れ
る
が
'
こ
れ
は
教
材
研

究
の
一
環
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
の
で
羅
列
的
に
思
い
つ
い
た
こ
と
を
記
す
ま

ま
に
し
た
。
以
上
の
中
に
は
'
私
の
至
ら
な
い
と
こ
ろ
も
'
思
い
あ
が
っ
て
い

る
箇
所
も
多
い
か
と
思
う
が
'
御
容
赦
と
と
も
に
脚
教
示
を
賜
わ
れ
ば
こ
の
上

な
い
幸
い
で
あ
る
。
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