
現
代
　
の
文
学
教
育
の
　
あ
-
方

序

現
代
に
位
す
る
文
学
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
へ
現
代
教
育
課
程
論
を
背
景

に
し
て
、
文
学
の
機
能
と
そ
れ
を
通
し
て
の
'
あ
る
べ
き
人
間
の
形
成
は
ど
の

よ
う
に
推
し
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
方
面
か
ら
少
し
-
考
察

し
て
み
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
も
荒
廃
に
満
ち
た
現
代
は
'
前
近
代
的
な
封
建
性
の
残
浮
を

完
全
な
形
に
お
い
て
払
拭
し
終
え
な
い
ま
ま
'
ま
た
同
時
に
、
新
し
く
発
生
し

つ
つ
あ
る
、
近
代
の
個
人
的
自
由
主
義
の
矛
盾
を
'
ま
す
ま
す
深
め
て
い
る
状

態
に
あ
る
0

わ
が
国
の
近
代
史
は
'
農
業
を
基
盤
と
し
た
崩
壊
し
っ
つ
あ
る
封
建
制
皮

が
'
工
業
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
請
に
対
し
'
い
か
に
対
処
し
て
い
っ
た
か
の

記
録
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
資
本
主
義
と
自
然
科
学
と
が
あ
い
ま
っ
て
完
成

し
た
、
近
代
競
争
社
会
の
物
質
文
明
は
、
経
済
的
条
件
の
急
速
な
変
化
に
も
か

か
わ
ら
ず
へ
　
そ
れ
が
刻
々
と
'
人
間
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
決
定
的
な
影
響
を

与
え
る
よ
う
に
な
り
は
し
て
も
'
現
代
の
荒
廃
か
ら
人
間
を
救
済
し
て
い
-
ち

の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
体
制
の
矛
盾
は
、
現
代
の
高
校
生
の
意
識
に
ど
の
よ
う
な
影
響

榎

　

　

園

久

を
与
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
斑
近
、
と
み
に
日
だ
っ
て
活
発
に
な
っ
て
き

た
、
学
生
運
動
の
過
激
派
の
爆
弾
事
件
、
そ
れ
ら
に
表
象
さ
れ
る
現
代
の
病
め

る
街
道
を
突
進
す
る
十
代
の
暴
走
族
、
彼
ら
は
、
ま
さ
し
く
へ
自
分
の
現
実
、

そ
し
て
将
来
の
い
ず
れ
に
も
深
い
絶
望
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
'
受
験
勉
強
に
明
け
暮
れ
る
1
流
高
校
で
も
'
ま
た
、
能
力
の
低
い

者
ば
か
り
が
集
ま
っ
た
と
'
教
師
が
口
に
出
し
て
侮
る
三
流
へ
四
流
の
高
校
で

も
、
大
部
分
の
高
校
生
が
、
現
実
の
高
校
生
活
を
や
り
き
れ
な
い
も
の
と
感
じ

て
い
る
0
進
学
競
争
の
中
で
主
体
性
を
蚕
失
さ
せ
ら
れ
た
高
校
生
が
'
自
我
の

拡
張
へ
巧
年
期
の
充
実
感
を
'
闇
の
中
を
空
し
く
泉
走
す
る
ハ
ン
ド
ル
に
し
か

求
め
ら
れ
な
い
姿
は
な
ん
と
も
い
た
ま
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
'
体
制
の
中
の
高
校
生
の
絶
望
感
は
'
能
力
の
高
低
に
応
じ
て

進
学
や
就
職
に
差
が
つ
-
の
は
当
然
な
こ
と
だ
と
い
う
佼
勝
劣
散
の
自
由
斑
争

を
原
則
と
す
る
近
代
社
会
の
体
質
か
ら
発
し
て
い
る
選
別
の
論
理
に
よ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
民
主
化
へ
近
代
化
、
合
理
化
な
ど
を
指
標
と
し
た
戦
後
の
社
会
改

革
の
成
果
こ
そ
が
、
自
分
た
ち
を
疎
外
す
る
要
因
だ
と
思
い
つ
め
て
い
る
急
進

的
高
校
生
た
ち
は
、
民
主
主
義
者
と
保
守
主
義
者
の
い
ず
れ
を
も
自
分
た
ち
の

敵
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
'
こ
の
よ
う
な
体
制
の
矛
盾
の
中
で

困
惑
す
る
高
校
生
の
問
に
ど
ん
よ
り
と
よ
ど
ん
で
い
る
無
気
力
・
無
感
動
と
、
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過
激
な
暴
力
行
動
と
は
同
じ
も
の
の
表
裏
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
'
右
に
見
た
こ
と
か
ら
も
帰
納
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
代
社
会
の
矛
盾
と

空
虚
さ
と
は
過
度
の
資
本
主
義
の
進
展
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
現
代
文
明
社

会
の
病
根
は
'
刻
刻
と
人
間
の
心
を
侵
蝕
し
て
ゆ
き
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
と
い

う
社
会
体
制
で
あ
る
。
す
で
に
'
戦
後
に
'
経
済
的
レ
ベ
ル
で
'
1
つ
の
エ
ポ

ッ
ク
を
画
し
'
元
禄
と
い
う
言
葉
が
人
口
に
胎
衆
さ
れ
て
久
し
い
現
代
の
物
質

氾
濫
の
世
の
中
は
、
ま
た
人
間
を
さ
え
も
商
品
と
し
て
し
か
扱
わ
な
い
冷
酷
鰯

慈
悲
の
体
制
で
あ
り
へ
　
こ
の
資
本
主
義
体
制
は
'
か
つ
て
農
村
を
破
壊
し
'
人

口
の
都
市
集
中
化
を
は
か
り
'
現
在
も
そ
の
延
長
上
に
あ
る
よ
う
に
、
人
間
の

心
を
蝕
み
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
代
の
中
に
お
い
て
、
生
き
る
と
は
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
へ
何
が
現
代
人
の
心
を
動
か
し
'
現
代

人
は
何
を
信
仰
L
へ
ど
こ
に
足
場
を
求
め
て
'
そ
の
日
常
を
前
に
進
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
深
捌
の
上
に
設
置
さ
れ
て
い
る
、
資
本
主
義
社

会
と
い
う
一
つ
の
人
工
の
械
椛
の
中
で
の
わ
れ
わ
れ
の
明
け
群
れ
が
、
人
間
ら

し
い
輝
き
を
持
つ
の
は
ど
の
よ
う
な
時
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
文
学
は
'
こ

の
よ
う
な
時
代
の
中
に
お
か
れ
て
い
る
人
間
の
救
済
に
い
か
よ
う
な
役
割
り
を

担
う
も
の
で
あ
り
'
ま
た
'
文
学
の
機
能
を
通
し
て
の
人
間
形
成
は
、
現
代
を

生
き
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
の
育
成
と
'
ど
の
よ
う
に
関
迫
を
持
っ
て
そ
の
役

割
り
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

本

さ
て
、
国
語
教
育
の
性
格
と
目
的
と
に
つ
い
て
、
国
分
1
太
郎
氏
は
、
そ
れ

の
教
育
全
体
の
目
的
と
閑
通
さ
せ
て
'
「
教
育
・
国
語
設
育
」
と
い
う
考
え
方

を
提
出
し
て
'
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。
「
各
教
科
・
教
科
外
の
指

導
を
ふ
く
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
活
動
に
は
'
学
力
を
つ
け
る
こ
と
と
、
人
格

を
つ
く
る
こ
と
と
'
ふ
た
つ
の
側
面
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
教
科
と
し
て
の
国
語

の
学
力
を
子
ど
も
の
も
の
に
す
る
国
語
科
独
自
・
特
有
の
目
的
と
'
人
格
を
つ

-
る
と
い
う
仝
教
育
に
共
有
の
目
的
が
あ
る
の
だ
。
こ
の
両
側
面
を
と
も
に
忘

れ
ぬ
よ
う
に
し
、
ま
た
統
1
し
て
果
た
す
た
め
に
へ
す
こ
し
し
ち
く
ど
く
『
教

育
・
同
語
教
育
』
と
い
う
考
え
方
を
し
た
い
の
だ
u
(
『
国
語
教
育
の
本
来
像
』

新
評
論
社
刊
　
B
.
J
5
)

こ
の
こ
と
は
ま
た
'
次
の
よ
う
な
国
語
教
育
の
目
的
の
図
式

T
i
　
佃
'
蝣
1
・
能
力
"
i
-
 
-
>
v
.
I
'
j
'
教
育

相
　
世
界
E
3
・
見
解
・
信
念
・
行
軌
の
教
育

あ
る
い
は
、

川
　
国
語
の
学
力
を
つ
け
る
側
甜

脚
　
読
解
指
導
・
表
現
指
導
・
文
学
指
導
・
文
学
教
育
・
そ
の
他
の
諸
過
程

を
通
じ
て
、
人
格
の
形
成
を
目
ざ
す
側
面

で
表
わ
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
紬
と
川
へ
　
肘
と
脚
と
が
、
い
わ
ゆ
る
「
陶

冶
」
の
両
と
「
教
育
」
の
両
と
を
受
け
持
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
'
氏
の
同
語
教
育
の
性
格
と
目
的
と
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
さ
ら
に
具

体
的
に
述
べ
れ
ば
t

a
　
国
語
教
育
独
白
の
日
的
　
-
　
国
語
に
つ
い
て
の
学
力
を
つ
け
る
こ
と

(
文
字
・
発
音
・
単
語
・
文
法
・
文
・
文
革
に
つ
い
て
の
意
識
的
自
覚
を
う

な
が
L
t
生
き
た
知
識
と
し
て
定
督
す
る
こ
と
)

b
　
仝
教
育
と
共
有
の
目
的
1
人
格
・
世
界
観
の
基
礎
を
つ
ち
か
っ
て
い

く
こ
と

の
　
子
ど
も
た
ち
の
親
祭
力
・
表
象
力
、
記
憶
力
・
想
像
力
、
思
考
力
を

の
ば
す
こ
と
(
形
式
論
辻
的
な
思
考
力
の
や
し
な
い
を
も
重
視
し
て
)
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軸
　
物
の
見
方
・
窄
見
方
・
感
じ
方
を
正
し
、
高
め
へ
ゆ
た
か
に
す
る
こ

と
(
弁
証
法
的
な
認
識
の
基
礎
の
や
し
な
い
に
も
心
を
と
め
て
)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
日
本
の
子
ど
も
た
ち
が
、
ご
く
普
通
に
必
要

な
日
本
の
文
字
を
覚
え
た
り
、
日
本
語
の
文
法
に
つ
い
て
意
識
的
な
自
覚
を
持

っ
た
り
'
日
本
語
の
文
章
を
か
き
つ
づ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
も
」

(
同
番
c
u
S
)
学
校
教
育
の
中
で
の
、
よ
り
意
識
的
・
計
画
的
・
系
統
的
な
、

人
間
形
成
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
国
語
教
育
を
と

ら
え
る
な
ら
ば
、
先
の
a
、
b
の
二
つ
の
目
的
を
合
し
た
も
の
が
、
国
語
教
育

に
よ
る
人
間
形
成
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
『
国
語
教

育
に
お
け
る
人
間
形
成
』
と
い
っ
た
控
除
な
問
題
も
解
消
さ
れ
て
'
全
体
の
教

育
が
日
ざ
す
意
図
的
な
の
ぞ
ま
し
い
人
間
の
形
成
の
仕
事
に
、
国
語
教
育
も
ス

ッ
ポ
リ
と
は
い
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
『
学
力
を
つ
け
る
こ

と
』
と
『
人
間
を
つ
く
る
こ
と
』
が
'
べ
つ
べ
つ
の
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

が
ち
な
欠
陥
も
消
城
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
'
わ
た
し
た
ち
は
、
ご
く
常

識
的
な
こ
と
ば
と
し
て
使
わ
れ
る
『
学
力
づ
く
り
』
と
『
人
間
づ
く
り
』
　
と

を
へ
正
し
く
し
か
も
統
1
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
u

(
同
番
o
h
g
サ

だ
か
ら
、
国
語
科
の
教
材
化
は
、
右
に
見
た
a
、
b
の
性
格
と
目
的
と
を
満

足
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
'
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
形
成
と
文
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
へ
し

ば
し
ば
次
の
よ
う
な
言
葉
を
目
に
す
る
。
例
え
ば
'
奥
野
伸
男
氏
の
'
「
私
は

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
『
悪
霊
』
と
太
宰
治
に
よ
っ
て
文
学
に
目
を
開
か
れ
'

人
生
観
を
-
変
さ
せ
た
が
、
文
学
に
は
人
の
一
生
を
琴
見
て
し
ま
う
よ
う
な
力

が
あ
る
の
だ
。
そ
れ
は
人
生
の
行
く
手
に
あ
る
地
雷
と
で
も
い
え
よ
う
。
(
中

略
)
人
間
が
部
分
化
さ
れ
た
世
の
中
で
は
、
文
学
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
全
体

的
な
人
間
性
を
身
に
つ
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。
文
学
は
人
間
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
と

る
た
め
に
大
き
な
侶
伍
が
あ
り
へ
そ
れ
な
り
の
役
割
り
を
果
た
す
に
ち
が
い
な

い
ビ
　
(
「
現
代
人
と
文
学
」
南
日
本
新
関
・
昭
N
-
i
-
(
.
O
S
ま
た
へ
島
崎
藤

村
も
、
「
飯
倉
だ
よ
り
」
の
中
で
、
「
近
ご
ろ
私
は
少
年
期
か
ら
青
年
期
へ
移

る
こ
ろ
に
か
け
て
受
け
た
感
動
が
深
い
影
響
を
人
の
1
生
に
及
ぼ
す
と
い
う
こ

と
に
'
よ
く
思
い
当
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
う
し
た
心
の
柔
ら
か
い
感
じ
易
い
年
ご
ろ

に
'
私
は
芭
蒲
の
宙
い
た
も
の
を
愛
読
し
た
。
そ
の
時
に
受
け
た
感
化
が
今
だ

に
続
い
て
い
る
臼
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
見
る
'
文
学
が
人
生
観
を
1
変
さ
せ
て
'
「
人
の
一
生
を
変
え
て
し

ま
う
よ
う
な
力
」
　
(
奥
野
)
を
持
ち
へ
あ
る
い
は
、
「
少
年
期
か
ら
青
年
期
へ

移
る
こ
ろ
に
か
け
て
受
け
た
感
動
が
深
い
影
響
を
人
の
1
生
に
及
ぼ
す
と
い
う

こ
と
」
　
(
藤
村
)
は
'
文
学
と
人
間
形
成
と
の
霞
大
な
関
わ
り
と
か
ら
ん
で
'

明
ら
か
に
、
文
学
に
特
有
の
機
能
に
つ
な
が
る
も
の
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
'
享
受
者
に
対
す
る
形
研
力
は
'
文
学
の
ど
の
よ
う
な
属
性
に

出
発
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
平
野
謙
氏
編
の
　
『
わ
が
青
春
の
文
学
』

(
集
英
社
刊
)
は
、
「
文
学
は
人
間
を
い
か
に
変
革
さ
せ
る
か
?
と
く
に
多
感
な

青
年
期
の
読
容
が
t
　
の
ち
の
人
格
形
成
に
ど
ん
な
に
役
だ
っ
た
か
P
L
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
単
に
文
学
者
だ
け
で
な
く
へ
現
在
各
界
の
第
一
線
に
た
つ
方

方
の
読
沓
経
験
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
石
原
慎
太
郎
氏
が
、

次
の
へ
興
味
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
(
前
略
)
今
と
な
っ
て
も
よ

く
へ
私
は
'
・
ジ
イ
ド
が
あ
の
芙
し
い
青
春
の
宙
、
『
地
の
粒
』
の
中
で
'
ナ
タ

ナ
工
に
向
っ
て
情
熱
に
つ
い
て
語
っ
た
言
葉
や
、
カ
ロ
ッ
サ
の
『
ル
ー
マ
ニ
ア

日
記
』
の
中
で
の
、
出
来
損
い
の
人
間
に
つ
い
て
の
悲
痛
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム

の
告
白
の
一
句
を
懐
か
し
く
、
ま
た
、
今
も
生
命
あ
る
も
の
と
し
て
思
い
起
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す
。そ

れ
こ
そ
は
青
春
の
読
宙
が
与
え
た
、
か
け
が
え
の
な
い
感
動
と
戦
煤
の
余

缶
に
他
な
ら
な
い
。

そ
し
て
ま
た
へ
青
春
期
に
'
そ
れ
を
得
る
こ
と
の
出
来
た
人
間
の
幸
福
が
そ

こ
に
あ
る
の
だ
。

青
春
の
読
書
の
遺
産
は
、
後
の
人
生
に
於
け
る
伴
侶
で
あ
り
'
武
器
で
も
あ

5
S人

間
は
、
青
春
の
読
苔
に
よ
っ
て
予
感
し
味
わ
っ
た
未
知
の
戦
陳
が
と
り
も

直
さ
ず
'
自
分
自
身
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
を
必
ず
後
に
な
っ
て
知
る

の
だ
。人

生
に
と
っ
て
の
、
青
春
の
真
の
追
産
は
、
恋
愛
と
読
宙
で
あ
る
と
思
う
。

前
者
は
'
人
生
へ
の
欝
夜
色
の
幻
覚
を
与
え
、
後
者
は
人
間
の
存
在
に
関
し

て
の
戦
煤
を
与
え
る
。

前
者
は
後
の
人
生
に
於
い
て
必
ず
破
れ
、
後
者
は
必
ず
実
る
の
で
あ
る
。
1

生
を
通
じ
て
、
創
造
と
言
う
も
の
に
全
く
縁
な
き
人
間
に
と
っ
て
、
青
春
期
に

於
け
る
読
苔
は
'
一
つ
の
創
作
と
言
っ
て
も
良
い
。
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感
動
深
く
、
印
象
深
い
作
品
を
読
む
こ
と
で
味
わ
う
戦
保
は
、
己
の
未
知
の
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o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o
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°

　

0

　

0

　

0

人
生
と
言
う
'
宙
か
れ
ざ
る
作
品
へ
の
興
奮
で
も
あ
る
。
そ
の
時
、
人
々
は
己

°

　

0

　

0

　

0

　

°

　

O

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

の
人
生
を
一
つ
の
虚
構
と
し
て
想
定
し
'
己
に
許
す
の
だ
。
た
と
え
、
後
の
人

生
が
'
そ
れ
が
崩
れ
破
れ
る
た
め
だ
け
に
あ
っ
た
と
し
て
も
。
(
後
略
)
」
(
傍

点
は
引
用
者
)

こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
石
原
氏
自
身
の
青
春
の
読
書
の
あ
り
さ
ま
を
語
る
と
と
も

に
'
青
春
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら
'
文
学
の
保
持
す
る
独
自
・
特
有
の
機
能
に

つ
い
て
へ
結
果
と
し
て
、
述
べ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

「
感
動
深
-
、
印
象
深
い
作
品
を
読
む
こ
と
で
味
わ
う
戦
陳
」
が
、
「
己
の
未

知
の
1
生
と
言
う
、
書
か
れ
ざ
る
作
品
へ
の
興
奮
で
あ
」
り
、
「
そ
の
時
、
人

々
は
己
の
人
生
を
一
つ
の
虚
構
と
し
て
想
定
し
、
己
に
許
す
の
だ
U
と
い
、
ぅ
言

葉
は
、
文
学
が
感
動
を
通
し
て
へ
そ
の
享
受
者
に
対
し
て
'
そ
こ
か
ら
、
一
つ

の
別
の
新
し
い
生
涯
を
創
造
さ
せ
る
と
い
う
、
文
学
の
有
す
る
機
能
を
十
分
な

形
に
お
い
て
説
明
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
'
次
の
西
尾
実
氏
の

文
章
と
も
論
旨
を
等
し
く
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
「
そ
の
作
品
が
、
鑑

安
着
の
主
体
的
な
体
験
と
し
て
喚
起
さ
れ
た
生
活
問
題
意
識
と
、
そ
れ
の
展
開

と
し
て
成
立
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
'
む
し
ろ
創
作
的
な
体
験
で
あ
る
と
し
な
-
て

は
な
ら
な
い
u
　
(
5
文
学
鑑
賞
復
興
の
必
要
と
意
義
『
戦
後
文
学
教
育
研
究

史
』
上
巻
、
未
来
社
刊
)

同
じ
よ
う
に
、
藤
村
詩
序
の
「
生
命
は
力
な
り
。
力
は
声
な
り
。
声
は
言
葉

o

O

O

O

O

O

O

O

O

O

°

o

o

o

o

o

°

な
り
。
新
し
き
言
葉
は
す
な
は
ち
新
し
き
生
涯
な
り
」
　
(
傍
点
は
引
用
者
)
の

部
分
は
、
こ
の
文
学
の
機
能
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
乾
孝
氏

が
、
「
文
学
は
こ
と
ば
を
な
か
だ
ち
と
し
て
、
一
定
の
感
情
的
な
体
験
(
イ
メ

ー
ジ
)
を
ひ
き
お
こ
し
て
、
そ
の
流
れ
の
う
ち
に
思
想
を
伝
達
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
相
手
の
そ
の
後
の
外
界
反
映
に
方
向
づ
け
を
あ
た
え
る
と
い
う
は
た
ら

善
と
い
え
よ
う
U
　
(
2
幼
児
の
精
神
的
発
達
と
文
学
教
育
『
戦
後
文
学
教
育
研

究
史
』
上
巻
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
見
る
人
間
形
成
の
論
理

は
'
ま
ざ
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
よ
う
な
文
学
の
機
能
と
奥
深
く
結
び
つ
い
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
を
原
点
と
し
て
文
学
教
育
の
実
際
の
活
動

は
展
開
さ
れ
る
も
の
で
な
-
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
人
間
形
成
を
も
た
ら
す
文
学
の
機
能
に
よ
る
影
響
の
あ
と
は

次
の
井
上
措
氏
の
文
章
に
も
よ
-
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
『
若
菜

集
』
　
1
巻
が
世
に
与
え
た
衝
動
は
'
今
日
そ
れ
を
想
像
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し

い
o
　
『
若
菜
集
』
の
ペ
ー
ジ
を
開
い
た
者
は
'
自
分
の
心
に
伝
わ
り
'
心
を
霞
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わ
せ
て
く
る
今
ま
で
見
た
こ
と
も
な
か
っ
た
詩
の
言
葉
に
さ
な
が
ら
酔
え
る
よ

う
に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
に
は
自
分
の
心
が
明
る
く
、
大
胆
に
'
率

直
に
、
し
か
も
美
し
い
調
べ
を
伴
っ
て
刻
ま
れ
て
あ
る
。
『
若
菜
集
』
　
1
巻
に

よ
っ
て
、
人
々
は
自
分
を
取
り
巻
く
す
べ
て
の
も
の
が
、
凪
の
音
も
流
れ
の
輝

き
も
'
そ
れ
を
読
む
以
前
と
は
異
っ
て
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

藤
村
の
影
響
の
下
に
土
井
晩
翠
へ
薄
田
泣
重
、
与
謝
野
晶
子
'
市
原
有
明
、
さ

ら
に
降
っ
て
北
原
白
秋
'
三
木
昆
風
へ
石
川
坑
木
と
い
っ
た
新
詩
人
が
続
々
と

誕
生
し
て
-
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
か
ら
大
正
の
初
め
に
か
け
て
日
本
の
詩
歌

壇
は
百
花
が
l
時
に
咲
き
乱
れ
た
観
を
呈
す
る
が
'
こ
れ
は
『
若
菜
集
』
一
巻

が
投
じ
た
波
紋
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
U
　
(
藤
村
詩
の
生
命
『
日

本
の
詩
歌
』
島
崎
藤
村
)

先
に
、
わ
れ
わ
れ
は
'
国
語
教
育
の
性
格
と
目
的
と
が
、
現
代
教
育
学
の

「
陶
槍
」
の
面
と
「
教
育
」
の
面
と
を
満
足
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
確
か
め
た
が
'
右
の
文
学
の
独
自
・
特
有
の
機
能
は
こ
の
こ
と
と
ど
の

よ
う
に
関
わ
り
あ
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

文
学
教
育
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
様
様
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
国
分
1

太
郎
氏
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

川
　
文
学
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
'
そ
の
本
質
や
種
類
や
歴
史
な
ど
に
つ
い

て
の
た
し
か
な
理
解
へ
感
覚
的
な
ま
た
知
的
な
理
解
を
順
次
に
与
え
て
い
か

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
　
(
文
学
に
つ
い
て
の
教
育
)
　
(
傍
点
は
国
分

氏
。
以
下
同
じ
)

脚
　
文
学
と
い
う
も
の
を
ど
う
読
む
か
へ
そ
の
正
し
い
鑑
貿
・
批
評
の
し
か

た
を
'
順
次
に
子
ど
も
の
も
の
に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
も
の
(
文

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

学
鑑
賞
の
方
法
・
技
術
・
態
度
・
能
力
の
教
育
)

脚
　
コ
ト
バ
を
形
式
と
す
る
芸
術
で
あ
る
文
学
作
品
を
研
究
吟
味
さ
せ
る
過

程
で
、
物
事
に
つ
い
て
の
芸
術
的
な
文
学
的
な
認
識
の
し
か
た
を
'
順
次
に

子
ど
も
の
も
の
に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
も
の
(
文
学
的
認
識
'
文

学
的
思
考
、
物
事
の
芸
術
的
、
形
象
的
な
と
ら
え
方
の
教
育
)

の
　
す
ぐ
れ
た
文
学
作
品
を
よ
ろ
こ
ん
で
読
ま
せ
る
過
程
で
'
芸
術
的
な
趣

味
、
美
的
興
味
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
(
文
学
美
の
教

育
)

料
　
文
学
作
品
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
物
の
見
方
・
考
え
方
・
感
じ
方

を
ゆ
た
か
に
し
'
正
し
-
L
へ
新
し
く
し
、
人
間
的
な
感
情
と
生
き
方
を
探

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

求
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
(
文
学
を
通
し
て
の
教
育
、
文
学

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

作
品
を
用
い
て
の
正
し
い
モ
ラ
ル
の
教
育
)

㈹
　
コ
-
パ
の
は
た
ら
き
を
最
高
度
に
生
か
し
た
よ
い
文
学
作
品
に
ふ
れ
さ

せ
る
過
程
で
'
コ
ト
パ
の
教
育
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

(
国
語
教
育
と
し
て
の
文
学
教
育
)
0
(
十
四
文
学
教
育
の
目
的
『
国
語
教

育
の
本
来
像
』
p
_
)

文
学
教
育
の
目
的
を
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
教
科
に
は
'

糾
　
学
力
を
育
て
る
側
面
1
認
識
と
技
術
の
指
導
　
脚
　
人
間
を
育
て
る
側

面
-
人
格
と
世
界
観
形
成
の
指
導
が
あ
る
か
ら
、
文
学
教
育
の
目
的
に
は
、

国
分
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
t

G
s
)
文
学
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
理
解
・
認
識
を
順
次
に
与
え
て
い
-
独
日

の
目
的

(
レ
)
文
学
作
品
を
あ
つ
か
う
な
か
で
、
順
次
に
人
間
形
成
・
世
界
観
の
や
し

な
い
を
め
ざ
し
て
い
-
日
的

こ
の
二
つ
の
側
面
が
は
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
さ
き
の
様
様
な
文
学
教
育

の
目
的
論
の
、
日
脚
柳
川
は
(
-
ォ
)
に
、
料
は
(
i
)
に
は
い
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
前
に
見
た
、
人
間
形
成
と
関
わ
る
文
学
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独
自
・
特
有
の
機
能
は
へ
こ
の
(
U
)
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
文
学
教
育
の
目
的
は
'
さ
ら
に
、
国
語
科
の
中
で
、
ま
た
、
学

校
教
育
で
の
基
本
的
目
的
に
合
致
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
そ
れ
は
'
「
個
人
の
尊
厳
を
重
ん
じ
'
真
理
と
平
和
を
希
求
す
る
人
間
の

育
成
」
　
(
教
育
基
本
法
前
文
)
で
あ
り
、
「
人
格
の
完
成
を
め
ざ
し
、
平
和
的

な
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者
と
し
て
、
玄
理
と
正
我
を
愛
し
、
個
人
の
価
伯
を

た
っ
と
び
'
勤
労
と
貿
任
を
重
ん
じ
、
自
主
的
精
神
に
充
ち
た
心
身
と
も
に
位

旗
な
国
民
の
育
成
を
期
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
　
(
同
、
第
1
条
へ

教
育
の
目
的
)
と
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
り
'
ま
た
、
「
何
人
も
、
自

由
に
'
社
会
の
文
化
生
活
に
参
加
し
'
芸
術
を
た
の
し
み
'
且
つ
、
科
学
の
進

歩
と
そ
れ
の
恩
恵
と
に
あ
ず
か
る
抱
利
を
有
す
る
」
　
(
人
権
に
関
す
る
世
界
宣

言
の
'
教
育
の
条
項
に
続
く
第
二
七
条
)
と
冒
か
れ
て
あ
る
'
こ
の
枢
利
を
充

分
に
行
使
出
来
る
人
間
を
育
て
る
こ
と
で
あ
り
'
そ
れ
は
ま
た
、
現
代
の
カ
-

キ
ュ
ラ
ム
梼
案
上
の
中
核
を
な
す
'
「
市
民
的
有
能
性
」
と
紐
が
る
も
の
で
あ

る
。文

学
教
育
を
個
体
史
的
に
と
ら
え
る
場
合
へ
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
が
『
カ
ラ

マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
第
十
三
編
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
述
べ
て
い
る
次
の
言
葉
は
'

幼
児
期
の
文
学
教
育
を
考
え
て
い
-
上
で
、
極
め
て
重
要
な
点
を
指
摘
し
て
い

る
と
亭
見
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
総
じ
て
楽
し
い
日
の
思
い
出
ほ
ど
、
こ

と
に
子
供
の
時
分
'
親
の
ひ
ざ
も
と
で
暮
ら
し
た
日
の
思
い
出
は
ど
'
そ
の
後

の
1
生
涯
に
と
っ
て
尊
く
力
敬
い
、
位
全
で
有
益
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
諸

君
は
教
育
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
や
か
ま
し
い
語
を
聞
く
で
し
ょ

う
。
け
れ
ど
、
子
供
の
と
き
か
ら
保
存
さ
れ
て
い
る
'
こ
う
し
た
美
し
く
神
聖

な
思
い
出
こ
そ
、
何
よ
り
も
T
番
よ
い
教
育
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
過
去
に

そ
う
い
う
迫
債
を
た
く
さ
ん
あ
っ
め
た
も
の
は
、
l
生
す
く
わ
れ
る
の
で
す
。

も
し
そ
う
い
う
も
の
が
一
つ
で
も
、
わ
た
し
た
ち
の
心
に
残
っ
て
お
れ
ば
へ
そ

の
思
い
出
は
い
つ
か
わ
た
し
た
ち
を
救
う
で
し
ょ
う
。
も
し
か
し
た
ら
、
わ
た

し
た
ち
は
悪
人
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
悪
行
を
退
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
間
の
涙
を
笑
う
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
さ
っ

き
コ
1
-
ヤ
君
が
『
す
べ
て
の
人
の
た
め
に
苦
し
み
た
い
』
と
叫
ば
れ
ま
し
た

が
'
あ
る
い
は
そ
う
い
う
人
に
向
っ
て
'
毒
々
し
い
瑚
笑
を
あ
び
せ
か
け
る
よ

う
に
怒
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
む
ろ
ん
'
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

が
t
も
し
わ
た
し
た
ち
が
そ
ん
な
悪
人
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
こ
う
し
て
イ
-

ユ
ー
シ
ャ
を
葬
っ
た
こ
と
や
'
死
ぬ
ま
え
の
改
日
か
の
あ
い
だ
彼
を
愛
し
た
こ

と
や
'
今
こ
の
方
の
そ
ば
で
お
互
い
に
親
し
く
語
り
合
っ
た
こ
と
を
'
思
い
出

し
た
ら
t
も
し
か
り
に
わ
た
し
た
ち
が
残
醇
で
皮
肉
な
人
間
に
な
っ
た
と
し
て

も
'
今
こ
の
瞬
間
に
わ
た
し
た
ち
が
ヰ
艮
な
人
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

内
心
瑚
笑
す
る
よ
う
な
勇
気
は
な
い
で
し
ょ
う
/
そ
れ
ど
こ
ろ
か
'
こ
の
1
つ

の
追
憶
が
わ
た
し
た
ち
を
大
な
る
窓
か
ら
ま
も
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
し

て
'
彼
は
過
去
を
顧
み
て
、
『
お
れ
も
あ
の
時
代
は
善
良
だ
っ
た
の
だ
。
大
皿

で
潔
白
だ
っ
た
の
だ
』
と
言
う
こ
と
で
し
よ
う
。
も
っ
と
も
、
腹
の
中
で
-
す

り
と
笑
う
の
は
か
ま
い
ま
せ
ん
。
人
は
え
て
し
て
羊
良
で
立
派
な
お
こ
な
い
を

笑
い
た
が
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
た
だ
軽
薄
な
心
の
し
わ
ざ
で
す
。
け
れ
ど
も

み
な
さ
ん
'
わ
た
し
た
ち
は
誓
っ
て
言
い
ま
す
が
、
よ
し
ん
ば
笑
っ
て
も
、
す

ぐ
に
心
の
中
で
『
い
や
笑
う
の
は
よ
く
な
い
、
こ
れ
は
笑
う
べ
か
ら
ざ
る
こ
と

だ
か
ら
-
-
』
と
言
う
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
u

芸
術
以
前
の
、
文
学
以
前
の
年
齢
の
時
分
か
ら
、
文
学
教
育
を
設
計
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
文
学
と
い
う
こ
と
を
狭
-
考
え
れ
ば
、
否
定
さ
れ
る
だ
ろ

う
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
は
へ
幼
児
の
相
貌
的
知
現
と
自
己
中
心
性

m



の
状
態
か
ら
客
観
化
へ
の
通
す
じ
を
空
白
に
、
あ
る
い
は
負
数
の
何
か
を
つ
め

こ
む
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
こ
の
時
期
の
文

学
享
受
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
幼
児
の
反
応
は
か
な
り
の
振
幅
を
示
す
も
の
で
あ

ろ
う
。
た
と
え
ば
、
園
児
の
集
団
生
活
の
な
か
だ
ち
に
絵
本
を
利
用
し
た
福
知

ト
シ
さ
ん
が
同
じ
報
告
(
幼
児
の
文
学
教
育
を
ど
う
す
す
め
る
か
'
雑
誌
『
文

学
教
育
』
N
O
2
宣
協
社
)
　
の
中
で
'
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
の
物
語
の
フ
ッ
ク
の
役

を
演
じ
た
男
の
閉
児
が
'
最
後
ま
で
'
坊
じ
る
自
分
と
横
じ
る
立
場
を
理
解
出

来
な
か
っ
た
例
語
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る
し
、
ま
た
、

金
山
美
碁
子
さ
ん
の
報
告
(
文
学
を
核
に
し
た
保
育
の
一
つ
の
方
法
、
雑
誌

r
文
学
教
育
』
N
O
S
宣
協
社
)
に
み
え
る
『
お
お
か
み
と
子
ぶ
た
』
の
劇
あ

そ
び
の
中
で
、
子
豚
を
食
べ
る
狼
役
の
関
児
が
子
豚
が
か
わ
い
そ
う
に
な
っ
て

役
を
お
り
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
そ
う
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
は
'

文
学
が
素
材
と
す
る
生
活
訓
練
全
休
の
中
に
組
み
こ
ま
れ
る
の
が
妥
当
で
、
そ

こ
か
ら
'
さ
ら
に
'
金
山
美
沙
子
さ
ん
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
文
学
と
い
う

次
元
に
立
っ
て
、
そ
の
作
品
の
テ
ー
マ
を
子
ど
も
た
ち
の
中
に
定
着
さ
せ
る
た

め
に
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
使
い
」
'
「
そ
し
て
そ
れ
が
未
分
化
な
幼
児
で
あ
る

が
故
に
総
合
的
な
も
の
と
し
て
行
な
わ
れ
」
、
「
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全

面
的
な
教
育
が
な
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ま
た
へ
文
学
が
保

育
の
核
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、
幼
児
期
に
お
い
て
の
文

学
教
育
は
、
客
観
化
へ
の
迅
す
じ
を
確
実
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
目
ざ
し
て
'

文
学
が
幼
児
に
与
え
る
目
標
は
、
坂
本
1
郎
氏
の
お
説
の
よ
う
に
「
〓
言
語
能

力
の
発
達
を
助
長
し
言
語
生
活
を
ゆ
た
か
に
す
る
。
脚
夢
を
与
え
想
像
力
を
伸

ば
す
。
川
情
緒
を
う
る
お
し
、
実
的
惜
按
を
養
う
」
　
(
3
児
童
文
学
の
鑑
賞
の

心
理
『
戦
後
文
学
教
育
研
究
史
』
上
巻
)
等
に
留
志
し
て
、
同
時
に
へ
そ
の
後

の
一
層
の
発
展
の
為
に
へ
幼
児
の
時
期
に
お
い
て
は
幼
児
ら
し
い
物
の
見
方
'

考
え
方
、
感
じ
方
を
充
分
に
伸
ば
す
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
幼

児
期
に
は
絵
本
に
連
な
る
豊
か
な
心
の
故
郷
を
用
意
し
て
や
る
べ
き
で
、
要
す

る
に
、
乾
孝
氏
の
い
わ
れ
る
「
と
ま
れ
'
ご
ま
か
し
の
な
い
'
お
お
ら
か
に
生

き
る
こ
と
へ
の
自
信
、
こ
う
い
う
気
分
の
基
調
を
調
え
る
こ
と
」
　
(
2
幼
児
の

精
神
的
発
逆
と
文
学
教
育
『
戦
後
文
学
教
育
研
究
史
』
上
巻
p
6
)
　
が
幼
児
に

対
す
る
文
学
教
育
の
中
心
課
題
で
あ
ろ
う
。

文
学
教
育
の
目
的
は
先
に
見
た
よ
う
に
日
か
ら
脚
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ

れ
ら
は
教
育
学
の
「
陶
冷
」
と
「
教
育
」
の
両
面
に
相
漂
っ
て
位
置
づ
け
る
こ

と
が
出
来
た
。
こ
の
よ
う
に
文
学
教
育
の
目
的
が
陶
冶
、
教
育
の
二
面
に
わ
た

る
こ
と
は
'
文
学
教
育
の
目
的
が
、
国
語
科
の
読
解
鑑
質
と
担
う
分
野
を
共
有

し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
学
習
展
開
は
教
材
の
性
格
に

従
う
の
で
、
こ
う
考
え
る
と
'
文
学
教
育
と
は
'
読
解
指
導
の
中
の
あ
る
特
殊

な
領
域
を
占
め
る
も
の
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
無
論
'
文
学
教
育
が
'
仝
教
育

と
共
有
の
目
的
1
人
格
・
世
界
観
の
某
礎
を
つ
ち
か
う
こ
と
を
目
ざ
す
場
合

は
'
明
ら
か
に
そ
の
目
的
の
趣
旨
に
従
う
の
で
こ
の
点
に
留
証
し
て
学
習
が
進

め
ら
れ
る
。
だ
か
ら
'
文
学
教
育
は
'
広
く
読
解
鑑
質
指
導
の
中
に
含
ま
れ
る

が
、
こ
の
教
育
に
は
、
こ
と
に
人
間
形
成
の
願
望
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
.

そ
こ
に
は
1
つ
の
個
性
あ
る
部
面
が
出
て
-
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
あ
る

べ
き
人
間
の
育
成
を
目
ざ
し
て
'
意
図
的
な
1
筋
の
光
の
道
が
設
呂
せ
ら
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
。

粛
藤
尚
吾
氏
は
、
子
ど
も
の
読
宙
コ
ー
ス
を
考
え
て
'
次
の
よ
う
な
読
書
す

る
子
ど
も
の
発
達
段
階
を
え
が
い
て
お
ら
れ
る
。

①
　
幼
年
期
と
絵
本
　
-
　
四
歳
頃
か
ら
福
音
館
や
岩
技
の
絵
本
を
母
親
か
ら

授
乳
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
、
こ
と
ば
や
文
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
育
て
ら
れ

る
。
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子
ど
も
た
ち
が
最
初
に
で
あ
う
本
(
絵
本
)
を
目
と
耳
で
と
ら
え
る
こ
と

は
、
読
討
生
活
の
は
じ
ま
り
で
あ
り
へ
文
学
教
育
の
第
1
歩
で
あ
る
0

◎
　
絵
本
か
ら
お
は
な
し
の
世
界
へ
　
-
　
小
学
校
に
あ
が
っ
て
か
ら
二
年
生

の
お
わ
り
頃
ま
で
の
問
に
、
し
ぜ
ん
に
絵
本
を
卒
業
す
る
。
担
任
の
読
み
間
か

せ
や
ひ
と
り
読
み
で
『
長
い
長
い
ペ
ン
ギ
ン
の
話
』
や
『
北
極
の
ム
ー
シ
カ
・

ミ
I
シ
カ
』
な
ど
の
長
編
幼
年
缶
詰
の
世
界
に
ひ
た
る
O
　
(
母
子
2
0
分
間
読
む

の
適
期
、
こ
れ
に
よ
っ
て
読
書
の
日
課
が
身
に
つ
-
)

◎
　
長
編
の
物
語
を
読
破
す
る
　
-
　
三
年
生
頃
か
ら
『
ク
マ
の
プ
-
さ
ん
』

や
『
ド
リ
ト
ル
先
生
ア
7
-
カ
ゆ
き
』
な
ど
に
興
味
を
も
ち
は
じ
め
'
四
年
生

に
な
っ
た
ら
岩
波
少
年
文
柘
の
目
録
な
ど
を
も
ら
っ
て
自
分
の
読
ん
だ
本
に

○
を
つ
け
て
い
く
。

読
古
の
歯
を
強
-
L
t
　
き
た
え
る
時
期
で
あ
る
。

◎
　
柴
田
読
む
に
よ
っ
て
　
-
　
五
年
生
頃
か
ら
、
な
か
ま
と
読
む
グ
ル
ー
プ

を
作
っ
て
読
後
感
を
話
し
合
う
こ
と
を
好
む
。
六
年
生
に
な
っ
た
ら
『
あ
ら
し

の
前
』
　
『
あ
ら
し
の
あ
と
』
　
『
こ
ぐ
ま
星
座
』
　
『
長
い
冬
』
な
ど
の
文
学
全
張

を
読
破
す
る
決
心
で
一
年
間
取
り
組
む
。

人
生
の
読
書
黄
金
時
代
で
あ
る
。
　
(
岩
波
の
本
だ
け
で
な
-
'
す
ぐ
れ
た

日
本
の
童
話
、
文
学
作
品
へ
と
く
に
新
し
い
創
作
児
童
文
学
作
品
や
ノ
ン
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
選
択
も
煎
視
す
る
。
)
　
(
校
内
全
職
員
に
よ
る
子
ど
も
の
読
古
道

動
。
雑
誌
『
文
学
教
育
』
N
O
2
宣
協
社
)

右
の
よ
う
な
子
ど
も
を
斉
藤
氏
は
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中

で
、
集
E
E
i
読
苔
の
後
へ
そ
の
読
後
感
を
、
お
互
い
に
詣
し
令
っ
こ
と
は
、
各
自

ポ
ー
ル

の
到
り
え
て
い
る
極
を
語
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
視
野
を
広
め
る
と
共
に
、
客

観
化
へ
の
方
向
づ
け
を
導
く
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
時
期
に
、
個
人
的
な
'

文
学
の
美
質
と
の
出
会
い
を
経
験
さ
せ
た
い
も
の
で
あ
る
。
小
学
生
の
年
齢
期

の
相
似
で
あ
っ
た
勧
井
懲
恕
原
望
(
能
谷
孝
氏
若
『
文
学
教
育
』
p
2
)
か
ら

離
れ
て
、
中
学
二
'
三
年
生
に
な
る
と
生
徒
達
が
既
成
の
真
善
美
に
つ
い
て
の

考
え
方
に
対
す
る
疑
い
を
抱
き
始
め
る
こ
と
は
、
硯
坊
に
よ
-
見
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
生
徒
達
が
、
自
己
の
納
得
の
い
く
モ
ラ
ル
を
立
て
直
そ
う
と

努
力
す
る
よ
う
に
な
る
心
理
的
街
動
に
も
と
づ
い
て
い
る
現
象
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
彼
等
の
状
況
に
対
す
る
疑
問
は
、
彼
等
を
混
迷
に
陥
れ
る
だ
ろ
う

が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
ま
た
、
逆
に
、
そ
こ
に
こ
そ
、
彼
等
を
救
済
す
る
可
能

性
が
存
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
疑
問
を
解
決
の
方
向
に
発
展

さ
せ
て
い
く
こ
と
が
彼
等
の
人
生
の
建
設
の
新
た
な
る
1
歩
で
あ
り
'
こ
こ

に
へ
　
こ
の
欝
味
で
の
文
学
教
育
の
出
発
点
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

O
'彼

等
が
文
学
を
読
む
と
き
'
人
生
の
探
求
・
玉
突
と
虚
偽
と
の
区
分
け
'
人

生
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
'
こ
れ
ら
を
知
る
こ
と
が
'
正
大
の
関
心
事
に
な
る

の
で
あ
る
0
先
に
文
学
の
機
能
と
関
連
し
て
引
用
し
た
へ
奥
野
陛
男
氏
の
「
文

学
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
的
な
人
間
性
を
身
に
つ
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。
文

学
は
人
間
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
大
き
な
価
値
が
あ
り
へ
　
そ
れ
な
り
の

役
割
り
を
果
す
に
ち
が
い
な
い
]
と
い
う
文
章
に
あ
る
よ
う
に
、
彼
等
は
人
生

の
探
求
臼
と
し
て
文
学
形
象
に
対
す
る
よ
う
に
な
る
。
現
代
人
が
現
代
の
生
き

方
を
考
え
る
こ
と
は
、
人
生
の
探
求
者
で
あ
る
文
学
者
と
形
象
を
通
し
て
対
話

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
等
は
自
分
の
心
が
信
じ
る
も
の
を

正
当
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
蛍
の
巻
の
玉
蔓
の
こ
と

ば
へ
　
「
げ
に
、
い
つ
は
り
馴
れ
た
る
人
や
、
さ
ま
ぐ
に
'
さ
も
酌
み
待
ら

0

　

0

　

　

　

0

　

0

　

　

　

0

　

0

　

0

　

0

　

°

　

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

む
。
た
ゞ
へ
　
い
と
、
ま
こ
と
の
こ
と
と
こ
そ
思
う
給
へ
ら
れ
け
れ
」
　
(
日
本
古

典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
二
。
傍
点
は
引
用
着
)
　
に
見
る
よ
う
に
。
ま
た
、
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文
学
は
、
隠
者
の
そ
れ
で
あ
っ
て
も
、
奥
底
に
愛
が
あ
る
の
で
「
さ
え
て
い
て

一
人
で
い
て
す
こ
し
寂
し
い
心
の
状
態
」
で
古
き
つ
け
た
、
私
見
に
よ
れ
ば
'

そ
れ
は
'
つ
れ
づ
れ
の
対
象
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
る
が
「
つ
れ
7
川
～
革
」
は

孤
独
な
現
代
人
の
心
に
説
得
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
る
、
人
生
の
探

求
者
と
し
て
の
作
者
と
享
受
者
と
の
関
わ
り
の
あ
り
さ
ま
は
ま
た
、
次
の
伊
藤

整
氏
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
.

「
そ
し
て
'
こ
の
二
十
世
紀
の
諸
方
法
は
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
小
説
家
た
ち
に
あ

る
共
通
し
た
姿
勢
を
与
え
て
い
る
。
彼
等
の
作
品
は
直
接
に
話
題
の
興
味
に
よ

っ
て
公
衆
に
読
ま
れ
る
の
で
は
な
く
へ
　
そ
の
作
家
の
方
法
自
体
へ
ま
た
は
そ
の

方
法
で
と
ら
え
た
思
想
の
意
味
に
よ
っ
て
読
者
に
読
ま
れ
る
。
作
家
は
作
品
に

よ
っ
て
考
え
さ
せ
'
驚
か
せ
、
ま
た
は
教
育
す
る
。
二
十
世
紀
の
中
頃
か
ら
小

説
は
実
証
性
を
乗
り
越
え
る
忠
恕
表
現
の
手
段
と
な
り
、
読
者
に
生
活
を
、
道

徳
を
、
人
間
性
を
思
索
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
o
以
前
に
は
笑
い
や
涙
を
通
し

て
遠
ま
わ
し
に
、
あ
る
い
は
作
家
の
予
期
せ
ぬ
結
果
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の

が
'
じ
か
に
、
難
し
-
、
苦
し
い
課
題
と
し
て
読
者
に
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
宗
教
や
哲
学
の
受
け
持
っ
て
い
た
問
題
を
'
小
説
が
'
も
っ
と
強
力
に
、

有
効
に
果
し
得
る
と
作
家
た
ち
は
考
え
る
u
　
(
『
小
説
の
方
法
』
p
l
)

矛
盾
と
荒
廃
の
現
代
社
会
に
お
い
て
、
確
実
な
も
の
を
足
が
か
り
に
し
て
'

生
存
を
前
に
進
め
よ
う
と
す
る
時
、
こ
の
人
生
の
普
遍
的
な
も
の
を
求
め
る
探

求
者
と
し
て
の
、
作
家
と
享
受
者
と
の
相
互
の
心
の
交
流
は
、
極
め
て
有
効
な

智
恵
を
投
与
し
て
-
れ
る
で
あ
ろ
う
。

も
し
'
さ
ら
に
'
読
者
が
、
こ
の
相
互
の
間
に
、
あ
る
平
出
を
感
じ
る
な
ら

ば
、
そ
こ
か
ら
'
新
し
い
人
間
や
社
会
の
あ
り
方
を
目
ざ
し
て
'
真
の
曹
昧
に

お
い
て
の
、
創
作
の
仕
事
が
な
さ
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
。

教
育
の
目
的
が
、
結
局
'
正
し
い
意
味
で
の
自
己
開
発
を
続
け
て
い
け
る
市

民
の
育
成
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
'
こ
の
人
生
の
普
遍
的
な
生
き
方
を
求

め
る
探
求
者
を
放
左
班
に
し
て
、
広
-
文
学
的
E
㌫
勺
を
日
常
生
活
に
生
か
す
こ

と
の
出
来
る
人
間
を
育
て
て
い
-
こ
と
を
目
的
と
す
る
文
学
教
育
は
'
現
代
に

お
い
て
罰
要
な
仕
損
を
占
め
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
時

代
を
前
に
進
ま
せ
る
力
は
'
現
体
制
の
利
益
と
、
さ
ら
に
、
こ
こ
に
見
る
よ
う

な
'
思
考
力
を
揃
え
た
新
し
い
世
代
の
力
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い

て
、
こ
の
文
学
教
育
が
'
最
近
の
統
一
カ
-
キ
ュ
ラ
ム
発
展
へ
の
試
み
に
い
か

ほ
ど
白
献
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
'
も
は
や
論
を
ま
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
佐
藤
正
夫
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
児
童
・
生
徒
の
内
揃
的
な
傾
向
と
襲
求
に
一
致
し
っ
つ
'
而
も
客
観
的
な
目

的
に
向
っ
て
秩
序
と
班
1
と
を
以
て
不
断
に
そ
の
学
習
を
腿
間
さ
せ
る
よ
う
な

カ
-
キ
ュ
ラ
ム
が
発
展
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
主
的
に
し
て
知
性

的
・
創
造
的
な
'
而
も
社
会
全
休
の
た
め
に
建
設
的
に
協
力
し
得
る
態
虻
と
力

と
が
形
成
さ
れ
、
近
代
文
化
は
そ
の
主
槻
主
立
的
・
無
政
府
主
義
的
矛
盾
か
ら

救
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
u
　
(
『
現
代
教
育
課
程
論
』
第
五
車
力
-

キ
ュ
ラ
ム
の
結
合
統
一
。
)

総
　
　
　
　
括

以
上
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
と
ば
を
な
か
だ
ち
と
し
て
、
享
受
者
に

感
動
を
与
え
へ
　
1
定
の
感
情
的
な
休
放
(
イ
メ
ー
ジ
)
を
引
き
起
こ
し
'
そ
の

流
れ
の
う
ち
に
思
想
を
伝
迂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
相
手
の
そ
の
後
の
外
界
反

映
に
方
向
づ
け
を
与
え
る
文
学
の
独
自
・
特
有
の
機
能
に
基
づ
い
て
、
矛
盾
と

荒
廃
の
現
代
文
明
の
中
で
、
文
学
を
そ
の
創
造
・
享
受
の
中
核
に
位
置
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
を
救
済
し
て
い
こ
う
と
す
る
方
向
を
求
め
よ
う
と
し
て

き
た
。
す
で
に
確
か
め
た
よ
う
に
'
文
学
と
は
'
1
記
の
テ
キ
ス
-
を
通
じ
て
、
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孤
独
な
作
家
と
孤
独
な
読
み
手
と
が
へ
　
互
い
に
何
か
普
遍
的
な
も
の
を
確
認
し

あ
い
へ
あ
る
い
は
互
い
に
そ
れ
を
求
め
あ
う
1
種
の
儀
式
と
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
り
、
ま
た
文
学
は
個
人
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
個
人
を
通
じ
て
へ
何

か
普
遍
的
な
も
の
が
伝
わ
ら
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
へ
　
こ
こ

か
ら
'
近
代
文
化
の
主
観
主
義
的
・
無
政
府
主
義
的
矛
盾
を
畔
柁
す
る
方
途
が

導
か
れ
る
o
現
代
社
会
に
お
い
て
'
「
こ
の
世
界
終
末
概
は
、
そ
の
後
の
私
の

文
学
の
唯
一
の
母
体
を
な
す
も
の
で
あ
る
u
　
(
『
週
刊
朝
日
』
　
　
。
0
'
J
h

特
集
「
原
爆
の
日
に
よ
せ
て
」
)
と
三
島
由
紀
夫
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
原
水

爆
は
'
戦
後
文
学
の
t
つ
の
状
況
に
'
す
で
に
そ
の
黒
の
座
を
占
め
て
い
る
。

ま
た
へ
自
己
に
つ
な
が
る
は
ず
の
機
械
は
逆
に
人
間
を
支
配
し
て
い
る
状
況
に

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
の
中
で
'
わ
れ
わ
れ
は
『
群
像
』
4
5
年
6
月
号
特
集

「
変
革
期
の
な
か
の
文
学
教
育
」
で
大
江
鮭
三
郎
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う

に
、
前
近
代
性
批
判
と
近
代
性
批
判
の
相
魁
を
こ
そ
生
き
ぬ
い
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
時
へ
先
に
見
た
文
学
教
育
は
、
高
校
生
た
ち

に
、
歴
史
的
遺
産
の
純
承
を
全
面
的
に
拒
否
す
る
こ
と
が
も
た
ら
す
ニ
ヒ
-
ズ

ム
か
ら
救
済
し
、
人
類
史
の
道
程
に
つ
い
て
の
系
統
的
認
識
を
も
た
ら
し
'
ま

た
、
国
民
大
衆
の
生
活
現
実
に
つ
い
て
の
具
体
的
把
握
を
保
証
し
て
'
彼
等
の

営
為
を
確
実
に
推
進
す
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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