
国
語
教
育
の
教
材
に
つ
い
て

-
　
志
賀
直
哉
を
教
材
と
し
た
授
業
か
ら
　
-

は
じ
め
に

国
語
教
育
の
教
材
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
高
等
学
校
の
国
語
の
な
か
で

近
代
文
学
の
ど
う
い
う
作
品
を
教
材
と
す
る
か
。
こ
こ
で
は
志
賀
直
哉
の
作
品

「
城
の
崎
に
て
」
を
教
材
と
し
た
授
業
'
「
十
一
月
三
日
午
後
の
事
」
を
教
材

と
し
た
授
業
を
報
告
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
教
材
の
問
題
に
つ
い
て
の
1
つ
の

考
え
を
述
べ
て
み
た
い
。

-
　
「
城
の
崎
に
て
」
の
授
業

尚
学
園
雷
「
高
等
学
校
'
新
選
現
代
国
語
1
'
三
訂
版
」
の
「
八
、
小
説
(

二
)
城
の
崎
に
て
　
志
賀
真
哉
」
を
教
材
と
し
て
'
高
等
学
校
一
年
生
で
、
昭

和
五
十
四
年
度
二
学
期
に
授
業
を
行
っ
た
。
小
説
の
学
習
は
'
1
学
期
に
「
投

網
　
井
上
靖
」
を
教
材
と
し
て
行
っ
て
い
る
。
高
等
学
校
1
年
D
組
の
授
業
を

も
と
に
報
告
す
る
。

川
　
「
城
の
崎
に
て
」
に
は
い
る
前
に

教
材
を
読
む
前
に
、
今
ま
で
'
授
業
以
外
で
志
賀
直
哉
の
作
品
を
読
ん
だ
こ

と
の
あ
る
者
を
問
う
て
み
る
と
6
人
で
あ
っ
た
。
同
じ
教
科
宙
に
並
ん
で
大
字

治
の
「
番
犬
談
」
が
あ
る
が
'
大
宰
治
の
作
品
を
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
著
を
問

う
と
1
7
人
で
あ
っ
た
。
生
徒
に
と
っ
て
、
大
字
治
は
た
ま
た
ま
取
り
上
げ
た
指

金
　
　
本
　
　
宣
　
　
保

原
で
あ
る
が
(
芥
川
礼
之
介
'
夏
目
淑
石
は
も
っ
と
読
ま
れ
て
い
る
)
、
こ
こ

に
現
在
の
生
徒
の
読
告
傾
向
へ
好
み
や
評
価
が
表
れ
て
い
る
。
志
賀
直
哉
の
作

品
を
読
む
こ
と
は
、
1
般
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
な
い
。
し
か
し
、
私
は
'
授

業
の
教
材
と
し
て
「
城
の
崎
に
て
」
は
適
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。
「
畜
犬
談

」
は
精
読
す
る
た
め
の
教
材
と
し
て
は
不
適
当
と
考
え
て
、
「
城
の
崎
に
て
」

を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。

1
　
1
託
し
て
の
感
想
-

1
度
通
読
し
た
後
に
、
学
習
者
に
次
の
こ
と
を
召
か
せ
提
出
さ
せ
た
。

一
、
一
読
し
て
の
感
想

二
、
お
も
し
ろ
い
と
思
う
と
こ
ろ
(
一
-
三
文
を
引
用
し
て
示
す
。
)

間
　
「
児
を
盗
む
話
」
に
ょ
る
導
入

「
児
を
盗
む
話
」
を
導
入
に
も
ち
い
た
。
プ
リ
ン
ト
し
た
も
の
(
岩
渡
書
店

昭
和
四
十
八
年
刊
「
志
賀
直
哉
全
然
第
二
巻
」
か
ら
)
を
通
読
さ
せ
た
。
こ
れ

は
次
の
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
o

t
.
「
城
の
崎
に
て
」
の
は
じ
め
に
あ
る
「
気
分
は
近
年
に
な
-
静
ま
っ

て
'
落
ち
着
い
た
い
い
気
特
が
し
て
い
た
。
」
を
読
解
す
る
。

二
へ
　
「
児
を
盗
む
話
」
は
、
主
人
公
の
生
活
の
場
所
を
尾
道
と
し
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
'
学
習
者
に
'
志
賀
直
哉
へ
の
親
近
感
を
も
た
せ
る
。
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ね
ら
い
の
1
に
つ
い
て
D
f
学
習
者
に
'
・
「
志
賀
直
哉
と
い
う
と
'
ど
う
い
ラ

イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
か
。
作
品
を
読
ん
で
い
な
-
と
も
、
何
ら
か
の
イ
メ

ー
ジ
が
浮
か
ぶ
人
は
答
え
て
ほ
し
い
。
志
賀
直
哉
は
気
が
荒
く
て
他
人
と
よ
く

対
立
す
る
人
か
'
他
人
と
は
喧
嘩
を
す
る
こ
と
な
ぞ
な
い
静
か
な
人
か
の
二
つ

に
分
け
る
と
ど
ち
ら
に
な
る
か
。
」
と
問
う
て
み
る
と
'
「
気
の
荒
い
人
」
の

イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
者
は
4
人
で
'
「
静
か
な
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
者
は
l

人
ほ
ど
で
あ
っ
た
.
(
半
数
の
者
は
イ
メ
ー
ジ
を
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
)
問
い
は
大
づ
か
み
な
も
の
で
あ
る
が
'
生
徒
の
多
-
が
志
賀
直
哉
に
関

り
と
調
和
し
て
い
る
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
大
家
と
し
て
の
晩
年
の
姿
を
写
真
と
か
話
と
か
か
ら
知
る
こ
と
も
あ
り
、

な
ん
と
な
く
そ
う
い
う
作
家
だ
と
思
っ
て
い
る
。
通
俗
的
な
作
家
像
で
あ
る

が
、
全
く
の
虚
像
と
い
う
訳
で
も
な
い
。
こ
う
い
う
常
識
化
さ
れ
た
認
識
か

ら
文
章
を
読
む
こ
と
に
ょ
っ
て
よ
り
其
な
も
の
を
発
見
し
て
い
く
こ
と
は
'
言

語
に
ょ
る
理
解
の
喜
び
の
1
つ
で
あ
る
。
た
だ
「
戦
う
人
」
と
し
て
の
志
賀
直

哉
を
知
ら
な
け
れ
ば
'
「
城
の
崎
に
て
」
の
文
章
が
平
面
的
に
見
え
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
既
に
結
論
が
出
た
も
の
と
し
て
作
品
を
読
み
へ
そ
の
結
論
を
納

得
す
る
と
い
う
ふ
う
に
進
む
恐
れ
が
あ
る
。
特
に
、
こ
の
教
科
書
で
は
'
は
ち

の
死
の
描
写
の
あ
と
の
1
節
へ
　
「
自
分
」
が
「
泊
の
犯
罪
」
で
妻
を
殺
す
こ
と

を
書
い
た
が
今
は
「
静
か
さ
」
を
書
き
た
い
と
心
境
の
変
化
を
述
べ
た
部
分
が

省
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
学
習
者
が
文
章
の
持
っ
て
い
る
動
的
な
も
の

を
読
み
お
と
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。

「
児
を
盗
む
話
」
は
「
或
朝
父
が
、
/
『
貴
様
は
一
体
そ
ん
な
事
を
し
て
い

て
'
将
来
ど
う
す
る
つ
も
り
だ
。
』
と
蔑
む
よ
う
に
云
っ
た
。
」
と
'
父
と
の

不
和
か
ら
始
ま
っ
て
い
て
'
志
賀
直
哉
の
「
戦
う
人
」
の
姿
は
群
か
で
あ
る
。

作
品
に
満
ち
て
い
る
気
分
も
荒
々
し
い
。
文
章
の
調
子
が
「
奴
の
崎
に
て
」
と

違
う
こ
と
に
も
注
意
を
向
け
さ
せ
た
。

ね
ら
い
の
二
に
つ
い
て
。
生
徒
の
う
ち
ク
ラ
ス
の
数
人
は
尾
道
か
ら
通
っ
て

き
て
い
る
L
t
他
の
生
徒
も
尾
道
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
尾
道
が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
は
興
味
を
感
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
「
児
を
盗
む
話
」
の
「
九
月
末
の
戎

日
、
五
百
里
ば
か
り
あ
る
瀬
戸
内
海
に
沿
っ
た
或
小
さ
い
市
へ
来
た
.
」
の
と

こ
ろ
で
へ
　
「
こ
の
市
が
尾
道
だ
。
」
と
指
導
者
が
注
を
加
え
る
と
'
教
室
に
笑

い
が
起
っ
た
。
こ
の
笑
い
は
指
導
者
の
予
想
に
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
自
分

が
生
活
で
知
っ
て
い
る
こ
と
を
'
作
家
が
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
か
を
見
る

こ
と
で
'
作
家
に
親
近
感
を
抱
く
の
は
確
か
で
あ
る
。

川
　
描
写
に
注
目
す
る

「
城
の
崎
に
て
」
の
は
じ
め
の
部
分
を
'
1
2
1
の
感
想
を
も
と
に
発
表
さ
せ

て
、
内
容
を
ま
と
め
板
書
し
た
。

「
冷
え
冷
え
と
し
た
夕
方
、
寂
し
い
秋
の
山
峡
」

・
落
ち
着
い
た
静
か
な
風
景
で
あ
る
。
・
ご
た
ご
た
し
た
人
と
の
か
か
わ

り
か
ら
逃
れ
て
い
る
。
・
静
か
な
自
然
の
な
か
で
、
自
分
と
い
う
も
の
を
改

め
て
見
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
。

「
寂
し
い
考
え
だ
っ
た
。
」

・
寂
し
い
'
落
ち
着
い
た
気
持
ち
。

こ
れ
で
は
発
展
が
な
い
。
1
人
の
生
徒
が
取
り
上
げ
た
次
の
1
文
を
も
と
に

次
へ
の
発
展
を
考
え
た
。

「
そ
し
て
な
お
よ
く
見
る
と
、
足
に
毛
の
生
え
た
大
き
な
川
が
に
が
石
の
よ

う
に
じ
っ
と
し
て
い
る
の
を
見
つ
け
る
こ
と
が
あ
る
。
」
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そ
れ
に
つ
い
て
選
ん
だ
生
徒
の
説
明
は
'
「
川
が
に
が
お
も
し
ろ
い
。
」
と

書
い
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
の
で
、
授
業
で
「
ど
こ
が
お
も
し
ろ
い
か
。
」
と
問

う
と
「
川
が
に
が
細
か
-
描
か
れ
て
い
る
。
毛
が
生
え
て
い
る
と
か
へ
　
石
の
よ

う
に
と
か
。
」
と
答
え
る
。
指
導
者
は
、
そ
の
文
か
ら
「
『
自
分
』
の
行
動
'

歩
い
て
い
る
様
子
と
『
自
分
』
の
気
分
」
を
考
え
さ
せ
る
。
生
徒
の
答
、
「
・

何
も
目
的
も
な
く
歩
い
て
い
る
。
・
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
い
て
田
り
の
も
の
を
見

て
い
る
。
・
寂
し
い
。
・
落
ち
着
い
て
い
る
。
」

そ
の
答
を
ま
と
め
な
が
ら
'
指
導
者
は
'
歩
い
て
い
て
川
が
に
を
見
つ
け
る

動
作
を
し
、
み
つ
け
と
ど
ま
る
「
動
き
が
止
ま
り
'
川
が
に
を
注
視
す
る
」
と

こ
の
文
の
説
明
を
結
ぶ
。

そ
こ
か
ら
'
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。

こ
の
場
面
は
「
描
写
」
　
-
　
描
写
の
な
か
に
は
、
見
え
て
い
る
も
の
と
と
も

に
「
自
分
」
の
動
き
、
「
自
分
」
の
心
情
も
描
か
れ
て
い
る
o

「
寂
し
い
秋
の
山
峡
」
は
'
風
景
の
ま
と
め
(
説
明
)

「
寂
し
い
考
え
」
は
、
心
情
の
ま
と
め
(
説
明
)

生
徒
の
多
-
は
'
脚
で
「
ま
と
め
」
に
当
る
部
分
を
「
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ

」
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
「
ま
と
め
」
に
当
る
部
分
は
'
作
品
の
主
題
を

読
み
取
る
た
め
に
大
切
で
あ
る
が
、
小
説
を
読
み
味
わ
う
た
め
に
ほ
、
「
描
写

」
に
江
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
描
写
」
を
読
み
と
っ
て
、
は
じ
め
て
「

ま
と
め
」
の
意
味
の
深
さ
も
分
る
。
そ
こ
で
、
次
の
課
題
を
示
し
て
、
書
か
せ

た
。1

、
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
(
描
写
に
注
目
し
て
)

二
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
感
想
'
説
明

1
2
1
の
も
の
と
'
こ
の
時
間
に
書
い
た
も
の
と
を
対
比
し
て
み
る
と
次
の
よ
ラ

で
あ
る
。

例
　
生
徒
A

∧
1
次
の
感
想
>

1
.
星
板
の
上
で
死
ん
で
い
た
は
ち
を
見
て
'
静
か
だ
と
作
者
は
い
っ
て
い

る
。
自
分
も
死
ん
だ
ら
、
寂
し
く
、
静
か
に
な
る
だ
ろ
う
と
も
い
っ
て
い
る
。
死

を
め
ぐ
っ
て
'
作
者
は
実
際
い
ろ
ん
な
も
の
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
そ
の
都
度

違
っ
た
感
じ
を
も
っ
て
い
る
。
死
に
対
す
る
作
者
の
観
念
の
変
化
が
面
白
い
。

二
、
「
見
る
た
び
に
1
つ
所
に
全
く
動
か
ず
　
　
し
か
し
'
そ
れ
は
い
か

に
も
静
か
だ
っ
た
。
」

∧
二
次
の
感
想
>

1
、
「
そ
の
あ
き
に
1
匹
'
朝
も
昼
も
ク
も
見
る
た
び
に
1
つ
所
に
全
-
動

か
ず
に
う
つ
む
き
に
転
が
っ
て
い
る
」

二
、
死
に
対
す
る
親
し
み
を
も
ち
始
め
て
い
た
作
者
は
'
城
の
崎
の
あ
る
温

泉
宿
に
'
や
っ
て
き
て
偶
然
、
旅
館
の
尾
根
に
死
ん
だ
は
ち
を
見
つ
け
た
。
死

を
考
え
る
と
き
役
は
い
つ
も
そ
こ
に
寂
し
さ
を
感
じ
て
い
た
。
そ
の
矢
先
彼
は

偶
然
に
し
ろ
'
そ
こ
に
現
実
の
死
を
見
つ
け
た
。
彼
は
そ
の
瞬
間
多
少
な
り
と

も
心
の
中
に
ゾ
ク
ッ
と
す
る
も
の
を
感
じ
た
に
ち
が
い
な
い
。
彼
は
以
前
か
ら

死
に
対
し
て
「
寂
し
い
」
と
い
う
観
念
を
抱
い
て
い
た
。
彼
が
想
像
し
て
い
た

死
と
'
現
実
の
死
は
、
寂
し
さ
と
い
う
点
で
は
ピ
ッ
タ
リ
1
致
し
た
の
で
あ

る
O
想
像
し
て
い
た
こ
と
が
も
の
の
み
ご
と
に
的
中
し
た
こ
と
で
'
彼
は
死
に

対
し
て
'
前
に
も
ま
し
て
1
層
寂
し
い
と
い
う
観
念
を
軟
く
心
の
な
か
に
刻
ん

だ
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
o
 
L
か
L
t
　
ま
た
1
眉
、
そ
れ
に
対
す
る
同
情
'

親
し
み
と
い
う
別
の
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
も
心
に
刻
ん
だ
の
で
あ
る
。
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生
徒
B

∧
一
次
の
感
想
>

二
　
は
ち
も
ね
ず
み
も
い
も
り
も
不
運
に
も
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
し
か
し
'

作
者
だ
け
は
、
幸
運
に
も
た
す
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
お
も
し
ろ
い
。
(
助
か

っ
て
な
け
れ
ば
こ
の
文
は
書
け
て
な
い
け
ど
)

二
、
「
ね
ず
み
は
石
垣
の
間
に
ょ
う
や
-
前
足
を
掛
け
た
。
～
長
い
く
L
を

刺
さ
れ
た
ま
ま
も
ま
た
川
の
真
ん
中
の
ほ
う
へ
泳
ぎ
出
た
。
」

∧
二
次
の
感
想
V

l
t
　
「
ね
ず
み
は
石
垣
の
間
に
ょ
う
や
く
前
足
を
掛
け
た
。
し
か
し
這
入
ろ

う
と
す
る
と
魚
ぐ
L
が
す
ぐ
に
つ
か
え
た
。
そ
し
て
ま
た
水
へ
落
ち
る
。
」

二
、
ど
う
も
が
い
て
も
助
か
る
は
ず
は
な
い
ね
ず
み
が
、
な
ん
と
か
し
て
助

か
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
Q
　
こ
の
様
子
は
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
い
が
、
や
は
り

自
分
が
も
し
'
ね
ず
み
の
立
場
だ
っ
た
ら
と
思
う
と
作
者
の
思
っ
て
い
る
よ
う

に
い
や
な
気
持
ち
が
す
る
。

生
徒
C

∧
T
次
の
感
想
>

1
、
日
分
は
一
皮
死
に
か
け
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
、
死
生
観
が
大

き
く
変
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
変
遷
の
様
子
が
い
-
つ
か
の
小
さ
な
事
件

を
通
し
て
、
興
味
深
く
書
か
れ
て
い
る
。
生
と
死
は
完
全
な
隣
り
合
わ
せ
で
あ

っ
て
、
両
極
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

二
、
「
生
き
て
い
る
こ
と
と
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
'
そ
れ
は
両
極

で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
差
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。
-
-
そ
れ
が
い

・
つ
そ
う
そ
う
い
う
気
分
に
自
分
を
誘
っ
て
い
っ
た
。

∧
二
次
の
感
想
>

1
.
「
自
分
は
し
ば
ら
く
そ
こ
に
し
ゃ
が
ん
で
い
た
」

二
、
私
は
始
め
は
い
も
り
を
驚
か
し
て
、
そ
の
無
器
用
に
歩
く
姿
を
見
よ
う

と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
た
め
に
投
げ
た
石
は
、
偶
然
に
も
い
も
り
に
当
っ

て
し
ま
う
o
　
い
も
り
は
瞬
時
し
っ
は
を
反
ら
し
'
前
足
を
突
っ
張
る
。
や
が

て
'
力
が
ぬ
け
て
動
か
な
く
な
る
。
い
も
り
に
す
れ
ば
'
不
意
に
か
ぶ
さ
っ
て

来
た
「
死
」
と
い
う
災
難
で
あ
る
。
そ
の
時
か
ら
'
私
の
苦
悩
が
始
ま
る
。
し

ゃ
が
ん
で
い
た
「
し
ば
ら
-
」
と
い
う
の
は
'
長
く
静
か
な
時
間
で
あ
ろ
う
。

坐
-
そ
の
気
が
な
い
の
に
い
も
り
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
い
や
な

気
持
ち
、
そ
の
い
も
り
を
か
わ
い
そ
う
に
思
う
気
持
ち
。
そ
し
て
「
偶
然
に
死

な
な
か
っ
た
自
分
」
と
い
う
も
の
が
'
「
偶
然
に
死
ん
だ
い
も
り
」
と
対
比
的

に
感
じ
ら
れ
る
。
生
き
物
の
寂
し
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
宿
に
戻

っ
た
後
も
こ
の
苦
悩
は
続
き
、
や
が
て
生
と
死
と
は
そ
れ
ほ
ど
差
は
な
く
、
決

し
て
両
極
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
思
う
ま
で

に
は
、
電
車
事
故
'
死
ん
だ
は
ち
、
最
期
に
近
い
ね
ず
み
と
数
々
の
事
件
が
大

き
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
い
も
り
が
特
に
大
き
な
要
田

で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

焦
点
を
し
ぼ
る
と
読
み
も
深
ま
っ
て
い
る
。
1
度
通
読
し
て
す
ぐ
の
感
想

と
'
三
時
間
授
業
で
学
習
し
て
か
ら
の
読
み
の
違
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
。

「
描
写
に
目
を
向
け
る
」
と
い
う
ね
ら
い
は
達
成
さ
れ
た
。
例
生
徒
A
、
B
、

C
は
'
第
7
次
の
感
想
と
、
描
写
を
と
ら
え
た
も
の
と
が
同
じ
と
こ
ろ
を
と
り

あ
げ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
へ
そ
の
二
つ
は
別
々
の
場
面
を
と
り
あ
げ
た
生
徒

の
方
が
多
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
特
に
目
だ
っ
た
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
第
1
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次
の
と
き
「
生
き
て
い
る
こ
と
と
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
'
そ
れ
は
両

極
で
は
な
か
っ
た
o
　
」
を
'
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
と
し
て
あ
げ
た
生
徒
が
多
か

っ
た
の
だ
が
'
後
で
は
、
全
-
な
か
っ
た
こ
と
。
第
l
次
で
1
人
も
と
り
あ
げ

な
か
っ
た
「
桑
の
木
の
葉
が
ヒ
ラ
ヒ
ラ
す
る
」
と
こ
ろ
が
、
後
で
は
、
四
名
の

生
徒
が
と
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
は
'
い
ず
れ
も
'
「
描
写

を
読
む
」
と
い
う
指
導
の
方
向
で
、
生
徒
が
読
ん
だ
こ
と
の
表
わ
れ
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。

例
生
徒
D

l
、
・
「
風
も
な
-
況
九
の
ほ
か
は
'
す
べ
て
静
寂
の
中
に
そ
の
葉
だ
け
が
い
つ

ま
で
も
ヒ
ラ
ヒ
ラ
ヒ
ラ
ヒ
ラ
と
せ
わ
し
-
動
く
の
が
見
え
た
。
」

二
'
自
分
に
は
何
気
な
い
所
に
こ
の
よ
う
な
表
現
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し

て
こ
の
部
分
は
、
次
に
で
て
-
る
い
も
り
の
突
然
の
死
を
'
確
か
に
予
感
さ
せ

る
。
そ
れ
は
風
も
な
い
の
に
ひ
ら
ひ
ら
動
く
1
枚
の
薬
に
作
者
が
平
静
を
乱
さ

れ
t
と
同
時
に
眠
っ
て
い
く
た
と
思
わ
れ
る
残
酷
な
(
も
ち
ろ
ん
自
分
で
は
そ
う

と
気
づ
い
て
い
て
い
な
い
の
だ
が
)
好
奇
心
が
目
覚
め
る
と
こ
ろ
で
ワ
ン
ク
ッ

シ
ョ
ン
お
き
、
三
段
と
び
の
よ
う
な
形
で
'
衝
撃
的
な
緋
末
を
導
-
0

「
桑
の
木
の
葉
」
に
つ
い
て
'
生
徒
が
述
べ
た
1
例
を
示
し
た
D

糊
生
徒
の
感
想
・
説
明
を
も
と
に
し
た
授
業
の
娯
開
。

「
描
写
に
つ
い
て
の
生
徒
の
感
棚
心
・
説
明
」
を
発
表
す
る
と
い
う
こ
と
を
'

学
習
の
中
心
に
お
い
て
授
業
を
進
め
て
い
っ
た
。
生
徒
の
感
想
・
説
明
は
、
例

生
徒
A
～
D
の
よ
う
な
読
み
は
'
生
徒
の
読
み
と
し
て
は
十
分
に
近
い
も
の

で
'
そ
れ
を
活
用
し
た
。
生
徒
が
、
自
分
の
読
み
を
他
の
生
徒
に
説
明
す
る
こ

と
で
、
自
分
の
読
み
を
よ
り
確
か
に
す
る
。
間
く
生
徒
は
、
自
分
の
選
ん
だ
部

分
を
間
く
時
は
椎
か
め
ら
れ
る
し
、
自
分
の
選
ん
で
い
な
い
部
分
に
つ
い
て
聞

く
時
は
'
自
分
の
選
ん
だ
部
分
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
。
そ
の
よ
う
に
読
み

の
深
化
と
客
観
化
が
行
な
わ
れ
る
。

生
徒
の
発
表
に
指
導
者
が
補
足
す
べ
き
点
を
問
い
'
答
え
さ
せ
、
明
ら
か
に

し
て
い
-
と
い
う
形
で
'
「
は
ち
の
死
」
、
「
ね
ず
み
の
死
」
へ
　
「
桑
の
木
の

丑
」
と
'
計
四
時
間
で
授
業
を
し
た
。

t
6
 
I
グ
ル
ー
プ
学
p
n
に
ょ
る
ま
と
め
。

～
「
い
も
り
の
死
」
を
中
心
に
　
-

「
い
も
り
の
死
」
か
ら
T
i
?
び
に
い
た
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
グ
ル
ー
プ
で
話

し
合
わ
せ
ま
と
め
さ
せ
た
。
各
グ
ル
ー
プ
で
は
六
名
で
'
ク
ラ
ス
で
七
グ
ル
ー

プ
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
学
沼
の
課
題
と
し
次
の
二
つ
を
示
し
た
。

1
へ
　
こ
の
部
分
に
つ
い
て
託
み
味
わ
う
o
　
(
と
り
あ
げ
た
生
徒
が
、
そ
の
文

を
中
心
に
)

二
'
全
体
と
'
こ
の
部
分
と
の
つ
な
が
り
。
(
作
品
の
f
E
川
び
と
し
て
の
意
味

を
考
え
る
。
)

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
へ
あ
と
で
発
表
す
る
と
指
示
し
て

お
い
た
。
グ
ル
ー
プ
で
話
し
食
い
を
さ
せ
た
の
は
へ
　
こ
の
部
分
を
「
描
写
に
つ

い
て
の
感
棚
心
へ
説
明
」
で
と
り
あ
げ
た
生
徒
が
多
か
っ
た
。
ま
た
へ
今
ま
で
の

授
業
の
展
開
か
ら
も
、
読
み
の
方
向
を
誤
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
判
断
し
た
'

こ
の
部
分
を
と
り
あ
げ
た
生
徒
の
文
例
を
一
つ
。

例
生
徒
E

l
、
「
自
分
は
別
に
い
も
り
を
ね
ら
わ
な
か
っ
た
。
」

二
、
こ
こ
の
最
細
の
部
分
を
読
ん
だ
と
き
は
'
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
ま
で
し
て
い
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も
り
を
驚
か
そ
う
だ
な
ん
て
'
子
ど
も
の
よ
う
な
ち
ゃ
め
っ
け
の
あ
る
人
だ
'

と
思
っ
た
。
こ
の
物
語
の
は
じ
め
の
方
に
く
ら
べ
て
こ
の
辺
は
だ
い
ぶ
ん
気
分

が
明
る
く
な
っ
て
き
て
い
て
'
元
来
の
こ
の
人
ら
し
さ
を
と
り
も
ど
し
た
の
か

な
と
思
っ
_
t
J
少
し
ほ
っ
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
次
の
一
文
を
読
ん
で
い
や
な
予

感
が
し
て
き
て
胸
が
ど
き
ど
き
し
た
。
そ
の
一
文
が
右
の
文
で
あ
る
が
、
作
者

の
遠
ま
わ
し
に
し
て
い
る
言
い
方
が
'
よ
け
い
と
私
の
あ
せ
り
を
か
き
た
て
早

く
先
を
読
も
う
と
思
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
'
な
か
な
か
先
に
す
す
め
な
か
っ

た
。
あ
の
瞬
間
で
作
者
の
心
情
も
1
変
し
た
ろ
う
L
t
私
は
完
全
に
ど
う
言
っ

た
ら
よ
い
か
'
と
に
か
く
び
り
-
り
し
て
し
ま
っ
て
気
分
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
。
び
っ
く
り
さ
せ
ら
れ
た
の
で
、
脱
も
立
っ
た
の
だ
け
れ
ど
同
時
に
死
ん
だ

い
も
り
は
作
者
の
日
に
ど
う
う
つ
っ
た
の
か
?
と
思
っ
て
は
っ
と
し
た
。
ま
っ

た
く
予
期
せ
ぬ
こ
と
を
自
分
の
場
合
と
蛮
ね
て
み
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
?
.
と

い
う
こ
と
が
'
1
度
に
t
ハ
ッ
.
ハ
ッ
と
頭
に
う
か
ん
で
き
て
'
よ
く
い
え
ば
、
ス

リ
ル
が
あ
っ
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
の
」
文
の
受
け
取
り
方
に
'
指
導
者
は
'
「
自
分
の
読
み
ょ
り
も
新
鮮

だ
o
」
と
感
心
し
た
。
よ
-
読
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
た
の
で
「
感
利
心
・
説
明
」

を
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
に
渡
し
へ
　
グ
ル
㌧
フ
で
ま
わ
し
て
読
み
合
い
へ
話
し
合
い

を
さ
せ
た
。

グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
は
、
互
い
に
う
な
ず
き
合
い
な
が
ら
話
す
と
い

ぅ
、
]
静
か
で
あ
る
が
'
よ
く
話
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
に
単
L
J
た
o
グ
ル

ー
プ
の
話
し
合
い
は
四
十
分
と
L
t
あ
と
の
十
分
で
'
そ
の
要
旨
を
全
体
に
発

表
さ
せ
た
。
生
徒
が
発
表
に
つ
か
っ
た
「
ま
と
め
」
を
次
に
示
そ
う
。
細
か
な

読
み
の
部
分
は
表
わ
れ
て
い
な
い
が
'
全
体
の
結
び
と
し
て
ど
う
と
ら
え
て
い

る
か
は
'
よ
-
表
わ
れ
て
い
る
。

例
グ
ル
ー
プ
F

三
週
間
で
如
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
た
ぷ
ん
何
か
生
き
る
目
的
を
発
見
し
た
か

ら
で
は
な
い
か
。
い
も
り
の
死
に
よ
っ
て
「
死
」
と
い
う
も
の
が
本
当
に
偶
然

に
や
っ
て
く
る
も
の
だ
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
U
は
ち
や
ね
ず
み
の
死
は
他
へ
貿

任
が
向
け
ら
れ
て
い
た
が
'
い
も
り
の
死
は
作
者
が
い
も
り
を
死
に
追
い
や
っ

た
の
で
作
者
自
身
に
責
任
が
向
け
ら
れ
た
。
こ
の
三
つ
の
追
い
が
作
者
を
考
え

さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。

・
生
と
死
に
大
差
は
な
い
。

・
自
分
の
生
に
対
す
る
感
謝
。

・
静
寂
や
死
に
対
す
る
親
し
み
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
こ
と
。

こ
れ
ら
の
考
え
が
直
接
の
原
田
で
は
な
い
が
こ
れ
ら
を
き
っ
か
け
と
し
て
生

へ
の
方
向
に
足
を
向
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
ま
で
ほ
も
や
も
や
と
し
た
滞
暗

い
誠
の
中
に
い
た
作
者
だ
っ
た
が
'
歩
み
も
称
か
で
な
く
不
安
定
な
の
だ
が
'

遠
Y
の
灯
　
-
　
そ
れ
は
す
な
わ
ち
生
へ
の
希
望
で
あ
り
生
活
の
力
な
の
で
あ
る

I
を
も
と
め
て
静
か
に
歩
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

仇
グ
ル
ー
プ
G

P
間
舶
～
即
の
い
も
り
の
死
ぬ
様
子
を
朔
日
い
た
と
こ
ろ
。
そ
の
描
写
の
淡
々

と
し
て
い
る
こ
と
が
'
作
者
の
事
故
や
ハ
チ
や
ネ
ズ
ミ
の
死
の
描
写
ま
た
は
そ

こ
で
の
考
察
に
お
け
る
表
現
の
濃
厚
さ
と
対
比
し
て
'
い
っ
そ
う
偶
然
に
ょ
っ

て
生
物
の
生
死
が
支
配
さ
れ
る
こ
と
へ
の
お
そ
ろ
し
さ
と
い
う
も
の
が
表
わ
れ

て
い
る
と
思
う
Q
全
体
の
つ
な
が
り
と
し
て
は
'
今
ま
で
出
て
き
た
死
と
ち
が

っ
た
ま
っ
た
く
偶
然
の
死
と
い
う
も
の
を
見
た
こ
と
に
よ
っ
て
死
と
い
う
も
の

が
生
物
に
と
っ
て
、
自
分
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と

を
知
る
。
そ
こ
か
ら
'
「
生
き
る
こ
と
と
死
ぬ
こ
と
に
そ
れ
ほ
ど
の
差
が
な
い
」
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と
い
う
心
境
に
達
し
た
と
い
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
部
分
は
'
前
の
文
か
ら
の
流

れ
を
少
し
変
え
'
そ
し
て
、
作
者
に
結
論
的
な
も
の
を
い
わ
せ
る
最
大
で
最
後

の
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

指
導
者
は
「
よ
く
味
わ
え
て
い
る
。
文
体
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
も
面
白

か
っ
た
。
」
と
授
業
を
終
っ
た
。
そ
れ
以
上
つ
け
加
え
る
こ
と
ば
は
出
て
こ
な

か
っ
た
。
生
徒
が
よ
-
学
習
を
深
め
て
い
る
と
思
っ
た
。

打
　
「
十
一
月
三
日
午
後
の
事
」
の
授
業

筑
摩
密
封
「
現
代
国
語
2
改
訂
版
」
の
「
二
近
代
の
文
節
　
十
一
月
三
日

午
後
の
事
　
志
賀
直
哉
」
を
教
材
と
し
て
'
高
等
学
校
二
年
生
で
'
昭
和
五
十

三
年
度
二
学
期
に
授
業
を
行
っ
た
。
小
説
の
学
習
は
'
1
学
期
に
「
山
日
記

中
島
敦
」
を
教
材
と
し
て
行
っ
て
い
る
。
高
校
二
年
の
二
学
期
に
し
た
の
で
'

夏
休
み
に
志
賀
直
哉
の
作
品
を
読
ん
で
お
く
こ
と
を
課
し
て
お
い
た
。
高
等
学

校
二
年
E
組
の
授
業
を
も
と
に
報
告
す
る
。

川
　
l
読
し
て
の
感
想
と
授
業
の
ね
ら
い

教
材
を
一
度
通
読
し
た
後
に
「
作
品
の
『
n
分
』
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
。
」

と
問
う
た
。
「
好
き
と
か
嫌
い
と
か
感
じ
た
ら
そ
う
い
う
も
の
も
雷
く
よ
う
に

」
と
指
示
を
し
た
。
学
習
者
の
答
を
ま
と
め
て
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

・
「
自
分
」
に
つ
い
て
、
嫌
い
で
あ
る
と
か
い
う
よ
う
に
否
定
的
な
感
想
を

も
っ
た
老
　
　
1
2
名

・
「
自
分
」
に
つ
い
て
'
好
感
あ
る
い
は
親
近
感
を
感
じ
、
甘
定
的
な
感
想

を
持
っ
た
者
　
　
7
名

・
「
自
分
」
に
つ
い
て
、
否
定
的
で
も
首
足
的
で
も
な
い
、
親
近
感
は
感
じ

な
い
と
い
う
感
想
を
持
っ
た
老
　
　
2
1
名
.

こ
の
結
果
は
、
指
導
者
の
予
想
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
「
自
分
」
の
行
動

と
心
情
と
を
大
筋
で
つ
か
ん
で
'
格
別
感
ず
る
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。

1
読
し
た
と
き
、
「
自
分
」
の
気
分
を
全
-
読
み
と
っ
て
い
な
い
。

授
業
で
は
'
文
串
を
読
み
深
め
「
自
分
」
の
気
分
を
正
し
-
理
解
す
る
学
習

を
進
め
な
-
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。
授
業
の
ね
ら
い
を
「
自
分
」
の
気
分

を
読
み
取
る
こ
と
に
置
い
た
。
学
習
は
生
徒
の
は
じ
め
の
感
想
を
否
定
す
る
方

向
で
進
め
な
-
て
は
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
。

脚
　
書
き
出
し
の
部
分
の
授
業

電
き
出
L
か
ら
散
歩
に
出
る
ま
で
の
部
分
で
、
お
も
し
ろ
-
感
ず
る
l
文
を

選
ば
せ
、
そ
の
文
と
説
明
と
を
召
か
せ
た
ひ

生
徒
が
最
も
多
-
選
ん
だ
文
は
「
は
ち
が
四
、
五
匹
、
純
い
な
り
に
羽
音
を

た
て
て
そ
の
辺
を
飛
び
回
っ
た
。
」
「
今
も
、
自
分
は
従
弟
と
話
し
な
が
ら
へ
　
そ

れ
を
殺
し
て
は
捨
て
て
い
た
。
」
の
は
ち
を
殺
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

目
の
つ
け
ど
こ
ろ
は
よ
い
の
だ
が
'
読
み
は
誤
っ
て
い
た
。
文
の
説
明
は
「
ユ

ー
モ
ア
を
岱
じ
さ
せ
る
。
」
へ
　
「
お
だ
や
か
で
あ
る
。
」
と
い
っ
た
も
の
6
例
、

「
子
供
に
対
し
て
気
を
配
っ
て
い
る
親
の
い
た
わ
り
の
心
が
あ
る
。
」
と
い
っ

た
も
の
5
例
と
t
.
読
み
の
方
向
が
お
か
し
い
Q
　
「
じ
め
じ
め
し
た
む
し
暑
い
日

の
作
者
の
や
る
せ
な
い
よ
う
な
気
持
ち
へ
　
そ
の
う
っ
ぷ
ん
の
は
け
口
に
さ
れ

て
、
は
ち
は
い
い
め
い
わ
-
だ
。
彼
の
鴨
に
対
す
る
感
情
は
、
こ
の
は
ち
か
ら

生
じ
た
と
思
う
0
」
と
い
う
1
例
だ
け
が
読
み
の
方
向
に
誤
り
が
な
い
。

書
き
出
し
の
文
「
晩
秋
に
は
珍
し
-
南
風
が
吹
い
て
'
妙
に
頭
は
重
く
、
膚

は
じ
め
じ
め
と
気
持
ち
の
悪
い
日
だ
っ
た
。
」
を
選
ん
だ
者
は
'
た
と
え
ば
「
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何
か
起
り
そ
う
な
、
そ
の
-
せ
何
も
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
'
す
っ
き
り
し
な
い

変
な
感
じ
に
な
る
気
持
ち
悪
い
感
じ
で
'
不
愉
快
な
感
じ
に
近
い
。
」
と
い
う

よ
う
に
、
8
例
と
も
誤
り
な
-
理
解
し
て
い
る
Q
実
際
に
は
'
文
章
の
後
の
部

分
を
読
み
'
-
特
に
は
ち
を
殺
し
て
い
る
場
面
か
ら
も
感
じ
て
'
そ
の
空
気
を
苫

き
出
し
の
文
に
読
み
こ
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

授
業
で
は
、
は
ち
を
殺
す
場
面
は
、
古
き
出
し
の
文
の
読
み
を
援
用
し
て
説

明
し
た
。
は
じ
め
の
蛮
苦
し
い
気
分
が
旅
行
の
話
で
少
し
晴
れ
へ
　
ま
た
'
兎
苦

し
い
気
分
に
な
っ
て
い
る
と
ま
と
め
た
。
初
め
の
感
想
、
深
め
る
'
確
か
め
る

と
い
う
過
程
を
屈
折
な
-
進
め
て
い
け
ば
正
し
-
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
文
章

は
、
.
教
室
で
授
業
し
や
す
い
.
表
わ
れ
た
こ
と
ば
に
と
ら
わ
れ
る
と
読
み
誤
る

と
い
う
文
章
は
'
授
業
で
扱
い
に
く
い
。

書
き
出
し
の
部
分
の
授
業
で
、
教
室
が
最
も
楽
し
い
雰
田
気
に
な
っ
た
の

は
'
散
歩
に
出
る
と
き
の
妻
と
の
会
話
に
つ
い
て
の
学
習
で
あ
っ
た
。

「
自
分
は
妻
に
財
布
と
ハ
ン
カ
チ
を
出
さ
し
た
。
要
は
へ
＼
『
町
の
お
使
い

は
ど
う
す
る
の
、
そ
の
鴨
は
今
晩
は
だ
め
な
の
?
』
と
言
っ
た
。
＼
『
今
晩
は

だ
め
だ
。
』
」

こ
の
「
今
晩
は
だ
め
だ
。
」
を
選
ん
だ
生
徒
は
2
名
で
「
封
建
的
な
考
え
が

残
っ
て
い
る
よ
う
な
言
い
方
」
　
「
妻
に
対
す
る
は
っ
き
り
し
た
口
調
が
よ
い
」

と
説
明
し
て
い
る
。
他
の
生
徒
に
ど
う
思
う
か
と
問
う
と
「
妻
に
対
し
て
高
圧

的
」
　
「
自
己
中
心
的
」
　
「
お
も
い
や
り
が
な
い
」
　
「
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
」
と
い

う
。
男
生
徒
に
「
君
た
ち
が
結
婚
し
た
ら
相
手
に
こ
う
言
え
る
か
。
」
と
問
う

と
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
は
言
え
な
い
と
答
え
た
。
「
言
え
る
」
と
い
っ
た
生
徒

に
対
し
て
、
他
の
生
徒
が
「
お
前
が
言
え
る
か
」
と
笑
う
。
女
生
徒
に
「
こ
う

言
わ
れ
る
と
ど
う
感
ず
る
か
。
」
と
問
う
と
、
一
人
だ
け
「
男
ら
し
-
て
い
い

」
と
い
う
答
だ
っ
た
が
、
.
「
ム
カ
ッ
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
ば
に
他
の
女
生
徒

は
う
な
ず
い
て
い
た
。
再
び
男
生
徒
に
「
こ
う
い
う
と
き
ど
う
言
う
か
。
」
と

問
う
た
9
　
「
今
晩
は
だ
め
だ
ろ
う
。
」
へ
　
「
今
晩
は
だ
め
に
な
っ
た
。
」
　
「
だ

め
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
い
う
答
が
出
て
き
た
。
指
導
者
が
「
買
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
」
　
「
な
ん
と
か
買
っ
て
-
る
よ
O
」
と
い
う
の
も
あ
る
と
補
足
し
た
。

指
導
者
が
'
買
え
な
い
と
分
っ
て
い
て
も
'
「
買
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
」

と
不
確
定
な
言
い
方
を
す
る
の
が
普
通
の
人
の
場
合
多
い
が
、
こ
の
「
_
1
分
」

は
買
え
る
か
も
し
れ
な
い
の
に
(
作
品
で
は
買
え
た
の
に
)
　
「
だ
め
だ
」
と
碓

定
し
た
等
を
し
て
い
る
o
　
そ
こ
に
事
態
を
峻
味
に
し
て
お
く
こ
と
を
嫌
う
「
自

分
」
の
性
格
が
あ
る
と
説
明
し
、
ま
と
め
た
。
「
こ
の
ご
ろ
の
若
い
夫
婦
は
ど

う
だ
ろ
う
。
『
町
の
お
使
い
は
ど
う
す
る
の
?
』
　
『
ご
め
ん
ご
め
ん
'
散
歩
は

や
め
て
す
ぐ
買
い
に
行
く
よ
。
』
」
と
言
う
と
生
徒
は
笑
っ
た
。

こ
の
場
面
の
学
習
を
通
し
て
'
「
自
分
」
　
へ
の
親
し
み
が
も
て
る
よ
う
に
な

っ
た
。
作
晶
の
「
自
分
」
を
'
生
徒
が
自
身
の
そ
ば
に
並
べ
て
み
て
追
う
な
あ

と
実
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
時
代
が
追
う
か
ら
こ
の
よ
う
に
言
う
の
だ
ろ
う

な
ど
と
、
自
分
の
外
に
お
い
て
認
め
た
よ
う
に
言
う
の
は
、
文
学
の
場
合
へ
理

解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
い
う
よ
う
な
立
場
か
ら
「
自
分
」
に
近

づ
い
て
い
っ
て
い
る
。

川
　
「
自
分
」
の
気
分
を
読
み
と
る
学
習

「
自
分
」
の
気
分
を
正
し
-
読
み
取
ら
せ
る
た
め
に
「
鴨
」
に
注
目
さ
せ
る

こ
と
に
し
た
。
は
じ
め
に
「
自
分
」
に
つ
い
て
書
か
せ
た
時
へ
生
徒
は
全
く
鴨

に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。
兵
隊
の
こ
と
は
直
接
的
な
表
現
で
表
さ
れ
て
い
る

か
ら
大
筋
は
と
ら
え
て
い
る
が
'
鴨
の
意
味
は
読
み
取
れ
て
い
な
い
。
兵
隊
の
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こ
'
と
は
主
題
で
は
あ
る
が
'
そ
れ
だ
け
を
見
て
い
た
の
で
は
作
品
の
気
分
を
読

み
取
れ
ず
、
作
品
の
気
分
を
読
み
取
れ
な
け
れ
ば
主
題
の
も
っ
て
い
る
屯
さ
が

理
解
で
き
な
い
。
鴨
に
つ
い
て
動
-
心
情
を
味
わ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の

気
分
を
読
み
取
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
ね
ら
い
か
ら
、
次
の
よ
う
な
課
題
で

考
え
さ
せ
苔
か
せ
た
。

○
　
鴨
に
対
す
る
「
日
1
1
分
」
の
気
持
ち
を
述
べ
よ
。
気
持
ち
の
流
れ
を
興
味

深
い
と
こ
ろ
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
説
明
す
る
こ
と
。

生
徒
の
説
明
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
無
邪
気
な
、
罪
の
な
い
鴨
を
見
た
と
た
ん
殺
し
た
-
な
い
と
思
っ
た
が
、

あ
る
じ
が
裏
へ
持
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
自
分
が
殺
す
わ
け
で
も
な
い
し

言
う
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
い
と
思
っ
た
の
か
'
ど
ち
ら
で
も
い
い
気
に
な
っ

た
o
鴨
を
飼
う
つ
も
り
は
な
か
っ
た
し
'
あ
ま
り
執
着
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ

と
思
う
.
次
に
従
弟
に
〓
昌
注
意
さ
れ
て
「
殺
す
ん
じ
ゃ
あ
な
い
よ
」
と
言
っ

た
の
は
'
鴨
に
対
す
る
気
持
ち
が
再
び
よ
み
が
え
り
'
あ
い
ま
い
だ
っ
た
気
持

ち
が
ふ
き
と
ん
だ
の
だ
と
思
う
Q
従
弟
に
言
わ
れ
た
手
前
と
い
う
こ
と
も
考
え

ら
れ
な
く
は
な
い
が
、
こ
の
場
合
、
従
弟
の
言
葉
が
ひ
き
が
ね
に
な
っ
た
の
で

は
あ
る
が
'
鴨
に
つ
い
て
の
あ
い
ま
い
な
自
分
の
気
持
ち
の
移
り
変
わ
り
で
あ

る
。
し
か
も
そ
れ
は
頭
を
ひ
ね
っ
た
り
悩
ん
だ
り
と
い
う
虹
い
も
の
で
な
く
'

頭
の
中
を
過
り
す
ぎ
た
だ
け
の
感
情
だ
と
思
う
o
　
」

学
習
者
は
'
「
自
分
」
の
気
分
に
近
づ
い
て
い
る
。
授
業
は
、
二
つ
の
形
を

s
u
n

l
、
鴨
に
つ
い
て
の
部
分
　
-
　
生
徒
の
発
表
を
中
心
に
「
自
分
」
の
気
分
を

読
み
と
り
味
わ
う
。

二
'
兵
隊
に
つ
い
て
の
部
分
　
-
　
指
導
者
か
ら
の
発
問
と
生
徒
の
答
、
指
導

著
の
説
明
で
、
兵
隊
の
描
写
を
正
し
く
読
み
取
る
。
(
こ
の
時
'
「
自
分
」
の

気
持
ち
に
つ
い
て
は
学
習
の
中
心
と
し
な
い
。
)

鴨
の
描
写
と
兵
隊
の
描
写
と
短
い
段
落
で
入
れ
か
あ
り
な
が
ら
作
品
は
展
開

し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
流
れ
に
沿
っ
て
'
授
業
を
進
め
て
い
っ
た
。

作
品
を
読
む
斑
後
の
時
間
に
'
倒
れ
た
兵
隊
を
措
き
'
「
自
分
は
そ
れ
以
上

見
ら
れ
な
か
っ
た
。
何
か
花
束
に
近
い
気
持
ち
が
起
こ
っ
て
き
た
。
そ
し
て
T
L
E

が
出
て
来
た
。
」
と
続
-
部
分
を
音
読
L
t
何
も
説
明
を
加
え
ず
'
こ
の
気
持

ち
に
共
感
す
る
か
問
う
て
み
た
。
共
感
す
る
と
3
0
名
以
上
の
生
徒
が
挙
手
を
し

た
。
教
室
は
共
感
の
岬
分
間
気
に
包
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
o
　
は
じ
め
「
自
分

」
に
つ
い
て
讃
か
せ
た
時
'
こ
こ
に
ふ
れ
た
者
は
「
大
げ
さ
だ
」
と
か
「
涙
が

出
る
の
は
分
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
が
'
「
自
分
」
の
気
分
を
理
解
す

る
読
み
に
な
っ
て
い
る
。

あ
と
は
、
描
写
を
読
み
話
さ
な
い
よ
う
に
確
か
め
な
が
ら
、
音
読
し
て
'
授

顎
¥
)
>
>
r
つ
た
'

川
　
作
品
読
解
の
結
び
　
-
　
文
体
の
認
識
　
-

文
ポ
表
現
の
特
徴
を
認
識
し
'
作
家
と
作
品
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
作

晶
と
i
=
t
稿
と
を
読
み
較
べ
る
学
習
を
行
っ
た
。
「
十
1
月
三
日
午
後
の
事
」
の

草
稿
「
散
歩
」
を
プ
リ
ン
ト
し
た
も
の
(
岩
波
お
店
昭
和
四
十
八
年
刊
「
志
賀

直
哉
全
集
第
三
巻
か
ら
)
を
'
学
B
.
J
者
に
配
布
し
て
お
い
た
。
授
業
で
は
読
み

較
べ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
が
、
試
験
問
題
で
鴨
巌
の
「
あ
る
じ
」
を
前
に
し

て
「
自
分
」
が
鴨
を
ど
う
す
る
か
迷
う
場
面
を
作
品
と
草
稿
を
読
み
較
べ
さ
せ

問
う
た
。
問
い
の
み
を
示
す
。
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問
右
の
文
章
の
表
現
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
次
の
草
稿
と
読
み
較
べ
て

み
ょ
う
.
あ
と
の
0
-
①
の
問
い
に
つ
い
て
「
草
稿
で
は
-
-
-
で
あ
る
が
、

作
品
で
は
-
-
-
で
あ
る
」
と
い
う
形
で
述
べ
よ
。

①
草
稿
A
の
「
自
分
」
と
「
あ
る
じ
」
と
の
会
話
が
'
作
品
で
省
か
れ
て
い

る
Q
そ
の
こ
と
に
よ
る
「
自
分
」
の
人
物
像
の
違
い
に
つ
い
て
O

◎
草
稿
傍
線
B
「
自
分
は
」
が
作
品
で
は
「
自
分
も
」
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
こ
と
に
よ
る
描
写
の
視
点
の
遣
い
に
つ
い
て
。

③
草
稿
傍
線
C
「
『
此
ま
ま
お
持
ち
に
な
り
ま
す
か
』
主
人
は
ひ
ね
り
か
け

た
其
手
つ
き
の
ま
ま
土
間
へ
入
っ
て
来
た
。
」
は
作
品
も
同
じ
で
あ
る
が
'
表

現
効
果
は
異
な
る
o
そ
の
違
い
に
つ
い
て
。

④
草
稿
傍
線
D
(
相
り
の
と
き
の
様
子
)
が
、
作
品
で
は
省
か
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
る
「
ーl
分
」
の
鴨
に
対
す
る
気
持
ち
の
違
い
に
つ
い
て
o

⑤
全
体
と
し
て
ど
う
か
。
(
0
-
④
で
答
え
た
こ
と
を
ま
と
め
て
も
よ
い
。
)

生
徒
の
解
答
の
う
ち
⑤
の
答
の
2
例
を
示
す
。

「
草
稿
で
は
事
実
を
細
か
く
書
き
と
め
そ
れ
で
読
者
に
語
る
が
'
作
品
で
は

不
要
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
思
い
切
っ
て
捨
て
、
簡
潔
で
明
ら
か
な
行
動
の
描
写

の
中
に
、
作
者
の
心
情
を
語
ら
せ
'
行
間
か
ら
わ
き
出
る
'
隠
さ
れ
た
心
情
を

感
じ
と
ら
せ
る
。
」

「
草
稿
で
は
二
日
分
の
行
動
は
普
通
の
人
と
か
あ
り
な
く
つ
ま
り
心
に
あ

ま
り
深
刻
な
不
快
感
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
な
い
.
作
品
で
は
『
自
分
』
が

無
愛
想
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
自
分
』
の
心
の
奥
に
ひ
じ
よ
う
に
強
い
不
快

な
気
持
ち
が
残
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
」

指
導
者
の
問
い
の
ね
ら
い
に
正
し
く
答
え
て
い
る
も
の
か
ら
の
例
で
あ
る
。

こ
の
問
い
と
答
の
解
説
と
を
も
と
に
、
表
現
と
作
者
と
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。

岩
波
書
店
の
志
賀
直
哉
全
集
の
「
月
報
」
に
措
か
れ
て
い
る
志
賀
直
哉
、
ち
ょ

う
ど
読
ん
で
い
た
尾
崎
1
雄
の
「
続
あ
の
日
こ
の
日
」
　
(
群
像
)
の
志
賀
直
哉

の
思
い
や
り
あ
る
姿
等
か
ら
、
実
際
の
志
賀
直
哉
の
生
活
し
て
い
る
姿
と
作
品

の
「
自
分
」
と
の
違
い
を
強
調
し
た
。
作
品
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
'
他
人

と
の
交
渉
を
本
質
的
で
な
い
も
の
と
し
て
排
し
て
、
孤
独
な
日
で
と
ら
え
た
自

己
で
あ
る
。
不
擬
嫌
な
表
情
の
人
間
を
と
ら
え
て
い
る
と
ま
と
め
た
。

㈱
　
発
展
の
学
習
　
-
　
作
文
を
苦
く
　
-

発
展
さ
せ
広
げ
る
学
習
と
し
て
'
作
文
の
時
間
を
も
う
け
た
。
「
自
分
の
生

活
1
コ
マ
を
雷
-
o
　
『
十
1
月
三
日
午
後
の
事
』
　
の
学
習
を
生
か
し
て
雷
-

(
括
写
で
気
分
を
も
表
現
す
る
)
o
志
賀
直
哉
の
文
体
を
ま
ね
て
も
よ
い
。
」

と
指
示
し
た
Q
一
般
に
生
徒
の
作
文
は
抽
象
的
な
理
屈
に
向
か
い
や
す
い
が
'

こ
の
時
、
課
題
の
指
示
か
ら
生
活
を
描
写
す
る
こ
と
に
努
力
が
向
け
ら
れ
て
い

た
。
た
だ
し
'
鋭
い
も
の
は
少
な
く
、
多
く
は
生
活
の
と
ら
え
方
が
観
念
的
で

あ
っ
た
。
学
習
者
は
、
志
貿
直
哉
の
文
章
の
惇
み
を
実
感
と
し
て
納
得
す
る
こ

と
は
で
き
た
と
思
う
。

文
中
の
引
用
は
t
 
T
「
城
の
崎
に
て
」
　
「
十
1
月
三
日
午
後
の
事
」
は
教
科
幻

に
よ
り
へ
他
は
岩
波
討
店
刊
「
志
烈
直
哉
全
然
」
に
よ
っ
た
。

m
　
教
材
と
し
て
の
志
賀
直
敦

志
賀
直
哉
は
近
代
文
学
を
代
表
す
る
作
家
で
あ
る
。
た
だ
、
志
封
直
哉
の
評

価
は
1
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
戦
後
の
一
時
期
、
そ
れ
ま
で
の
評
価
と

か
わ
っ
て
批
判
さ
れ
、
中
村
光
夫
の
「
志
賀
直
哉
論
」
に
集
大
成
さ
れ
た
よ
う

な
否
定
的
評
価
が
1
般
に
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
'
現
在
で
も
生
徒
の
読
召
傾
向
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に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
否
定
的
評
価
の
定
説
化
と
共
に
再
評
佃

の
動
き
が
表
れ
'
昭
和
四
十
年
代
に
は
評
価
の
流
れ
が
あ
き
ら
か
と
な
り
、
現

在
は
高
い
評
価
が
定
着
し
て
い
る
。
私
も
'
本
多
秋
五
の
岩
放
告
店
「
文
学
」

の
論
文
'
安
岡
章
太
郎
「
志
賀
直
哉
私
論
」
、
平
野
謙
「
わ
が
戦
後
文
学
史
」
、

「
志
賀
直
哉
と
そ
の
時
代
」
な
ど
を
読
み
自
分
な
り
に
納
得
し
て
き
た
。
教
材

研
究
に
お
い
て
は
'
特
に
須
藤
松
雄
「
志
賀
直
哉
の
自
然
」
　
「
志
賀
直
哉
の
文

学
'
増
訂
版
」
に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

志
賀
直
哉
の
評
価
と
し
て
、
現
在
の
文
学
作
品
の
傾
向
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
最
近
五
年
間
の
代
表
的
な
文
学
賞
の
受
賞
作
品
を
み
る
と
次

の
よ
う
で
あ
る
。

A
野
間
文
芸
賞
V
l
九
七
五
年
　
尾
崎
一
雄
「
あ
の
日
こ
の
日
」
、
平
野
謙

「
さ
ま
ざ
ま
な
青
春
」
へ
一
九
七
六
年
　
武
田
泰
淳
「
目
ま
い
の
す
る
散
歩
」
'

三
浦
哲
郎
「
拳
鋭
と
十
五
の
短
篇
」
'
1
九
七
七
年
　
中
島
健
蔵
「
回
想
の
文

学
1
-
3
」
二
九
七
八
年
　
吉
行
淳
之
介
「
ク
琴
ま
で
」
へ
　
1
九
七
九
年
　
藤

枝
静
男
「
悲
し
い
だ
け
」

A
(
新
潮
)
日
本
文
学
大
賞
V
 
l
九
七
六
年
　
埴
谷
雄
高
「
定
本
死
霊
全
五

章
」
'
増
1
雄
「
火
宅
の
人
」
、
1
九
七
七
年
　
和
田
芳
忌
「
暗
い
流
れ
」
、

1
九
七
八
年
　
小
林
秀
雄
「
本
n
i
=
宣
長
」
、
島
尾
敏
雄
「
死
の
疎
」
へ
　
1
九
七

九
年
　
加
賀
乙
彦
「
宣
告
」
へ
　
山
本
健
吉
「
詩
の
自
覚
の
歴
史
」

<
g
:
谷
崎
潤
一
郎
箕
V
 
l
九
七
五
年
　
水
上
勉
「
一
休
」
、
1
九
七
六
年
　
藤

枝
静
男
「
田
紳
有
楽
」
'
1
九
七
七
年
　
島
尾
敏
雄
「
日
の
移
ろ
い
」
、
1
九

七
八
年
　
中
村
裏
1
郎
「
夏
」
へ
　
1
九
七
九
年
　
田
中
小
実
昌
「
ポ
ロ
ポ
t
l
L

A
川
端
康
成
文
学
賞
V
 
l
九
七
五
年
　
永
井
龍
男
「
秋
」
t
 
l
九
七
六
年

佐
多
稲
子
「
時
に
仔
つ
」
、
1
九
七
七
年
　
水
上
勉
「
寺
泊
」
、
富
岡
多
恵
子

「
立
切
れ
」
'
1
九
七
八
年
　
和
田
芳
恵
「
雪
女
」
'
一
九
七
四
年
　
開
高
健

「
玉
、
砕
け
る
」

箕
の
性
格
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
'
受
箕
作
晶
の
多
く
は
'
私
小
説
、
あ
る

い
は
私
小
説
的
な
作
品
で
あ
る
。
近
年
の
小
説
の
秀
作
は
'
私
小
説
の
流
れ
を

く
む
も
の
が
多
い
。
現
代
の
作
家
の
な
か
に
志
賀
直
故
が
生
き
て
い
る
の
で
あ

る
。
今
の
文
学
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
'
志
賀

直
哉
は
近
代
文
学
を
代
表
す
る
作
家
で
あ
る
。

ま
た
'
志
賀
直
哉
は
短
筋
作
家
で
あ
り
、
そ
の
文
節
は
読
む
力
に
応
じ
て
味

わ
え
る
と
い
う
こ
と
か
ら
無
理
な
-
教
材
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
語
教
材
と
し
て
志
烈
直
哉
を
必
ず
取
り
上
げ
た
い
。

こ
こ
で
報
告
し
た
の
ほ
、
昭
和
五
十
三
年
度
「
十
一
月
三
日
午
後
の
事
」
の

授
業
と
も
昭
和
五
十
四
年
度
「
城
の
崎
に
て
」
の
授
業
で
あ
る
.
「
十
1
月
三

日
午
後
の
事
」
の
授
業
に
つ
い
て
は
へ
後
で
反
省
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
授

業
は
自
分
な
り
に
工
夫
し
'
そ
の
時
時
に
生
徒
の
理
解
も
得
た
よ
う
に
思
っ
た

が
'
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
の
反
省
が
あ
っ
た
。

l
、
学
習
の
課
題
が
指
導
者
の
意
図
か
ら
の
み
出
て
'
学
習
者
の
内
発
的
な

も
の
を
生
か
し
て
い
な
い
。

二
へ
学
習
者
に
、
学
習
活
動
が
連
続
的
な
一
貫
し
た
も
の
だ
と
は
受
け
取
り

に
く
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

三
へ
　
学
習
者
に
、
志
賀
直
哉
へ
の
本
当
の
親
近
感
を
持
た
す
こ
と
が
で
き
た

か
疑
問
で
あ
る
。

反
省
は
'
結
局
'
教
材
に
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
考
え
に
行
き
着
い
た
O
無

理
な
く
生
徒
の
は
じ
め
の
読
み
を
生
か
し
て
学
習
を
進
め
て
い
く
授
業
が
よ

い
へ
そ
れ
に
適
し
た
教
材
が
あ
る
。
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次
の
年
「
城
の
崎
に
て
」
の
授
業
を
、
前
の
反
省
を
し
て
計
画
し
た
。
結
論

と
し
て
は
'
「
城
の
崎
に
て
」
は
秀
れ
た
教
材
で
あ
る
O
作
品
の
価
値
の
面
か

ら
考
え
て
も
'
「
暗
夜
行
路
」
の
あ
る
基
本
的
な
面
を
凝
集
し
た
も
の
と
い
い

得
る
高
い
も
の
で
あ
る
。
学
習
者
の
主
体
的
な
も
の
を
生
か
し
て
、
妥
当
で
か

な
り
深
い
理
解
に
達
す
る
授
業
が
で
き
る
。
志
賀
直
哉
の
作
家
像
を
予
想
さ

せ
、
そ
こ
か
ら
読
容
へ
と
広
げ
さ
せ
る
に
も
適
し
て
い
る
。
な
お
へ
教
材
化
に

お
い
て
原
作
の
ま
ま
で
'
尚
学
図
書
の
教
科
書
で
省
い
て
あ
る
「
氾
の
犯
罪
」

に
つ
い
て
の
1
節
は
省
か
な
い
ほ
う
が
よ
い
。

「
城
の
崎
に
て
」
を
教
材
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
も
あ
る
。
1
つ
は
「

手
慣
れ
た
も
の
」
と
な
り
指
導
が
安
易
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
意
見
で
あ

る
。
し
か
し
、
国
語
教
育
の
方
法
の
発
展
と
共
に
'
「
城
の
崎
に
て
」
に
関
す

る
小
説
、
評
論
、
研
究
は
次
々
と
出
て
、
作
品
の
読
み
を
新
し
く
し
、
授
業
を

新
し
い
も
の
と
す
る
。
指
導
者
の
教
材
へ
の
新
鮮
な
読
み
と
取
り
組
み
は
、
学

習
を
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
さ
せ
る
筈
で
あ
る
。
私
自
身
は
、
そ
の
読
み
方

に
つ
い
て
拙
井
草
作
'
尾
崎
1
雄
'
藤
枝
静
男
の
小
説
と
随
筆
と
に
教
え
ら
れ

る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
ま
た
学
習
者
に
と
っ
て
そ
の
教
材
は
7
回
限
り
の
も

の
で
あ
る
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

批
判
の
他
の
一
つ
は
「
若
者
に
適
さ
な
い
」
内
容
だ
と
い
う
意
見
で
あ
る
。

し
か
し
'
高
等
学
校
の
教
材
で
言
え
ば
「
方
丈
記
」
　
「
徒
然
草
」
の
中
世
の
文

学
、
俳
許
の
古
典
作
品
、
近
代
の
俳
句
へ
随
筆
と
「
城
の
崎
に
て
」
と
は
'
内

容
に
お
い
て
同
質
で
あ
る
o
日
本
文
学
の
こ
の
伝
統
は
、
年
令
に
か
か
わ
り
な

-
、
と
い
う
よ
り
年
令
に
応
じ
て
、
感
覚
的
に
'
観
念
的
に
、
生
活
的
に
理
解

さ
れ
る
。

「
城
の
崎
に
て
」
は
秀
れ
た
教
材
で
あ
る
が
'
「
十
1
月
三
日
午
後
の
事
」

ほ
精
読
す
る
に
適
当
な
教
材
で
は
な
い
。
授
業
で
扱
っ
た
こ
と
の
な
い
作
品
の

個
々
に
触
れ
な
い
が
'
「
戦
う
人
」
の
作
品
で
あ
れ
、
「
和
解
す
る
人
」
の
作

品
で
あ
れ
'
志
賀
直
哉
の
骨
格
を
示
す
も
の
が
よ
い
。

ま
た
、
授
業
か
ら
読
書
へ
の
発
展
を
考
え
る
と
「
暗
夜
行
路
」
は
近
代
文
学

の
代
表
作
の
1
つ
と
し
て
勧
め
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
、
短
篇
の
う

ち
か
ら
生
徒
に
適
当
な
も
の
を
読
ま
せ
た
い
。
読
み
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
あ

り
へ
そ
こ
か
ら
味
わ
え
え
る
も
の
は
つ
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

国
語
教
育
は
、
「
作
品
を
教
え
る
」
の
で
は
な
く
作
品
に
よ
っ
て
「
読
む

力
」
を
養
う
の
で
あ
る
が
、
教
材
は
、
内
容
、
表
現
と
も
に
正
統
な
も
の
が
よ

い
。
無
理
の
な
い
指
導
が
構
成
さ
れ
'
生
徒
の
学
習
活
動
も
自
発
的
な
も
の
を

生
か
し
て
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
'
事
後
へ
の
発
展
も
自
然
な
も
の
と

な
る
で
あ
ろ
う
。

e
s
s
s
層

近
代
の
文
節
を
教
材
と
し
て
ど
う
考
え
る
か
を
'
志
賀
直
哉
の
作
品
を
教
材

と
し
た
授
業
か
ら
述
べ
た
が
、
評
論
・
随
筆
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。
ま

た
'
国
語
教
育
の
全
体
か
ら
'
そ
れ
ら
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

(
本
学
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校
教
諭
)
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