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今
年
の
四
月
'
本
校
の
あ
る
1
年
ク
ラ
ス
担
任
が
'
自
己
紹
介
文
を
讃
か
せ

た
と
こ
ろ
'
あ
る
生
徒
は
'
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

「
自
分
の
性
か
-
は
'
さ
て
お
い
て
'
ぼ
く
は
'
漢
字
が
だ
い
き
ら
い
で

す
。
世
の
中
ひ
ら
か
な
が
あ
れ
ば
、
漢
字
み
た
い
な
も
の
い
ら
ん
と
思
い
ま

す
。ひ

ら
か
な
だ
け
で
も
つ
う
じ
る
の
に
な
あ
と
よ
-
思
い
ま
す
。

.
漢
字
み
た
い
な
も
の
'
お
ぼ
え
る
の
に
め
ん
ど
う
だ
し
'
雷
-
の
も
め
ん

ど
う
'
そ
れ
で
ぼ
く
は
'
漢
字
使
用
反
対
派
の
一
員
と
い
た
し
ま
し
て
'
今

ま
で
自
分
か
ら
す
す
ん
で
漢
字
を
お
ぼ
え
る
と
い
う
こ
と
を
し
ま
せ
ん
で
し

た
O
そ
れ
で
そ
れ
で
'
な
ん
と
な
ん
と
'
小
学
校
・
t
D
中
学
校
も
ケ
ツ
で
卒
莱

し
た
.
ん
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
だ
れ
よ
り
b
撲
字
を
し
ら
ん
子
で

し
た
。
(
以
下
略
)
」

三
百
字
軽
度
の
文
の
中
の
'
ほ
と
ん
ど
が
'
撰
字
あ
る
ゆ
え
に
発
生
し
た
'

少
年
の
屈
折
し
た
思
い
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
本
人
の
漢
字
力
を
調
べ
て
み
る

と
'
実
際
に
、
他
と
掛
離
れ
て
低
い
の
で
あ
る
。

漢
字
を
知
ら
な
い
た
め
に
'
小
・
中
学
校
を
「
ケ
ツ
で
卒
業
し
た
」
と
い
う

文
　
　
室
　
　
温
　
　
暗

の
は
'
・
も
ち
ろ
ん
本
人
の
謙
遜
も
あ
ろ
う
が
、
高
等
学
校
の
学
習
と
な
る
と
'

こ
の
程
度
の
文
字
力
で
は
'
確
か
に
お
ぼ
つ
か
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
生
徒
は
'
高
校
生
と
し
て
、
特
異
な
生
徒
な
の
だ
ろ
う

m
私
は
'
そ
う
は
思
わ
な
い
。
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
こ
の
少
年
と
同
じ
よ
う

な
気
持
を
抱
い
て
い
る
生
徒
は
'
か
な
り
多
い
と
思
わ
れ
る
Q
　
こ
の
少
年
が
'

ど
う
し
て
そ
こ
ま
で
追
い
込
ま
れ
て
き
た
の
か
'
そ
の
原
因
を
探
っ
て
み
る
必

要
が
あ
る
。

※
　
　
　
　
　
※

私
は
、
少
年
に
聞
い
て
み
た
。
「
漢
字
に
対
し
て
'
こ
の
よ
う
な
考
え
を
持

っ
よ
う
催
な
っ
た
の
は
'
い
つ
頃
か
ら
だ
」
と
。
少
年
は
'
「
小
学
校
三
年
'

い
や
'
五
年
か
な
」
と
答
え
た
o
 
L
J
の
種
の
私
の
問
い
に
'
ほ
と
ん
ど
の
生
徒

は
'
こ
の
時
期
を
あ
げ
る
。
小
学
校
三
年
・
五
年
と
は
'
い
っ
た
い
'
ど
う
い

う
時
期
な
の
だ
ろ
う
か
.
ま
ず
、
小
学
校
三
年
に
つ
い
て
o

「
知
的
な
能
力
も
飛
躍
的
に
発
達
し
'
抽
象
的
な
思
考
形
式
を
ふ
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
だ
す
L
t
機
械
的
な
記
憶
も
、
目
立
っ
て
進
む
o
知
的

な
興
味
の
ま
ま
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
'
百
科
辞
書
的
に
頭
へ
入
れ
る
L
t

お
と
な
か
ら
見
れ
ば
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
も
収
集
す
る
_
こ
と
に
興
味
を
持
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ち
'
:
'
宝
物
の
よ
う
に
大
切
に
す
る
。
感
受
が
発
達
し
'
読
み
討
き
が
目
立
っ

て
進
歩
す
る
。
」
　
(
注
1
)

引
用
の
意
図
に
沿
っ
て
ま
と
め
れ
ば
'
小
学
校
中
学
年
は
　
「
語
免
が
発
達

し
'
読
み
書
き
が
目
立
っ
て
進
歩
す
る
時
期
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
O

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
に
児
童
が
習
得
し
て
い
-
「
語
襲
」
と
は
'
い
っ
た

い
'
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
時
点
で
'
「
漢
字
」
と
「
か
な
」

と
は
'
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
漢
字
」
と
「
か
な
」

の
二
重
構
造
が
'
学
習
者
に
特
殊
な
負
担
を
か
け
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
て
い
-
に
は
'
ま
ず
'
入
門
期
の
指
導
に
つ
い
て
'
そ
の

実
髄
心
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

.I山へ

小
学
校
入
門
期
の
作
文
指
導
に
つ
い
て
'
八
木
橋
雄
次
郎
氏
は
'
次
の
よ
う

な
感
想
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
ヴ
ィ
ゴ
ッ
卓
I
が
、
『
オ
ー
ス
-
-
ヤ
の
研
究
者
-
ン
ケ
は
児
童
の
E
.
=
い

て
い
る
も
の
を
話
と
比
べ
た
ら
、
七
歳
の
児
童
は
二
歳
の
子
ど
も
が
話
す
こ

と
が
で
き
る
と
同
じ
位
し
か
書
か
な
い
.
』
と
討
い
て
い
る
の
は
、
書
き
こ

と
ば
の
表
現
期
に
至
っ
て
表
現
能
力
が
急
に
低
下
す
る
の
で
は
な
-
て
'
日

本
と
は
文
字
組
織
が
完
全
に
違
う
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
語
の
ス
ペ
ル
、

コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
な
ど
に
手
間
ど
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
で
は
'
ひ
ら
が
な
の
読
み
書
き
さ
え
で
き
れ
翼
い
ち
お
う
の
文
章

表
現
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
'
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
源
氏
物
語
で

も
枕
草
子
で
も
'
ひ
ら
が
な
に
よ
る
立
派
な
文
学
作
品
で
あ
る
こ
~
と
を
思
う

だ
け
で
も
'
ひ
ら
が
な
に
よ
る
文
章
表
現
の
で
き
る
日
本
人
'
特
に
日
本
の

子
ど
も
た
ち
は
幸
せ
で
あ
る
と
い
わ
な
-
て
は
な
ら
な
い
。
」
　
　
(
注
2
)

「
ひ
ら
が
な
の
読
み
溶
き
さ
え
で
き
れ
ば
'
い
ち
お
う
の
文
章
表
現
が
で
き

る
」
と
い
う
「
か
な
」
の
効
用
は
、
お
そ
ら
く
世
界
で
も
あ
ま
り
例
の
な
い

も
の
で
あ
ろ
う
0
少
な
-
と
も
、
欧
米
各
国
か
ら
見
れ
ば
、
想
像
を
絶
す
る
鴇

の
に
違
い
な
い
。
コ
-
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ン
に
用
い
る
文
字
と
し
て
は
'
利
用
価

伯
の
高
い
も
の
と
言
え
よ
う
。

一
国
の
国
民
に
と
っ
て
、
文
章
が
古
け
る
か
苔
け
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
'

そ
の
国
民
が
'
ど
の
よ
う
な
社
会
集
団
に
屈
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
'
密
接
に

つ
な
が
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
'
例
え
ば
、
英
語
を
公
用
語
と
し
て

用
い
て
い
る
発
展
途
上
国
に
お
い
て
'
・
英
語
の
文
章
が
綴
れ
る
か
ど
う
か
が
'

そ
の
属
す
る
集
団
を
決
定
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
'
明
ら
か

な
ご
と
で
あ
る
。

「
か
な
」
の
習
村
の
し
や
す
さ
'
さ
ら
に
'
即
文
章
力
に
つ
な
が
っ
て
い
-

と
い
う
利
点
は
'
こ
の
国
に
お
い
て
'
ほ
と
ん
ど
の
国
民
に
文
章
力
を
保
障
し

て
い
る
と
い
う
点
'
し
か
も
'
他
の
文
明
国
と
比
べ
て
'
か
な
り
低
い
知
能
層

に
薮
で
文
章
表
現
力
を
保
障
し
て
い
る
と
い
う
点
で
'
柁
‖
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
o

広
い
立
場
か
ら
「
文
字
」
の
獲
得
を
考
え
て
い
-
場
合
'
「
か
な
」
あ
る
ゆ

え
に
'
日
本
の
子
ど
も
た
ち
は
幸
せ
だ
と
'
確
か
に
言
い
得
る
。
「
か
な
」
の

文
章
が
'
親
と
子
'
人
と
人
と
の
問
を
結
ぶ
'
強
い
緋
の
役
割
を
果
た
し
得
る

こ
と
は
'
何
人
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
0
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「
か
な
」
の
効
用
は
'
測
り
知
れ
な
い
。
し
か
し
'
「
か
な
」
だ
け
で
1
生

の
表
記
を
推
し
通
す
こ
と
は
'
不
可
能
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
'
「
漢
字
」
を

習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
漢
字
」
の
習
得
が
'
正
対
す
べ
き
学
里
郡
項
と
し
て
'
児
缶
の
意
識
に
の

ぼ
っ
て
-
る
の
は
'
小
学
校
中
学
年
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
O
　
こ
の
頃
か
ら
、
実

質
的
な
「
漢
字
学
習
入
門
期
」
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
o
し
か
し
'
児
童
の
側

に
立
っ
て
み
る
と
t
 
l
度
完
全
に
-
ぐ
り
抜
け
た
表
記
の
世
界
で
'
今
ま
で
と

は
全
く
別
の
文
字
体
系
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。

1
皮
目
の
門
で
あ
る
「
か
な
」
は
'
門
と
す
ら
意
識
さ
れ
な
い
う
ち
に
通
り

過
ぎ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
'
学
習
の
成
就
感
は
'
「
文
事
が
雷
け
る
よ

う
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
'
充
分
に
満
た
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
'
二
度
目
の

門
で
あ
る
「
漢
字
」
は
'
外
国
語
の
綴
り
を
覚
え
る
に
等
し
い
ほ
ど
の
'
抵
抗

感
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
'
成
就
感
は
'
「
か
な
」
を
「
漢
字
」
に
讃

幸
改
め
る
と
い
っ
た
琵
度
の
も
の
で
'
前
者
に
比
べ
る
と
極
め
て
低
い
。
し
か

・
G
t
学
習
体
系
は
複
雑
で
'

1
.
今
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
'
「
話
し
こ
と
ば
」
な
い
し
は
「
か
な
」
に
よ

っ
て
語
柴
を
習
得
し
て
い
-
学
習
。

1
、
漢
字
を
、
す
で
に
門
付
し
て
い
る
語
免
と
結
び
つ
け
て
い
-
学
門
t
.
な

い
し
'
す
で
に
門
5
2
J
た
語
柴
を
'
撲
字
に
か
き
か
え
て
い
-
学
門
.

i
.
漢
字
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
語
乗
を
習
得
し
て
い
-
午
門
o

と
い
っ
た
も
の
が
'
ほ
と
ん
ど
無
秩
序
に
、
並
行
し
て
進
ん
で
い
-
こ
と
に
な

る
。
「
語
嚢
が
分
速
L
t
読
み
古
き
が
目
立
っ
て
進
歩
す
る
」
こ
の
時
期
に
'

こ
の
よ
う
な
学
習
を
一
挙
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
習
者
は
'
決
し
て
幸

福
な
状
態
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

「
か
な
」
な
ら
ば
'
そ
の
精
神
年
令
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
を
'
ふ
さ
わ
し
い

速
さ
で
讃
け
る
も
の
を
'
漢
字
を
用
い
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
想
が
途
絶
え
る
'

時
間
が
か
か
る
'
末
学
習
の
漢
字
を
北
=
-
、
と
い
っ
た
'
混
乱
と
も
鉛
乱
と
も

つ
か
な
い
状
態
が
'
個
々
の
児
童
の
中
で
起
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か

も
'
ク
ラ
ス
の
児
童
の
語
乗
数
や
発
達
段
階
に
は
散
ら
ば
り
が
あ
ろ
う
か
ら
'

漢
字
を
教
え
る
と
し
て
も
'
焦
点
が
定
ま
ら
ず
'
文
字
と
し
て
教
え
る
の
か
'

語
典
と
し
て
教
え
る
の
か
さ
え
も
あ
い
ま
い
な
授
業
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は

な
か
ろ
う
か
ー
ー
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
:
(
柁
3
)
・

こ
の
よ
う
な
状
憩
は
'
な
に
も
'
小
学
校
中
学
年
に
限
っ
て
特
徴
的
に
表
わ

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
語
愛
習
得
が
続
い
て
い
る
限
り
'
こ
の
状
髄
心
は
続
く
0

「
か
な
」
・
「
撲
字
」
と
い
う
二
束
構
造
は
、
市
等
学
校
に
入
っ
て
'
「
か
な
」
・

「
新
字
体
漢
字
」
・
「
旧
字
体
横
字
」
と
い
う
'
新
し
い
陀
T
.
を
迎
え
る
こ
と

に
も
な
る
。

母
国
語
を
習
得
し
て
い
-
過
相
を
た
ど
っ
て
い
-
と
'
決
し
て
'
「
ど
こ
の

国
で
も
同
じ
経
過
を
た
ど
る
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
.

攻
が
国
の
場
合
'
表
記
に
二
環
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
ゆ
え
に
'
欧
米
諸
国
に

は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
む
つ
か
し
い
問
題
を
秤
虫
っ
て
い
る
。
加
藤
周
一
氏
の

い
う
「
雑
種
文
化
」
的
性
格
が
'
-
W
j
L
く
'
文
字
の
榊
.
h
L
に
も
影
を
抗
し
て

い
る
。「

文
明
の
品
盤
た
る
文
字
は
'
然
人
文
科
学
の
カ
ナ
メ
に
あ
た
っ
て
い
る
」

と
'
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
ル
ル
・
イ
グ
ー
ネ
が
言
っ
た
と
い
う
。
単
一
の
文
字
を

持
っ
て
い
る
回
と
.
-
「
消
字
I
・
「
か
な
」
と
い
う
二
つ
の
文
字
を
持
っ
て
い
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る
国
と
で
は
'
そ
の
文
化
の
構
造
に
大
き
な
違
い
が
生
ま
れ
て
当
然
で
あ
る
。

1
般
に
'
作
文
の
指
導
者
は
'
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
つ
め
た
思
考
を
し
て

い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
の
l
つ
に
'
指
導
者
そ
の
も
の
が
'

「
漢
字
」
派
と
「
か
な
」
派
の
l
遠
に
分
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
琴
h
J

ら
れ
る
。
1
方
は
'
摸
字
・
撰
文
の
側
に
立
ち
'
漢
文
教
授
按
の
長
く
重
い
伝

統
を
担
い
つ
つ
'
「
か
な
」
の
世
界
を
一
段
低
い
も
の
と
し
て
'
理
解
し
よ
う

と
し
な
い
o
他
方
は
「
か
な
」
の
側
に
立
ち
'
漢
字
・
漢
文
の
世
界
に
街
学
的

な
臭
い
を
か
い
で
'
正
視
し
よ
う
と
し
な
い
。

※
　
　
　
　
　
※

「
和
摸
混
交
文
」
と
一
日
に
い
っ
て
も
'
そ
の
実
休
は
、
時
代
や
f
t
3
き
手
に

よ
っ
て
'
千
差
万
別
で
あ
っ
た
。
戦
後
の
1
迫
の
改
革
に
よ
っ
て
'
表
記
の
基

準
は
1
応
定
ま
っ
て
き
た
o
 
L
か
L
t
改
革
の
頂
点
と
も
い
う
べ
き
「
正
書
法
」

の
考
え
方
が
出
さ
れ
る
に
及
び
'
改
革
の
流
れ
は
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
'
の

後
は
、
む
し
ろ
'
少
し
流
れ
を
戻
し
た
地
点
で
安
定
し
よ
う
と
す
る
気
配
で
あ

る
。正

賓
法
の
考
え
方
は
'
日
本
語
の
二
重
構
造
を
'
一
挙
に
'
l
元
に
近
い
形

で
ま
と
め
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
、
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
考
え

方
に
は
'
多
く
の
利
点
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
大
衆
の
受
け
入
れ
る
と
こ

ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
'
二
元
の
調
和
は
自
か
ら
の
基
準
で

作
り
出
し
'
自
分
の
力
の
範
閏
で
表
現
生
活
を
発
し
み
た
い
と
い
う
、
素
朴
な

願
い
の
根
強
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

私
た
ち
は
'
明
ら
か
に
「
漢
字
」
と
「
か
な
」
の
世
界
に
い
る
。
「
か
な
」

の
世
界
が
'
ま
る
で
空
気
の
よ
う
に
我
々
を
囲
ん
で
い
る
の
に
対
し
'
「
漢
字
」

の
世
界
は
'
各
日
が
自
ら
の
力
に
従
っ
て
獲
得
す
べ
き
も
の
と
し
て
存
在
し
て

い
る
0
　
「
洪
字
」
と
「
か
な
」
と
は
'
全
く
異
質
の
文
字
で
あ
り
'
「
和
漢
混

交
文
」
と
し
て
'
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
与
え
ら
れ
る
の
は
、
1
つ
の
言
語
主
体

を
通
し
て
'
初
め
て
可
能
に
な
る
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

小
学
校
で
は
'
「
か
な
」
の
世
界
か
ら
入
る
。
「
か
な
」
の
世
界
に
は
「
か

な
の
論
理
」
が
あ
ろ
う
.
「
か
な
」
の
世
界
は
'
「
思
っ
た
と
お
り
に
賓
く
」

世
界
で
あ
る
。
児
童
た
ち
は
「
せ
ん
せ
い
'
あ
の
ね
-
-
」
と
い
う
頂
き
出
し

文
に
誘
わ
れ
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
筆
に
託
す
。

高
等
学
校
に
入
っ
て
'
生
徒
た
ち
は
'
本
格
的
に
「
雅
文
」
の
世
界
を
見

る
O
す
べ
て
訓
読
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
'
そ
こ
に
は
「
漢
文
の
論
理
」
が
あ

る
。
そ
こ
に
は
、
も
は
や
'
「
思
っ
た
と
お
り
に
讃
-
」
世
界
な
ど
'
ど
こ
に

も
な
い
o
椎
得
す
べ
き
語
乗
と
文
脈
が
あ
る
の
み
で
あ
る
.
そ
れ
ら
を
守
門
邪

は
'
無
条
件
で
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
'
和
漢
混
交
文
の
一
方
の
核
で
あ
る
漢
文
が
'
義

務
教
育
の
中
に
位
置
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
'
い
か
に
も
奇
異
な
感
じ
を

与
え
る
O
事
実
'
・
生
徒
の
中
に
'
「
枚
字
」
と
「
か
な
」
の
問
に
質
の
差
を
感

じ
な
い
生
徒
が
、
年
々
増
え
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
筆
順
な
ど
は
驚
く
ほ

ど
正
確
に
譜
け
る
の
に
'
そ
の
語
の
働
き
と
な
る
と
無
頓
着
な
生
徒
が
多
い
の

函
E
S
S
l
j
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「
撰
文
の
授
業
は
'
作
文
教
育
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
つ
」
と
言
い
切
る
こ

と
は
'
か
な
り
唐
突
な
感
じ
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
'
漢
字
と
い

い
'
漢
語
と
い
い
'
ま
た
淡
文
脈
と
い
い
へ
そ
れ
が
日
本
人
な
り
に
'
こ
れ
だ



と
確
信
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
根
源
的
な
姿
は
'
や
は
り
漢
文
の
中
に
存
在
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
語
感
そ
の
も
の
も
、
そ
の
中
で
生
き
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
高
等
学
校
の
国
語
科
の
中
で
'
「
漢
文
」
の
授
業
が
ど
の
よ
う
に
位
摂

づ
け
ち
れ
て
い
よ
う
と
も
、
作
文
教
育
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
'
「
ふ
る
さ
と
」

に
住
む
漢
語
の
働
き
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
'
そ
の
実
態
を
知
ら
せ
る

唯
1
の
機
会
と
な
ろ
う
O

和
漢
混
交
文
が
、
和
語
と
模
試
の
緊
張
関
係
の
所
産
と
し
て
生
ま
れ
る
も
の

で
あ
る
な
ら
ば
'
1
方
の
原
点
で
あ
る
頂
文
を
し
っ
か
r
と
支
え
る
必
要
が
あ

る
O
も
L
t
　
そ
の
努
力
を
怠
る
と
'
漢
語
の
衰
退
し
た
部
分
は
'
新
し
い
外
来

語
に
と
っ
て
代
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
O
　
こ
の
こ
と
は
'
火
を
見
る
よ
り
も
明

ら
か
で
あ
る
。

か
つ
て
'
F
漢
字
・
漢
語
」
は
'
L
中
国
文
化
吸
収
の
所
産
と
し
て
取
り
入
れ

ら
れ
て
き
た
。
江
戸
・
明
治
以
降
は
'
多
く
の
欧
米
語
が
'
か
な
り
の
無
理
を

し
て
ま
で
も
漢
語
に
置
き
か
え
ら
れ
て
き
て
い
る
O
欧
米
語
が
漢
語
に
置
き
か

え
ら
れ
た
の
は
'
原
語
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
よ
り
も
t
　
よ
り
「
通
じ
合
う
」
可

能
性
が
高
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
原
語
と
翻
訳
語
の
'
「
通
じ
合
い
」

の
場
に
お
け
る
力
関
係
の
所
産
と
し
て
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
し
'
棋
譜
よ
り
も
'
.
カ
タ
カ
ナ
古
き
の
欧
米
語
の
方
が
わ
か
り
や
す
い
と

い
っ
た
事
態
が
生
じ
た
ら
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
今
使
わ
れ
て
い
る
多
く

の
漢
語
は
'
カ
タ
カ
ナ
書
き
の
欧
米
語
に
姿
を
変
え
る
で
あ
ろ
う
.
現
に
へ
多

-
の
化
粧
品
の
品
名
に
は
'
も
は
や
'
昔
日
(
た
っ
た
'
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と

で
あ
る
)
の
面
影
は
な
い
。
和
・
漢
の
二
重
構
造
は
t
.
や
が
て
も
和
・
 
'
欧
の
二

重
構
造
に
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
O
二
重
構
造
を
持
つ
言
語
は
'
本
質
的
に
そ

う
い
う
弱
い
一
面
を
持
っ
て
い
る
。

先
日
、
十
宕
ほ
ど
の
女
生
徒
(
主
と
し
て
一
年
生
)
と
話
し
合
っ
た
と
こ

ろ
'
彼
女
た
ち
は
'
も
う
太
宰
治
な
ど
古
く
て
読
め
な
い
と
言
っ
て
い
た
。
十

年
前
に
は
'
ど
の
学
年
に
も
'
太
宰
か
ぶ
れ
の
女
生
徒
は
'
確
実
に
数
人
ず
つ

い
た
も
の
だ
.
中
村
光
夫
氏
の
い
う
「
移
動
の
時
代
」
は
'
庶
民
を
も
巻
き
込

ん
で
走
り
出
し
た
か
に
見
え
る
。

当
面
、
私
は
「
漢
文
の
授
業
は
'
作
文
教
育
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
つ
」
と

い
う
前
提
に
立
つ
O
和
・
方
混
交
文
の
「
Ⅹ
」
の
部
分
が
'
例
え
将
来
不
確
定

で
あ
る
と
し
て
も
'
そ
の
変
遷
は
'
遅
い
ほ
ど
よ
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

(二)

小
学
校
五
年
と
は
、
ど
ん
な
学
年
だ
ろ
う
。

「
知
的
な
面
で
は
思
考
力
が
増
し
'
批
判
的
'
抽
象
的
'
科
学
的
な
考
え
が

目
立
っ
て
く
る
。
(
中
略
)
や
が
て
は
じ
ま
ろ
う
+
)
し
て
い
る
青
年
期
を
ひ

か
え
て
'
不
安
'
動
揺
の
見
ら
れ
る
十
ど
も
も
出
て
来
る
の
が
'
高
学
年
の

児
童
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
o
L
　
(
柁
4
)

す
で
に
'
青
年
期
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
O
も
う
、
心
付
的
に
は
'
前
校

生
に
近
い
。
傷
つ
き
や
す
い
心
は
'
徐
々
に
育
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
つ
の
国
民
に
と
っ
て
、
心
理
的
な
動
揺
期
を
迎
え
る
前
に
'
母
田
語
習
得

の
た
め
の
基
本
訓
練
を
終
え
て
お
-
t
と
い
う
こ
と
は
'
大
切
な
こ
と
に
違
い

な
い
。
仮
に
'
-
ン
ケ
の
指
摘
し
た
よ
う
な
事
実
が
あ
る
に
し
ろ
'
小
学
校

中
学
年
ぐ
ら
い
ま
で
に
'
そ
の
落
差
が
締
ま
っ
て
-
れ
ば
'
言
語
習
得
の
た
め

の
心
理
的
な
負
担
は
軽
-
て
済
む
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
.
.
我
が
国
の
場
合
'
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「
漢
字
」
・
「
か
な
」
の
二
重
構
造
が
あ
る
ゆ
え
に
'
「
漢
字
」
の
学
習
が
二

・
三
年
遅
れ
て
く
る
。
し
か
も
'
組
織
的
'
本
格
的
な
授
業
は
高
等
学
校
に
ま

で
持
ち
勉
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
学
習
心
理
に
精
通
し
た
指
導

法
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
我
が
国
の
場
合
'
「
漢
字
」
の
学
習
が
'
必
ず
し
も
青
年
の
自
意
識
を
補
強

す
る
方
向
で
は
進
ん
で
い
な
い
。
漢
字
を
正
確
に
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'

そ
の
青
年
の
プ
ラ
イ
ド
を
い
よ
い
よ
確
か
な
も
の
に
す
る
と
い
っ
た
械
会
は
'

ほ
と
ん
ど
な
い
。

.
実
情
は
'
む
し
ろ
逆
で
あ
る
O
新
学
期
も
間
も
な
-
始
ま
ろ
う
と
す
る
頃
'

職
員
会
議
の
席
で
'
メ
モ
付
き
の
封
筒
が
私
の
と
こ
ろ
に
回
っ
て
き
た
。
と
こ

ろ
が
'
そ
の
封
筒
を
手
に
し
た
人
は
'
必
ず
ニ
ヤ
ッ
と
笑
う
の
で
あ
る
。
j

か
ら
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
'
生
徒
の
心
を
ど
ん
ど
ん

傷
つ
け
て
い
-
よ
う
な
立
場
に
立
つ
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
作
文
の
提
出
が
遅
く
な
っ
て
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

生
よ
り
　
　
-
　
」

一
進
入

お
そ
ら
-
'
走
り
畜
き
を
し
て
'
会
議
中
の
私
の
手
も
と
に
届
け
よ
う
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
顔
を
赤
く
し
て
'
1
心
に
走
り
古
き
す
る
生
徒
の
顔
と
'
そ

れ
を
見
る
職
員
の
顔
と
を
重
ね
合
わ
せ
た
と
き
'
私
は
暗
癖
と
し
た
。
送
り
手

と
受
け
手
と
の
問
に
'
何
と
い
う
気
持
の
差
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
メ
モ
を
送

っ
た
生
徒
は
'
少
し
遅
れ
た
と
は
い
う
も
の
の
'
家
か
ら
'
わ
ざ
わ
ざ
学
校
ま

で
、
届
け
た
い
一
心
で
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
行
為
の
歪
み
と
'
「
進
」
一
字

の
書
き
誤
り
か
ら
生
ま
れ
た
結
果
と
を
比
べ
て
み
れ
ば
'
そ
の
軽
重
は
明
ら
か

で
あ
る
。
な
の
に
'
こ
の
よ
う
に
し
か
受
け
取
ら
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
へ
生

徒
に
と
っ
て
は
'
誠
に
不
本
意
な
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

と
こ
ろ
で
'
作
文
指
導
者
は
'
果
し
て
こ
の
よ
う
な
「
不
本
意
な
通
じ
合
い
」

自
意
識
の
芽
生
え
と
扶
字
学
習
の
慈
し
き
出
会
い
へ
な
い
し
は
、
文
葦
を
綴
忍

こ
と
の
負
担
を
少
し
で
も
軽
-
さ
せ
'
本
人
の
成
長
を
助
け
て
や
む
た
め
に
'

私
は
'
青
年
心
理
学
に
学
ぶ
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

詩
年
期
の
特
質
に
つ
い
て
は
t
 
l
般
的
に
'
次
の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
.

「
人
間
の
発
達
を
み
る
と
'
幼
児
期
や
児
童
期
に
身
に
つ
け
た
行
動
9
・
生
活

慣
習
の
多
-
は
'
細
意
識
的
'
他
律
的
に
学
習
さ
れ
た
も
.
Q
で
ぁ
っ
て
'
自

覚
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
(
中
略
)

こ
れ
に
対
し
て
'
諾
年
期
に
お
い
て
新
し
い
行
動
や
門
得
を
符
得
す
る
こ

と
は
'
意
識
的
'
自
律
的
'
自
覚
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
O
い
や
'
自
覚
的
で

な
け
れ
ば
お
こ
な
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち

ろ
ん
'
新
し
い
行
動
や
習
慣
の
学
習
の
仕
方
に
は
'
幼
児
期
以
来
形
成
さ
れ

て
き
た
性
格
や
'
行
動
傾
向
が
反
映
さ
れ
'
そ
の
影
轡
1
そ
れ
を
措
定
し

よ
う
と
そ
れ
に
戊
発
し
よ
う
と
　
ー
　
か
ら
ま
っ
た
-
の
か
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
'
酉
年
は
そ
の
よ
う
な
影
野
の
重
さ
を
認
め
な
が

ら
も
'
古
い
自
己
を
改
造
し
'
新
し
い
自
己
を
創
造
し
て
い
-
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
」
　
(
注
5
)

も
は
や
'
学
習
は
'
本
人
の
自
覚
な
し
に
は
成
し
遂
げ
ら
れ
な
-
な
っ
て
い

る
。
生
徒
の
自
覚
を
引
き
出
し
て
い
-
に
は
'
何
よ
り
も
指
導
者
が
'
生
徒
を
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知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
徒
と
「
通
じ
合
う
」
こ
と
が
で
き
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

~
「
根
性
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
と
青
年
に
問
わ
れ
て
t
I
お
と
な
を
は
ぐ
ら
か
す

も
の
と
怒
っ
た
り
'
人
生
を
心
ゆ
-
ま
で
エ
ソ
ジ
ョ
ー
イ
し
よ
う
と
す
る
青

年
の
態
度
を
、
に
が
に
が
し
-
感
じ
た
り
'
核
兵
器
に
よ
っ
て
人
類
の
存
続

が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
青
年
の
憂
い
を
'
青
年
ら
し
い
論
理
の

飛
躍
と
切
実
し
た
り
'
戦
後
民
主
主
義
の
原
点
を
'
戦
争
責
任
の
あ
り
方
に

求
め
よ
う
と
す
る
百
年
を
t
 
P
e
r
f
e
c
t
i
o
n
i
s
m
(
完
全
癖
)
と
き
め
つ
け
た
り

し
て
い
る
・
丁
ち
は
、
表
面
を
糊
塗
し
て
い
る
だ
け
で
'
青
年
と
の
コ
,
,
、
ユ
ニ

ケ
ト
シ
ョ
ー
ン
は
全
く
断
た
れ
て
い
る
の
で
あ
り
'
そ
れ
こ
そ
汚
年
が
わ
か
っ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

研
究
者
が
青
年
の
論
理
に
よ
っ
て
も
の
を
見
t
.
青
年
の
感
情
に
よ
っ
て
も

の
を
感
ず
る
'
青
年
と
の
t
体
化
に
よ
っ
て
だ
け
'
こ
の
難
問
は
克
服
で
き

る
の
で
あ
る
。
」
　
(
江
6
)

「
青
年
心
理
学
を
進
め
て
ゆ
-
と
'
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
領
域
'
そ
れ
ぞ
れ
の

研
究
課
題
が
'
三
つ
の
基
本
的
な
問
い
に
集
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

-
B
S
-二

.
青
年
期
と
は
ど
う
い
う
発
達
の
時
期
な
の
か
?
〟

二
'
遠
代
日
本
の
青
年
は
'
ど
の
よ
う
な
感
情
を
持
ち
'
ど
の
よ
う
に

考
え
'
ど
の
ヰ
っ
な
生
き
方
を
し
て
い
る
の
か
?
〟

I
十二t
t
　
〝
こ
の
t
人
の
背
年
は
'
ど
の
よ
う
に
生
き
る
可
能
性
を
持
ち
'
ど

∴
-
つ
教
育
'
ど
う
指
導
す
べ
き
で
あ
る
か
o
〟
」
　
(
注
7
)

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
'
青
年
心
理
学
の
関
心
事
は
'
高
校
教
育
'
特
に

作
文
教
育
に
携
わ
る
者
の
そ
れ
と
兎
な
る
部
分
の
多
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

作
文
教
育
は
'
生
徒
と
の
1
通
じ
合
い
」
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
教
育
で

あ
る
.
讃
き
手
か
ら
読
み
手
へ
送
ら
れ
る
心
を
1
時
棚
上
げ
に
し
て
行
な
わ
れ

る
「
作
文
指
導
」
の
範
囲
は
'
ご
-
わ
ず
か
の
部
分
と
考
え
た
方
が
よ
い
。

と
は
言
う
も
の
の
'
~
生
徒
と
T
通
じ
合
ケ
」
こ
と
は
'
そ
う
簡
単
な
こ
と
で

は
な
い
。

コ
前
校
生
の
登
校
拒
否
間
匙
は
'
昔
も
怠
学
と
い
う
形
で
あ
っ
た
し
'
職
場

を
ず
る
け
る
と
い
う
形
で
あ
っ
た
L
t
人
生
の
す
べ
て
が
空
虚
に
な
っ
て
し

ま
う
と
い
,
ワ
こ
と
は
あ
っ
た
。
不
安
定
な
心
身
の
成
熟
や
'
社
会
的
に
過
渡

的
な
集
団
に
あ
る
青
年
期
に
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
'
ど
の
社
会
で
も
見
ら

れ
た
現
象
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
'
こ
の
登
校
拒
否
や
ス
ク
ー
ル
・
ホ
ビ
ア

は
、
怠
学
や
ず
る
休
み
と
本
質
的
に
異
な
っ
て
'
む
し
ろ
'
ま
じ
め
で
親
や

教
師
の
期
待
に
答
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
責
任
感
を
持
っ
て
い
る
よ

う
な
青
年
に
見
ら
れ
る
と
い
う
」
全
く
新
し
い
現
代
的
な
疎
外
形
態
と
し
て

の
現
象
・
世
代
的
な
現
象
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
'
人
類
と
い
う
類
的
な
心
身
の
放
熱
と
し
て
の
詩
年
期
的
な
必
然

的
現
象
か
青
年
性
″
は
'
常
に
そ
の
置
か
れ
た
歴
史
-
.
社
会
的
状
況
と
い
う

種
の
偶
然
性
(
世
代
性
)
を
伴
っ
て
発
現
し
て
い
る
。
ま
さ
に
弁
証
法
で
い

う
'
必
然
性
は
偶
然
性
を
媒
介
し
て
の
み
発
現
す
る
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て

動
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
-
-
J
　
(
注
8
)

も
は
や
'
教
師
は
'
単
な
る
「
善
意
」
や
「
思
い
や
り
j
.
で
生
徒
に
接
す
る
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だ
け
で
は
、
生
徒
の
其
の
姿
を
理
解
し
に
-
-
な
A
 
O
て
き
て
い
る
。
特
に
'
作

文
の
指
導
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
'
作
品
の
内
容
に
対
す
る
評
価
や
'
指
導
の

過
担
に
お
い
て
'
誤
っ
た
判
漸
を
下
す
可
能
性
が
あ
る
。
生
徒
が
'
自
分
の
内

面
を
さ
ら
け
出
せ
ば
さ
ら
け
出
す
ほ
ど
'
誤
っ
た
判
断
に
よ
っ
て
受
け
る
傷
は

大
き
い
。
私
た
ち
は
'
ど
う
し
て
も
'
背
年
心
理
学
者
の
知
恵
を
借
り
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(≡)

生
徒
と
の
「
通
じ
合
い
」
の
困
難
さ
は
'
ま
た
'
別
の
面
で
も
残
っ
て
い

る
。「

二
カ
月
ほ
ど
前
の
あ
る
晩
'
私
の
住
む
高
層
住
宅
の
階
上
で
子
供
が
あ
ま

り
走
り
回
る
の
で
、
が
ま
ん
し
か
ね
『
時
間
を
考
え
て
も
う
少
し
静
か
に
し

て
欲
し
い
』
と
頼
ん
だ
。
そ
の
と
き
玄
関
に
出
て
来
た
若
い
夫
婦
に
'
私
は

『
こ
ん
な
小
さ
な
子
供
に
走
ら
せ
る
な
と
い
う
の
か
。
こ
ん
な
小
さ
な
子
供

を
し
か
っ
て
'
も
し
ひ
が
ん
だ
ら
、
あ
ん
た
貴
任
を
と
っ
て
-
れ
る
か
』
と

食
っ
て
か
か
ら
れ
た
o
」
　
(
注
9
)

こ
れ
に
類
す
る
こ
と
は
'
学
校
の
中
で
も
'
日
常
的
に
起
っ
て
き
て
い
る
。

し
か
も
'
そ
う
い
う
事
鯛
心
に
'
教
師
側
が
正
し
く
対
応
で
き
て
い
な
い
と
い
う

の
が
実
情
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
で
は
'
正
し
い
議
論
は
生
ま
れ
て
こ
な

い
L
t
生
徒
と
の
「
通
じ
合
い
」
を
成
立
さ
せ
る
手
が
か
り
も
な
く
な
っ
て
し

ま
う
O
議
論
を
し
た
り
'
説
得
し
た
り
す
る
た
め
に
は
'
「
論
理
」
に
つ
い

て
'
あ
る
程
度
の
常
識
を
身
に
つ
け
て
お
-
必
要
が
あ
る
o

「
不
幸
に
し
て
現
在
ま
で
論
理
と
か
論
理
学
と
い
う
も
の
は
多
-
の
ひ
と
び

と
の
環
視
の
な
か
に
立
た
さ
れ
る
機
会
を
も
た
な
か
っ
た
.
そ
れ
は
『
論
理

学
』
と
し
て
は
哲
学
者
た
ち
の
蔵
品
の
一
部
と
し
て
戸
棚
の
片
隅
に
置
き
ざ

り
に
な
っ
て
人
目
に
さ
ら
さ
れ
な
か
っ
た
し
'
ま
た
『
論
理
』
と
し
て
は
'

あ
る
種
の
社
会
形
態
の
な
か
で
は
1
般
民
衆
が
も
つ
に
は
F
好
ま
し
か
ら
ぬ

武
器
』
と
し
て
意
識
的
に
敬
遠
さ
れ
て
き
た
。
」
　
(
注
1
 
0
)

「
論
理
と
い
う
・
D
の
が
そ
の
佃
佃
を
み
と
め
ら
れ
る
の
は
'
人
間
の
ひ
と
り

ひ
と
り
が
冒
口
論
の
自
由
』
の
原
則
の
も
と
に
'
対
等
に
自
己
の
意
見
を
発

表
し
'
暴
力
や
権
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
『
論
理
』
の
規
準
に
よ
っ
て
言

明
の
裏
偽
を
法
定
し
う
る
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
(
中
略
)

官
吏
が
論
理
的
に
問
答
す
る
こ
と
を
拒
否
し
'
人
民
に
語
る
と
き
は
(
お
そ

ら
く
意
識
的
に
)
混
乱
し
た
論
理
で
相
手
に
た
い
し
て
煙
井
を
は
り
'
他
の

権
力
の
手
段
に
よ
っ
て
も
の
ど
と
を
遊
ぼ
う
と
す
る
よ
う
な
社
会
で
は
、
-
請

理
は
文
相
階
級
だ
け
の
布
力
な
武
潟
で
し
か
あ
り
え
な
い
O
」
　
(
柱
1
 
1
)

「
私
は
『
論
理
』
と
い
う
も
の
の
能
力
と
そ
の
限
界
と
に
た
い
す
る
正
し
い

オ
ル
ガ
ノ
ン

理
解
は
'
将
来
の
人
間
の
す
べ
て
の
知
識
の
道
具
と
し
て
'
冒
口
語
』
や
F

数
字
』
と
並
ん
で
巌
も
基
礎
的
な
学
問
の
分
科
に
屈
す
る
と
考
え
る
。
」

(
注
1
2
)

昨
今
、
大
学
に
お
い
て
'
論
理
に
関
す
る
講
座
が
多
-
持
た
れ
る
よ
う
に
な

う
た
と
い
う
。
実
際
'
こ
れ
ほ
ど
多
-
の
情
報
が
飛
び
交
い
'
強
弁
・
論
弁
の

ま
か
り
通
る
世
の
中
に
あ
っ
て
'
「
論
理
と
い
う
も
の
~
の
能
力
と
そ
の
限
界
」
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に
対
す
る
正
し
い
理
解
は
t
 
l
人
で
も
多
-
の
国
民
に
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。そ

れ
よ
り
も
'
何
よ
り
も
'
私
た
ち
は
'
日
々
、
「
生
徒
の
言
い
分
」
に
'

正
し
-
対
応
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
徒
と
教
師
が
'
お
互
い
に
強
弁
・

詑
弁
を
あ
ぴ
せ
か
け
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
両
者
の
け
じ
め
を
つ
け
る
も
の
は
、

「
権
力
」
だ
け
し
か
な
-
な
っ
て
し
ま
う
。

「
作
文
教
育
」
は
'
「
言
論
」
の
重
み
を
教
え
る
教
育
で
あ
る
O
　
「
言
論
」

は
'
正
し
い
論
理
に
支
え
ら
れ
て
こ
そ
'
そ
の
威
力
を
発
揮
す
る
。
作
文
教
育

の
中
に
'
ど
う
し
て
も
論
理
に
関
す
る
学
習
を
組
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。論

理
学
か
ら
の
'
作
文
教
育
に
賀
す
る
手
引
+
.
=
が
強
-
即
ま
れ
る
.

江
1
　
「
児
童
心
理
学
　
-
　
児
童
の
発
達
と
指
導
　
-
　
」
竹
田
俊
放
(
代
表
)

吊
・
協
同
出
版
社

2
　
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
作
文
教
育
実
践
体
系
の
構
築
・
現
場
の
現
実
に

即
し
て
」
国
語
科
教
育
学
研
究
‥
4
　
明
治
図
書

3
　
語
嚢
を
、
「
漢
字
」
・
「
か
な
」
の
両
方
か
ら
獲
得
し
て
い
-
時
期

(
小
学
校
六
年
)
に
お
け
る
習
得
語
桑
認
定
の
む
つ
か
し
さ
'
あ
る
い

は
'
習
得
者
の
心
理
的
な
ゆ
れ
に
つ
い
て
は
'
文
部
省
へ
国
語
シ
リ
ー

ズ
恥
5
1
「
児
童
生
徒
の
語
い
力
の
調
査
」
　
(
光
風
出
版
)
の
う
ち
'
「

3
・
児
童
・
生
徒
の
語
い
力
の
調
査
協
議
会
要
録
」
に
'
か
な
り
素
直

な
形
で
出
て
い
る
。
こ
の
中
で
'
鳥
取
県
か
ら
'
「
そ
の
こ
と
ば
の
意

味
は
知
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
に
'
漢
字
が
や
さ
し
い
た
め

か
'
1
.
(
筆
者
注
・
よ
Y
知
っ
て
い
る
こ
と
ば
)
や
2
・
(
同
・
だ
い

45678

12 ll 10　9

た
い
わ
か
る
こ
と
ば
)
に
○
印
を
つ
け
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
・
と
こ
ろ

が
'
反
対
に
撲
字
が
む
ず
か
し
い
と
'
や
さ
し
い
こ
と
ば
で
も
知
ら
な

い
と
し
た
り
す
る
」
と
い
う
報
八
日
が
な
さ
れ
て
い
る
O
ま
た
'
文
部
箭

調
査
局
国
語
課
長
(
同
・
当
時
白
石
大
二
氏
)
は
'
「
語
い
調
査
と
い

う
こ
と
で
'
撲
字
を
か
な
沼
に
す
る
か
'
ふ
り
が
な
を
つ
け
る
か
'

声
化
す
る
か
を
見
き
わ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
撲
字
を
食
め
て
の
調

査
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
-
る
と
、
語
い
に
対
す
る
木
質
的
な

問
題
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

1
に
同
じ
。

・
r
青
年
期
　
そ
の
心
理
と
思
想
」
加
藤
降
防
著
　
誠
信
部
材

「
　
咋
心
雅
M
 
H
-
i
代
心
理
学
避
け
=
」
S
^
-
S
!
n
‥
・
F
　
北
i
^
l
z
j
帆

6
　
に
同
じ

6
　
に
同
じ

「
論
弁
論
理
学
」
野
崎
昭
弘
著
　
中
公
新
詩

「
現
代
論
理
学
入
門
」
沢
田
允
茂
著
　
両
村
披
新
F
=

1
0
　
に
同
じ

1
0
　
に
同
じ

(
滋
賀
県
立
.
A
浜
北
高
等
学
校
教
諭
)
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