
「
読
む
こ
と
」
_
と
「
書
-
こ
と
」
の
関
連
学
習

1
高
校
三
年
生
の
論
文
指
導
を
通
し
て
　
-

堀
　
　
江
　
　
マ
　
サ
子

一
　
は
じ
め
に

「
論
文
を
高
校
生
に
書
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
い
う
仮
説
に
立
っ
て

L
J
の
研
究
は
始
ま
る
。
高
校
生
の
突
燈
と
し
て
1
般
的
に
は
'
「
雷
Y
こ
と
を

お
っ
く
う
が
る
L
t
昏
い
た
に
し
て
も
誤
字
や
当
て
字
が
多
く
文
章
も
ま
と

p
6
り
が
な
い
O
L
(
注
1
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
・
 
J
か
し
'
私
の
書
-
こ
と
の
授
業

昔
い
て
'
ケ
つ
い
う
生
徒
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
r
.
y
。
人
生
の
中
で
哀
多

感
で
'
心
が
柔
か
な
、
可
能
性
に
満
ち
て
い
る
こ
の
時
期
の
生
徒
に
'
溢
れ
る

感
動
を
呼
び
空
)
L
t
表
現
の
形
を
暗
示
し
て
さ
え
や
れ
ば
'
せ
こ
に
生
せ
生

漣
と
し
た
文
章
表
現
は
生
ま
れ
る
、
と
信
じ
て
論
文
の
指
導
を
思
い
た
っ
た
の

で
あ
る
。
指
導
に
あ
た
っ
て
は
'
詩
の
嬰
光
で
は
私
の
詩
や
詩
人
論
を
、
小
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教
師
自
身
の
苔
く
生
活
を
常
に
示
し
、
心
の
交
流
を
密
に
す
る
こ
と
を
心
が
け

た
。・

I
I
　
実
践
の
内
容

1
　
指
導
日
的

高
校
生
に

①
卒
業
論
文
(
構
想
の
し
っ
か
り
t
と
し
た
長
い
文
章
(
四
百
字
詰
原
稿
用

紙
三
十
枚
～
百
枚
程
度
)
を
省
か
せ
る
こ
と
。

②
読
む
こ
と
と
串
-
こ
と
の
関
連
を
密
に
さ
せ
る
こ
と
。

①
警
こ
と
の
驚
き
と
尊
び
と
を
体
験
さ
せ
る
こ
と
。
　
　
　
一

㊤
菅
。
と
に
よ
っ
て
自
己
を
見
つ
め
。
と
ば
完
つ
め
て
'
自
己
の
内
　
湖

面
的
飛
蛇
を
生
み
ぬ
き
せ
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l

を
目
的
と
し
た
o
特
に
O
と
②
を
指
導
者
の
意
識
的
目
的
と
L
t
⑧
◎
の
目
的

は
付
随
的
に
生
徒
に
体
得
さ
せ
る
も
の
と
し
た
。
∴

N
　
指
導
経
過
・
:

過
去
約
十
年
の
教
員
生
活
に
お
い
て
'
三
嘆
三
年
生
を
一
年
生
の
時
か
ら

の
持
ち
あ
が
り
で
卒
業
さ
せ
た
0
　
1
.
二
年
で
の
「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ

と
」
の
関
連
学
習
の
上
に
立
っ
て
二
二
年
生
で
論
文
(
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
三

十
枚
か
ら
百
枚
樫
皮
)
を
宙
か
せ
て
提
出
さ
せ
た
O
以
下
各
回
毎
の
指
導
の
概

要
を
説
明
す
る
。

O
第
1
回
目

0
卒
業
年
度
　
昭
和
4
6
年
(
g
i
回
生
)
'

②
対
象
ク
ラ
ス
-
#
職
希
望
の
多
い
古
典
の
ク
ラ
ス
女
子
4
9
毛
ク
ラ
ス
の
概



観
は
'
現
代
国
語
'
古
典
と
も
t
年
か
ら
三
年
ま
で
私
の
持
ち
あ
が
り
の
生
徒

た
ち
ば
か
り
で
あ
る
。
授
業
だ
け
で
な
く
い
ろ
い
ろ
な
面
で
互
い
の
心
が
通
い

合
っ
て
お
り
'
指
導
し
や
す
い
生
徒
た
ち
で
あ
っ
た
。
各
時
間
の
授
業
ノ
ー
ト

・
(
輪
番
で
授
業
記
録
と
そ
の
感
想
と
そ
の
他
悩
み
な
ど
を
書
か
せ
、
私
も
そ
れ

に
つ
い
て
の
批
評
'
感
想
な
ど
を
苔
い
た
も
の
)
も
深
い
内
容
の
も
の
が
あ

り
、
独
自
の
衷
現
力
を
持
つ
生
徒
も
数
名
い
た
。
「
自
分
の
可
能
性
を
確
め
る

意
味
で
卒
業
論
文
(
生
徒
に
書
く
意
欲
を
持
た
せ
る
た
め
'
指
導
の
時
は
こ
の

こ
と
ば
を
使
っ
た
。
)
を
古
い
て
み
な
い
か
。
」
と
い
う
私
の
提
案
を
素
直
に
全

員
が
受
け
入
れ
た
ク
ラ
ス
で
あ
っ
た
。

③
指
導
方
法

.
ま
ず
古
典
の
作
品
の
中
か
ら
自
分
の
好
き
な
作
品
を
T
つ
選
ん
で
通
読
L
t

感
想
を
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
五
枚
程
度
に
ま
と
め
て
提
出
さ
せ
る
o
 
l
方
'
全

体
指
導
と
し
て
、
論
文
の
溶
き
方
の
五
つ
の
枠
組
'

イ
'
仮
説
法
(
仮
説
を
立
て
て
証
明
し
て
い
く
方
法
)
。

ロ
'
こ
と
ば
(
特
定
の
)
を
分
析
し
て
雷
-
(
全
体
の
鬼
と
お
し
に
立
っ

て
)
0

ハ
'
作
品
の
流
れ
に
沿
っ
て
賂
想
を
交
え
な
が
ら
書
く
.

ニ
'
評
論
ふ
う
に
自
由
に
溶
く
。

ホ
、
イ
～
ニ
を
い
ろ
い
ろ
組
み
合
わ
せ
て
普
く
。

を
示
し
'
生
徒
各
自
に
ど
の
枠
組
で
賓
-
か
決
め
さ
せ
'
章
立
て
の
し
か
た
'

カ
ー
ド
法
の
概
要
を
知
ら
せ
て
お
い
た
。
次
に
生
徒
提
出
の
感
想
文
に
私
が
論

文
構
成
上
重
要
と
思
わ
れ
る
所
に
傍
線
を
施
し
'
個
人
面
接
の
話
し
合
い
に
よ

り
'
ど
の
枠
組
で
書
く
か
'
筆
立
て
の
細
か
い
点
、
カ
ー
ド
法
の
実
際
な
ど
を

具
体
的
に
指
導
し
た
。
た
と
え
ば
'
五
つ
の
枠
組
の
中
で
一
番
多
か
っ
た
仮
説

法
に
つ
い
て
言
え
ば
'
い
く
つ
か
の
仮
説
を
感
想
文
の
中
か
ら
抜
き
出
し
て
'

生
徒
に
カ
ー
ド
を
取
ら
せ
'
分
類
さ
せ
て
い
く
よ
う
に
指
導
し
た
。
二
学
期
に

な
っ
て
'
論
文
の
中
間
発
表
会
を
し
、
他
の
生
徒
か
ら
の
質
疑
に
よ
り
高
次
な

も
の
へ
と
発
展
さ
せ
る
と
と
も
に
'
聞
い
て
い
る
生
徒
も
同
じ
悩
み
な
ど
を
出

し
合
う
こ
と
に
よ
り
'
各
自
の
論
文
へ
の
取
り
組
み
の
深
ま
り
と
も
な
っ
た
。

提
出
は
三
学
期
末
試
験
の
古
典
の
時
間
O
な
お
'
教
科
番
の
古
典
の
指
導
は
'

他
の
ク
ラ
ス
と
同
じ
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
生
徒
に
は
か
な
り
な
負
担

に
な
っ
た
と
思
う
。

郊
後
指
呼
と
し
て
'
各
論
文
に
対
す
る
読
後
感
を
描
き
'
ま
た
全
体
へ
の
感

想
と
し
て
「
S
K
ォ
の
皆
さ
ん
へ
」
と
い
う
文
苛
を
討
い
て
卒
米
式
の
日
に
配

布
し
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
御
卒
業
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
故
初
潜
さ
ん
の
論
文
を
手
に
し
た

時
'
萎
び
が
こ
み
あ
げ
て
き
ま
し
た
O
そ
し
て
今
な
お
そ
の
余
劫
は
私
の
心
の

中
に
尾
を
ひ
い
て
お
り
ま
す
。
一
つ
T
つ
の
論
文
を
読
ん
で
い
く
に
従
っ
て

.
変
″
　
ク
人
生
″
.
人
間
″
.
自
然
〟
　
〝
旅
〟
.
芸
術
〟
な
ど
岱
さ
ん
の
切
々

た
る
生
の
声
に
'
心
が
拓
か
れ
て
い
-
思
い
で
し
た
O
そ
の
純
粋
さ
と
讃
剣
さ

に
う
た
れ
ま
し
た
。
最
後
の
時
間
に
も
話
し
た
よ
う
に
'
そ
の
純
粋
さ
'
真
剣

さ
は
'
こ
れ
か
ら
は
生
活
の
た
め
に
け
ず
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
り
'
社
会
の
渦

に
消
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
り
'
ま
た
'
自
分
で
な
-
し
て
し
ま
い
そ
う
に
な
っ

た
り
す
る
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
時
'
こ
の
論
文
に
貰
か
れ
て
い
る
精
神
を
想

い
出
し
て
何
と
か
し
て
打
ち
勝
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
純
粋
な
心
の
源
泉

と
し
て
'
こ
の
論
文
を
い
つ
も
心
の
片
隅
に
暖
め
て
お
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。あ

と
が
き
や
最
後
の
テ
ス
ト
の
時
に
香
い
て
も
ら
っ
た
「
三
年
間
の
古
典
生
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活
を
ふ
り
か
え
っ
て
」
な
ど
を
読
ん
で
'
い
ろ
い
ろ
な
苦
労
の
跡
が
手
に
と
る

よ
う
に
わ
か
り
ま
し
た
。
私
も
大
学
時
代
同
じ
よ
う
な
論
文
の
苦
し
み
を
味
わ

い
ま
し
た
。
で
も
今
に
な
っ
て
は
'
そ
れ
ら
す
べ
て
が
苦
し
か
っ
た
け
れ
ど
楽

し
い
想
い
出
と
し
て
心
の
中
に
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
論
文
を
吉
-
苦
し
み
は
'

不
毛
な
苦
し
み
で
は
な
い
。
創
造
の
苦
し
み
な
の
で
す
o
社
会
へ
出
て
か
ら
の

苦
し
み
や
'
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の
苦
し
み
の
中
に
は
'
何
と
生
活
の
鞍
の

よ
う
な
不
毛
な
苦
し
み
が
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
O
そ
れ
に
比
べ
て
、
論
文
を
古

く
こ
と
の
苦
し
み
は
'
そ
の
背
後
に
暖
か
い
孤
独
の
充
実
を
伴
う
も
の
で
す
。

こ
う
い
う
孤
独
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
ね
O

そ
れ
か
ら
'
内
容
の
深
r
J
と
表
現
力
の
充
実
に
お
ど
ろ
き
ま
し
た
0
日
分
臼

身
の
こ
と
は
自
分
自
身
で
な
か
な
か
わ
か
り
に
く
い
も
の
で
す
が
'
一
年
の
初

め
に
書
い
た
〝
市
立
生
に
な
っ
て
″
と
い
う
作
文
と
読
み
比
べ
て
み
る
と
わ
か

る
と
思
い
ま
す
。
思
考
の
深
ま
り
と
同
時
に
'
そ
こ
に
は
思
考
過
程
の
推
敵
の

跡
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
中
に
は
大
学
の
論
文
に
比
較
し
て
も
決
し
て
恥
か
し

く
な
い
も
の
も
あ
り
ま
し
た
よ
o
自
信
を
も
っ
て
'
第
二
論
文
'
節
三
論
文
を

都
き
続
け
て
く
だ
さ
い
ね
。

鼓
後
に
三
日
わ
び
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
評
価
人
数
に
制
限
が
あ
る
の

で
'
皆
さ
ん
に
良
い
評
価
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
l
人

1
人
に
対
し
て
の
評
も
'
多
-
古
い
た
人
と
少
し
し
か
古
け
な
か
っ
た
人
が
あ

る
点
で
す
o
そ
れ
で
も
論
文
を
二
回
以
上
は
読
ん
だ
の
で
す
よ
.
こ
れ
か
ら
も

真
心
を
こ
め
て
一
編
1
再
読
み
な
お
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
・
V
?
り
ま
す
O
い

つ
ま
で
も
お
元
気
で
ね
.

2
月
2
8
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
江
マ
サ
子
」

'
評
価
は
<
m
<
-
>
(
少
し
い
い
も
の
@
・
⑧
⑥
)
と
し
て
古
典
の
成
紙
の
中
に
入

れ
た
。
そ
の
後
昭
和
4
7
年
3
月
に
出
さ
れ
た
現
行
指
導
要
績
「
第
2
章
第
1
節

国
語
第
2
款
各
科
日
揮
1
の
2
内
容
の
C
古
く
こ
と
」
の
U
の
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

キ
コ
の
項
目
別
に
A
B
C
の
評
価
を
し
た
り
'
各
生
徒
の
三
年
間
の
古
典
と
現

代
国
語
の
成
輯
'
学
年
全
教
科
約
五
百
人
中
の
順
位
と
論
文
の
評
価
と
の
相
関

を
研
究
し
た
り
し
た
が
'
決
定
的
な
も
の
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

O
第
二
回
目

の
卒
業
年
度
昭
和
4

9
年
(
2
6
回
生
)

②
対
象
ク
ラ
ス
就
職
希
望
の
多
い
現
代
国
語
の
ク
ラ
ス
女
子
3

0
塞
。
第
t
同

日
と
は
ば
似
通
っ
た
ク
ラ
ス
で
あ
る
が
三
年
生
に
な
っ
て
初
め
て
教
え
る
生
徒

も
い
た
.
現
代
国
訴
の
各
過
の
初
め
の
時
間
に
生
徒
は
化
番
に
自
分
の
好
き
な
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③
指
導
方
法
'
対
象
作
品
を
外
国
文
学
'
日
本
文
学
を
問
わ
ず
白
山
に
選
ば
せ

た
以
外
は
'
ほ
と
ん
ど
第
l
回
目
の
時
と
同
じ
で
あ
る
O

。
第
三
回
3

0
卒
業
年
度
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5
2
舛
(
2
9
回
生
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古
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
o
L
と
い
う
仮
説
の
確
証
を
得
た
の
で
、
今
皮
は
私

の
受
け
持
っ
た
古
典
t
=
の
ク
ラ
ス
全
部
(
三
ク
ラ
ス
'
女
子
の
み
軍
二
十
二
銘
)

に
対
象
を
拡
げ
た
.
私
の
教
科
担
任
に
初
め
て
な
る
生
徒
は
少
な
か
っ
た
O
進

‖
'
蝣
蝣

-
-
.
,
i
,
:
_
-
~
-
-
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¥
・
、
二
'
;
*
'
,
.
-
"
"
"
,
・
.
h
'
-
i
.

勢
は
以
前
の
指
導
ク
ラ
ス
同
様
出
剣
で
あ
っ
た
。

③
指
導
方
法
授
業
に
即
し
た
指
導
で
あ
る
o
「
読
む
こ
と
」
の
上
に
立
っ
た

「
書
く
こ
と
」
の
指
導
で
あ
る
O
指
導
要
領
改
訂
に
と
も
な
い
古
典
Ⅲ
の
古
文
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の
指
導
は
'
当
校
で
は
「
古
典
∬
(
古
文
)
源
氏
物
語
　
秋
山
皮
舶
　
筑
摩
書

房
」
を
教
科
番
と
し
て
の
源
氏
物
語
指
導
と
な
っ
た
。
各
単
元
の
「
読
む
こ

と
」
の
指
導
後
に
'
感
想
文
か
論
文
を
提
出
さ
せ
'
私
か
添
削
し
(
そ
の
都
度

二
二
二
の
い
い
作
品
は
授
業
時
に
読
ん
で
紹
介
し
た
)
'
そ
れ
を
清
書
さ
せ
三

学
期
末
に
提
出
さ
せ
た
。
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
で
は
教
科
怨
に
は
い
る
前

に
'
源
氏
物
語
の
あ
ら
す
じ
を
プ
-
ン
-
し
て
配
り
'
系
図
を
つ
く
り
な
が
ら

説
明
し
'
物
語
の
概
要
を
つ
か
ま
せ
た
。
教
科
番
で
の
指
導
に
お
い
て
'
第
7

部
の
初
め
は
解
釈
や
文
法
な
ど
に
蒐
点
を
毘
き
'
「
薄
雲
」
か
ら
第
二
部
に
か

け
て
は
登
場
人
物
の
心
の
動
き
や
作
者
の
物
語
作
成
の
意
図
等
に
中
心
を
移
し

た
0
第
三
部
で
は
(
訳
は
プ
-
ン
-
し
て
与
え
た
が
)
授
業
で
の
解
釈
'
文
法

は
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
い
で
、
古
典
語
そ
の
ま
ま
で
生
徒
は
源
氏
の
世
界
の
イ
メ

ー
ジ
づ
く
り
が
で
き
る
よ
う
に
指
導
し
た
O

郵
後
処
理
と
し
て
'
各
単
元
一
名
ず
つ
の
感
想
文
(
各
巻
別
の
人
)
を
プ
リ

ン
ト
し
て
卒
業
式
の
日
に
配
布
し
た
。

三
　
生
徒
捷
出
作
品
の
分
析

生
徒
提
出
の
卒
業
論
文
は
二
百
編
に
も
及
ぶ
の
で
'
こ
こ
で
は
成
著
な
も
の

を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

1
　
M
子
の
場
合
(
第
1
回
目
提
出
の
も
の
)

提
出
論
文
の
題
名
は
「
s
?
夏
の
孤
独
　
-
　
和
泉
式
部
日
記
I
」
で
あ
る
.

そ
の
日
次
は
'

で
あ
る
。
「
序
」
.
の
7
部
を
紹
介
す
る
と
'

序

「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
吹
き
抜
き
足
台
様
式
の
よ
う
に
'
斜
め
に
位
置

し
た
「
女
」
。
両
曲
の
何
刊
か
を
'
ぼ
ん
や
り
苗
ん
だ
竹
山
で
包
み
、
そ
の

余
領
と
'
そ
の
う
え
の
執
滋
を
思
わ
せ
る
全
文
0
円
李
の
香
と
彩
を
思
わ

せ
る
和
歌
。
そ
れ
ら
の
融
合
の
巾
に
あ
っ
て
'
式
部
の
筆
が
紅
色
の
炎
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
O

炎
。
そ
れ
は
'
朋
…
い
字
t
B
の
中
に
生
を
感
ず
る
'
式
部
の
息
で
あ
り
'

全
の
腐
物
を
燃
え
つ
く
す
作
用
に
す
ぎ
な
い
o
哀
れ
な
ま
で
に
激
し
く
燃

え
よ
う
と
す
る
、
彼
女
の
滋
由
に
対
し
'
不
安
と
'
あ
せ
り
と
'
動
揺

が
'
そ
れ
ら
を
撞
き
た
て
る
。
式
部
日
身
の
生
活
す
る
位
F
=
)
の
~
不
安
定

さ
'
1
つ
の
愛
に
溺
れ
る
'
女
の
弱
さ
、
そ
し
て
第
三
者
の
声
。
そ
れ
ら

は
'
彼
女
を
あ
ん
な
に
も
赤
く
燃
え
さ
せ
た
炎
の
葱
に
沈
む
も
の
な
の

だ
。
(
中
略
)

式
部
の
世
界
に
は
'
1
つ
の
冷
た
い
'
柿
が
あ
る
よ
う
だ
O
ど
ん
な
に

長
い
迫
を
、
来
て
も
'
暖
か
い
抱
擁
を
'
得
て
き
て
む
'
そ
の
橋
に
至
れ

ば
'
拾
た
-
'
突
き
離
し
て
し
享
つ
。
彼
女
に
は
'
そ
ん
な
強
さ
が
あ
る

の
だ
。
そ
れ
は
'
式
部
自
身
の
'
生
理
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
柄
が

あ
る
が
た
め
に
'
彼
女
に
と
っ
て
'
愛
に
終
止
は
な
い
の
だ
。
つ
ま
り
、
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終
止
の
前
に
、
そ
こ
を
渡
り
、
渡
っ
た
後
は
'
次
の
愛
の
中
に
居
る
。
そ

ん
な
彼
女
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
式
部
は
、
愛
'
そ
の
も
の
に
'
自
分

を
売
り
払
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
(
中
略
)

和
泉
式
部
の
底
辺
を
流
れ
る
も
の
。
そ
れ
は
'
寅
夏
の
孤
独
で
あ
る
。

哀
愁
と
か
'
郷
愁
と
か
い
っ
た
流
れ
の
綬
い
、
も
の
で
は
な
い
。
静
と
勤

の
'
前
後
し
た
、
そ
れ
で
あ
る
。
(
中
略
)
炎
夏
の
孤
独
。
そ
れ
の
存
す

る
世
界
は
'
1
瞬
間
の
静
止
で
あ
る
O
　
(
中
略
)

こ
の
王
朝
の
文
学
に
あ
っ
て
、
近
代
的
な
愛
を
知
り
'
愛
を
も
超
越
す

る
何
か
を
持
っ
て
い
た
、
式
部
。
彼
女
の
隠
れ
た
哲
学
を
'
私
の
も
の

に
・
し
た
い
も
の
だ
　
(
E
八
～
望
江
2

論
題
'
章
題
の
つ
け
方
や
右
の
文
茸
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
'
自
分
独
自
の

文
章
ス
タ
イ
ル
を
持
っ
た
生
徒
で
あ
る
。
感
受
性
の
鋭
い
独
創
性
の
あ
る
生
徒

で
あ
る
。
こ
と
ば
選
び
の
的
確
さ
と
読
点
の
多
い
文
ス
タ
イ
ル
に
は
'
彼
女
の

迫
っ
て
く
る
よ
う
な
心
の
躍
動
が
あ
る
.
短
い
文
表
現
'
体
言
止
め
に
も
強
烈

な
個
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
読
み
取
っ
た
も
の
1
つ
一
つ
を
自
分
の
心
に
く
ぐ
ら

せ
て
の
表
現
に
は
'
M
子
の
生
命
が
息
づ
い
て
い
る
。
学
力
テ
ス
ト
で
は
中
位

に
位
置
す
る
生
徒
で
あ
る
が
'
和
泉
式
部
の
去
面
を
炎
と
と
ら
え
'
底
辺
を
流

れ
る
も
の
を
賀
夏
の
孤
独
と
と
ら
え
'
そ
の
愛
を
近
代
的
な
愛
と
す
る
よ
う

に
'
個
性
的
読
み
の
持
ち
主
で
あ
る
。
比
愉
表
現
の
巧
み
さ
に
も
定
着
性
が
あ

Sfc
最
初
M
子
が
選
ん
だ
作
品
は
「
徒
然
草
」
で
あ
り
、
杏
-
枠
雛
と
し
て
は
「

二
'
評
論
ふ
う
に
自
由
に
啓
く
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
1
学
期
問
試
み
て

ピ
ケ
し
て
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
'
「
和
泉
式
部
日
記
」
に
変
え
た
の
で

あ
る
。
自
意
識
の
強
い
'
そ
れ
で
い
て
そ
れ
を
押
さ
え
て
H
R
委
員
に
な
る
な

ど
指
導
力
の
あ
る
生
徒
で
あ
る
か
ら
'
和
泉
式
部
に
自
己
の
投
影
を
見
た
の
で

あ
ろ
う
。
恐
極
的
に
生
き
て
い
く
姿
勢
は
'
・
邦
三
尊
「
つ
れ
づ
れ
」
の
所
で
t

l
学
期
間
研
究
し
た
「
徒
然
草
」
を
'
「
和
泉
式
部
日
記
」
と
の
比
較
で
う
ま

く
生
か
し
得
て
い
る
。

論
文
の
概
要
は
「
顔
」
で
は
'
和
泉
式
部
の
特
徴
を
1
己
れ
を
含
め
た
周
キ
ー

を
客
観
視
す
る
こ
と
'
2
己
れ
を
t
つ
の
平
面
に
残
さ
な
い
と
し
'
式
部
の
持

つ
顔
を
四
つ
に
分
類
(
1
日
記
の
「
簿
老
」
と
し
て
の
彼
女
。
2
和
泉
式
部
の

脳
の
中
枢
を
成
す
べ
き
姿
で
あ
り
'
式
部
の
底
辺
に
生
ず
る
動
力
源
と
し
て
の

「
女
」
の
顔
。
3
「
女
」
の
指
令
に
よ
り
行
動
し
実
行
す
る
「
式
部
」
と
し
て

の
激
。
^
.
-
,
-
n
三
者
を
全
て
含
み
'
な
お
か
つ
愛
の
不
安
定
さ
と
他
に
対
す

る
逆
措
感
に
よ
り
生
き
る
顔
。
)
L
t
そ
れ
ら
四
つ
の
顔
の
結
合
'
変
化
t
敦

を
仮
説
を
立
て
'
問
題
点
を
カ
ー
ド
姓
に
よ
り
分
類
し
て
説
明
し
て
い
る
。
実

証
性
は
あ
る
が
M
子
の
個
性
が
消
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
。
「
空

間
」
で
は
「
和
泉
式
部
の
柁
つ
空
間
は
時
間
に
加
え
て
感
肺
と
自
然
の
美
が
什

な
う
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
故
'
磐
間
は
和
泉
式
部
白
身
が
時
の
流
れ
に
乗
り
つ

つ
,
創
讐
て
い
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
紺
学
聖
と
曹
・
-

愛
2
動
揺
3
逃
避
・
求
愛
と
、
空
間
を
三
つ
に
分
け
て
い
る
。
そ
の
展
開
の
様

子
を
評
論
ふ
う
に
苔
き
'
「
賓
間
O
そ
れ
は
自
ら
を
愛
の
中
に
陶
酔
さ
せ
'
動
拝

を
経
て
'
逃
避
求
愛
に
よ
り
自
ら
を
探
索
し
'
追
い
求
め
て
、
再
び
愛
に
向
う

姿
勢
で
あ
る
。
帽
e
-
讐
」
と
結
ん
で
い
る
。
M
子
の
驚
M
子
り
し
い
諭

構
成
で
あ
り
'
本
文
と
マ
ッ
チ
さ
せ
れ
ば
定
宕
性
の
あ
る
評
論
と
な
る
と
思

う
。
次
に
'
「
つ
れ
づ
れ
」
で
は
'
富
田
兼
好
の
消
極
的
つ
れ
づ
れ
に
比
し
、

和
泉
式
部
に
つ
い
て
は
情
熱
的
積
極
的
つ
れ
づ
れ
と
把
握
し
'
現
代
人
と
同
じ
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次
元
ま
で
和
泉
を
接
近
さ
せ
て
い
る
。

式
部
と
兼
好
を
比
較
し
て
み
る
と
'
二
者
と
も
「
つ
れ
づ
れ
の
地
は
孤

独
の
有
す
る
世
界
」
だ
と
み
て
い
る
。
そ
し
て
孤
独
感
が
い
ず
れ
も
、
絶

望
的
暗
さ
を
持
た
な
い
'
暖
か
い
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
同
じ
吉

葉
を
用
い
た
に
せ
よ
'
そ
の
意
味
す
る
所
は
違
っ
て
い
た
。
兼
好
の
孤
独

は
'
単
な
る
安
ら
ぎ
で
'
全
て
の
自
ら
に
無
い
も
の
を
含
む
所
で
あ
っ

た
。
式
部
の
孤
独
が
ど
う
で
あ
る
か
と
い
え
ば
'
ま
ず
白
身
が
孤
独
と
い

う
文
学
的
絞
細
な
動
作
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
O
ま
た
'
兼
好
が
死
を

意
識
し
て
い
た
そ
れ
で
あ
る
の
に
対
し
'
式
部
に
お
い
て
は
'
死
の
影
す

ら
見
ら
れ
な
い
O
・
彼
女
に
は
'
仝
-
死
を
寄
せ
つ
け
な
い
情
熱
が
あ
り
'

・
生
き
生
き
と
し
た
裸
の
人
間
の
鋭
さ
が
あ
る
。
(
中
略
)
つ
ま
り
プ
ロ
セ

ス
の
段
階
で
あ
っ
て
'
結
果
と
か
悟
り
の
空
間
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
兼

好
の
つ
れ
づ
れ
は
'
式
部
と
反
し
た
地
で
あ
っ
た
。
兼
好
の
「
静
」
に
対

し
式
部
の
「
動
」
が
あ
っ
た
。
そ
れ
放
兼
好
に
は
'
古
び
た
'
退
屈
さ
が

あ
る
が
式
部
の
そ
れ
に
は
'
期
待
と
興
奮
を
充
分
感
じ
さ
せ
る
だ
け
の
若

3

　

　

1

.

V
-
-
 
~
-
1
‥
蝣
,
:
C
*
・
"
,
*
"
'
-
-
:
・
・
.
・
.
 
-
蝣
　
(
門
^
'
-
-
悶
=
)

で
比
較
す
る
と
実
証
性
の
あ
る
力
強
い
も
の
と
な
る
と
思
う
0
式
部
の
方
も
「

っ
れ
づ
れ
」
の
形
式
を
第
1
輩
の
四
つ
の
顔
や
第
二
幕
の
三
つ
の
空
間
に
分
け

て
カ
ー
ド
を
取
り
分
類
し
て
い
く
と
'
つ
れ
づ
れ
の
質
の
微
妙
な
ち
が
い
も
で

て
-
る
し
'
各
章
問
の
通
関
も
つ
け
ら
れ
'
論
文
が
総
合
的
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。「

結
び
」
で
は
'
和
泉
を
現
代
人
と
同
じ
と
考
え
て
い
る
.
「
ひ
と
り
苫
」

で
は
「
私
は
'
こ
の
論
文
を
書
く
前
の
意
気
込
み
と
し
て
(
式
部
の
全
て
を
否

定
し
て
や
ろ
う
/
)
と
思
っ
て
い
た
o
 
L
か
し
み
ご
と
に
破
れ
へ
か
え
っ
て
彼7

女
の
世
界
へ
吸
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
閃

朗
～
用
」
と
結
び
'
式
部
へ
の
M
子
の
接
近
が
あ
る
。

2
　
S
子
の
場
合
(
第
二
回
目
提
出
の
も
の
)
.

提
出
論
文
の
題
名
は
「
車
輪
の
下
」
で
'
そ
の
日
次
は
次
の
と
お
り
で
あ

!
サ

561

比
較
の
内
容
の
t
両
性
に
は
問
題
が
あ
る
に
し
ろ
t
 
M
子
の
性
格
か
ら
'
彼

女
の
捉
え
た
兼
好
の
つ
れ
づ
れ
に
は
つ
い
て
行
け
ず
'
和
泉
式
部
に
移
っ
て
い

っ
た
跡
が
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
。
「
序
」
の
文
章
ス
タ
イ
ル
と
比
べ
る
と
変

化
が
あ
る
の
ほ
'
彼
女
が
論
文
を
欝
き
進
め
て
い
-
に
し
た
が
っ
て
'
表
現
か

ら
内
容
に
重
点
が
移
っ
た
の
と
'
参
考
文
献
を
多
く
読
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

論
文
と
し
て
は
ま
だ
仮
説
に
す
ぎ
ず
'
「
徒
然
草
」
を
も
う
少
し
研
究
し
た
上

・
序
節
-
-
あ
ら
す
じ

l

～

7

o
i
-
i
2

・
第
二
単
　
「
車
輪
の
下
」

・
第
1
節
　
第
1
の
考
え

・
第
二
節
　
第
二
の
考
え

の
意
味
を
考
え
る
-
-
-
-
-
-
-
t
-
t
 
T

r
-
i
 
C
M

の
…
1
2
 
7

・
第
三
節
　
本
に
雷
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
　
　
-
-
2
8
-
割

・
第
四
節
　
ま
と
め

O
第
二
苛
　
ハ
ン
ス
が
茄
-
し
て
1
生
を
お
え
て
し
ま
っ
た

こ
と
を
追
究
す
る

・
第
一
節
　
大
人
た
ち
の
た
め



と
て
も
苦
労
し
ま
し
た
o
 
l
時
間
か
か
っ
て
も
二
～
三
行
し
か
書
い
て
な

か
っ
た
り
'
三
十
分
ぐ
ら
い
、
ど
う
讃
い
た
ら
い
い
の
か
考
え
こ
ん
だ
り

し
て
'
と
に
か
く
た
い
へ
ん
で
し
た
。
(
中
略
)

私
は
「
車
輪
の
下
」
と
い
う
小
説
を
あ
ま
り
に
悲
劇
的
に
考
え
す
ぎ
て

い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
本
の
中
に
も
'
た
と
え
ば
財
団
u
可
川
引

吋
、
絶
望
的
な
瑞
持
ち
に
な
る
こ
と
も
た
び
た
び
あ
り
ま
し
た
が
'
同
時

に
ま
た
奪
わ
れ
た
子
ど
も
の
遊
び
以
上
に
値
う
ち
の
あ
る
時
間
を
こ
こ
で

I
.
I
.
　
　
　
　
　
た
　
∴
い
t
 
i
-
 
'
1
V
-
¥
:
-
"
'
-
 
"
:
 
"
-
∴
　
　
　
∴
、

は
五
ヶ
所
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
論
文
を
E
j
.
く
に
あ
た
っ
て
、
よ
く
こ
の
本

を
読
む
ま
で
は
'
(
1
 
-
 
-
略
)
　
ハ
ン
ス
の
韻
び
な
ど
詰
か
れ
て
い
る
こ
と
す

f

O

　

　

　

>

-

O

ら
'
読
ん
だ
あ
と
の
私
の
心
に
は
残
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
<
」
紹
～
m
打
)
」

(
傍
線
は
堀
江
が
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
)
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S
子
は
M
子
と
は
対
照
的
に
'
グ
ル
ト
プ
半
円
の
時
は
必
ず
古
記
を
L
t
こ

の
論
文
も
後
輩
の
た
め
に
と
い
う
私
の
提
案
に
二
部
苫
い
て
提
出
し
た
こ
と
か

ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
'
謙
虚
で
君
父
で
'
学
力
テ
ス
ト
の
成
紙
も
や
や
上

の
部
に
脱
す
る
生
徒
で
あ
る
o
 
l
五
九
ペ
ー
ジ
に
も
の
ぼ
る
枚
数
'
日
次
だ
け

で
も
そ
の
論
文
の
概
要
が
わ
か
る
苛
立
て
の
仕
方
'
順
を
追
っ
て
克
明
に
叙
述

し
て
い
く
*
蝣
蝣
-
き
方
に
も
そ
れ
が
わ
か
る
。
私
の
指
呼
し
た
と
お
り
に
仮
説
を
立

て
て
'
こ
つ
こ
つ
と
力
I
ド
を
と
り
文
献
に
も
あ
た
り
論
を
進
め
て
い
る
O
　
「

あ
と
が
き
」
の
中
か
ら
そ
の
1
部
を
引
用
す
る
と
t

r
I
　
　
　
　
・
・
L
I
I
・
・
ー
1
-
・
l
1
-
-
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.
-
.

今
の
気
持
ち
は
'
あ
あ
や
っ
と
あ
と
が
吾
を
讃
-
ま
で
に
至
っ
た
ん
だ

な
あ
t
と
い
う
気
持
ち
で
す
。
(
中
略
)
'
第
三
・
四
茸
を
古
く
の
に
は

S
子
の
茄
の
気
持
ち
は
'
論
文
を
ポ
-
者
が
必
ず
く
ぐ
る
漉
過
器
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
o
ま
た
'
傍
線
部
の
発
見
は
'
紋
女
の
綿
密
な
読
み
と
「
ハ
ン

ス
」
を
ま
じ
め
に
捉
え
よ
う
と
す
る
読
み
の
変
身
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
。
彼
女
の
綿
揖
な
読
み
は
'
論
文
全
体
を
唱
い
て
い
る
が
'
別
の
例
を
あ
げ

る
と
'
節
一
策
「
車
輪
の
下
」
の
意
味
を
考
乙
る
に
お
い
て
も
'
第
一
節
で
作

目
…
全
体
か
ら
感
じ
と
っ
た
も
の
を
仮
説
と
し
て
述
べ
'
軍
1
節
で
は
辞
典
で
「

郎
輸
」
の
項
目
を
引
き
'
日
本
紙
の
辞
典
で
あ
る
限
界
と
'
英
語
の
w
o
 
r
k

と
の
対
比
で
考
え
て
い
る
。
墾
二
節
で
は
さ
ら
に
「
封
輪
の
下
」
の
作
品
の
中

か
ら
「
ハ
ン
ス
が
神
学
校
の
省
村
会
に
入
っ
て
い
る
時
'
ハ
イ
ル
ナ
I
と
い
う

少
年
の
影
幣
に
よ
っ
て
自
分
白
身
に
日
ざ
め
'
以
刷
の
よ
う
に
勉
強
へ
の
意
欲

が
な
く
な
っ
た
時
、
神
学
校
の
校
長
先
生
が
ハ
ン
ス
に
対
し
て
f
l
っ
た
こ
と
ば



F
疲
れ
き
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
ね
。
そ
う
で
な
い
と
車
輪
の

下
じ
き
に
な
る
か
ら
ね
。
相
思
～
悪
は
・
こ
の
本
の
中
に
出
て
く
る
竺

8
　
　
9

の
「
車
輪
の
下
」
と
い
う
題
名
の
解
釈
を
促
す
会
話
で
す
　
P
L
,
*
'
C
m
"
と

「
車
輪
の
下
」
と
い
う
こ
と
ば
を
抜
き
出
し
解
釈
の
手
が
か
り
と
し
'
自
分
な

り
の
結
論
を
出
し
て
い
る
。
第
四
節
で
は
「
で
も
'
私
は
'
高
橋
先
生
(
釈

者
)
の
r
教
育
と
い
う
車
輪
の
下
じ
き
』
と
い
う
こ
と
ば
を
'
こ
の
意
味
を
私

2

い
'
-
-
v
1
-
-
"
>
テ
∴
　
　
∴
∵
∵
　
∴
¥
-
蝣
¥
-
.
-
二
・
・
m
H
 
t

訳
者
の
意
見
に
替
同
し
な
が
ら
も
自
分
の
思
考
過
程
を
大
切
に
し
て
い
る
・
な

ど
'
彼
女
の
綿
密
な
読
み
と
薪
実
な
叙
述
の
方
法
が
感
じ
ら
れ
る
。

ヽ

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ヽ

ヽ

　

ヽ

訂
じ
め
に
も
の
ご
と
を
準
え
よ
う
と
す
る
S
子
の
読
み
方
そ
の
も
の
が
、
作
晶

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の
読
み
取
り
方
に
も
な
り
へ
確
実
な
論
構
成
'
着
実
な
叙
述
を
も
生
み
出
さ
せ

、
t
c
*
¥
,
¥
>
'
*
・
-
_
1
1
'
、
r
'
L
ォ
'
:
蝣
>
し
上
v
;
'
*
 
'
.
<
 
-
,
工
に
・
-
.
 
*
"
*
-
-
-
二
　
　
　
.

の
で
あ
る
。
付
点
の
部
分
を
説
明
す
る
と
'
「
車
輪
の
下
」
に
魅
か
れ
る
多
く

の
生
徒
は
'

.
L
紗
を
こ
こ
ま
で
お
い
や
っ
た
残
酷
は
お
と
な
た
ち
の
思
想
の
根
本
は
~
な

ん
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
「
学
歴
の
有
無
で
す
べ
て
が
決
ま
る
'
」

と
い
う
誤
っ
た
考
え
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
は
た
し
て
学
歴
に
よ
っ
て
'

仕
郡
も
人
格
も
社
会
的
存
在
も
決
ま
っ
て
し
ま
っ
て
良
い
も
の
な
の
だ
ろ

ぅ
か
。
人
間
の
一
生
と
は
∵
そ
ん
な
安
っ
ぽ
く
'
薄
っ
ぺ
ら
な
餌
単
な
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
誤
っ
た
考
え
を
そ
の
ま
ま
実
際
の
も
の

と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
社
会
の
人
々
を
'
私
は
悲
し
く
思
う
。
(
「
考
え

る
読
書
誓
書
感
想
文
中
学
・
歪
の
部
雷
新
聞
社
S
-
M
㌍
讐

の
よ
う
に
「
車
輪
の
下
」
を
捉
え
る
。
「
学
歴
の
有
無
で
す
べ
て
が
決
ま
る
。
」

と
い
う
残
酷
な
お
と
な
た
ち
の
思
想
に
よ
っ
て
'
ハ
ン
ス
が
日
成
に
至
っ
た

と
'
こ
の
生
徒
は
読
み
と
り
'
そ
れ
に
反
発
し
て
い
る
o
(
S
子
は
自
滅
へ
の

わ
け
を
大
人
た
ち
の
七
め
、
母
親
が
い
な
か
っ
た
た
め
'
友
人
ハ
イ
ル
ナ
I
の

影
響
水
の
美
し
さ
に
ひ
か
れ
て
、
と
仮
説
を
立
て
'
カ
ー
ド
を
と
り
'
前
父

に
読
み
と
っ
て
い
る
.
)
「
車
輪
の
下
」
に
魅
か
れ
る
生
徒
の
多
く
は
'
右
の
生

徒
と
同
じ
よ
う
に
'
勉
強
す
る
こ
と
の
茄
r
J
に
耐
え
切
れ
な
い
で
'
そ
れ
を
忌

州
蝣
¥
-
'
'
・
・
・
∴
-
.
-
・
.
/
し
'
・
(
-
,
"
.
.
"
-
¥
'
'
,
'
.
'
・
∵
.
'
・
'
r
・
'
蝣
-
・
∴
・
に
:
・
:

輪
の
下
」
を
読
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
t
s
子
は
「
ヘ
ッ
セ
は
『
自
分
を

・
二
.
'
"
.
'
蝣
・
'
:
i
'
.
<
:
-
>
1
-
・
蝣
X
∵
・
・
一
.
・
・
'
'
I
v
V

に
、
自
分
の
体
験
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
よ
う
す
を
作
品
に
す
る
こ
と

に
よ
i
.
私
た
ち
に
悪
鬼
し
慰
め
を
与
え
て
-
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で

・
・
・
川
仙
ふ
%
w
-
1
・
,
'
・
'
し
'
-
.
'
'
.
-
*
蝣
'
-
I
f
'
∵
∵
・
・
i
-
-
"
-
辛

が
読
薪
に
与
え
る
効
用
を
丹
性
的
に
捉
え
て
い
る
.
ま
た
ハ
ン
丸
が
勉
強
し
て

い
る
時
の
苗
び
を
あ
え
て
五
ヶ
所
抜
き
出
し
'
那
円
苛
第
三
節
の
ま
と
め
で
は

「
で
も
」
ヘ
ッ
セ
は
ど
ん
な
時
で
も
'
ど
ん
な
に
自
分
が
苦
し
く
非
・
o
い
時
で

も
'
白
分
に
対
し
て
は
ま
じ
め
な
人
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
す
o
p
I4
紹

～
絹
」
と
ヘ
ッ
セ
を
ま
じ
め
な
人
と
し
て
い
る
o
肯
定
的
な
'
理
性
的
な
、
ま

じ
め
な
読
み
方
そ
の
も
の
が
'
作
=
間
の
読
み
取
り
方
に
も
展
開
さ
れ
て
い
く
の

で
あ
る
.
「
読
む
こ
と
」
が
「
杏
く
こ
と
」
を
規
定
す
る
。
「
読
む
こ
と
」
と

「
書
く
こ
と
」
の
連
関
が
こ
こ
に
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

3
E
子
の
叫
<
z
m
二
E
=
」
i
出
C
^
p
の
)

提
出
論
文
題
名
は
「
-
現
代
版
-
枕
草
子
」
で
あ
る
。
個
性
は
強
い
が

学
力
テ
ス
-
の
成
績
は
あ
ま
り
良
-
な
い
。
「
お
わ
り
に
」
の
中
か
ら
'
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当
初
の
頃
、
「
卒
論
な
ん
て
そ
ん
な
め
ん
ど
う
な
も
の
書
き
た
く
な

い
。
」
と
'
が
ん
ば
っ
て
い
た
私
で
す
が
、
こ
う
し
て
今
書
き
終
え
て
み

る
と
'
や
は
り
啓
い
て
良
か
っ
た
と
い
う
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
学

生
生
活
最
後
の
ま
と
め
と
し
て
'
卒
論
を
取
り
上
げ
て
下
さ
っ
た
先
生
に

常
Y
感
謝
す
る
し
だ
い
で
す
。
こ
の
よ
う
に
長
い
文
も
'
も
う
こ
れ
か
ら

は
お
そ
ら
く
番
-
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
良
い
記
念
と
し
た
い
と
思
い

享
。
(
腎
ふ
け
)

に
描
き
劣
り
す
る
も
の
　
二
十
八
'
描
き
ま
さ
り
す
る
も
の
　
二
十
九
、
あ
は

れ
な
る
も
の
　
三
十
'
い
み
じ
う
心
づ
き
な
き
も
の
　
三
十
1
'
わ
び
し
げ
に

見
ゆ
る
も
の
　
三
十
二
'
暑
げ
な
る
も
の
　
三
十
三
'
は
づ
か
し
き
・
G
の
　
三

十
四
、
む
と
く
な
る
も
の
　
三
十
五
'
は
し
た
な
き
・
G
の
」
と
H
子
は
三
十
五

の
も
の
は
づ
く
し
現
代
版
枕
草
子
(
6
2
ペ
ー
ジ
か
ら
な
る
)
を
溶
き
上
げ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
一
節
を
引
用
す
る
と
、

〔
三
)
　
た
ゆ
ま
る
る
も
の

9

試
験
過
ぎ
た
る
後
の
授
業
.
い
と
寒
き
日
の
そ
う
じ
　
k
c
u
掲
～
〃
)

E
子
(
注
3
)
は
右
の
文
章
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
最
初
「
卒
論
な
ん
て
苔
き

た
.
く
な
い
。
」
と
反
抗
し
て
い
た
生
徒
で
あ
る
。
「
今
ま
で
読
ん
だ
本
の
中
で
い

い
な
あ
と
思
っ
た
本
は
何
。
」
と
の
私
の
問
に
、
「
枕
草
子
」
と
軍
乙
た
。
「
そ
れ

p
.
魯
い
て
み
た
ら
。
」
と
提
案
し
た
の
だ
が
'
あ
ま
り
気
の
り
の
し
な
い
僻
皮
で

研
究
室
を
出
て
い
っ
た
。
二
学
期
の
あ
る
日
、
H
子
は
「
先
生
、
現
代
版
枕
草
子

で
も
い
い
で
す
か
。
」
と
言
っ
て
来
た
。
「
二
間
じ
こ
と
な
れ
ど
も
聞
き
耳
異

な
る
も
d
　
二
'
す
さ
ま
'
じ
き
も
の
　
三
'
た
ゆ
ま
る
る
も
の
　
四
'
人
に
あ

な
づ
ら
る
る
も
の
　
耳
に
-
i
u
も
の
　
六
'
心
と
き
め
き
す
る
も
の
　
七
'

過
ぎ
に
し
か
た
恋
し
き
も
の
　
八
、
心
ゆ
-
む
の
.
九
へ
あ
て
な
る
も
の
　
十
、

に
げ
牡
き
.
O
の
　
十
一
'
お
ば
つ
か
な
き
も
の
　
十
二
'
た
と
し
へ
な
き
も

の
・
十
三
'
あ
り
が
た
き
も
の
　
十
四
、
あ
ぢ
き
な
き
も
の
　
十
五
'
こ
こ
ち

よ
T
.
 
・
い
↑
¥
'
"
蝣
サ
,
 
-
-
'
-
-
'
・
サ
'
ー
　
　
∴
:
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
L
t
-
.
 
"
I
'

た
き
も
の
　
十
八
へ
な
ま
め
か
し
き
も
の
　
十
九
、
ね
た
き
も
の
　
二
十
、
か

た
は
ら
い
た
き
も
の
　
二
十
1
'
あ
さ
ま
し
さ
も
の
　
二
十
三
'
-
ち
を
し
き

も
の
　
二
十
三
、
は
る
か
な
る
も
の
　
二
十
四
'
見
ぐ
る
し
き
も
の
　
二
十

五
へ
言
ひ
に
く
き
も
の
　
二
十
六
'
唐
よ
り
異
に
閉
ゆ
る
も
の
　
二
十
七
'
絵

〔
五
)
に
く
き
も
の

(
前
略
)
終
業
ベ
ル
鳴
り
し
後
も
'
生
徒
に
か
ま
は
ず
授
集
を
続
け
る

教
師
。
(
中
略
)

計
画
を
組
み
し
後
の
用
事
。
あ
ら
か
じ
め
計
画
を
し
か
と
組
み
'
そ
れ

に
基
づ
き
行
な
は
む
と
す
る
矢
先
、
ふ
い
に
「
今
日
は
'
何
々
が
あ
る
か

ら
'
授
業
終
わ
り
し
後
に
'
ど
こ
そ
こ
へ
集
ま
れ
。
」
な
ど
'
苫
は
れ
た

る
時
は
'
「
折
角
の
計
画
も
水
の
泡
と
な
り
果
て
し
。
」
の
感
あ
り
0
い
ざ

集
ま
り
て
み
れ
ば
'
た
わ
い
如
き
こ
と
は
な
は
だ
し
く
'
時
は
刻
々
と
過

ぎ
去
り
'
我
が
心
は
増
々
い
ら
だ
た
し
く
な
り
ゆ
-
。
せ
め
て
前
の
日
に

知
ら
せ
ら
れ
て
居
れ
ば
'
計
画
の
た
つ
よ
う
も
あ
る
も
の
を
　
A
J
'
お

も
し
ろ
-
な
い
砦
び
た
だ
し
O
(
認
I
等
)

564

私
の
形
に
は
め
込
ま
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
H
子
の
批
評
精
神
が
'
そ
し
て
ま

た
柄
少
納
言
の
批
評
輿
鑑
賞
眼
が
、
Ⅲ
子
の
心
を
通
し
て
そ
の
ま
ま
「
現
代

版
枕
草
子
」
に
は
息
づ
い
て
い
る
。
学
校
や
教
師
と
い
う
体
制
に
順
応
で
き
な



い
H
子
は
そ
れ
ら
を
批
評
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
。
こ
の
論
文
の
初

め
の
方
に
学
校
や
教
師
に
対
す
る
批
評
が
多
-
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
女
は

浄
化
さ
れ
'
論
文
が
進
む
に
つ
れ
て
情
趣
深
い
所
や
'
彼
女
独
特
の
細
や
か
な

心
追
い
な
ど
が
表
わ
れ
て
く
る
o
 
H
子
は
「
枕
草
子
」
か
ら
批
評
精
神
や
鑑
貿

取
を
学
び
'
そ
の
文
章
ス
タ
イ
ル
を
学
び
得
て
い
る
。

同
じ
「
枕
草
子
」
を
対
象
作
品
と
し
て
選
ん
だ
o
子
(
注
4
)
と
同
じ
「
す
さ

ま
じ
き
も
の
」
に
つ
い
て
比
較
し
て
み
る
と
'

し
た
私
の
試
み
は
'
こ
こ
で
そ
の
対
象
を
拡
げ
'
授
業
に
即
し
た
指
導
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
「
母
子
の
別
離
(
薄
雲
)
」
で
、
C
子
は
「
悲
し
い
強
さ
」
と
題
し
て
へ

<
H
子
の
場
合
>
　
〔
三
〕
す
さ
ま
じ
き
も
の

.
い
と
下
品
な
る
者
の
し
ゃ
れ
た
姿
。
年
端
も
ゆ
か
ぬ
子
の
め
が
ね
.
常7

日
頃
、
苦
虫
か
み
つ
ぶ
し
た
が
ど
と
き
人
の
優
し
顔
O
　
(
以
下
略
)
　
e

〃
～
伽
)

<
o
子
の
場
合
>

二
三
段
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
で
は
'
(
中
略
)
除
目
の
時
の
人
々
の

様
子
は
お
も
し
ろ
い
o
　
(
中
略
)
人
間
の
あ
さ
ま
し
さ
'
恩
か
さ
が
よ
く

描
か
れ
て
い
る
.
(
欝
～
誓
)

H
子
の
個
性
読
み
の
方
が
生
々
と
し
て
い
る
.
生
き
方
そ
の
も
の
が
読
み
方

に
な
り
'
読
み
方
が
作
品
の
読
み
取
り
方
に
も
な
り
'
論
構
成
'
叙
述
を
・
o
生

み
出
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
も
言
え
る
。

4
　
「
源
氏
物
語
」
感
想
文
町
中
か
ら

学
校
教
育
と
い
う
場
で
「
論
文
を
1
皮
も
宙
か
な
い
で
卒
業
し
て
い
く
こ
と

は
か
わ
い
そ
う
だ
」
と
思
っ
て
'
就
職
希
望
者
に
の
み
論
文
を
書
か
せ
よ
う
と

明
石
の
君
と
い
う
女
性
は
不
思
議
な
人
だ
と
思
う
。
彼
女
の
持
つ
雰
閉

気
は
弱
々
し
い
'
自
分
自
身
の
存
在
と
い
う
も
の
を
強
く
押
し
出
す
こ
と

の
で
き
な
い
人
で
あ
る
か
ら
つ
か
ま
え
て
い
な
い
と
す
う
っ
と
身
を
ひ
い

て
い
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
感
じ
さ
え
与
え
る
。
(
中
略
)
明
石
の
君
の
徹

底
し
た
自
己
否
定
は
'
時
代
の
身
分
差
別
へ
の
あ
き
り
め
が
長
い
間
に
そ

う
さ
せ
た
も
の
か
'
あ
る
い
は
そ
う
い
う
時
代
に
生
き
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
彼
女
が
'
こ
と
あ
る
ご
と
に
傷
つ
-
の
を
恐
れ
て
本
能
的
に
'
載

極
的
な
自
己
否
定
に
で
て
い
っ
た
防
護
策
で
あ
ろ
う
か
。

女
は
自
意
識
が
強
い
と
よ
-
い
わ
れ
る
O
　
(
中
略
)
そ
れ
な
の
に
明
石

の
君
は
自
分
を
卑
し
い
身
だ
と
い
う
。
わ
ず
か
に
「
口
惜
し
き
身
」
と
い

う
言
葉
に
'
自
分
を
卑
し
い
身
分
と
決
め
つ
け
て
取
り
扱
う
源
氏
に
対
し

て
の
抗
議
が
み
ら
れ
は
す
る
が
'
い
か
に
も
弱
い
気
が
す
る
o

L
か
L
t
　
そ
の
自
己
否
定
が
逆
に
彼
女
の
強
さ
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う

だ
。
(
中
略
《
六
条
御
息
所
'
紫
の
上
な
ど
の
こ
と
を
述
べ
》
)
彼
女
達

は
あ
き
り
め
と
い
う
や
わ
ら
か
い
強
さ
が
な
か
っ
た
。
(
中
略
)
涙
の
ひ

と
つ
ぶ
ご
と
に
'
た
め
息
の
ひ
と
つ
ご
と
に
'
悲
し
み
を
送
り
出
し
て
'

あ
き
ら
め
の
中
に
時
に
ま
か
せ
て
生
き
て
ゆ
く
O
明
石
の
君
は
、
そ
ん
な

悲
し
い
強
さ
を
持
っ
て
い
た
。
(
以
下
略
)
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授
共
で
の
「
読
む
こ
と
」
の
拍
導
に
お
い
て
こ
こ
で
は
'
「
明
石
の
君
と
い

う
人
を
つ
か
ま
せ
る
」
　
「
紫
式
部
と
明
石
の
君
と
の
関
係
を
考
え
さ
せ
る
」
を



中
心
に
し
'
明
石
の
君
の
心
の
動
き
に
重
点
を
置
い
た
O
そ
の
指
導
が
C
子
の

明
石
の
君
の
持
つ
悲
し
い
強
さ
の
感
想
文
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
ロ
倍
し
き

身
」
に
つ
い
て
も
'
「
何
か
'
か
く
ロ
惜
し
き
身
の
は
ど
な
ら
ず
だ
に
、
も
て

な
し
た
ま
は
ば
。
」
の
明
石
の
君
の
こ
と
ば
で
'
「
何
か
」
の
下
の
省
略
'
「
か

く
」
の
指
す
内
容
、
「
ロ
惜
し
き
身
の
ほ
ど
」
に
こ
め
ら
れ
た
明
石
の
君
の

心
'
「
だ
に
」
の
用
法
、
そ
れ
を
使
っ
た
明
石
の
忠
図
'
「
た
ま
は
ば
」
の
下

の
省
噂
な
ど
を
授
業
で
考
え
さ
せ
た
結
果
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
t
 
C

子
の
凄
現
力
の
確
か
さ
は
明
石
の
君
を
徹
底
的
に
見
つ
め
た
結
果
で
あ
る
。

生
徒
提
出
感
想
文
は
'
こ
の
「
母
子
の
別
離
」
を
と
り
あ
げ
る
部
分
か
ら
1

文
の
長
さ
が
長
く
な
る
。
教
科
密
に
お
い
て
、
こ
こ
か
ら
一
文
の
長
さ
が
格
段

に
長
く
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
0
生
徒
た
ち
は
自
然
に
教
科
雷
の
中
に
引
き
込
ま

れ
'
そ
の
文
輩
ス
タ
イ
ル
ま
で
体
得
し
て
い
-
の
で
あ
る
。

C
子
の
「
悲
し
い
強
さ
」
は
ま
だ
感
想
文
の
域
を
出
て
い
な
い
が
'
そ
れ
は

授
業
の
読
み
の
姿
勢
に
起
因
し
て
い
る
と
思
う
0
第
三
部
で
'
各
自
比
較
的
自

由
な
読
み
取
り
方
を
さ
せ
る
と
'
多
く
の
生
徒
が
論
文
ら
し
い
も
の
を
提
出
し

た
o
 
c
子
も
「
精
神
の
快
交
」
と
超
し
て
'
大
君
と
7
-
サ
と
の
比
較
二
二
㍍

由
紀
夫
の
「
死
に
よ
っ
て
自
分
を
こ
の
世
か
ら
抹
殺
し
'
人
の
心
に
永
遠
で
あ

ろ
う
と
す
る
(
C
子
は
彼
の
死
を
こ
う
解
釈
し
て
い
る
。
)
」
と
い
う
考
え
方
と

大
君
の
死
と
の
比
較
な
ど
か
ら
論
文
た
り
得
て
い
る
O

同
じ
節
三
部
か
ら
'
論
理
的
な
内
容
の
淡
い
論
文
に
な
っ
て
い
る
N
子
の
も

の
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
0
位
初
に
「
艶
と
大
君
へ
薫
と
浮
舟
と
の
二
組

の
愛
の
形
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
」
と
論
題
を
明
示
し
'
由
後
は
そ
れ
に
従
っ

て
の
叙
述
で
あ
る
O
　
「
節
と
大
君
」
・
で
は
'
求
愛
と
拒
否
と
い
う
対
立
を
超
え

で
二
人
の
心
は
同
質
で
あ
り
'
精
神
は
か
た
く
結
ば
れ
て
い
た
と
す
る
。
「
溝

と
浮
舟
」
で
は
'
浮
舟
の
み
自
殺
の
行
動
に
出
る
こ
と
が
で
き
た
'
(
こ
れ
は
彼

女
独
自
の
発
見
と
言
え
よ
う
)
L
J
と
に
対
す
る
な
ぞ
を
と
い
て
い
る
。
そ
の
酪

答
を
'
浮
舟
の
母
の
過
保
護
な
教
育
と
宇
治
と
い
う
世
界
へ
の
貿
族
た
ち
の
支

配
力
の
限
界
に
求
め
て
い
る
。
宇
治
の
世
界
は
完
全
な
支
配
下
に
あ
る
よ
う
で

い
な
が
ら
実
際
の
支
配
は
も
っ
と
下
の
人
々
の
手
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
へ
貴
公
子
た
ち
が
自
分
と
い
う
も
の
に
口
を
く
ら
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体

へ
の
作
者
の
批
判
の
投
げ
か
け
と
と
り
'
紫
式
部
に
ま
で
問
題
を
広
げ
て
い

る
。
作
品
論
が
作
家
論
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
彼
女
独
自
の
発
見
「
浮
舟
と
い
う
女
性
は
'
こ
の
物
語
に
お
い
て
た
だ

1
人
の
'
自
ら
死
を
選
ん
だ
人
物
で
あ
る
'
多
く
の
登
場
人
物
の
中
で
'
こ
の

女
性
の
み
が
ど
う
し
て
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。
」
は
'
授
業
で
'
「
冷
泉

帝
の
み
ど
う
し
て
後
雛
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
の
か
。
」
の
読
む
こ
と
'
そ
し
て

琴
乙
る
こ
と
の
学
習
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

四
　
結
果
の
考
察

結
論
と
し
て
「
論
文
を
拓
校
生
に
部
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
い
う
仮

説
は
1
応
証
明
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
生
徒
は
論
文
を
古
く
こ
と
に
よ
り
'
自

分
独
自
の
読
み
と
文
章
ス
タ
イ
ル
を
持
つ
に
至
っ
た
o
対
象
が
他
の
「
読
む
こ

と
」
や
「
古
く
こ
と
」
に
な
っ
て
も
'
き
っ
と
そ
の
学
習
の
転
移
は
な
さ
れ
る

こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
0
論
文
を
部
-
と
い
う
'
個
に
撤
す
る
こ
と
に
よ

り
'
「
読
む
こ
と
」
　
「
古
く
て
と
」
全
般
へ
の
広
が
り
が
で
て
き
た
の
で
あ

る
。
断
片
的
に
多
く
の
作
品
を
教
え
る
よ
り
も
'
t
つ
あ
る
い
は
い
く
つ
か
の

精
選
さ
れ
た
作
品
を
教
え
る
方
が
'
生
徒
個
人
と
し
て
の
飛
躍
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
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ま
た
'
全
体
の
指
導
を
通
し
て
'
生
き
方
そ
の
も
の
が
読
み
方
に
な
り
'
・
読

み
方
が
作
品
の
読
み
取
り
方
に
も
な
り
、
論
文
の
構
成
、
叙
述
(
表
現
)
を
も

生
み
出
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
読
む
こ
と
」
自
体
が
「
讃
-
こ

と
」
に
連
関
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
M
子
、
S
子
'
H
子
の
作
品
分
析
の
所
で

も
触
れ
た
が
'
源
氏
物
語
に
つ
い
て
も
そ
の
こ
と
は
言
え
る
。
読
み
は
授
業
に

お
い
て
同
1
の
読
み
の
形
憩
を
と
ら
せ
た
が
'
私
の
授
業
に
お
け
る
読
み
の
姿

勢
が
'
生
徒
の
感
想
文
を
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
'
授
葉

で
の
読
み
は
か
な
り
紐
密
な
読
み
と
な
る
の
で
'
そ
れ
が
ま
た
生
徒
の
清
文
な

読
み
'
思
考
'
表
現
を
生
み
出
さ
せ
'
き
め
細
か
な
論
文
'
即
ち
、
独
善
に
走

り
す
ぎ
な
い
定
着
性
の
あ
る
論
文
を
生
み
出
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
.
第
1
、

二
回
の
指
呼
は
'
生
徒
に
か
な
り
負
担
を
与
え
た
が
、
就
職
し
て
い
-
と
い
う

こ
と
も
あ
り
1
.
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
良
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
.
が
'
第
三
何
日

に
お
い
て
初
め
て
、
今
ま
で
の
指
導
の
反
省
の
上
に
立
っ
た
.
「
読
む
こ
と
」
と

「
誇
く
こ
と
」
の
間
近
学
習
の
成
功
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
回
目
の
指

導
に
お
い
て
」
指
導
に
伴
・
つ
た
感
想
文
r
論
文
と
も
な
り
t
、
即
ち
'
源
氏
物
語

第
1
部
あ
た
り
で
は
感
想
文
の
域
を
出
な
か
っ
た
も
の
が
、
第
三
部
で
は
論
文

と
な
り
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
'
第
1
'
二
回
の
指
導
の
よ
う
に
ハ
形
を
先
に

明
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
'
源
氏
を
読
ん
で
い
く
過
樫

に
お
い
で
'
読
み
の
深
ま
り
が
思
考
の
深
ま
り
と
も
な
り
'
諭
構
成
の
し
っ
か

り
し
た
文
章
を
生
み
山
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

以
上
'
こ
の
指
導
目
的
「
①
卒
業
論
文
(
構
想
の
し
っ
か
り
と
し
た
長
い
文

牽
.
《
実
際
は
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
三
十
枚
～
百
枚
、
平
均
五
十
枚
程
度
で
あ
っ

た
?
)
を
宙
か
せ
る
i
J
と
。
⑦
読
む
こ
と
と
古
く
こ
と
の
関
連
を
密
に
さ
せ

る
。
」
は
達
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
に
付
随
的
目
的
「
①
古
く
こ
と
の
放
し
さ
と
苗
び
と
を
体
験
さ
せ
る
こ

と
蝣
*
.
ゥ
事
-
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
見
つ
め
こ
と
ば
を
見
つ
め
て
'
自
己
の
内

面
的
飛
躍
を
生
み
出
さ
せ
る
こ
と
。
・
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
S
子
の
「
あ
と

が
き
」
や
t
 
H
子
の
「
お
わ
り
に
」
の
引
用
文
の
中
に
'
描
く
こ
と
の
厳
し
さ

と
古
び
と
の
体
験
は
ま
わ
さ
れ
て
い
る
。
S
子
や
H
子
だ
け
で
な
-
'
ほ
と
ん

ど
の
生
徒
の
.
「
あ
と
が
き
」
の
中
に
'
そ
の
気
持
ち
は
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、

「
請
く
こ
と
に
よ
っ
て
口
己
を
見
つ
め
こ
と
ば
を
見
つ
め
て
'
自
己
の
内
面
的

飛
躍
を
生
み
出
さ
せ
る
こ
と
。
」
の
目
的
達
成
も
な
さ
れ
た
と
推
察
で
き
る
o

源
氏
物
語
の
段
階
的
な
読
む
こ
と
と
お
く
こ
と
の
関
連
相
弔
に
お
い
て
'
第
1

部
あ
た
り
で
は
'
表
現
・
(
こ
と
ば
を
見
つ
め
る
こ
と
)
に
重
点
を
置
い
て
い
た

生
徒
が
{
節
三
部
で
は
'
読
み
の
深
ま
り
と
も
相
ま
っ
て
、
自
己
を
見
つ
め
'

自
己
の
内
面
的
飛
虻
を
生
み
出
し
'
思
考
の
深
ま
り
を
も
生
み
出
し
柑
て
い

る
。次

に
'
指
導
上
の
問
題
点
を
列
挙
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
.

形
が
で
き
あ
が
ら
な
い
と
満
足
で
き
な
い
と
い
う
生
徒
の
実
態
も
あ
り
'
第

1
'
二
回
の
指
導
で
は
'
あ
る
程
度
表
現
の
形
を
明
示
し
た
O
カ
ー
ド
接
な
ど

も
'
.
カ
ー
ド
の
取
り
方
か
ら
そ
の
扱
い
方
ま
で
教
え
た
の
で
、
生
徒
自
身
に
考

え
さ
せ
る
と
い
う
過
程
を
大
切
に
し
な
か
っ
た
思
い
も
す
る
o
　
「
1
現
代

版
　
-
　
枕
草
子
」
な
ど
は
'
形
か
ら
内
容
に
迫
る
指
導
の
限
界
と
、
偶
然
に
も

生
徒
が
そ
れ
を
乗
り
甲
乙
て
く
れ
た
も
の
と
し
て
'
高
校
生
の
思
考
形
態
の
柔

軟
さ
と
を
示
し
て
い
る
0
大
学
の
論
文
で
は
考
え
ら
れ
な
い
白
山
さ
が
あ
り
'

高
校
に
お
け
る
書
く
こ
と
の
指
導
の
可
能
性
の
拡
が
り
を
も
感
じ
さ
せ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
o
し
か
し
'
多
Y
の
生
徒
に
短
期
間
に
あ
る
軽
度
の
も
の
を
省
か

せ
る
た
め
に
は
'
一
.
二
1
回
目
の
指
導
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
形
か
ら
内
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容
へ
の
指
導
は
し
か
た
が
な
い
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
帖
を
持
た
せ
た

形
か
ら
内
容
へ
の
指
導
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

形
を
示
す
場
合
'
第
1
回
目
で
は
'
私
の
1
「
か
げ
ろ
ふ
日
記
」
に
お
け
る

時
の
推
移
の
あ
ら
わ
し
か
た
(
昭
和
4
4
年
1
 
1
月
2
0
日
「
国
文
学
致
」
記
載
)
2

<
評
論
>
中
原
中
也
論
(
当
校
文
芸
部
誌
「
な
が
れ
1
9
号
」
記
載
)
3
平
安
時

代
の
女
性
日
記
文
学
の
精
神
　
-
　
「
か
け
ろ
ふ
日
記
」
　
「
和
泉
式
部
日
記
」
　
「

紫
式
部
日
記
」
　
(
当
校
文
芸
部
誌
「
な
が
れ
甲
H
I
p
」
記
載
)
を
論
文
の
1
例
と

し
て
示
し
た
が
'
第
二
回
目
か
ら
は
私
の
も
の
と
前
回
提
出
の
生
徒
の
論
文
を

示
し
た
O
二
回
目
か
ら
の
方
が
、
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
論
文
に
生
徒
は
取
り
組
む

こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
.
身
近
か
な
も
の
の
例
の
方
が
親
し
み
や
す
い
の

で
あ
ろ
う
。

次
に
'
対
象
作
品
に
つ
い
て
は
'
作
品
と
そ
の
生
徒
の
個
性
が
合
致
し
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
「
来
夏
の
孤
独
1
和
泉
式
部
日
記
」
の
M
子
。

ま
た
源
氏
の
感
想
文
に
お
け
る
C
子
も
'
自
分
と
は
肌
合
い
の
畢
っ
若
紫
の
巻

で
は
か
な
り
苦
労
し
て
い
る
。
高
校
生
は
ま
だ
充
分
に
批
判
力
が
で
き
て
い
な

い
の
で
、
そ
の
作
品
を
自
分
の
中
に
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
て
苔
-
方
が
讃
き

や
す
い
の
で
あ
ろ
う
。

二
　
二
回
目
の
指
導
で
'
生
徒
の
第
1
次
感
想
に
批
評
を
書
い
て
返
す
と
い

う
指
導
は
し
な
い
で
'
個
人
面
接
の
話
し
合
い
に
よ
る
指
導
を
し
た
?
そ
の
方

が
'
生
徒
は
ま
だ
確
か
な
表
現
力
を
得
て
い
な
い
の
で
'
書
い
た
内
容
と
そ
れ

を
読
み
取
る
側
の
く
い
違
い
な
ど
も
わ
か
り
、
内
容
を
も
発
展
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
指
導
に
か
か
る
時
間
も
は
る
か
に
短
く
て
す
む
。
雷
-
こ
と
と
話

す
'
聞
く
こ
と
の
関
連
学
習
で
も
あ
る
。

前
に
'
提
出
論
文
と
学
力
テ
ス
-
と
の
評
価
の
相
関
関
係
に
触
れ
、
決
定
的

な
も
の
は
軍
b
れ
な
か
っ
た
と
督
い
た
が
'
そ
の
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
る
と

思
う
。
個
性
の
強
い
M
子
(
真
夏
の
孤
独
を
番
い
た
)
t
 
H
子
(
現
代
版
枕
草

子
を
書
い
た
)
な
ど
は
自
分
の
好
悪
を
戴
く
出
す
の
で
'
他
の
全
般
に
わ
た
る

教
科
の
勉
強
や
'
国
語
に
お
い
て
も
全
般
的
な
学
習
が
で
き
な
い
生
徒
だ
と
思

う
。
そ
う
い
う
生
徒
を
生
か
し
て
い
く
上
で
も
'
こ
の
指
導
は
意
味
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

生
徒
提
出
論
文
は
総
じ
て
各
章
間
の
関
連
が
薄
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

物
部
を
体
系
的
に
と
ら
え
て
い
く
姿
勢
を
こ
れ
か
ら
の
指
導
で
は
さ
せ
た
い
と

思
っ
て
い
る
o

最
後
に
こ
れ
か
ら
の
課
題
'
T
提
案
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
.
近
ご
ろ
'
私

は
、
嬰
l
g
学
習
に
疑
問
を
持
ち
始
め
て
い
る
。
五
十
七
年
度
か
ら
通
用
さ
れ
る

指
導
要
領
で
古
典
-
が
な
く
な
る
が
'
結
論
の
所
で
述
べ
た
よ
う
に
'
こ
の
よ

う
な
科
目
を
残
し
て
は
し
い
と
思
う
。
断
片
的
に
多
く
の
作
品
を
教
え
る
よ
り

も
'
個
に
撤
し
た
方
が
'
生
徒
の
内
面
的
飛
躍
の
質
は
高
い
O
　
「
現
代
文
」
　
「

国
語
表
現
」
　
「
古
典
」
の
指
導
に
お
い
て
'
こ
の
論
文
指
導
か
ら
得
た
も
の
を

生
か
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

別
の
課
題
と
し
て
'
近
年
大
学
入
試
に
お
い
て
'
論
文
形
態
の
出
題
が
宜
祝

さ
れ
て
き
て
い
る
。
特
別
の
受
験
指
導
は
行
わ
れ
な
く
て
も
'
こ
の
論
文
指
導

に
お
い
て
充
分
対
処
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

五
　
お
わ
り
に

こ
の
実
践
指
導
は
静
岡
県
教
育
研
究
奨
励
質
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
寄
稿
す
る
に
あ
た
り
'
静
岡
県
西
部
国
語
教
育
研
究
協
訴
会
の
た
め
に
釆
静

さ
れ
た
野
地
潤
家
先
生
の
ご
指
導
を
受
け
た
。
さ
ら
に
広
瀬
節
夫
先
生
よ
り
ご
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教
示
を
い
た
だ
い
た
。
深
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

江
J
　
高
等
学
校
に
お
け
る
　
表
現
指
導
の
理
論
と
実
践
　
大
矢
式
師
　
準
P

L i-;-)̂
---fix　/s紹

こ
せ
わ
り
書
き
の
な
い
ペ
ー
ジ
数
と
行
数
は
'
生
徒
提
出
作
品
の
そ
れ

函
E
a
S
S

三
年
生
に
な
っ
て
は
じ
め
て
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
生
徒
で
あ
る
。

ど
Y
普
通
の
平
均
的
生
徒
で
あ
り
、
そ
の
論
文
も
平
均
的
な
も
の
で
あ

る
。

(
浜
松
市
立
高
等
学
校
教
諭
)




