
単
元
「
生
き
方
を
み
つ
め
る
」

-
　
「
国
語
I
」
に
お
け
る
論
説
文
の
学
習
指
導
　
-

一
九
八
四
年
度
(
昭
和
五
十
九
年
度
)
の
広
島
c
'
{
立
福
山
誠
之
些
偽
等
学
校

全
日
制
に
お
け
る
「
国
語
工
」
の
論
説
文
を
中
心
と
し
た
単
苑
の
学
習
指
導
を

概
観
し
な
が
ら
'
高
等
学
校
に
お
け
る
論
説
文
の
学
習
指
導
上
の
問
題
点
を
指

導
過
程
に
即
し
て
考
え
て
み
た
い
。

単
元
「
生
き
方
を
み
つ
め
る
」
は
一
九
八
四
年
度
「
聖
等
」
に
お
け
る
最

後
の
単
刀
で
あ
る
。
こ
の
年
皮
は
'
「
同
語
I
」
五
郎
位
が
八
学
級
へ
四
即
位

が
二
学
級
あ
っ
た
。
五
単
位
の
学
級
は
'
福
山
市
内
普
通
科
五
校
の
総
合
選
抜

の
学
級
で
あ
っ
た
。
四
単
位
の
方
は
'
新
設
さ
れ
た
普
通
科
理
数
現
型
と
呼
ば

れ
る
坦
独
選
抜
の
学
級
で
あ
っ
た
。
ま
た
へ
五
単
位
の
方
は
'
三
単
位
と
二
単

位
と
に
分
け
て
へ
別
の
担
当
者
が
持
ち
、
三
単
位
で
現
代
文
を
中
心
に
、
二
餌

位
で
古
典
を
中
心
に
授
業
を
し
た
.
1
方
四
単
位
の
方
は
'
1
人
で
1
つ
の
学

級
を
持
ち
'
現
代
文
・
古
典
と
分
割
せ
ず
に
担
当
し
た
。
私
は
五
単
位
の
方
は

現
代
文
を
中
心
と
し
た
三
単
位
至
一
組
'
古
典
を
中
心
と
し
た
二
単
位
を
一
組

担
当
し
た
。
そ
し
て
'
四
騨
位
の
理
数
類
型
の
方
は
'
ホ
ー
ム
・
ル
ー
ム
担
任

を
し
た
学
級
の
教
科
担
当
を
し
た
。

野
　
　
宗
　
　
睦
　
　
夫

五
単
位
と
四
単
位
と
の
差
、
分
割
と
単
独
と
の
違
い
は
あ
っ
た
が
、
教
材
は

原
則
的
に
は
あ
ま
り
違
わ
な
い
教
材
で
授
業
を
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で

単
元
「
生
き
方
を
み
つ
め
る
」
は
'
現
代
文
を
中
心
と
し
た
三
即
位
の
「
国
語

工
」
の
学
習
指
導
に
お
い
て
も
'
ま
た
、
四
単
位
に
お
い
て
も
、
そ
の
年
度
の

爪
-
-
/
の
目
元
v
&
<
㌔

単
元
「
生
き
方
を
み
つ
め
る
」
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
.

A
　
水
上
勉
「
橋
を
架
け
る
」
　
(
学
校
図
訂
・
高
等
学
校
「
同
語
I
」
。
こ

の
年
度
使
用
し
た
教
科
書
で
あ
る
Q
)

B
　
宮
本
常
1
　
「
梶
田
㍍
五
郎
翁
」
　
(
筑
摩
雷
房
・
現
代
日
本
思
想
大
系
・
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:
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・

|

山
崎
正
和
「
日
本
人
の
空
間
感
覚
」
　
(
他
の
教
科
書
よ
り
採
録
)

森
本
哲
郎
「
埋
も
れ
た
古
代
都
市
」
　
(
教
科
窒

一
単
元
「
生
き
方
を
み
つ
め
る
」
の
学
習
指
導
目
標

単
元
「
生
き
方
を
み
つ
め
る
」
の
学
習
指
導
目
標
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い



Sfi

(
価
値
目
標
)

1
、
H
本
人
の
生
き
方
を
支
え
て
い
る
思
想
を
考
え
さ
せ
る
'

2
'
筆
者
の
意
見
に
対
し
て
'
各
自
の
考
え
を
探
め
さ
せ
る
。

(
技
能
_
∃
楼
)

1
、
体
験
し
た
事
実
や
具
体
例
が
'
ど
う
い
う
志
見
　
　
張
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
か
を
つ
か
ま
せ
る
。

2
'
各
段
落
の
要
点
を
つ
か
み
な
が
ら
へ
論
旨
の
展
開
を
た
ど
っ
て
試
み
進

-Q)'Jせる。

3
'
構
成
を
考
え
さ
せ
る
。

4
'
要
約
の
方
法
を
即
解
さ
せ
る
3

こ
の
単
冗
で
は
'
学
習
指
導
日
脚
を
価
伯
日
放
と
技
能
日
放
と
に
分
け
て
と

ら
え
ろ
こ
と
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
前
年
度
に
お
け
る
「
国
語
I
」
の
論
説

文
の
里
九
「
生
き
方
を
み
つ
め
る
」
で
初
め
て
試
み
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
九
八
三
年
度
(
昭
和
五
十
八
年
度
)
　
に
お
け
る
単
冗
「
生
き
方
を
み
つ
め

る
」
は
'
八
四
年
度
の
単
冗
「
生
き
方
を
み
つ
め
る
」
の
「
日
本
人
の
空
間
感

覚
」
　
「
埋
も
れ
た
古
代
都
市
」
を
除
い
た
形
で
単
九
を
構
成
し
て
い
る
。

学
円
滑
韓
日
標
と
し
て
'

(
価
伯
目
標
)

1
'
日
本
人
の
持
つ
思
想
と
西
洋
思
想
と
の
和
迩
と
関
逆
を
つ
か
ま
せ
る
。

2
、
筆
者
の
意
見
に
対
し
て
各
自
が
ど
う
と
ら
え
る
か
を
深
め
さ
せ
る
。

(
技
能
日
梯
)

1
'
体
験
し
た
即
実
や
具
体
例
が
ど
う
い
う
意
見
・
主
張
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
か
を
考
え
さ
せ
る
。

2
'
各
段
落
の
要
点
を
つ
か
み
な
が
ら
'
論
旨
の
展
開
を
た
ど
っ
て
読
ま
せ

h
m

3
、
要
約
す
る
方
法
を
刑
解
さ
せ
る
。

を
設
定
し
た
。

八
十
三
咋
比
と
八
十
四
年
度
と
の
学
習
指
導
H
概
の
違
い
'
い
い
か
え
れ
ば
'

八
十
三
年
度
の
実
践
に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
た
も
の
は
'
次
の
通
り
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
l
t
　
(
価
値
目
標
)
に
お
け
る
「
日
本
人
の
持
つ
思
想
と
西
洋
思
想
」
の

比
悦
が
'
八
十
四
年
虻
に
は
「
日
本
人
の
生
き
方
」
と
変
わ
っ
た
。
ま
た
'

(
技
能
〓
棟
)
に
お
け
る
「
構
成
」
が
八
十
四
年
度
に
加
わ
っ
た
.

こ
の
通
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
(
価
僻
目
概
)
と
(
技
能
目
標
)
と
に
分
け

て
と
ら
え
る
こ
と
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
学
習
指
導
目
標
を
こ
の
二
つ
に
分
け

て
と
ら
え
る
考
え
の
珊
後
に
は
'
次
の
よ
う
な
私
の
思
考
の
ゆ
れ
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
論
説
文
は
読
解
技
能
の
荘
戊
に
頂
点
在
役
-
ペ
き
だ
と
の
考
え
が
二

十
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
私
の
中
に
板
強
-
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
'
高
校
国
語

科
教
背
の
各
学
年
ご
と
の
北
本
視
点
を
配
-
こ
と
を
考
え
は
じ
め
た
十
年
ぐ
ら

い
前
か
ら
は
、
論
説
文
の
与
え
る
感
動
を
ど
う
処
理
す
る
か
を
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
感
動
と
読
解
技
髄
を
ど
う
つ
な
ぐ
か
で
思
考
の
ゆ
れ

を
生
じ
る
。
そ
の
迷
い
を
打
関
す
る
1
つ
の
試
み
と
し
て
(
価
値
目
標
)
と

(
技
能
日
枠
)
と
に
分
け
て
設
定
し
た
。

(
技
能
日
械
)
の
4
の
「
要
約
の
方
は
を
甜
解
さ
せ
る
」
は
高
校
7
年
生
の

論
説
文
読
解
技
能
の
到
達
目
標
と
し
て
考
え
て
い
た
7
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、

四
単
位
の
州
数
類
型
で
は
指
導
で
き
な
か
っ
た
口
癖
で
あ
る
。
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二
、
単
元
の
具
体
的
展
開

A
・
「
橋
を
架
け
る
」

単
元
「
生
き
方
を
み
つ
め
る
」
は
'
水
上
勉
「
橋
を
架
け
る
」
か
ら
始
ま
る
。

「
橋
を
架
け
る
」
の
学
習
目
標
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

1
、
事
実
と
意
見
と
を
区
別
し
て
読
む
.

2
'
評
者
が
ど
う
い
う
事
実
に
感
動
し
'
そ
れ
を
ど
う
い
う
思
考
に
高
め
て

い
る
か
を
つ
か
む
。

学
習
目
標
1
は
埠
元
の
学
習
指
導
目
標
の
中
、
技
能
目
棟
1
の
前
担
と
な
る

・

'

'

'

'

'

.

"

蝣

'

.

.

'

'

.

.

.

'

蝣

-

・

　

　

蝣

'

'

1

*

'

　

　

　

　

こ

1

-

・

.

・

・

-

-

・

・

-

>

1

日
枠
1
と
を
い
っ
し
ょ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
学
習
指
導
目
標
が
指
導
者
の
た

め
の
〓
班
で
あ
り
、
学
習
目
標
が
学
習
者
に
教
宝
で
直
接
示
し
た
目
標
で
あ
っ

た
と
い
う
追
い
の
外
に
、
実
践
の
立
場
か
ら
い
っ
て
、
価
値
目
標
、
技
能
目
標

の
二
つ
の
分
類
は
'
は
っ
き
り
区
別
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
い
え
る
。

こ
の
教
材
は
現
代
文
を
中
心
と
し
た
三
単
位
の
方
の
組
で
九
時
間
へ
総
合
し

て
取
り
扱
っ
た
四
単
位
の
組
で
は
六
時
間
か
か
っ
て
い
る
。
学
習
指
導
過
程
は

:
^
c
S
!
~
で
あ
る
.

1
'
導
　
入

筆
者
で
あ
る
水
上
勉
の
紹
介
を
し
た
。

2
'
指
名
読

三
つ
の
ね
ら
い
を
も
っ
て
い
た
。
第
一
は
段
落
番
号
を
つ
け
て
'
段
落

ご
と
に
1
人
が
音
読
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
一
つ
の
段
落
の
音
読
が

終
わ
る
と
'
そ
の
段
落
が
事
実
を
述
べ
た
も
の
か
'
意
見
を
述
べ
た
も
の

/

*

'

・

　

*

'

.

一

・

　

　

　

　

　

　

‥

i

蝣

.

!

;

'

'

・

,

?

・

;

*

.

'

'

'

・

蝣

*

蝣

"

:

蝣

'

.

i

<

-

蝣

1

1

い

の
難
し
い
も
の
に
つ
い
て
指
導
者
が
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
指
名
説
の
中
で
'
事
実
と
意
見
の
段
落
を
区
別
す
る
こ
と
は
'
構
成
の

あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
見
通
し
を
つ
け
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
全
体
が
十

九
の
段
落
で
で
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
不
実
と
意
見
の
-
り
か
え
し
の
中
で
'

以
後
の
六
つ
の
段
落
は
立
見
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
構
成
が
わ
か
る
と
、
素
材

の
側
係
を
つ
か
み
な
が
ら
t
と
-
に
終
わ
り
の
意
見
の
部
分
に
注
意
し
て
読
ま

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
学
習
者
が
気
づ
-
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
論
説
文
教
材
の

い
わ
ゆ
る
通
読
の
段
階
で
何
を
ね
ら
っ
て
読
ま
せ
る
か
の
問
題
が
あ
る
。
1
般

に
何
が
苫
い
て
あ
る
か
、
い
-
つ
の
内
容
に
分
か
れ
る
か
な
ど
が
よ
-
設
定
さ

れ
る
ね
ら
い
で
あ
る
。
私
は
、
こ
こ
で
は
'
ど
の
部
分
に
と
-
に
注
意
し
て
説

ま
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
み
つ
け
る
た
め
の
読
み
と
し
た
。

3
'
本
文
の
読
み
と
り

こ
の
本
文
の
読
み
と
り
に
つ
い
て
は
、
学
習
目
班
に
し
た
が
っ
て
'
と

り
あ
げ
ら
れ
た
事
実
に
よ
っ
て
、
筆
者
は
ど
う
い
う
こ
と
を
思
考
し
、
感

じ
て
い
る
か
を
中
心
に
読
み
と
り
を
し
た
。

こ
の
読
み
と
り
は
、
筆
者
は
筆
者
の
体
験
を
ど
の
よ
う
に
思
考
し
て
'
普
遍

的
な
も
の
に
高
め
て
い
る
か
を
読
み
と
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
思
考
の
普

遍
化
が
読
み
と
り
の
中
心
で
あ
る
.

珊
者
水
上
勉
の
母
や
'
中
世
の
1
人
の
母
が
、
日
本
人
の
母
に
広
げ
ら
れ
'

叩
者
の
見
た
自
然
の
　
み
が
人
間
世
界
の
あ
り
方
に
広
げ
ら
れ
て
-
る
。
そ
の

点
を
つ
か
ま
な
け
れ
ば
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
論
説
文
の
読
解
技
能
の

1
つ
で
あ
る
接
続
語
の
働
き
に
注
意
す
る
と
か
'
指
示
語
や
比
愉
表
現
が
何
を

示
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
'
本
文
の
思
考
に
迫
る
た
め
の
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
指
導
し
た
。
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4
'
ま
と
め

ま
と
め
の
作
業
は
次
の
よ
う
な
プ
リ
ン
ト
に
よ
っ
て
行
っ
た
O

(
資
料
1
)

㊧
　
国
語
　
ォ
)
　
生
き
方
を
み
つ
め
る
「
椛
を
架
け
る
」
-
ま
と
め
-

3
-
3
-
^

1
'
「
桁
」
が
ど
う
い
う
忠
義
を
持
っ
て
い
る
か

A
　
筆
者
の
母
や
掘
尾
金
助
の
母
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
(

-
)
生
き
た
こ
と
の
具
体
的
な
形
を
表
す
も
の

B
　
そ
の
橋
は
共
に
生
活
し
て
い
る
家
族
の
心
へ
　
八

人
に
架
け
'
こ
こ
に
死
ん
だ
人
、
そ
し
て
八

の
心
に
も
架
け
る
。

C
　
橋
が
あ
る
こ
と
は
'
時
間
の
上
か
ら
は
(

)
と
(

V

V
　
の
人

)
と
を
架
け
る
と
も
い
え
る
。

Q
 
S
-
S
段
落
で
述
べ
て
い
る
「
　
　
」
と
対
比
さ
れ
る
精
神
を
表
す
.

2
'
「
木
・
馬
・
石
」
が
ど
う
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
か

A
　
そ
れ
ぞ
れ
が
か
け
が
え
の
な
い
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
も
'
(

a

B
　
1
0
段
落
に
い
う
「
　
　
　
　
　
　
」
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

C
　
「
東
洋
の
心
の
深
さ
」
を
示
す
.
す
な
わ
ち
、
(

)
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

3
、
筆
者
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
考
え
る

A
　
現
象
に
対
し
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
心
情
を
考
え
へ
素
直
に
感
動
す
る

心
を
持
つ
。

1
4
段
落
に
「
　
　
　
　
　
　
　
　
」
と
述
べ
て
い
る
。

B
　
生
き
方
を
見
失
っ
て
い
る
現
代
人
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
o

(
　
　
　
　
　
　
　
　
)
の
各
段
落
に
そ
の
こ
と
は
述
べ
て
あ
る
3

C
　
生
き
方
と
し
て
「
自
分
自
身
の
橋
」
を
持
つ
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
3

筆
者
の
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
主
張
で
あ
る
。

筆
者
が
い
う
「
思
想
」
と
は
八

の
こ
と
で
あ
る
。

4
'
「
梶
田
富
五
郎
翁
」
を
水
上
姐
さ
ん
の
視
点
・
立
場
に
立
っ
て
読
む

A
　
「
橋
」
を
架
け
る

梶
田
呂
五
郎
翁
が
誠
実
な
心
で
生
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
は
ど

こ
か
を
考
え
る
こ
と
。

B
　
木
・
石
・
鳥
の
心

協
力
す
る
こ
と
の
大
切
さ
が
表
れ
て
い
る
の
は
ど
こ
か
を
培
え
る
こ

-u3

C
　
「
自
分
自
身
の
椛
」
を
持
つ

梶
田
富
五
郎
翁
が
思
想
を
持
っ
た
生
き
方
を
述
べ
て
い
る
の
は
ど
こ

か
を
考
え
る
こ
と
。

こ
の
作
業
は
、
本
文
の
中
心
と
な
る
よ
う
な
語
句
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
を
ね

ら
い
と
し
て
い
る
。

ま
と
め
を
す
る
と
へ
と
か
-
'
構
成
や
要
旨
に
な
り
易
い
。
こ
の
「
橋
を
架

け
る
」
の
ば
あ
い
'
そ
し
て
、
高
校
1
年
生
の
ば
あ
い
'
私
は
要
旨
に
こ
だ
わ

る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
む
し
ろ
'
筆
者
が
対
象
に
対
し
て
思
考
し
た

過
程
を
環
視
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
'
要
旨
を
正
面
に
出
さ
ず
に
'
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本
文
の
中
で
中
心
的
な
荘
み
を
持
つ
語
句
'
い
い
か
え
れ
ば
構
成
や
要
旨
へ
つ

な
が
る
語
句
を
確
認
さ
せ
る
作
業
を
ま
と
め
の
作
業
と
し
た
。

な
お
へ
作
業
4
の
「
梶
田
富
五
郎
翁
」
に
関
し
た
も
の
は
'
い
う
ま
で
も
な

く
'
そ
の
次
の
教
材
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
。

B
　
「
梶
田
富
五
郎
翁
」

宮
本
常
一
「
梶
田
富
五
郎
翁
」
は
水
上
勉
「
橋
を
架
け
る
」
の
発
展
と
し
て

扱
っ
た
教
材
で
あ
る
。

こ
の
教
材
は
過
去
四
回
扱
っ
て
い
る
。
今
回
は
、
学
習
目
標
を
'
「
橋
を
架

け
る
」
の
視
点
で
読
み
と
ら
せ
る
こ
と
に
中
心
を
置
い
た
。
と
い
う
の
は
、

「
桁
を
架
け
る
」
の
視
点
で
と
ら
え
た
筆
者
の
思
想
を
'
梶
田
富
五
郎
翁
の
生

産
を
語
ら
せ
た
こ
の
教
材
で
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
り
'
学
習
者
が
読
み
と
っ

た
も
の
を
定
着
さ
せ
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
梶
田
富
五
郎
翁
」
は
独

立
し
て
扱
っ
て
も
感
動
の
あ
る
文
章
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
'
「
読
ん
で
感
動
し

た
部
分
を
あ
げ
よ
」
と
か
'
「
す
ぐ
れ
た
生
き
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
を

あ
げ
よ
」
と
か
'
直
接
問
い
か
け
を
し
て
も
い
-
つ
か
の
点
を
学
習
者
は
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
水
上
勉
の
視
点
・
立
場
で
と
ら
え
さ
せ
た
の
は

前
述
の
よ
う
に
学
習
し
た
こ
と
を
定
着
さ
せ
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
'
論
説
文
を
読
ん
で
と
ら
え
た
も
の
を
消
化
し
て
自
分
の
思
想
と

し
て
太
ら
せ
て
い
-
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
。

そ
の
具
体
的
指
示
が
(
資
料
1
)
に
あ
る
4
で
あ
る
。
A
は
「
橋
を
架
け
る
」

と
い
う
行
動
を
普
遍
化
し
て
「
誠
実
な
心
」
と
と
ら
え
た
。
B
は
「
木
・
石
・

鳥
の
心
」
の
自
然
に
お
け
る
営
み
を
「
協
力
」
と
普
遍
化
し
、
C
は
「
自
分
自

分
の
桁
を
持
つ
」
と
象
徴
化
さ
れ
た
も
の
を
「
思
想
」
と
と
ら
え
た
。
そ
し
て
'

こ
d
具
体
的
な
作
業
の
た
め
に
は
'
次
の
よ
う
な
カ
ー
ド
を
1
人
二
枚
ず
つ
配

っ
た
。(

資
料
2
)

⑳
　
国
工
　
(
A
)
　
生
き
方
を
み
つ
め
る

水
上
勉
「
橋
を
架
け
る
」
の
視
点
に
し
た
が
っ
て
'
宮
本
常
1
　
「
梶
黒
山
五

郎
翁
」
を
読
む
作
業
カ
ー
ド

(
O
で
囲
む
こ
と
)

視
点
　
A
 
B
 
C
　
に
該
当
す
る
の
は
(

)
段
落
に
あ
り
'

そ
の
筋
所
の
本
文
も
し
-
は
本
文
の
要
約
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
カ
ー
ド
を
l
疲
配
布
し
た
後
、
次
の
よ
う
な
過
程
で
学
習
を
進
め
た
。

l
、
1
段
落
ず
つ
指
名
説
。
こ
の
時
へ
　
(
資
料
1
)
の
カ
ー
ド
に
指
示
し
て

あ
る
こ
と
の
見
当
を
つ
け
る
。
本
分
に
あ
る
い
-
つ
か
の
語
句
に
つ
い
て



は
指
導
者
の
方
で
段
落
ご
と
に
説
明
を
加
え
た
3

2
、
カ
ー
ド
に
記
入
す
る
。

3
、
提
出
さ
れ
た
カ
ー
ド
を
<
・
f
f
l
・
O
の
三
つ
の
視
点
ご
と
に
'
そ
し
て
、

段
落
ご
と
に
分
類
し
'
指
導
者
の
方
で
生
徒
氏
名
を
記
録
し
て
お
い
た
。

4
'
カ
ー
ド
は
学
習
者
に
返
し
、
梶
田
告
五
郎
翁
の
生
き
方
を
視
点
に
し
た

が
っ
て
と
ら
え
て
い
-
。
こ
の
時
、
分
類
し
た
も
の
の
記
録
を
も
と
に
し

て
'
問
い
か
け
を
し
な
か
ら
と
ら
え
て
い
っ
た
。

こ
の
学
習
で
は
、
学
習
者
の
め
い
め
い
が
と
ら
え
た
も
の
が
全
体
の
中
で
ど

う
い
う
位
置
を
占
め
る
か
を
別
解
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
。
学
習
者
が
課
題
の
解

決
を
し
た
も
の
を
、
全
体
の
中
に
追
い
て
み
る
と
'
同
じ
と
ら
え
方
を
し
た
者

が
多
い
の
か
'
少
な
い
の
か
'
妥
当
性
の
あ
る
と
ら
え
方
か
、
と
ら
え
ち
が
い

は
な
い
か
'
な
ど
を
和
解
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
学
習
力
至
尚
め
る

た
め
の
琵
要
な
方
法
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
ま
た
'
こ
こ
で
と
っ
た
方
法
は
、

作
業
し
た
こ
と
を
学
習
指
導
過
程
の
中
で
生
か
し
て
使
う
こ
と
に
も
な
る
。

5
'
水
上
勉
さ
ん
は
'
梶
田
宕
五
郎
翁
の
ど
う
い
う
生
き
方
に
感
動
す
る
か

を
書
-
.

こ
れ
に
は
'
次
の
よ
う
な
形
式
で
作
業
を
さ
せ
た
。

(
資
料
3
)

⑳
　
国
語
工
　
(
A
)
生
き
方
を
み
つ
め
る
　
-
　
梶
田
告
五
郎
翁
の
生
き
方
　
-

閏
　
「
自
分
自
身
の
橋
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
水
上
勉
さ
ん

は
'
梶
田
雷
五
郎
翁
の
ど
う
い
う
生
き
方
に
感
動
す
る
だ
ろ
う
か
。

梶
田
富
五
郎
翁
が

(
百
字
分
の
ワ
ク
)

生
き
方
に
水
上
勉
さ
ん
は
感
動
す
る
だ
ろ
う
。

1
'
梶
田
{
3
五
郎
翁
の
生
き
方
が
集
約
し
て
と
ら
え
て
あ
る
か
。

2
'
「
生
き
方
」
の
前
に
来
る
語
句
を
く
ふ
う
し
て
あ
る
か
。

3
、
句
読
点
は
一
字
分
と
し
て
扱
っ
て
あ
る
か
。

こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
作
業
は
'
「
感
想
を
述
べ
よ
」
と
か
'
「
要
旨
を
述
べ

よ
」
と
か
い
っ
た
も
の
で
な
-
て
'
学
習
者
の
感
動
を
集
約
し
て
述
べ
さ
せ
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
O
百
字
で
あ
る
か
ら
'
只
休
的
な
鞘
実
を
と
り
だ
し
な

が
ら
、
梶
田
話
五
郎
翁
の
生
き
方
の
核
心
と
な
る
も
の
を
考
え
さ
せ
よ
う
と
し

た
。
学
習
者
は
感
想
を
述
べ
る
よ
り
も
角
担
を
感
じ
な
い
だ
ろ
う
し
、
要
旨
を

述
べ
る
よ
り
も
と
ま
ど
い
を
感
じ
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
設
定
し
た
.
な
お
、

r
-
1
・
N
・
c
<
3
は
評
価
項
目
で
あ
る
。
こ
れ
に
○
や
レ
を
し
て
返
却
し
た
。

こ
の
「
梶
田
蝣
"
-
n
五
郎
翁
」
は
三
単
位
の
方
で
約
七
時
間
へ
凹
即
位
で
五
時
間

か
け
た
。

C
　
「
亮
督
降
誕
祭
前
後
」

辻
邦
生
「
基
督
降
誕
祭
前
後
」
は
単
元
「
生
き
方
を
み
つ
め
る
」
の
第
三
番

目
の
教
材
で
あ
る
。

こ
の
教
材
の
学
習
目
標
は
次
の
迫
り
で
あ
る
。

1
'
各
段
落
の
中
心
語
句
を
想
定
し
な
が
ら
読
み
、
論
旨
の
展
開
の
あ
ら
ま

し
を
つ
か
む
。

2
、
筆
者
の
ウ
ィ
-
ソ
や
パ
リ
で
の
体
験
が
、
日
本
人
の
精
神
の
ど
う
い
う

点
を
反
省
さ
せ
た
か
を
つ
か
む
。
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3
'
論
旨
の
展
開
を
つ
か
ん
で
'
構
成
を
考
え
る
。

学
習
指
導
過
程
は
次
の
通
り
で
あ
る
.
・
I
な
お
'
こ
の
教
材
に
は
現
代
文
を
中

心
と
し
た
三
単
位
の
「
国
語
*
{
<
)
」
の
方
は
十
時
間
、
総
合
的
に
扱
っ
た
四

単
位
の
方
は
七
時
間
を
か
け
た
。

l
t
指
名
読

ノ
　
各
段
落
ご
と
に
中
心
語
句
を
想
定
す
る
。

2
'
論
旨
の
展
開
の
あ
ら
ま
し
を
中
心
語
句
の
想
定
か
ら
つ
か
む
。

「
橋
を
架
け
る
」
で
は
、
段
落
を
事
実
と
意
見
と
に
分
け
て
と
ら
え
た
。
こ

れ
を
も
う
1
歩
進
め
て
'
各
段
落
の
中
心
的
な
語
句
を
設
定
し
て
と
ら
え
る
こ

と
に
よ
り
'
構
成
を
概
観
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
'
こ
の
文
章
の
ば
あ

い
へ
孤
独
・
責
任
・
精
神
・
思
想
と
四
つ
の
中
心
語
句
に
よ
っ
て
展
開
す
る
わ

け
で
あ
る
o
こ
の
こ
と
を
最
初
の
読
み
の
段
階
で
と
ら
え
れ
ば
'
あ
と
は
ど
う

い
う
孤
独
へ
ど
う
い
う
王
任
な
ど
と
読
み
と
っ
て
い
-
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

た
。3

、
ク
リ
ス
チ
ー
ヌ
-
-
リ
グ
ォ
ワ
I
ル
の
文
章
に
対
し
て
'
各
自
の
感
想
を

雷
-
0

こ
の
作
業
は
'
論
説
文
の
中
心
と
な
る
論
拠
に
対
し
て
感
想
を
書
-
こ
と
で

あ
る
。
論
説
文
の
中
心
的
な
論
拠
に
対
し
て
'
学
習
者
が
感
想
を
持
つ
こ
と
は
、

筆
者
の
意
見
・
主
張
に
対
し
て
'
読
み
手
が
ど
う
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
か

を
決
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
文
章
の
中
で
中
心
の
論
拠
と
な
る
ク
リ
ス
チ
ー

ヌ
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
お
け
る
体
験
に
対
し
て
'
筆
者
は
'
「
目
が
し
ら
が
熱
-

な
る
の
を
感
じ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
学
習
者
が
こ
の
感
動
を
ど
う
受
け
取
る

か
と
ら
え
る
課
題
を
設
定
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
筆
者
の
感
動
と
学
習

者
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
た
め
'
次
の
よ
う
な
形
式
の

作
文
を
寄
か
せ
た
。

(
資
料
3
)

⑳
　
国
語
工
A
　
生
き
方
を
み
つ
め
る
「
基
督
降
誕
祭
前
後
」
-
感
想
-

i
n
-
-
j
.
O
n

課
題
　
辻
邦
生
「
基
督
降
誕
祭
前
後
」
の
二
七
六
ペ
ー
ジ
・
1
2
行
か
ら
二
六

八
ペ
ー
ジ
・
1
5
行
に
は
、
ク
リ
ス
チ
ー
ヌ
=
-
ド
-
-
ヴ
ォ
ワ
-
ル
の
文

章
が
引
用
し
て
あ
る
。
こ
の
文
章
を
読
ん
で
'
各
自
の
感
想
を
述
べ
よ
。

感
想
を
述
べ
る
視
点
の
例

1
'
筆
者
は
「
目
が
し
ら
が
熱
-
な
る
の
を
感
じ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

な
ぜ
'
そ
う
感
じ
た
の
か
を
と
ら
え
て
'
筆
者
の
気
持
ち
に
対
す
る

各
自
の
考
え
を
述
べ
る
。
一
筆
者
の
感
動
)

2
'
も
し
'
自
分
が
こ
の
寄
栢
学
校
へ
い
た
ら
、
ど
う
い
う
心
に
な
っ

た
か
を
述
べ
る
。
(
ク
リ
ス
チ
-
ヌ
の
立
場
)

3
'
ク
リ
ス
マ
ス
に
対
す
る
ク
リ
ス
チ
-
ヌ
と
'
各
自
石
本
人
と
考

え
て
よ
い
)
　
の
と
ら
え
方
の
追
い
を
述
べ
る
。
(
ク
リ
ス
マ
ス
に
如

す
る
意
識
の
比
較
一

4
'
現
在
の
日
本
人
の
生
活
の
中
で
'
こ
う
し
た
「
沈
黙
」
は
必
要
な

も
の
か
ど
う
か
を
増
え
る
。
(
ク
リ
ス
チ
ー
ヌ
の
体
験
の
意
義
)
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1
'
視
点
の
設
定
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
。

2
'
自
分
の
感
想
・
考
え
が
明
碇
に
述
べ
て
あ
る
か
。

3
'
ま
と
ま
り
の
あ
る
文
章
に
な
っ
て
い
る
か
。

4
'
引
用
は
「
　
」
な
ど
を
用
い
て
い
る
か
。

5
'
句
読
点
を
打
っ
て
い
る
か
。

視
点
を
自
分
で
設
定
さ
せ
て
書
か
せ
た
。
そ
し
て
、
後
に
あ
る
l
か
ら
5
ま

で
は
評
価
項
目
で
あ
る
。
こ
う
し
て
省
か
せ
た
も
の
は
、
い
-
つ
か
選
ん
で
お

い
て
'
本
人
の
読
み
と
り
の
時
に
紹
介
し
な
が
ら
'
質
問
を
加
え
る
な
ど
し
て

読
み
深
め
の
た
め
に
用
い
た
。

4
'
ま
と
ま
り
ご
と
に
読
み
と
る
。

各
段
落
ご
と
に
中
心
語
句
を
想
定
し
な
が
ら
読
ん
で
、
四
つ
に
分
け
ら

れ
る
こ
そ
を
'
学
習
指
導
過
程
り
】
で
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
受
け

て
へ
そ
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
さ
ら
に
深
-
読
ん
で
い
.
(
.
た
。
そ
の
中
で
'

体
験
を
追
求
す
る
思
考
力
を
考
え
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
段
落
の
つ
な
が
り

i
j
g
a
f
i
H
i
E
K
i

5
'
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
る
。

こ
の
文
章
の
ま
と
め
と
い
っ
て
よ
い
.
問
題
点
と
し
て
次
の
三
つ
を
あ

げ
説
明
し
た
。
す
な
わ
ち
ヘ

ア
、
体
験
に
対
す
る
思
考
を
決
め
て
い
く
態
度

イ
'
戦
後
の
日
本
人
を
支
配
し
て
い
た
合
邦
主
義
・
物
質
僻
頂
へ
の
反
省

ウ
'
自
己
と
の
対
決
か
ら
生
ま
れ
た
思
想

の
三
点
で
あ
る
。

こ
の
文
章
は
'
高
校
一
年
生
に
と
っ
て
は
、
や
や
難
解
な
文
章
で
あ
る
3
そ

の
原
因
の
1
つ
は
概
念
的
な
表
別
が
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
'
も

う
1
つ
は
筆
者
が
批
判
の
対
象
と
し
た
口
本
の
状
況
が
、
学
習
者
を
含
め
て
多

-
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
'
何
の
疑
い
も
持
た
ず
に
過
ご
し
て
い
る
現
在
の
状

況
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
二
点
か
ら
み
て
'
私
は
説
明
を
必
要
と

す
る
と
堵
え
た
。

6
'
構
成
表
を
作
る

こ
の
教
材
の
最
後
の
学
習
指
導
過
程
と
し
て
設
定
し
た
作
業
で
あ
る
。
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(
資
料
4
)

⑳
　
国
語
I
　
(
A
)
　
生
き
方
を
み
つ
め
る
　
基
督
降
誕
祭
前
後
-
構
成
-

5

8

・

"

-

S

p

.

「
基
督
降
誕
祭
前
後
」
の
構
成
を
つ
か
む
方
法

例
1
、
各
段
落
の
要
点
と
段
落
の
働
き
を
と
ら
え
て
'
並
列
す
る

1
段
落
　
ウ
ィ
ー
ソ
の
ク
リ
ス
マ
ス
で
味
わ
っ
た
孤
独
感

2
・
　
そ
の
原
田
(
そ
れ
は
～
か
ら
で
あ
る
)

3
　
・
孤
独
感
を
味
わ
わ
な
い
仮
定
　
(
も
し
～
-
れ
れ
ば
)

4
　
　
　
ウ
ィ
ー
ン
と
対
照
的
な
パ
リ
の
ク
リ
ス
マ
ス

例
2
　
並
列
し
た
各
段
落
を
ま
と
ま
り
ご
と
に
と
ら
え
、
図
式
化
す
る

1
段
落
-

2S
M
　
　
　
　
　
-

-
ウ
ィ
ー
ン
の
ク
リ
ス
マ
ス
で
昧
-

わ
っ
た
孤
独
感
と
そ
の
原
因

4567

-
パ
-
の
深
夜
ミ
サ
で
味
わ
っ
た
-

孤
独
感
と
そ
の
内
容

例
3
　
立
体
的
に
図
式
化
す
るウ

ィ
-
ソ
の
ク
リ
ス

1
段
落
　
-
　
2
　
-
　
3
-
マ
ス
で
味
わ
っ

l

　

.

ノ

　

l

~

M

は

ソ

p

一

　

　

　

　

!

独
感
と
そ
の
原
因

4

5
　
　
　
-
　
　
　
6

作
業
の
手
順

パ
リ
の
陽
気
さ

パ
リ
の
深
夜
ミ
サ
で
昧

ノ

.

1

　

ノ

し

ヽ

Y

L

レ

T

一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

口

ノ

ー

一

4

っ
た
孤
独
感
と
そ
の
内
容

一
]-
7

(

川
　
例
i
-
4
・
N
・
M
を
参
考
に
し
て
'
ど
う
い
う
方
法
で
構
成
を
つ
か
む

か
考
え
る
.

E
i
　
二
、
三
人
の
グ
ル
ー
プ
を
作
り
へ
話
し
あ
い
な
が
ら
作
業
を
進
め
て

も
よ
い
。
た
だ
し
'
提
出
は
1
人
ず
つ
。

矧
　
1
-
6
段
落
に
つ
い
て
は
へ
例
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
よ
い
。

論
説
文
に
お
い
て
構
成
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、
本
文
全
体
を
読
み
通
し
て
い

く
た
め
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
の
論
説
文
教
材
で
も
構

成
を
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
こ
の
「
基
督
降
誕
祭
前
後
」

の
ば
あ
い
は
'
や
や
難
解
で
あ
る
の
で
、
も
う
l
度
読
み
返
し
を
さ
せ
る
こ
と

を
考
え
た
。
そ
し
て
'
並
列
・
対
比
・
統
括
な
ど
各
段
落
の
つ
な
が
り
を
自
分

で
考
え
て
構
成
表
を
作
る
こ
と
は
、
論
班
的
思
考
力
を
基
成
す
る
こ
と
に
な
る

と
考
え
て
こ
の
作
業
を
設
定
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
作
業
は
E
I
単
位
の
別
数
類
班
の
方
は
方
法
を
示
し
た
だ
け
に

と
ど
ま
り
'
作
業
を
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
三
単
位
の
現
代
文
を
中

心
と
し
た
総
退
塾
で
こ
の
教
材
に
十
時
間
'
総
合
的
に
扱
っ
た
四
単
位
の
理
数

類
型
で
七
時
間
か
か
っ
た
O

総
合
選
抜
の
組
は
、
こ
の
「
某
封
降
誕
祭
前
後
」
の
後
へ
山
崎
正
和
「
日
本

人
の
空
間
感
覚
」
で
要
約
の
方
法
を
中
心
に
泣
い
た
学
習
指
導
を
し
、
さ
ら
に

森
本
哲
郎
「
埋
も
れ
た
古
代
都
市
」
で
概
括
と
具
体
と
の
つ
な
が
り
を
と
ら
え

る
こ
と
を
中
心
に
紅
い
た
学
習
指
導
を
し
た
。
1
単
位
の
差
は
こ
う
し
た
違
い

に
も
現
れ
た
。

以
上
へ
　
「
国
語
I
」
に
お
け
る
論
説
文
を
中
心
と
し
た
単
元
「
生
き
方
を
み

つ
め
る
」
を
と
り
あ
げ
へ
論
説
文
の
学
習
指
導
に
お
け
る
問
題
点
を
指
導
過
程

に
即
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
.
　
　
　
　
(
広
島
以
立
誠
之
些
尚
等
学
校
一
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