
学
習
を
成
り
立
た
せ
る
国
語
科
授
業
の
方
法

-
　
高
校
国
語
科
授
業
実
践
の
中
か
ら
　
ー

は
じ
め
に

授
業
を
し
て
い
て
最
も
気
に
な
る
の
が
'
死
ん
だ
よ
う
な
目
を
し

て
授
業
を
聞
い
て
い
る
学
習
者
の
存
在
で
あ
る
。
ノ
ー
ト
は
と
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
授
業
に
は
明
ら
か
に
参
加
し
て
い
な
い
。

自
分
の
頭
で
考
え
て
い
な
い
。
だ
か
ら
'
た
と
え
そ
れ
が
単
な
る
教

科
書
の
読
み
で
あ
っ
て
も
、
あ
て
ら
れ
た
時
に
答
え
ら
れ
な
い
。
教

室
の
中
は
重
苦
し
い
沈
滞
ム
ー
ド
が
た
だ
よ
う
。
そ
の
う
ち
に
指
導

し
て
い
る
私
が
怒
り
出
す
。
そ
し
て
ま
す
ま
す
へ
暗
い
雰
囲
気
に
陥
っ

て
し
ま
う
。

授
業
者
の
誰
も
が
願
っ
て
い
る
の
は
'
学
習
者
が
活
発
に
発
言
し
'

明
る
く
生
き
生
き
と
し
た
表
情
を
見
せ
る
よ
う
な
授
業
風
景
だ
ろ
う

と
思
う
。
し
か
し
'
現
実
に
は
な
か
な
か
そ
う
う
ま
く
は
行
か
な
い
。

私
も
教
員
に
な
り
た
て
の
頃
は
へ
　
そ
の
夢
を
い
つ
も
措
い
て
い
た
し
、

今
で
も
で
き
得
る
な
ら
ば
へ
　
そ
の
よ
う
な
授
業
を
し
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
る
。
だ
が
へ
そ
の
夢
を
追
っ
た
が
た
め
に
へ
新
任
の
頃
へ

ず
い
ぶ
ん
苦
し
い
思
い
を
重
ね
た
よ
う
な
気
も
す
る
。
理
想
は
よ
い

高
　
野
　
英
　
朗

の
だ
が
、
理
想
が
高
す
ぎ
て
手
が
届
か
な
い
の
で
あ
る
。

現
時
点
で
の
'
私
の
理
想
の
授
業
と
は
'
学
習
者
一
人
ひ
と
り
が

自
分
の
頭
で
考
え
る
授
業
へ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
時
間
一
時
間

の
授
業
に
'
ま
ず
学
習
者
を
し
っ
か
り
参
加
さ
せ
'
学
習
者
自
身
の

頭
を
動
か
す
よ
う
に
仕
向
け
て
行
く
。
そ
ん
な
授
業
で
あ
り
た
い
と

願
っ
て
い
る
。

授
業
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
第
一
の
条
件
と
は
何
か
と
考

え
て
み
る
と
、
と
も
か
く
も
'
学
習
者
が
授
業
に
集
中
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
暑
さ
寒
さ
や
窓
か
ら
見
え
る
風
景
や
'
そ
ん

な
日
常
を
忘
れ
て
'
教
科
書
に
向
か
い
へ
授
業
者
の
話
に
耳
を
傾
け
へ

自
ら
の
頭
を
動
か
す
こ
と
が
'
基
本
に
な
る
だ
ろ
う
。

私
が
'
学
習
者
を
授
業
に
集
中
さ
せ
る
た
め
に
へ
　
日
々
行
っ
て
い

る
指
導
を
お
お
ま
か
に
ま
と
め
る
と
'
次
の
二
点
に
な
る
。

川
　
「
書
く
」
こ
と
を
取
り
入
れ
る

惚
　
登
場
人
物
の
視
点
に
立
た
せ
る
-
⊥
又
芸
作
品
の
指
導
～

こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
'
学
習
者
を
'
授
業
と
い
う
「
場
」
　
に
参
加

さ
せ
る
た
め
の
指
導
で
あ
る
。
お
お
げ
さ
に
言
え
ば
'
学
習
者
を
日
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常
か
ら
切
り
離
し
、
授
業
者
が
構
築
し
た
授
業
空
間
に
取
り
込
む
た

め
の
指
導
で
あ
る
。
授
業
と
い
う
「
場
」
に
参
加
し
て
初
め
て
へ
学

習
者
は
自
分
の
頭
を
使
い
出
す
の
で
あ
る
。

以
下
へ
　
こ
の
二
点
に
つ
い
て
工
夫
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
行
く
。

な
お
本
稿
は
'
現
任
校
で
採
用
し
て
い
る
『
標
準
　
国
語
一
改
定

版
』
(
尚
学
図
書
)
を
使
っ
た
授
業
を
材
料
に
し
て
い
る
。

一
い
つ
　
何
を
　
ど
う
　
書
か
せ
る
か

-
学
習
者
と
教
材
と
の
関
わ
り
を
引
き
出
す
た
め
に
-

い
ま
さ
ら
へ
と
い
う
田
心
い
を
持
た
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
'
「
書
く
」

こ
と
を
授
業
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
私
は
何
度
も
息
の
詰
ま

る
よ
う
な
授
業
か
ら
救
わ
れ
た
。
こ
こ
で
言
う
「
書
く
」
と
は
'
要

す
る
に
筆
答
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
口
で
答
え
さ
せ
る
の
で
は

な
く
'
書
い
て
答
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

青
木
幹
勇
氏
(
一
九
八
六
)
は
、
こ
の
筆
答
と
い
う
方
法
の
効
果

に
つ
い
て
へ
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

-
　
書
く
と
い
う
作
業
に
な
り
ま
す
と
、
当
然
そ
こ
に
時
間
の
ゆ
と

り
を
も
た
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
即
答
を
迫
ら
れ

る
と
い
う
抑
圧
が
軽
く
な
り
ま
す
。

2
　
書
-
と
い
う
作
業
に
は
'
そ
こ
に
ほ
と
ん
ど
必
然
的
に
'
思
考

が
随
伴
し
て
き
ま
す
。

3
　
挙
手
-
指
名
以
前
の
学
習
で
す
か
ら
、
こ
れ
に
全
員
を
集
中
さ

せ
る
こ
と
が
'
比
較
的
容
易
で
す
。

4
　
筆
答
の
仕
方
に
慣
れ
て
く
る
と
'
口
頭
の
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と

質
の
い
い
多
彩
な
応
答
が
得
ら
れ
ま
す
。

5
　
応
答
は
'
書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
へ
そ
れ
を
発
表
す
る
抵
抗
は

ず
っ
と
少
な
-
な
り
ま
す
し
へ
そ
の
応
答
を
比
べ
た
り
、
評
価
し

合
う
と
い
う
こ
と
も
た
や
す
く
で
き
ま
す
。
　
　
　
　
(
注
-
)

ま
た
へ
授
業
に
用
い
る
効
用
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
筆
答
法
へ
初
心
の
授
業
者
に
も
ぜ
ひ
す
す
め
た
い
と
思
い
ま

す
。
次
々
と
発
問
を
連
発
す
る
'
せ
わ
し
な
い
授
業
へ
一
部
の
子
ど

も
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
授
業
へ
指
導
が
う
わ
す
べ
り
で
定
着
を
期

待
で
き
な
い
授
業
な
ど
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
へ
落
ち
つ
い
た
授
業
の

で
き
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
患
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
(
注
2
)

私
が
「
書
-
」
こ
と
を
授
業
の
中
に
取
り
入
れ
よ
う
と
思
っ
た
き
っ

か
け
は
t
 
R
頃
自
分
の
意
見
を
な
か
な
か
口
に
し
な
い
学
習
者
達
が
t

B
6
の
用
紙
に
答
え
を
書
か
せ
て
み
る
と
、
結
構
熱
心
に
机
に
向

か
っ
て
い
る
。
し
か
も
へ
　
そ
の
中
身
を
見
て
み
る
と
'
実
に
さ
ま
ざ

ま
な
答
え
が
並
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
へ

学
習
者
が
意
見
を
出
さ
な
い
-
意
見
が
な
い
t
と
勘
速
い
し
て
い
た

こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
口
頭
で
の
応
答
で
は
な
か
な
か
意
見

を
発
表
で
き
な
い
。
授
業
者
は
そ
れ
を
意
見
が
な
い
も
の
と
勘
違
い

し
て
t
 
l
部
の
活
発
な
学
習
者
と
対
話
し
'
あ
る
い
は
自
分
の
口
で
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説
明
し
て
し
ま
う
。
意
見
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
表

す
る
機
会
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
'
意
見
が
な
い
も
の
だ
と
授
業

者
に
捉
え
ら
れ
'
自
分
と
は
関
係
の
な
い
所
で
授
業
は
進
め
ら
れ
て

い
く
。
こ
れ
で
は
授
業
が
お
も
し
ろ
い
は
ず
が
な
い
。

「
書
く
」
こ
と
を
取
り
入
れ
出
し
た
最
初
の
頃
は
、
プ
リ
ン
ト
を

作
っ
た
り
t
 
B
6
の
用
紙
を
使
っ
て
'
学
習
者
の
意
見
を
拾
い
出
し

て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
へ
回
収
し
て
目
を
通
し
て
発
表
に
移
る

の
に
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
。
と
い
う
よ
り
へ
次
の
時
間
が
発
表
の

時
間
に
な
り
、
問
が
と
ぎ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
へ
最
近
で
は
'
授

業
の
な
か
で
中
心
に
な
る
発
問
の
答
を
ノ
ー
ト
に
書
か
せ
る
よ
う
に

し
て
い
る
。
つ
ま
り
'
青
木
氏
の
言
う
筆
答
で
あ
る
。
そ
し
て
私
の

場
合
は
、
そ
の
ノ
ー
ト
を
全
員
に
教
卓
の
と
こ
ろ
ま
で
そ
れ
ぞ
れ

持
っ
て
来
さ
せ
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
t
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
ど

う
い
う
チ
ェ
ッ
ク
か
と
言
う
と
へ
　
そ
の
時
々
に
よ
る
が
、
た
と
え
ば
へ

良
-
考
え
て
い
る
意
見
か
否
か
t
や
'
日
頃
活
躍
し
て
い
な
い
学
習

者
の
中
に
良
い
意
見
が
な
い
か
否
か
'
対
立
し
て
い
る
意
見
は
な
い

か
。
あ
る
い
は
、
意
見
が
分
か
れ
て
も
良
い
場
合
は
'
答
え
の
分
類

で
あ
る
と
か
へ
要
す
る
に
、
そ
の
後
の
発
表
に
使
え
る
か
ど
う
か
を

調
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
具
体
的
に
も
授
業
の
ど
の
よ
う
な
場
面
で
筆
答
を
さ
せ
る

の
か
'
教
材
に
即
し
て
見
て
行
き
た
い
。

①
　
よ
-
読
み
考
え
な
い
と
で
き
な
い
発
問
で
書
か
せ
る

筆
頭
を
さ
せ
る
上
で
'
気
を
つ
け
て
い
る
こ
と
は
'
ま
ず
第
l
に
'

時
間
の
こ
と
で
あ
る
。
口
頭
に
よ
る
発
問
・
-
応
答
式
の
答
え
さ
せ
方

よ
り
も
、
当
然
、
時
問
が
か
か
る
。
学
習
者
の
側
か
ら
言
え
ば
'
即

答
の
必
要
が
な
い
の
で
'
心
に
余
裕
が
で
き
る
の
だ
が
'
あ
る
決
ま
っ

た
テ
ス
ト
範
囲
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
授
業
者
の
都
合
で
言
う
と
、
時

間
配
分
が
難
し
い
t
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
へ
考

え
さ
せ
る
時
間
を
節
約
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
う
何
の
た
め
に
筆
答

を
さ
せ
て
い
る
の
か
へ
わ
か
ら
な
-
な
っ
て
し
ま
う
。
次
に
へ
　
二
つ

以
上
の
こ
と
を
関
連
づ
け
な
け
れ
ば
答
え
ら
れ
な
い
問
い
へ
　
い
わ
ゆ

る
「
中
心
発
問
」
の
時
に
、
筆
答
を
さ
せ
る
。
問
う
て
も
意
味
の
な

い
'
あ
る
い
は
即
答
の
で
き
る
問
い
の
時
に
時
間
を
か
け
て
も
'
学

習
者
は
見
向
き
も
し
て
-
れ
な
い
。
そ
こ
で
へ
時
間
を
た
っ
ぷ
り
使
っ

て
も
惜
し
-
な
い
よ
う
な
へ
そ
の
1
時
間
の
授
業
の
中
心
と
な
る
発

問
の
時
に
'
学
習
者
に
筆
答
で
答
え
さ
せ
、
十
分
考
え
さ
せ
る
よ
う

に
す
る
。

た
と
え
ば
、
次
に
あ
げ
る
の
は
'
官
本
輝
の
『
十
冊
の
文
庫
本
』

と
い
う
随
筆
の
'
最
初
の
段
落
で
行
っ
た
発
問
で
あ
る
。
一
皮
通
読

し
た
後
へ
一
段
落
ま
で
が
、
授
業
範
囲
で
あ
る
。

T
l
　
文
中
に
「
わ
が
ま
ま
な
一
人
息
子
」
だ
と
あ
る
が
'
「
私
」
の

行
為
の
中
で
わ
が
ま
ま
だ
と
恩
え
る
所
を
三
つ
あ
げ
な
さ
い
。
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解
答
と
し
て
は
'
次
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
る
。

a
　
母
の
財
布
の
中
味
を
知
り
な
が
ら
執
劫
に
ね
だ
る
(
本
の
背
表

紙
を
に
ら
む
)

b
　
ふ
く
れ
っ
面
を
し
て
押
し
入
れ
の
中
に
潜
り
込
む

C
　
座
布
団
を
け
り
つ
け
る

こ
こ
ま
で
は
'
ほ
と
ん
ど
全
員
が
即
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
'
も
う
一
つ
踏
み
込
ん
で
次
の
よ
う
に
発
問
す
る
と
へ
な
か
な

か
即
答
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

T
2
　
a
に
つ
い
て
は
へ
　
な
る
ほ
ど
わ
が
ま
ま
な
態
度
に
思
え
る
が
t

b
や
C
に
つ
い
て
は
へ
　
そ
ん
な
た
い
し
た
こ
と
を
し
て
い
る
わ
け

で
も
な
い
し
、
誰
に
も
迷
惑
を
か
け
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

で
は
b
や
C
に
つ
い
て
は
へ
ど
こ
が
わ
が
ま
ま
だ
と
言
え
る
だ
ろ

r
a
s

授
業
を
し
て
い
る
私
の
ね
ら
い
と
し
て
は
'
こ
こ
で
へ
「
私
」
の

行
為
を
見
て
い
る
「
母
」
の
気
持
ち
に
気
付
い
て
欲
し
い
の
で
あ
る
。

ま
た
へ
　
こ
の
文
章
の
最
後
に
'
「
同
苦
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
出
て

く
る
の
で
'
そ
こ
に
'
最
終
的
に
は
結
び
つ
け
て
行
き
た
い
t
と
い

う
考
え
も
あ
る
。
し
か
し
'
こ
う
い
う
授
業
者
の
思
い
込
み
の
強
い

発
問
は
'
後
に
な
っ
て
冷
静
に
考
え
る
と
'
即
答
を
求
め
る
方
が
無

理
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
教
材
を
事
前
に
何
度
も
読
ん
で
い
る
授
業

者
と
'
授
業
の
中
だ
け
で
も
し
か
も
通
読
し
た
の
は
一
度
だ
け
と
い

う
学
習
者
と
の
、
「
読
み
こ
み
の
差
」
が
あ
る
こ
と
を
'
授
業
者
は

忘
れ
が
ち
で
あ
る
と
思
う
。
口
頭
で
の
発
間
I
応
答
式
の
授
業
で
行

き
詰
ま
る
の
は
'
こ
う
い
う
「
読
み
こ
み
の
差
」
に
か
か
わ
る
と
こ

ろ
が
多
い
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
T
2
の
よ
う
な
発
問
は
'
発
問
を

出
す
前
か
ら
'
即
答
の
難
し
い
問
い
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
'

こ
う
い
う
場
面
で
'
じ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
た
い
の
で
あ
る
。
そ

う
い
う
時
に
、
筆
答
の
効
果
が
、
よ
り
戯
れ
て
-
る
。
時
間
を
数
分

か
け
て
ノ
ー
ト
に
書
か
せ
'
全
員
が
書
け
て
い
る
よ
う
で
あ
れ
ば
'

口
頭
で
の
発
表
に
移
っ
て
も
良
い
L
へ
考
え
よ
う
と
し
て
い
な
い
者

が
い
た
り
'
皆
の
意
見
を
も
と
に
授
業
を
組
み
立
て
よ
う
と
田
心
う
時

は
、
教
卓
ま
で
持
っ
て
来
さ
せ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
。

実
際
の
授
業
で
は
チ
ェ
ッ
ク
を
し
た
の
だ
が
'
答
が
「
母
」
の
気

持
ち
に
ま
で
触
れ
て
い
る
の
は
半
分
ぐ
ら
い
で
'
後
の
者
は
「
ふ
-

れ
っ
面
を
す
る
の
は
良
く
な
い
」
で
あ
る
と
か
へ
「
座
布
団
を
け
る

の
は
反
抗
的
だ
」
と
い
う
答
で
、
今
ひ
と
つ
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。

た
だ
へ
ま
が
り
な
り
に
も
自
分
で
一
度
考
え
て
い
る
の
で
'
そ
の
後
へ

発
表
の
時
間
で
の
学
習
者
の
授
業
へ
の
集
中
度
が
違
っ
て
-
る
。
こ

こ
が
'
口
頭
で
の
応
答
で
授
業
を
す
す
め
る
場
合
と
の
大
き
な
違
い

な
の
で
あ
る
。
T
2
の
よ
う
な
発
問
で
も
即
答
で
き
る
学
習
者
が
'

ク
ラ
ス
の
中
に
も
、
一
人
へ
　
二
人
は
必
ず
い
る
。
も
し
へ
そ
の
学
習

者
と
の
応
答
で
授
業
を
す
す
め
た
ら
、
そ
れ
意
外
の
学
習
者
の
意
欲

は
半
減
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
へ
同
じ
よ
う
な
例
を
あ
げ
て
み
る
。
芥
川
龍
之
介
の
小
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説
『
蜜
柑
』
最
終
段
落
で
の
発
問
で
あ
る
。
主
人
公
の
「
私
」
が
'

小
娘
の
投
げ
た
蜜
柑
の
鮮
や
か
な
色
を
見
て
へ
「
あ
る
え
た
い
の
知

れ
な
い
朗
ら
か
な
心
持
ち
」
に
な
る
場
面
で
あ
る
。

T
~
　
「
私
」
の
心
に
焼
き
つ
け
ら
れ
た
「
こ
の
光
景
」
と
は
ど
ん

な
光
景
か
。
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
て
教
科
書
か
ら
抜
き
出

し
な
さ
い
。

こ
れ
は
簡
単
な
問
い
で
あ
る
か
ら
へ
し
ば
ら
く
時
間
を
と
っ
た
後
へ

筆
答
で
は
な
く
へ
　
口
頭
で
答
え
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
「
暮
色
を

帯
び
た
町
外
れ
の
踏
切
り
」
へ
「
小
鳥
の
よ
う
に
声
を
あ
げ
た
三
人
の

子
供
た
ち
」
へ
「
そ
の
上
に
乱
落
す
る
鮮
や
か
な
蜜
柑
の
色
」
を
そ
れ

ぞ
れ
板
書
し
、
そ
の
三
つ
が
ば
ら
ば
ら
で
な
く
へ
組
み
合
わ
さ
れ
て

1
枚
の
絵
の
よ
う
に
「
私
」
の
心
に
焼
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
押
さ

え
る
。
そ
の
後
'
重
ね
て
次
の
よ
う
に
発
問
す
る
。

T
2
　
こ
れ
ま
で
「
言
い
よ
う
の
な
い
疲
労
と
倦
怠
」
に
包
ま
れ
て

い
た
「
私
」
が
'
こ
こ
で
ど
う
し
て
「
朗
ら
か
な
心
持
ち
」
に
な
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
も
'
即
答
す
る
に
は
か
な
り
難
し
い
問
い
で
あ
る
。
前
段
落

で
説
明
さ
れ
る
「
小
娘
」
の
事
情
と
弟
た
ち
へ
の
思
い
へ
そ
れ
に
蜜

柑
の
鮮
や
か
な
色
を
合
わ
せ
て
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ

ん
へ
授
業
者
側
の
発
問
自
体
を
工
夫
す
る
努
力
も
足
り
な
い
の
だ
が
'

で
き
れ
ば
'
自
分
な
り
の
答
え
を
見
つ
け
て
欲
し
い
問
題
で
は
あ
る
。

ま
た
へ
「
小
娘
」
の
気
持
ち
と
蜜
柑
の
色
を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
て

く
れ
る
か
'
楽
し
み
な
気
も
す
る
。
こ
ん
な
発
問
の
時
に
は
'
で
き

る
だ
け
数
多
-
の
学
習
者
の
考
え
を
知
り
た
い
L
へ
難
し
い
問
い
に
'

考
え
る
こ
と
を
放
棄
し
て
い
な
い
か
'
把
握
す
る
必
要
も
あ
る
。
こ

う
い
う
時
に
'
時
間
を
と
っ
て
筆
答
を
さ
せ
へ
ゆ
っ
-
り
考
え
さ
せ

る
こ
と
で
'
意
外
な
ほ
ど
へ
学
習
者
は
熱
心
に
取
り
組
ん
で
-
れ
る

こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

学
習
者
を
T
2
の
よ
う
な
発
問
に
誘
い
込
む
工
夫
は
'
ま
ず
へ
誰

で
も
答
え
ら
れ
る
t
 
T
l
の
よ
う
な
問
い
を
用
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
何
だ
へ
そ
れ
く
ら
い
な
ら
答
え
ら
れ
る
。
」
と
思
わ
せ
て
答
え
さ
せ
'

さ
ら
に
そ
の
答
え
か
ら
よ
り
深
い
問
い
を
切
り
込
む
の
で
あ
る
。
自

分
で
一
度
考
え
た
所
を
'
さ
ら
に
問
わ
れ
る
形
に
な
る
の
で
'
次
の

問
い
に
も
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
入
っ
て
い
け
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

た
め
へ
　
T
~
の
よ
う
な
簡
単
な
問
い
の
際
に
'
全
員
が
答
を
ノ
ー
ト

に
書
け
て
い
る
こ
と
を
'
机
間
巡
視
を
し
て
確
か
め
て
お
く
こ
と
が
'

必
要
に
な
る
。

②
　
書
く
し
か
な
い
状
況
に
し
て
書
か
せ
る

-
学
習
者
と
教
材
と
の
関
わ
り
を
引
き
出
す
た
め
の
手
引
き
-

①
で
は
'
一
般
的
な
授
業
で
用
い
る
筆
答
に
つ
い
て
述
べ
た
が
'

こ
こ
で
は
、
特
に
現
代
詩
の
時
に
よ
-
行
う
'
「
書
-
」
こ
と
を
敢
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り
入
れ
た
授
業
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。
発
問
に
対
す
る
答
え
で

は
な
い
と
い
う
点
で
'
筆
答
と
い
う
よ
り
へ
短
作
文
を
取
り
入
れ
た

授
業
と
言
っ
た
方
が
良
い
か
も
知
れ
な
い
。

学
習
者
の
「
詩
は
よ
-
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
声
の
中
に
は
'
授

業
者
の
解
説
の
内
容
が
詩
の
語
句
か
ら
は
な
か
な
か
読
み
取
れ
ず
'

結
果
と
し
て
、
板
書
事
項
を
丸
暗
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、

つ
ま
ら
な
さ
、
詩
の
授
業
に
対
す
る
不
信
感
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ

る
。
「
わ
か
ら
な
さ
」
の
も
う
一
つ
の
原
因
は
'
解
説
型
の
授
業
に
慣

ら
さ
れ
て
い
る
結
果
と
し
て
'
詩
の
語
句
を
読
ん
で
自
分
の
読
み
を

構
築
す
る
と
い
う
努
力
を
あ
き
ら
め
、
授
業
者
の
解
説
を
待
つ
姿
勢

に
な
っ
て
し
計
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
'
詩
の
中

に
少
し
で
も
わ
か
り
に
-
い
箇
所
が
あ
る
場
合
に
'
自
分
な
カ
に
読

む
こ
と
を
放
棄
L
へ
授
業
者
の
解
説
を
待
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

た
だ
へ
そ
の
学
習
者
の
詩
に
対
す
る
意
欲
の
失
せ
た
取
り
組
み
方
を

私
な
り
に
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
詩
を
扱
っ
た
授
業
の
中
で
'

学
習
者
自
身
の
読
み
が
あ
ま
り
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
起

因
し
て
い
る
よ
う
に
恩
う
。
自
分
の
読
み
と
は
か
け
離
れ
た
よ
う
な

授
業
者
の
解
説
を
聞
き
、
自
信
を
な
く
し
て
き
た
結
果
の
姿
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

だ
か
ら
私
は
'
学
習
者
の
詩
に
対
す
る
「
わ
か
り
に
く
さ
」
と
い

う
こ
と
を
逆
手
に
取
っ
て
、
次
の
よ
う
な
形
で
'
詩
の
言
葉
に
向
き

あ
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
へ
　
ノ
ー
ト
に
書
か
せ
る

こ
と
も
あ
る
L
へ
時
間
に
余
裕
が
あ
れ
ば
'
音
読
の
後
へ
　
B
6
の
用

紙
に
じ
っ
-
り
書
か
せ
て
回
収
す
る
こ
と
も
あ
る
。
以
下
は
B
6
の

用
紙
に
記
入
さ
せ
る
と
き
の
様
式
で
あ
る
。
こ
の
時
は
'
高
村
光
太

郎
『
道
程
』
へ
千
家
元
麿
「
雁
』
へ
丸
山
煎
『
水
夫
の
足
』
三
編
を
l

皮
に
扱
い
へ
ま
ず
音
読
し
た
後
へ
　
用
紙
に
書
か
せ
、
回
収
す
る
こ
と

に
し
た
。
し
た
が
っ
て
へ
　
そ
の
意
見
を
授
業
で
扱
う
の
は
、
次
時
か

ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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詩
の
授
業
が
、
こ
の
用
紙
か
ら
始
ま
る
の
だ
か
ら
へ
学
習
者
は
逃

げ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
た
だ
、
い
き
な
り
こ
の
用
紙
を
配
っ
て

も
、
拒
否
反
応
を
起
こ
す
こ
と
も
あ
る
の
で
'
配
布
前
に
へ
通
読
後
へ

三
編
の
詩
に
目
を
通
さ
せ
'
わ
か
り
に
く
い
(
意
味
が
と
り
に
く
い
)

行
に
傍
線
を
引
か
せ
る
作
業
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
わ
か
る
所
で
は

な
-
'
よ
-
わ
か
ら
な
い
所
と
い
う
指
定
な
の
で
'
比
較
的
楽
に
傍

線
が
引
け
る
よ
う
で
あ
る
。
い
-
つ
か
傍
線
を
引
か
せ
た
後
へ
　
そ
の



中
で
最
も
わ
か
り
に
く
い
所
に
マ
ー
ク
を
さ
せ
な
が
ら
へ
　
こ
の
用
紙

を
配
布
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
へ
も
う
用
紙
の
半
分
は
書
け

た
も
同
然
な
の
で
'
後
は

E
jの
部
分
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
時
間
を
と
っ
て
、
一
人
ひ
と
り
の
机
を
'
全
-
書
け
て
い
な

い
者
が
い
な
い
か
見
回
っ
て
'
も
し
書
け
て
い
な
け
れ
ば
'
ヒ
ン
ト

を
出
し
た
り
す
る
。
こ
う
し
て
集
め
た
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
'
分
類

整
理
し
て
'
特
に
違
っ
た
意
見
や
'
対
立
し
た
意
見
が
な
い
か
ど
う

か
調
べ
て
お
く
。
そ
う
い
う
箇
所
で
は
'
授
業
展
開
の
中
で
立
ち
止

ま
り
'
皆
で
考
え
、
ま
た
そ
の
答
え
を
ノ
ー
ト
に
書
か
せ
た
り
す
る
o

ま
た
、
学
習
者
の
意
見
が
少
な
い
箇
所
で
も
'
授
業
者
側
が
読
み
を

深
め
た
い
場
所
で
立
ち
止
ま
る
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
。

ま
た
へ
こ
の
よ
う
に
事
前
の
l
時
間
を
使
わ
な
く
て
も
う
一
時
間

の
間
に
ノ
ー
ト
を
書
か
せ
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
'
筆
答
と
同
じ
よ
う
な

形
で
授
業
を
す
す
め
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
い
う
時
に
「
わ
か
り
に

く
い
所
」
で
は
意
見
が
ば
ら
つ
き
す
ぎ
て
'
ま
と
ま
ら
な
い
と
い
う

不
安
が
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
行
を
指
定
し
て
書
か
せ
て
も
良
い
と
恩

う
。
ま
た
は
へ
教
材
に
よ
っ
て
、
一
番
好
き
な
行
を
あ
げ
よ
。
そ
の

理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
ど
・
-
‥
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
よ
う

に
す
る
こ
と
も
あ
る
。
「
わ
か
ら
な
い
所
」
が
詩
へ
の
負
の
ひ
っ
か

か
り
で
あ
れ
ば
'
「
好
き
な
所
」
は
正
の
ひ
っ
か
か
り
だ
か
ら
で
あ

る
。
ど
ち
ら
に
し
ろ
へ
　
「
書
く
」
　
こ
と
で
'
学
習
者
を
教
材
に
向
き

合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
指
導
の
際
に
大
事
な
こ
と
は
'
た
と
え
書
か
せ
る
内
容
は

違
っ
て
も
う
実
際
に
書
か
せ
る
前
に
へ
詩
の
本
文
に
傍
線
を
引
か
せ

る
作
業
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
作
業
は
'
全
員

が
す
ぐ
で
き
る
よ
う
な
も
の
が
良
い
。
そ
し
て
、
そ
の
作
業
か
ら
発

展
さ
せ
る
形
で
書
か
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
'
学
習
者

の
意
識
は
'
「
書
く
」
方
へ
と
追
い
込
ま
れ
て
行
く
。
ま
た
、
そ
の

書
か
せ
方
も
'
半
分
文
章
化
さ
れ
て
い
て
'
後
を
埋
め
る
よ
う
な
形

の
方
が
'
学
習
者
に
と
っ
て
よ
り
書
き
や
す
い
も
の
と
な
る
。

二
　
ど
の
よ
う
に
し
て
登
場
人
物
の
視
点
に
立
た
せ
る
か

ー
学
習
者
を
作
品
世
界
の
中
に
入
ら
せ
る
た
め
に
-

一
で
は
'
主
に
「
書
く
」
と
い
う
こ
と
を
授
業
展
開
の
中
に
取
り

入
れ
る
こ
と
で
'
学
習
者
の
意
欲
を
喚
起
し
、
授
業
に
参
加
さ
せ
て

行
-
方
法
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
れ
は
'
小
説
で
あ
れ
へ
評
論
で
あ

れ
、
色
々
な
教
材
に
応
用
で
き
る
t
と
言
う
よ
り
へ
教
材
に
し
ぼ
ら

れ
な
い
'
授
業
展
開
の
上
で
の
一
つ
の
方
法
で
あ
る
と
と
ら
え
て
.
い

る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
'
文
芸
作
品
に
つ
い
て
用
い
る
'
授
業
展
開

の
一
つ
の
指
導
法
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

国
語
教
育
学
の
中
で
、
「
視
点
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
へ
　
最
も

詳
し
く
論
じ
て
い
る
の
は
'
西
郷
竹
彦
氏
を
は
じ
め
と
す
る
へ
　
い
わ

ゆ
る
西
郷
文
芸
学
の
論
考
で
あ
る
と
思
う
。
西
郷
文
芸
学
で
は
'
作

品
の
構
造
分
析
の
上
で
の
「
視
点
諭
」
が
か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ
へ

私
達
が
文
芸
教
材
を
分
析
す
る
時
に
、
こ
の
　
「
視
点
論
」
を
無
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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ま
た
、
一
方
で
へ
　
こ
の
「
視
点
」
と
い
う
考
え
方
は
'
他
者
認
識

の
l
方
法
と
し
て
'
認
知
心
理
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
な
さ
れ
て

き
た
。
そ
の
中
で
'
認
知
心
理
学
で
い
う
「
視
点
」
の
考
え
方
を
、

直
接
へ
文
芸
作
品
の
読
み
の
中
で
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
が
'
宮
崎

清
孝
氏
(
一
九
八
五
)
　
で
あ
っ
た
。
彼
の
論
の
中
で
'
「
作
品
の
中

の
視
点
」
と
「
読
み
手
の
視
点
」
の
区
別
を
明
確
に
し
て
い
る
所
が
'

私
に
と
っ
て
ま
ず
魅
力
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
へ
他
者
理
解
、
国
語
教

育
に
引
き
つ
け
て
言
え
ば
登
場
人
物
の
心
情
理
解
へ
　
の
一
つ
の
方
法

と
し
て
'
「
(
見
え
)
先
行
方
略
」
と
い
う
'
「
読
み
手
」
側
の
方
略

を
提
案
し
て
い
る
こ
と
も
'
新
鮮
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
こ
の
「
(
見

え
)
先
行
方
略
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

他
者
の
心
情
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
'
ま
ず
そ
の
他
者
が
彼
の

ま
わ
り
の
世
界
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
彼
か
ら
見
た
(
見

え
)
を
生
成
し
て
み
る
t
と
い
う
や
り
方
　
　
　
　
　
　
　
(
注
3
)

文
芸
作
品
に
お
け
る
「
読
み
」
と
い
う
こ
と
で
言
い
換
え
れ
ば
'

「
登
場
人
物
の
心
情
を
理
解
す
る
と
き
に
も
ま
ず
そ
の
登
場
人
物
か

ら
見
た
ま
わ
り
の
世
界
を
想
起
し
て
み
る
、
と
い
う
や
り
方
」
と
な

ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
利
用
し
た
'
授
業
展
開
の
方
法
と
し
て
言
え

ば
'
学
習
者
を
登
場
人
物
の
視
点
に
立
た
せ
る
t
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
注
4
)

文
芸
作
品
を
授
業
で
扱
う
と
き
に
難
し
い
の
は
'
作
品
理
解
が
う

わ
す
べ
り
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
常
に
つ
き
ま
と
う
か
ら
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
仮
に
学
習
者
が
授
業
に
集
中
し
て
い
た
と
し
て
も
'

概
念
的
な
理
解
だ
け
に
と
ど
ま
れ
ば
'
何
の
た
め
に
文
芸
作
品
を
授

業
で
扱
っ
て
い
る
の
か
へ
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
授
業
者
で

あ
る
私
は
'
そ
こ
か
ら
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
'
学
習
者
に
作
品
世

界
の
中
に
少
し
で
も
入
り
こ
ん
で
も
ら
い
へ
登
場
人
物
の
心
情
を
実

感
的
に
理
解
し
て
欲
し
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
'
登
場
人
物

の
視
点
に
も
学
習
者
を
立
た
せ
る
工
夫
が
必
要
に
な
る
。
宮
崎
氏
の

(
見
え
)
と
い
う
考
え
方
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
'
私
は
'
授
業
展
開
の

中
で
'
次
の
よ
う
な
工
夫
を
取
り
入
れ
て
み
た
。
そ
れ
ぞ
れ
へ
学
習

者
を
登
場
人
物
の
視
点
に
立
た
せ
る
よ
う
に
努
力
し
た
つ
も
り
で
あ

る
。

①
「
ど
こ
か
ら
」
見
て
い
る
か
を
考
え
さ
せ
作
品
の
中
に
入
ら
せ
る

教
材
は
'
井
伏
鱒
二
の
『
山
根
魚
』
で
あ
る
。
岩
屋
の
外
の
世
界

に
あ
こ
が
れ
る
が
'
ど
う
し
て
も
出
ら
れ
な
い
山
根
魚
が
、
し
だ
い

に
「
よ
く
な
い
性
質
」
を
帯
び
へ
蛙
を
岩
屋
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う

話
で
あ
る
。
こ
の
作
品
を
授
業
す
る
と
き
'
ど
う
し
て
も
山
根
魚
の

内
面
を
実
感
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
'
論
理
的
に
考
え
る
だ
け
で
は
'
蛙
を
閉
じ
込
め
た
山
根
魚
の
行

動
が
'
単
な
る
八
つ
当
た
り
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
全
七
段
落
の
中
で
'

蛙
を
閉
じ
込
め
る
の
は
五
段
落
で
あ
る
が
'
私
は
二
段
落
に
着
目
し

て
み
た
。
二
段
落
に
は
'
岩
屋
の
外
の
光
景
が
山
根
魚
の
視
点
か
ら

美
し
く
描
か
れ
'
最
後
に
'
「
山
椴
魚
は
今
に
も
目
が
く
ら
み
そ
う
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だ
と
つ
ぶ
や
い
た
。
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
'
山
根
魚
の
視
点
に
そ
っ

て
外
の
世
界
の
美
し
さ
を
実
感
的
に
捉
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
と

思
い
、
次
の
よ
う
に
指
示
し
た
。

T
　
山
根
魚
の
目
は
、
水
面
よ
り
上
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
下
に

あ
る
の
か
。
ま
ず
、
根
拠
に
な
る
と
こ
ろ
を
あ
げ
て
み
な
さ
い
。

苓
乙
の
参
考
に
な
る
の
は
'
岩
屋
の
中
の
「
す
ぎ
ご
け
の
花
粉
」

の
記
述
と
も
岩
屋
の
外
の
「
水
底
に
生
え
た
藻
」
「
多
-
の
め
だ
か
」

「
渦
に
浮
か
ぶ
白
い
花
弁
」
の
描
写
で
あ
る
。
だ
が
'
水
面
よ
り
上

か
ら
見
て
い
る
の
か
下
か
ら
な
の
か
は
っ
き
り
と
し
た
決
め
手
は
な

い
。
た
だ
へ
　
こ
こ
で
明
確
な
こ
と
は
'
岩
屋
の
中
よ
り
も
'
外
の
世

界
の
ほ
う
が
'
圧
倒
的
に
美
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
へ
参

考
に
な
る
記
述
が
多
い
だ
け
に
'
学
習
者
も
活
発
に
発
言
す
る
。
作

品
の
構
造
が
'
山
根
魚
の
視
点
に
添
っ
て
い
る
以
上
へ
そ
こ
に
描
か

れ
て
い
る
「
藻
」
や
「
め
だ
か
」
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
'
山
椴
魚

の
視
点
に
立
っ
て
、
作
品
世
界
を
眺
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

水
面
が
実
際
に
ど
ち
ら
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
'
実
は
あ
ま

り
重
要
で
は
な
い
。
こ
の
時
間
で
は
、
ま
ず
学
習
者
を
山
根
魚
の
視

点
に
立
た
せ
、
そ
の
上
で
'
な
ぜ
山
根
魚
が
「
今
に
も
目
が
-
ら
み

そ
う
」
に
な
っ
た
の
か
へ
考
え
さ
せ
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
で

四
、
五
段
落
で
の
山
根
魚
の
心
情
を
実
感
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
つ

な
げ
て
行
く
こ
と
が
、
授
業
者
の
ね
ら
い
な
の
で
あ
る
。

次
に
へ
や
は
り
へ
「
ど
こ
か
ら
」
見
て
い
る
の
か
へ
と
い
う
こ
と
を

考
え
さ
せ
た
'
短
歌
で
の
授
業
に
つ
い
て
述
べ
る
。

短
歌
は
へ
そ
の
み
そ
ひ
と
文
字
の
中
に
'
作
者
が
創
り
出
し
た
独

自
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
作
品
世
界
の
中
に
読
み

手
が
入
り
へ
自
分
の
読
み
を
形
づ
-
っ
て
い
か
な
い
限
り
へ
　
た
だ
の

三
一
文
字
に
す
ぎ
な
-
な
る
。
こ
こ
で
は
若
山
牧
水
の
次
の
作
品
で

の
授
業
展
開
で
あ
る
。

白
鳥
は
か
な
し
か
ら
ず
や
空
の
市
街
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ

一
羽
も
し
く
は
数
羽
の
海
鳥
の
白
さ
が
'
空
の
青
色
へ
海
の
青
い

色
に
対
比
さ
れ
て
'
鮮
や
か
な
色
彩
感
の
あ
る
作
品
で
あ
る
。

「
か
な
し
か
ら
ず
や
」
は
も
ち
ろ
ん
へ
　
「
染
ま
ず
」
と
い
う
語
句
か
ら

は
へ
　
そ
の
白
鳥
の
姿
に
'
孤
独
へ
　
あ
る
い
は
へ
寂
し
さ
の
よ
う
な
も

の
が
感
じ
ら
れ
る
。
た
だ
一
つ
へ
明
ら
か
で
な
い
と
思
え
る
の
は
、

作
者
の
視
点
の
位
置
で
あ
る
.
こ
の
白
鳥
の
姿
を
'
作
者
が
「
ど
こ

か
ら
」
見
て
い
る
の
か
へ
と
い
う
点
で
あ
る
。
当
然
へ
作
者
は
あ
る

一
点
か
ら
描
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
'
私
に
は
'
す
っ
き

り
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

授
業
で
は
'
思
い
き
っ
て
へ
次
の
三
つ
の
視
点
を
指
定
し
、
学
習

者
に
提
示
し
た
。

a
　
船
の
上
か
ら
見
て
い
る

b
　
浜
辺
か
ら
見
て
い
る
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C
　
海
辺
に
あ
る
崖
の
上
か
ら
見
て
い
る

そ
の
後
へ
　
こ
の
三
つ
の
う
ち
へ
一
つ
の
視
点
を
選
ぶ
よ
う
に
指
示

し
、
ま
た
へ
各
自
が
措
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
で
き
る
だ
け
鮮
明
に
す
る

た
め
に
、
周
り
の
二
・
三
人
と
話
し
合
わ
せ
て
み
た
。
た
だ
、
話
し

合
い
の
中
で
白
鳥
が
「
た
だ
よ
」
っ
て
い
る
場
所
が
問
題
に
な
り
、
「
空

に
浮
か
ん
で
い
る
」
と
い
う
意
見
と
'
「
海
に
浮
か
ん
で
い
る
」
と

い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
。
海
か
ら
の
凪
に
乗
っ
て
空
に
浮
か
ん
で
い

る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
'
と
い
う
か
た
ち
で
話
し
合
い
は
収
ま
っ
た

の
だ
が
'
私
自
身
は
、
空
に
「
た
だ
よ
ふ
」
姿
し
か
イ
メ
ー
ジ
し
て

い
な
か
っ
た
の
で
'
予
想
外
の
展
開
に
あ
わ
て
て
し
ま
っ
た
。
学
習

者
の
答
と
し
て
多
か
っ
た
の
は
t
 
b
と
C
で
あ
っ
た
が
t
 
a
を
主
張

す
る
も
の
も
い
て
'
か
な
り
活
発
に
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
。
結
局
、

一
つ
の
答
に
し
ぼ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
'
各
自
の
頭
の

中
で
'
最
も
白
鳥
が
悲
し
げ
に
見
え
る
情
景
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
視

点
を
選
ぶ
こ
と
を
確
認
し
て
へ
　
こ
の
視
点
に
つ
い
て
の
展
開
を
終
え

た
。私

の
ね
ら
い
は
'
視
点
を
問
題
に
し
な
が
ら
、
実
は
視
点
を
明
ら

か
に
す
る
と
こ
ろ
に
は
な
い
。
こ
の
作
品
を
'
あ
る
い
は
「
白
鳥
」

を
'
学
習
者
各
自
が
意
味
づ
け
し
て
い
く
へ
そ
の
入
口
と
し
て
'
視

点
を
問
題
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
白
鳥
の
姿
に
牧
水
を
重
ね
合
わ
せ

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
へ
　
こ
の
作
品
の
持
つ
情
景
の
世
界
を
'

読
み
手
が
自
分
な
り
に
形
づ
く
っ
た
後
の
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
へ
　
こ
の
指
示
は
'
作
品
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
て
い
る
世
界
に
'
読

み
手
で
あ
る
学
習
者
を
導
-
一
つ
の
工
夫
と
呼
べ
る
と
思
う
。

②
　
「
何
を
」
見
て
い
る
か
を
押
さ
え
作
品
の
中
ん
入
ら
せ
る

教
材
は
'
芥
川
龍
之
介
の
『
蜜
柑
』
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
'

主
人
公
で
あ
る
「
私
」
の
心
情
が
'
「
言
い
よ
う
の
な
い
疲
労
と
倦

怠
」
と
い
う
心
持
ち
か
ら
'
「
小
娘
」
の
投
げ
た
鮮
や
か
な
蜜
柑
の

色
を
見
て
へ
「
朗
ら
か
な
心
持
ち
」
　
へ
と
変
化
す
る
作
品
で
あ
る
。

こ
の
「
私
」
の
心
情
の
変
化
を
'
「
私
」
か
ら
見
た
小
娘
の
外
見
を
問

題
に
す
る
こ
と
で
、
学
習
者
に
確
認
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
へ
授
業
を
展
開
し
て
み
た
。

小
娘
の
詳
し
い
外
見
に
つ
い
て
の
描
写
が
'
第
二
段
落
と
第
五
段

落
に
登
場
す
る
。
第
二
段
落
で
は
'
「
疲
労
と
倦
怠
」
と
に
包
ま
れ
た

「
私
」
が
'
列
車
に
飛
び
乗
っ
て
き
た
小
娘
に
'
う
さ
ん
く
さ
げ
な

「
一
瞥
」
を
投
げ
る
。
第
五
段
階
で
は
'
「
朗
ら
か
な
心
持
ち
」
に
な
っ

た
「
私
」
が
、
改
め
て
へ
小
娘
を
「
注
視
」
す
る
。
対
応
す
る
そ
れ

ぞ
れ
の
小
娘
の
描
写
を
抜
き
出
し
て
み
た
の
が
'
次
の
表
で
あ
る
。

第
二
段
落
で
は
、
A
は
「
下
品
な
顔
立
ち
」
へ
B
は
「
服
装
が
ふ

け
つ
」
へ
C
は
「
愚
鈍
な
心
」
と
い
う
よ
う
に
'
「
私
」
の
評
価
が
下

さ
れ
て
い
る
。
だ
が
'
「
朗
ら
か
な
心
持
ち
」
に
な
っ
た
第
五
段
落

で
は
'
負
の
評
価
の
根
拠
に
な
っ
て
い
た
へ
「
桟
な
で
の
傷
あ
と
」
や

「
気
持
ち
の
悪
い
ほ
ど
赤
-
」
で
あ
る
と
か
へ
「
垢
じ
み
た
」
へ
「
だ
ら

り
と
」
な
ど
の
描
写
が
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
私
自
身
の
読
み
と

し
て
は
'
そ
こ
に
「
朗
ら
か
な
心
持
ち
」
に
な
っ
た
「
私
」
の
内
面
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C B A

節

し 巻 は だ
つ三 U .L ら 一
か 等 が じ 赤 け な
り の だ み く の で
担 赤 ら た 火 両 の
ら 切 り 萌 照 頼 傷
れ 符 と 黄 ら を あ

段て が 垂 色 せ 気 と
い 大 れ の た 持 の 落た 事 下 毛 ち あ

そ が 糸 の る
つ つの 悪 ひ
に た 襟 い び

C b a

節

を
握 し
つ つ

に 萌
黄
色

童 …

ず

て か
い り

の
毛

五

る 皇 糸
の

段

専
初
符

襟
巻
き

)
ひ
び
だ

落

の
変
化
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
授
業
で
は
、
第
二
段

落
の
読
み
取
り
の
段
階
で
へ
　
こ
の
表
の
上
側
を
作
ら
せ
て
お
き
へ

「
私
」
の
目
か
ら
見
た
小
娘
の
外
見
に
つ
い
て
へ
学
習
者
に
意
識
づ

け
を
行
っ
た
。
そ
し
て
へ
第
五
段
落
の
読
み
取
り
の
際
に
も
対
応
す

る
所
に
傍
線
を
引
か
せ
、
次
の
よ
う
に
発
問
し
た
。

T
l
　
こ
の
二
箇
所
を
比
較
し
て
み
て
、
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
指

旧
E
=
E
i

T
2
　
そ
の
違
い
は
「
私
」
の
気
持
ち
の
変
化
と
ど
の
よ
う
に
結
び

つ
い
て
い
る
か
。

T
2
に
つ
い
て
は
筆
答
で
答
え
さ
せ
'
考
え
さ
せ
る
予
定
だ
っ
た

の
だ
が
へ
そ
の
前
段
階
の
、
蜜
柑
の
色
に
象
徴
さ
れ
た
小
娘
の
気
持

ち
の
読
み
取
り
の
方
に
時
間
を
と
ら
れ
て
'
実
際
の
授
業
で
は
、
学

習
者
か
ら
の
十
分
な
意
見
を
拾
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
口
頭
で

答
え
さ
せ
た
と
こ
ろ
へ
活
発
な
ク
ラ
ス
で
は
T
2
に
つ
い
て
も
発
言

が
得
ら
れ
た
が
'
全
-
発
言
が
得
ら
れ
ず
に
私
の
説
明
に
終
わ
っ
て

し
ま
っ
た
ク
ラ
ス
も
あ
る
O

現
在
で
の
私
の
反
省
と
し
て
は
'
時
間
配
分
の
ま
ず
さ
も
あ
っ
た

が
'
も
う
1
つ
は
'
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
'
「
私
」
の
心
情

の
変
化
を
実
感
と
し
て
確
認
す
る
に
は
難
し
い
所
を
選
ん
で
し
ま
っ

た
と
い
う
思
い
も
あ
る
。
小
娘
の
外
見
描
写
が
い
ち
じ
る
し
く
変
化

す
る
か
'
も
し
-
は
'
付
加
さ
れ
た
変
化
で
あ
れ
ば
'
「
私
」
の
視

点
に
立
っ
た
心
情
理
解
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
知
れ
な
い
。

①
の
よ
う
に
'
「
ど
こ
か
ら
」
見
て
い
る
か
を
問
芯
に
し
た
授
業
で

は
'
学
習
者
の
活
発
な
発
言
が
得
ら
れ
へ
ま
た
へ
学
習
者
に
自
分
な

り
の
作
品
世
界
を
構
築
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、
「
何
を
」

見
て
い
る
か
を
問
う
た
②
の
場
合
は
、
発
言
も
混
り
が
ち
で
あ
っ
た
。

た
だ
へ
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
へ
「
何
を
」
見
て
い
る
か
を
間
道
に
し
た

か
ら
と
言
う
よ
り
も
'
学
習
者
に
と
っ
て
'
二
つ
の
差
只
を
意
味
づ

け
る
作
業
が
難
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

同
じ
視
点
を
問
題
に
す
る
に
し
て
も
'
「
ど
こ
か
ら
」
と
い
う
問

い
の
形
と
へ
そ
の
視
点
か
ら
「
何
を
」
と
い
う
問
い
の
形
が
あ
る
。

ど
ち
ら
の
問
い
の
形
に
し
て
も
'
ど
ん
な
発
間
・
指
示
の
仕
方
を
す

れ
ば
'
学
習
者
が
、
よ
り
作
品
世
界
の
中
に
入
り
や
す
く
な
る
か
、

さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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今
回
の
二
種
類
の
指
導
法
を
l
口
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
へ
「
入
口
」

を
意
識
し
た
指
導
の
方
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
「
書
-
」
こ
と
を
取

り
入
れ
る
指
導
法
は
'
授
業
空
間
へ
の
「
入
口
」
で
あ
る
L
t
登
場

人
物
の
視
点
に
立
た
せ
る
指
導
法
は
、
作
品
世
界
へ
の
「
入
口
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
は
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
　
「
切
り
込
み
口
」
と
も

言
え
る
。
や
る
気
の
見
え
な
い
学
習
者
が
、
授
業
な
り
作
品
な
り
の

つ
く
り
出
す
空
間
に
T
歩
踏
み
込
ん
だ
と
き
へ
明
ら
か
に
自
分
の
頭

を
使
い
だ
し
'
生
き
生
き
し
た
表
情
に
な
る
瞬
間
を
'
私
は
何
度
と

な
く
目
に
し
て
き
た
。
た
だ
、
そ
の
き
っ
か
け
が
何
で
あ
る
か
t
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
'
ほ
っ
溜
り
と
し
た
答
が
見
つ
か
ら
な
い
こ
と

が
多
い
。

今
回
の
二
つ
の
工
夫
を
し
た
指
導
法
は
、
そ
の
答
を
見
つ
け
る
た

め
の
仮
説
で
あ
る
。
学
習
者
の
反
応
を
拾
っ
て
な
い
以
上
へ
仮
説
の

羅
列
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
へ
言
え
る
こ
と
は
'
こ
の
よ
う
な
工
夫
を

し
な
い
授
業
展
開
と
比
べ
た
場
合
へ
学
習
者
の
反
応
の
仕
方
が
活
発

に
な
り
'
ま
た
へ
授
業
へ
の
集
中
度
も
高
-
な
る
経
験
が
'
増
え
て

き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
'
学
習
者
の
反

応
分
析
な
ど
を
通
し
て
'
今
回
の
仮
説
を
検
証
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
t
と
思
っ
て
い
る
。

学
習
者
一
人
ひ
と
り
が
'
授
業
空
間
や
作
品
世
界
の
中
に
入
り
込

み
'
自
分
の
頭
を
動
か
し
て
い
く
'
そ
ん
な
授
業
に
な
る
よ
う
に
'

こ
れ
か
ら
も
工
夫
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

(注)
1
4
　
青
木
幹
勇
(
一
九
八
六
)

育
選
書
④
'
国
土
社
、

2
'
青
木
幹
勇
(
一
九
八
六
)

3
'
宮
崎
清
孝
(
一
九
八
五
)

『
第
三
の
書
く
』
へ
国
土
社
の
教

八
六
百

前
掲
書
へ
八
六
～
八
七
頁

『
認
知
心
理
学
選
書
-
　
視
点
』

東
京
大
学
出
版
会
t
 
l
三
九
頁

4
4
　
「
「
(
見
え
)
先
行
方
略
」
を
文
字
の
授
業
に
援
用
す
る
有
効
性

に
つ
い
て
は
へ
　
以
下
に
述
べ
て
い
る
。

高
野
英
朗
(
一
九
八
七
)
　
　
「
文
学
の
授
業
に
お
け
る
発
問
の

考
察
-
「
(
見
え
)
先
行
方
略
」
の
有
効
性
と
限
界
を
中
心

に
-
」
へ
『
教
育
学
研
究
紀
要
』
第
三
三
巻
第
二
部
、
中
国
四

国
教
育
学
会
へ
　
四
九
頁

高
野
英
朗
(
一
九
八
八
)
　
　
「
文
学
の
授
業
過
程
の
研
究
　
-

(
見
え
)
先
行
方
略
を
中
心
に
-
」
へ
広
島
大
学
大
学
院
修

士
論
文

※
　
本
稿
は
'
第
三
四
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
(
一

九
九
三
年
)
で
発
表
し
た
も
の
に
、
加
筆
へ
ま
た
修
正
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
。

(
広
島
市
立
広
島
工
業
高
等
学
校
)
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