
(
語
-
の
構
造
)
を
踏
ま
え
た
(
読
み
)

-
古
文
の
授
業
構
築
の
た
め
に
-

一
は
じ
め
に

本
稿
は
'
こ
れ
ま
で
の
九
年
間
へ
筆
者
が
高
等
学
校
の
教
育
現
場

で
実
践
を
行
っ
て
き
た
古
文
の
授
業
に
お
け
る
反
省
に
基
づ
き
、
新

た
な
古
文
の
授
業
構
築
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
執
筆
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
へ
　
以
下
の
考
察
も
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は

な
-
、
課
題
を
多
分
に
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
申

し
上
げ
て
お
き
た
い
。

そ
こ
で
、
今
回
の
提
案
は
、
主
に
、

E
j
　
古
典
作
品
(
(
物
語
)
)
(
江
I
V
の
(
読
み
)
を
如
何
に
行
う
か
o

(
物
語
)
　
の
(
読
み
)

そ
れ
ぞ
れ
の
古
典
作
品
　
(
(
物
語
)
)
　
に
構
築
さ
れ
る
虚
構

的
現
実
空
間
を
'
(
語
り
の
構
造
)
　
に
着
眼
し
な
が
ら
、
再

構
築
　
(
言
説
分
析
)
　
し
た
上
で
、
さ
ら
に
創
作
主
体
と
し
て

の
「
作
者
」
　
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
表
現
主
体
と
し
て
の

「
(
語
り
手
)
　
の
(
視
点
)
」
を
探
り
へ
　
(
語
り
手
)
が
物
語

世
界
を
ど
の
よ
う
に
見
つ
め
へ
如
何
に
物
語
っ
て
い
る
の
か

小
　
桝
　
雅
　
典

を
追
究
す
る
主
体
的
行
為
と
し
て
考
え
て
お
き
た
い
。
〈
注
2
〉

凹
　
E
j
で
行
う
(
読
み
)
を
如
何
に
税
極
的
に
古
文
の
授
業
に
採

り
入
れ
、
生
か
し
て
ゆ
-
の
か
。

(
対
象
化
・
相
対
化
)
　
(
注
3
〉

物
語
世
界
を
語
る
「
(
語
り
手
)
の
(
視
点
)
」
を
学
習
者

に
(
対
象
化
・
相
対
化
)
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
へ
　
学
習
者
に

内
在
す
る
共
同
主
観
　
(
ま
た
は
へ
　
偏
執
的
な
も
の
の
見
方
や

考
え
方
)
　
に
ゆ
さ
ぶ
り
を
掛
け
へ
　
現
実
に
生
起
す
る
諸
現
象

を
多
角
的
に
認
識
で
き
る
力
と
し
て
育
成
す
る
こ
と
を
古
文

授
業
に
お
け
る
一
つ
の
目
標
と
し
た
い
。
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の
二
点
に
留
め
る
も
の
で
あ
る
。

〓
　
研
究
の
動
機

「
一
　
は
じ
め
に
」
　
で
述
べ
た
よ
う
に
'
筆
者
は
、
今
年
で
教
員



生
活
1
0
年
目
(
1
九
九
七
年
度
現
在
)
を
迎
え
て
い
る
。
勿
論
、

こ
れ
ま
で
の
九
年
間
に
自
ら
が
行
う
古
文
の
授
業
も
経
験
し
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
自
ら
が
古
文
の
授
業

を
展
開
し
経
験
を
重
ね
て
ゆ
-
う
ち
に
、
古
文
の
授
業
に
関
し
て
何

や
ら
釈
然
と
し
な
い
疑
問
を
抱
-
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

学
校
文
法
は
、
平
安
時
代
に
見
受
け
ら
れ
る
語
法
(
語
桑
運
用

の
共
通
現
象
)
　
を
体
系
化
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
所
謂

「
平
安
文
法
」
を
学
校
文
法
と
し
て
適
用
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
へ

自
ず
と
古
文
の
授
業
で
取
り
扱
わ
れ
る
古
典
文
学
作
品
は
、
「
平

安
文
法
」
　
の
範
鴫
で
し
か
読
解
で
き
な
い
作
品
に
限
定
さ
れ
て
ゆ

I
-
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
か
ら
'
我
々
が
一
般
的
に
「
日
本
の
古

典
」
と
呼
ぶ
場
合
の
「
古
典
」
が
、
1
時
代
の
所
謂
「
古
典
」
に

回
収
さ
れ
、
聖
典
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
か
。

/
本
来
へ
　
(
古
典
)
と
は
'
(
読
み
手
)
が
共
存
す
る
時
代
を
生
き

る
上
で
必
要
と
す
る
自
己
の
価
値
観
を
'
「
現
代
文
」
　
(
そ
の
時
代

の
共
同
体
が
共
有
す
る
価
値
観
)
　
と
の
相
対
的
連
関
か
ら
、
対
象

化
可
能
に
す
る
逸
品
を
指
す
o
し
た
が
っ
て
へ
(
読
み
手
)
　
1
人

ひ
と
り
に
「
古
典
な
る
も
の
」
が
存
在
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
所
謂
「
平
安
文
法
」
の
教
科
書
を
、
文
法

教
科
書
の
聖
典
の
如
-
用
い
て
い
る
学
校
教
育
の
現
場
に
あ
っ
て

は
、
古
文
鑑
賞
に
お
い
て
も
、
あ
る
種
の
固
定
的
観
念
か
ら
到
底

脱
却
で
き
な
い
と
い
う
帰
結
に
至
る
。

っ
ま
り
、
筆
者
は
こ
の
九
年
間
に
及
ん
で
'
所
謂
「
平
成
文
法
」

聖
典
化
へ
の
懐
疑
心
を
起
こ
し
、
教
育
現
場
で
呼
ば
れ
る
所
謂
「
古

典
」
並
び
に
「
古
典
教
育
」
そ
の
も
の
に
疑
義
を
抱
い
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
'
あ
る
種
の
固
定
的
観
念
に
巻
き
込
ま
れ
た

こ
れ
ま
で
の
「
古
典
教
育
と
呼
ば
れ
る
も
の
」
に
'
警
鐘
を
鳴
ら
す

時
期
が
到
来
へ
切
迫
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
痛
感
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
換
言
し
よ
う
。
現
代
は
、
個
性
化
し
た
多
種
多
様
の
価

値
観
で
溢
れ
る
時
代
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
-
　
全
て
の
価
値
観

を
1
律
に
認
め
る
か
否
か
は
別
問
題
と
し
て
も
　
ー
　
1
つ
ひ
と
つ
の

価
値
観
及
び
そ
の
認
識
に
対
し
て
'
現
代
を
生
き
る
1
人
ひ
と
り
が
、

そ
れ
ら
に
敏
感
に
対
応
で
き
る
構
え
を
形
成
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
従

来
の
「
古
典
教
育
」
は
'
そ
れ
が
呪
縛
を
受
け
た
固
定
的
観
念
か
ら

解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
へ
　
こ
の
解
放
は
、
学
習
者
を
「
古
典
離
れ
」
か
ら
解
放
す
る

契
機
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
あ
る
種
の
国
定
的
観
念
に
満
ち
た
「
古

典
教
育
」
に
お
い
て
、
作
品
の
選
択
か
ら
'
将
又
も
の
の
見
方
や
考

え
方
に
至
る
ま
で
国
定
的
観
念
か
ら
の
制
約
を
受
け
続
け
て
き
た
学

習
者
が
、
ど
う
し
て
本
来
の
意
味
で
の
(
古
典
)
を
好
き
に
な
れ
る

だ
ろ
う
か
。
極
論
し
て
し
ま
え
ば
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
「
古

典
教
育
」
の
中
で
、
所
謂
「
古
典
」
を
好
き
に
な
っ
た
と
す
る
学
習

者
が
い
た
と
す
る
な
ら
ば
へ
　
そ
れ
は
、
そ
の
学
習
者
の
価
値
観
と
固

定
的
観
念
と
が
通
底
し
た
か
、
あ
る
い
は
学
習
者
が
国
定
的
観
念
に

w.



全
面
屈
服
し
た
か
と
い
っ
た
可
能
性
ま
で
を
も
危
供
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
-
な
る
の
で
あ
る
。
〈
江
4
〉
勿
論
へ
　
そ
う
は
言
う
も
の
の
、
本

来
の
意
味
で
の
(
古
典
)
を
自
ら
の
(
古
典
)
と
す
る
契
機
と
し
た

学
習
者
も
存
在
す
れ
ば
、
そ
の
段
階
ま
で
は
到
達
し
な
い
に
せ
よ
、

所
謂
「
古
典
」
を
読
み
'
(
古
典
)
な
る
も
の
の
実
態
に
感
覚
的
に

触
れ
る
こ
と
の
で
き
た
学
習
者
も
存
在
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
実
相
と
し
て
、
所
謂
(
古
典
)
好
き
は
そ
う
多
-
は
い
な
い
。

そ
う
な
ら
ば
へ
国
定
的
観
念
か
ら
解
放
さ
れ
た
(
古
典
教
育
)
を

模
索
・
検
討
す
る
し
か
術
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
-
　
固
定
的
観
念
に

囚
わ
れ
た
「
古
典
教
育
」
を
強
要
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
学
習
者
は
無

意
識
的
に
「
古
典
離
れ
」
を
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
し
へ
　
こ

の
よ
う
に
述
べ
れ
ば
、
こ
こ
で
述
べ
る
「
「
古
典
教
育
」
か
ら
の
解

放
」
は
'
結
局
へ
　
「
(
古
典
教
育
)
の
強
要
」
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
異

論
も
提
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
固
定
的
観

念
か
ら
解
放
さ
れ
た
(
古
典
教
育
)
は
'
旧
来
の
国
定
的
観
念
を
抹

消
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
一
価
値
観
と
し

て
内
包
す
る
こ
と
を
宗
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
所
謂
「
古
典
」
好

き
の
学
習
者
を
決
し
て
疎
外
す
る
こ
と
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
旧
来
の
固
定
的
観
念
か
ら
解
放
さ
れ
た
(
古
典
教
育
)
は
'

「
古
典
」
嫌
い
の
学
習
者
と
「
古
典
」
好
き
　
(
も
し
-
は
'
(
古
典
)

好
き
)
の
学
習
者
が
保
持
し
て
き
た
既
存
の
価
値
観
(
前
提
と
し
て
、

価
値
観
は
変
容
す
る
も
の
で
あ
る
)
　
を
尊
重
す
る
(
教
育
)
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

三
　
新
た
な
授
業
構
築
に
向
け
て

-
　
今
へ
な
ぜ
(
語
り
の
構
造
)
を
問
題
と
す
る
の
か
?

仙
人
視
点
)
獲
得
の
必
要
性

一
つ
の
事
象
に
対
し
て
、
そ
の
事
実
や
現
象
を
捉
え
て
ゆ
く
際
に
、

対
象
と
な
る
事
象
が
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
そ
れ
を
捉
え
る
様
々
な
「
視
点
」
　
の
介
在
が
可
能
と
な
り
、
事

実
を
1
律
に
限
定
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
く
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
う
し
た
「
視
点
」
は
個
々
人
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方

を
反
映
し
た
思
考
性
や
価
値
基
準
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
多
種
多

様
な
「
視
点
」
が
生
成
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ

そ
、
各
「
視
点
」
間
に
お
い
て
虚
虚
実
実
の
対
話
が
営
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
　
そ
の
結
果
、
個
々
人
は
他
者
の
「
視

点
」
を
'
あ
る
い
は
自
己
の
「
視
点
」
を
「
対
象
化
・
相
対
化
」
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
'
延
い
て
は
へ
個
々
人
に
と
っ
て
の
認
識

変
容
・
見
識
拡
大
の
契
機
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
が
へ
　
現
在
の
学
習
者
は
、
「
視
点
」
　
の
多
様
性
す
ら
認
識

し
て
お
ら
ず
へ
　
ま
し
て
や
他
者
の
「
視
点
」
　
(
-
も
の
の
見
方
や
考

え
方
)
を
「
対
象
化
・
相
対
化
」
し
て
'
自
己
の
そ
れ
を
深
化
・
多

様
化
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
O
ま
た
、
1
方
で
も
　
そ
う
い
っ
た
「
対
象

化
・
相
対
化
」
を
意
識
的
に
ね
ら
い
と
し
て
基
軸
に
捉
え
た
授
業
が

展
開
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
国
語
科
に
携
わ
る
者
は
、
先
ず
国
語
科
の
授
業
を
通
し

て
、
学
習
者
に
「
視
点
」
の
多
様
性
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
の
必
要
性

に
つ
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
材
と
の
(
対
話
)
を
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行
い
な
が
ら
、
多
様
な
(
視
点
)
の
獲
得
を
成
し
得
る
授
業
の
構
築

が
急
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

就
中
へ
新
た
な
古
文
の
授
業
構
築
は
、
国
語
科
に
従
事
す
る
者
に

と
っ
て
急
務
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
固
定
的
観
念
に
呪
縛
さ
れ

た
授
業
者
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
従
来
の
古
文
の
授
業
は
、
旧
来
の

固
定
的
観
念
に
束
縛
さ
れ
た
「
読
み
」
の
再
生
産
を
目
指
す
ば
か
り

で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
授
業
で
は
'
多
様
な
(
視
点
)
の
獲
得
を
標

摩
す
る
こ
と
は
疎
か
へ
固
定
的
観
念
に
捕
縛
さ
れ
た
「
視
点
」
を
学

習
者
に
植
え
付
け
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
如
何
に
し
て
、
殊
に
古
典
作
品
か
ら
(
視
点
)
の
多
様
性

を
学
ぶ
の
か
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
古
典
作
品
か
ら
読
み
取
れ
る
(
視

点
)
と
は
何
な
の
か
。
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
か
ね
ぼ
ら
な
い

わ
け
だ
が
、
そ
の
た
め
に
も
、
先
ず
は
筆
者
が
「
古
典
文
学
作
品
な

る
も
の
を
如
何
に
捉
え
て
い
る
か
」
か
ら
述
べ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
'
以
下
に
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

㈹
　
(
語
り
の
構
造
)
と
「
(
語
り
手
)
の
(
視
点
)
」

古
典
文
学
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
-
、
近
代
文
学
に
お
い
て
も
同

定
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
書
か
れ
た
作
品
は
、
そ
の
殆
ど
が
(
語

り
の
構
造
)
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
創
作
主
体
と
し
て
の
「
作

者
」
と
表
現
主
体
と
し
て
の
(
語
り
手
)
と
を
区
別
し
て
認
識
す
る

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

僧
都
せ
ん
方
な
さ
に
、
渚
に
あ
が
り
倒
れ
ふ
し
、
を
さ
な
き
者

の
、
め
の
と
や
母
な
ど
を
し
た
ふ
や
う
に
'
足
ず
り
を
し
て
、

「
是
乗
せ
て
ゆ
け
'
具
し
て
ゆ
け
」
と
t
　
を
め
き
さ
け
べ
ど
も
へ

漕
ぎ
行
-
舟
の
習
に
て
、
跡
は
自
浪
ば
か
り
な
り
。
い
ま
だ
遠

か
ら
ぬ
舟
な
れ
ど
も
へ
　
涙
に
暮
れ
て
見
え
ざ
り
け
れ
ば
'
僧
都

た
か
き
所
に
走
り
あ
が
り
、
沖
の
方
を
ぞ
ま
ね
き
け
る
。

[
国
　
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
]

こ
れ
は
へ
　
『
平
家
物
語
』
　
(
「
足
摺
」
・
覚
1
本
)
　
に
お
い
て
、
俊

寛
が
帰
京
を
許
さ
れ
ず
'
置
き
去
り
に
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の

記
述
か
ら
も
明
白
な
よ
う
に
'
「
作
者
(
r
平
家
物
語
j
の
場
合
に
は
'

実
体
を
伴
っ
た
「
語
り
手
」
と
呼
ぶ
方
が
艮
い
か
)
」
と
(
語
り
手
)

と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仮
に
、
「
作
者
」
と

(
語
り
手
)
と
が
同
一
の
人
物
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
へ
　
こ
の
人
物

は
'
俊
寛
と
と
も
に
「
鬼
界
が
島
」
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

ず
'
俊
寛
と
と
も
に
あ
っ
て
、
俊
寛
の
様
子
を
語
っ
た
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
'
現
実
的
に
は
、
流
罪
の
島
に
「
作
者
」
が
存

在
し
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
恐
ら
-
'
「
作
者
」
は
へ
　
こ
の
一

件
の
後
へ
俊
寛
と
同
じ
-
流
人
と
し
て
配
流
さ
れ
た
少
将
成
経
・
康

頼
法
師
・
御
使
い
の
基
康
な
ど
か
ら
当
時
の
俊
寛
の
様
子
を
直
裁
に

間
い
た
か
、
も
し
-
は
そ
れ
ら
三
者
が
、
人
々
に
語
っ
た
俊
寛
に
経

る
話
を
間
接
的
に
聞
い
た
か
し
て
、
そ
の
聞
き
書
き
を
綴
っ
た
(
語
っ

た
)
　
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
い
な
が
ら
、
物
語
世
界
は
ま
る
で
(
聞
き
手
)
を
意
識
す

る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
'
「
作
者
」
と
は

46



異
な
る
(
ナ
レ
ー
タ
ー
)
が
物
語
空
間
内
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
'
(
語
り
手
)
で
あ
る
。
(
語
り
手
)
は
'

物
語
空
間
に
お
い
て
、
多
少
な
り
と
も
頗
在
的
で
あ
り
～
そ
う
で

な
い
場
合
も
あ
る
　
-
　
物
知
り
で
あ
り
、
偏
在
的
・
自
意
識
的
で
あ

り
、
自
由
な
存
在
で
あ
る
o
引
用
文
中
の
傍
線
箇
所
「
涙
に
暮
れ
て

見
え
ざ
り
け
れ
ば
」
は
'
(
語
り
手
)
が
登
場
人
物
で
あ
る
俊
寛
に

同
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
(
語
り
手
)
が
ま
さ
に
自
由
自
在

な
存
在
で
あ
る
左
語
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
芸
当
は
、
物

理
的
実
体
を
伴
う
「
語
り
手
」
　
に
は
不
可
能
な
技
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
-
る
と
'
前
述
し
た
よ
う
に
、
古
典
文
学
だ

け
で
は
な
-
、
近
代
文
学
の
多
-
の
場
合
に
お
い
て
も
'
現
代
の
ナ

ラ
ト
ロ
ジ
ー
と
日
本
の
物
語
論
と
は
ほ
ぼ
同
定
で
き
る
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
o
　
〈
江
5
〉
少
な
-
と
も
へ
　
日
本
の
古
典
作
品
は

(
物
語
)
と
呼
ん
で
良
さ
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
へ
そ
の
人
物
語
)
と
は
'
如
何
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
物
語
)
は
'
線
条
性
(
リ
ニ
ア
)
　
の
形
態
を
採
る
記
述
に
よ
る
'

創
作
さ
れ
た
虚
構
的
現
実
で
あ
る
。
一
般
に
、
優
れ
た
「
創
り
手
」

は
'
こ
と
ば
に
よ
る
線
条
性
(
リ
ニ
ア
)
　
の
世
界
に
多
種
多
様
な

「
現
実
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
封
じ
込
め
る
。
そ
こ
に
は
、
時
間
軸
を
媒

介
と
し
た
虚
構
的
現
実
世
界
の
空
間
が
奥
行
き
を
持
っ
て
存
在
す
る
。

そ
の
(
現
実
)
の
世
界
に
主
人
公
が
い
る
。
彼
は
行
動
し
'
こ
と

ば
を
話
す
。
そ
し
て
'
彼
を
取
り
巻
-
環
境
が
あ
る
0
　
-
　
自
然
が

あ
る
o
人
間
関
係
が
あ
る
。
事
件
・
出
来
事
が
起
こ
る
。
　
-
　
環
境

に
左
右
さ
れ
な
が
ら
、
主
人
公
の
言
動
は
'
彼
の
心
的
変
化
に
伴
い
、

以
前
と
は
様
相
を
異
に
す
る
。
そ
れ
に
並
行
し
て
、
人
間
関
係
も
異

な
っ
た
相
を
示
す
。
自
然
の
彼
へ
の
働
き
か
け
は
'
彼
の
予
想
し
得

な
か
っ
た
も
の
に
相
貌
を
変
ず
る
。
〈
柱
6
〉

実
は
へ
(
物
語
)
　
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
物
語
内
容
は
線
条
性

(
リ
ニ
ア
)
　
の
世
界
の
時
間
的
経
過
に
伴
い
'
(
語
り
手
)
に
よ
り

虚
構
的
現
実
世
界
の
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し

て
、
線
条
性
(
リ
ニ
ア
)
　
の
世
界
が
終
鳶
を
迎
え
る
と
き
、
(
語
り

辛
)
の
(
語
り
)
も
結
末
を
迎
え
へ
虚
構
的
現
実
世
界
も
同
時
に
幕

を
下
ろ
す
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
(
読
み
手
)
は
そ
の
線
条
性
(
リ
ニ
ア
)
　
の
世
界

か
ら
「
創
り
手
」
に
よ
っ
て
封
じ
込
め
ら
れ
た
複
雑
に
錯
綜
す
る
虚

構
的
現
実
世
界
を
'
言
表
を
手
掛
か
り
に
再
構
築
し
て
ゆ
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
〈
学
〉
し
か
も
'
(
語
り
手
)
に
よ
る
言
説
を
辿
れ
ば
'

そ
こ
に
は
(
語
り
手
)
の
欲
望
が
窺
え
て
-
る
の
で
あ
る
。
(
注
8
)

但
し
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
'
先
述
し
た
物
語
世
界
を
語
る
(
語
り
手
)
の
言
説
に
お
い

て
の
特
性
で
あ
る
。

繰
り
返
す
が
へ
へ
語
り
手
)
は
「
創
り
手
」
で
は
な
い
。
(
語
り
手
)

は
「
創
り
手
」
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
り
、
物
語
内
容
を
語
る
架
空

の
人
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
(
語
り
手
)
は
'
「
現
実
」
に
存
在

す
る
人
物
と
同
様
'
性
格
や
個
性
を
有
し
、
事
象
を
認
識
す
る
主
体

と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
'
(
語
り
手
)
は
間
主
観
的

拘
束
性
〈
注
。
)
に
よ
り
へ
　
「
自
ら
が
生
き
た
時
代
や
所
属
し
た
共
同
体

の
精
神
及
び
認
識
(
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
/
共
同
主
観
)
」
に
、
国
有
の

47



生
活
背
景
に
起
因
す
る
「
個
性
化
さ
れ
た
認
識
」
を
加
味
し
た
(
語

り
)
　
(
=
「
自
動
化
さ
れ
た
内
的
物
語
」
　
〈
注
1
0
〉
)
　
で
以
て
'
物
語
世

界
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
注
I
I
V

そ
の
人
語
り
手
)
　
の
(
語
り
)
　
に
基
づ
い
て
'
(
読
み
手
)
は
作

品
世
界
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
再
構
築
を
試
み
る

そ
れ
ぞ
れ
の
(
読
み
手
)
　
に
も
「
自
動
化
さ
れ
た
内
的
物
語
」
が
存

在
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
へ
　
こ
こ
に
お
い
て
、
(
語
り
手
)
　
の

「
内
的
物
語
」
と
そ
れ
ぞ
れ
の
(
読
み
手
)
　
の
「
内
的
物
語
」
と
の

相
違
に
よ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
(
読
み
手
)
問
に
生
起
す
る
「
内

的
物
語
」
　
の
相
違
に
よ
り
へ
　
「
物
語
世
界
に
対
す
る
認
識
の
ズ
レ
/

個
別
化
さ
れ
た
(
読
み
)
　
(
1
人
読
み
)
の
多
様
性
に
繁
る
)
」
が
現

象
化
し
て
-
る
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
同
種
・
類
似
の
事
象
に
つ
け
て
も
、
そ
れ
を
異
な
っ

た
作
品
間
で
語
る
'
様
々
に
想
定
さ
れ
得
る
複
数
の
「
(
語
り
手
)

の
「
視
点
」
」
や
「
語
り
の
方
法
」
　
に
は
相
違
が
生
じ
る
は
ず
で
あ

る
。
(
同
様
で
あ
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
)
　
ま
し
て
や
作
品
世
界
に

投
入
す
る
(
読
み
手
)
　
の
、
同
事
象
(
同
物
語
世
界
)
　
に
対
す
る

「
視
点
」
や
「
語
り
の
方
法
」
は
、
作
品
世
界
の
(
語
り
手
)
　
の
そ

れ
と
は
異
な
り
を
示
す
は
ず
で
あ
る
。
(
1
こ
の
現
象
を
、
仮
に

(
異
化
)
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
)
　
無
論
、
同
様
で
あ
る
可
能
性
も

あ
ろ
う
。
(
1
こ
の
現
象
を
、
仮
に
(
同
化
)
と
呼
ん
で
お
き
た

い
。
)
　
こ
の
よ
う
に
へ
　
(
読
み
手
)
が
'
「
(
語
り
手
)
の
「
視
点
」
」

や
「
語
り
の
方
法
」
　
に
(
同
化
)
し
た
り
、
(
異
化
)
で
き
る
　
(
-

1
こ
れ
を
、
「
対
象
化
・
相
対
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
)
　
-
　
ま

た
ち
意
識
的
に
こ
れ
ら
を
行
う
場
合
へ
　
こ
れ
を
特
に
(
対
象
化
・
相

対
化
)
と
呼
ぶ
　
-
　
な
ら
ば
、
(
読
み
手
)
は
、
作
品
世
界
の
(
対

象
化
・
相
対
化
)
を
通
し
て
'
多
様
な
(
視
点
)
　
(
=
も
の
の
見
方

や
考
え
方
)
　
を
体
得
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
'
延
い
て

は
へ
　
(
優
れ
た
読
み
手
)
た
る
一
つ
の
条
件
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
(
優
れ
た
読
み
手
)
が
虚
構
的
現
実
世
界
を

再
構
築
し
、
「
(
語
り
手
)
　
の
「
視
点
」
」
　
や
「
語
り
の
方
法
」
　
を

(
対
象
化
・
相
対
化
)
す
る
過
程
に
こ
そ
、
優
れ
た
文
学
作
品
を
読

み
味
わ
う
1
　
つ
の
お
も
し
ろ
さ
　
(
「
(
読
み
)
　
の
可
能
性
」
)
　
が
存
在

し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
学
習
者
そ
れ
ぞ
れ
の
「
内
的
物
語
」
を
(
対
象

化
・
相
対
化
)
す
る
授
業
構
築
の
意
義
が
問
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

㈱
　
新
た
な
古
文
授
業
の
I
試
案
(
構
想
と
理
念
)

先
ず
は
へ
古
典
作
品
を
(
語
り
の
構
造
)
を
踏
ま
え
て
(
読
む
)

こ
と
で
あ
る
。
物
語
世
界
だ
け
を
読
み
取
っ
て
　
(
-
素
材
読
み
の
授

業
)
'
そ
れ
で
良
し
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
(
物
語
)
の
言
表
か
ら
、

叙
述
の
流
れ
に
お
け
る
こ
と
ば
の
組
み
合
わ
せ
や
仕
組
み
を
捉
え
へ

物
語
言
説
を
読
み
取
り
、
そ
の
作
品
の
(
語
り
手
)
が
物
語
世
界
を

構
築
す
る
事
象
を
'
ど
う
い
っ
た
「
視
点
」
か
ら
'
ど
の
よ
う
に
語

ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
読
み
取
る
　
(
再
構
築
す
る
)
　
の
で
あ
る
。

読
み
取
っ
た
「
(
語
り
手
)
の
(
視
点
)
」
　
に
は
、
彼
が
生
き
た
時
代

の
精
神
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
人
間
に
と
っ
て

の
普
遍
の
真
理
を
追
い
求
め
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
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(
語
り
手
)
に
襲
づ
け
ら
れ
た
国
有
の
(
視
点
)
も
あ
る
。
し
た
が
っ

て
へ
　
同
一
の
事
象
で
あ
っ
て
も
も
　
そ
れ
ぞ
れ
の
(
語
り
手
)
に
よ
り

そ
れ
を
語
る
(
視
点
)
　
に
は
異
な
り
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
(
視
点
)
　
の
相
違
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
「
(
語
り

辛
)
　
の
(
視
点
)
」
を
現
代
の
学
習
者
や
授
業
者
が
(
対
象
化
・
相

対
化
V
 
L
得
る
の
で
あ
り
へ
　
そ
う
し
た
行
為
に
意
義
が
あ
る
の
で
あ

る
。
作
品
に
構
築
さ
れ
た
物
語
世
界
を
、
あ
る
(
語
り
手
)
は
そ
の

「
(
語
り
手
)
　
の
(
視
点
)
」
　
か
ら
、
(
語
り
手
)
独
自
の
物
語
言
説

で
語
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
'
古
典
文
学
作
品
を
(
対
象
化
・
相
対
化
)
す
る
こ
と

は
、
学
習
者
や
授
業
者
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
豊
か
に
す
る
だ

け
で
な
-
'
現
実
に
起
こ
り
得
る
出
来
事
や
現
象
を
(
対
象
化
・
相

対
化
)
す
る
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
生
き
て
働
-
力
」
と

な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
へ
授
業
者
は
'
学
習
者
に
(
対
象
化
・
相
対

化
)
の
意
義
を
考
え
さ
せ
　
-
　
授
業
者
自
身
が
(
対
象
化
・
相
対
化
)

の
意
義
を
感
得
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
　
-
　
そ
れ
を
活
用
で
き
る

力
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

勿
論
の
こ
と
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
ど
う
や
っ

て
学
習
者
に
「
(
語
り
手
)
　
の
(
視
点
)
」
を
捉
え
さ
せ
'
(
語
り
の

構
造
)
を
再
構
築
さ
せ
る
の
か
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
力
と
は
何
な

の
か
。
ま
た
へ
　
「
(
語
り
手
)
　
の
(
視
点
)
」
を
読
み
取
ら
せ
る
こ
と

が
'
学
習
者
に
成
就
感
や
達
成
感
を
直
裁
的
に
与
え
得
る
授
業
と
な

る
の
か
。
さ
ら
に
述
べ
る
な
ら
ば
へ
　
「
(
語
り
手
)
の
(
視
点
)
」
を

読
み
取
ら
せ
る
構
え
を
'
学
習
者
内
に
ど
う
や
っ
て
形
成
し
て
ゆ
-

の
か
。
課
題
は
尽
き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
'
国
語
科
教
師
だ
か
ら
容
易
で
な
い
作

業
を
成
し
得
る
喜
び
も
あ
ろ
う
。
少
な
-
と
も
(
対
象
化
・
相
対
化
)

を
目
標
に
、
教
材
の
見
直
し
並
び
に
発
掘
を
行
う
楽
し
さ
を
味
わ
う

こ
と
は
可
能
の
よ
う
で
あ
る
。

殊
に
、
古
文
学
習
の
初
期
段
階
に
あ
っ
て
は
'
で
き
る
か
ぎ
り

(
対
象
化
・
相
対
化
)
し
や
す
い
教
材
が
良
か
ろ
う
。
た
だ
新
教
材

ば
か
り
に
囚
わ
れ
て
も
な
る
ま
い
。
古
び
た
古
典
教
材
の
中
に
は
'

(
対
象
化
・
相
対
化
)
の
作
業
を
通
し
て
'
新
た
な
生
命
が
注
ぎ
込

ま
れ
る
も
の
も
存
在
す
る
に
相
違
な
い
か
ら
だ
。
-
　
結
果
と
し
て
、

こ
う
し
た
教
師
の
導
き
が
'
い
ず
れ
か
は
学
習
者
に
自
ら
の
(
古
典
)

を
選
ば
し
め
る
力
を
育
成
し
て
ゆ
-
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、

こ
の
段
階
に
あ
る
学
習
者
は
'
自
ら
の
(
読
み
)
を
(
対
象
化
・
相

対
化
)
し
得
る
(
読
み
手
)
と
し
て
成
長
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

2
　
人
対
象
化
・
相
対
化
〉
の
教
育
的
意
義
を
ど
の
よ
う
に
捉
え

る
か
?

U
　
(
対
象
化
・
相
対
化
)
の
教
育
的
意
義

教
育
の
最
大
の
目
的
は
、
人
間
形
成
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
学
習

者
の
認
識
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
こ
そ
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
述
べ
る
「
認
識
」
と
は
何
か
。
先
ず
は
へ
　
そ

の
概
念
規
定
を
図
っ
て
お
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
へ
西
郷
竹
彦
氏
の

作
文
教
育
三
部
作
の
中
か
ら
'
該
当
箇
所
を
抜
粋
L
へ
参
考
に
資
す

る
こ
と
に
す
る
。
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ま
ず
、
(
認
識
)

認
識
の

(
と
い
う
こ
と
で
す
が
へ

主
体

客
体
(
対
象
)

認
識
の
過
程

法
　
(
も
の
の
見
方
へ
　
考
え
方
)

容
　
(
知
識
)

認
識
の
力
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
認
識
の
方
法
　
(
ち

の
の
見
方
へ
考
え
方
)
を
教
え
へ
　
学
ば
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
認
識
の
方
法
を
発
達

段
階
に
即
し
て
順
次
、
系
統
的
に
指
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

認
識
の
力
は
育
つ
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
基
本
的
な
知
識

(
認
識
の
内
容
)
　
が
習
得
さ
れ
る
こ
と
と
相
ま
っ
て
い
か
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

(
『
作
文
の
指
導
』
「
ま
と
め
　
認
識
・
表
現
の
力
を
育
て
る

作
文
指
導
」
二
九
〇
百
～
二
九
l
頁
)

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
'
も
の
の
見
方
・
考

え
方
す
な
わ
ち
認
識
の
方
法
を
身
に
つ
け
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
わ
か
り
や
す
-
い
え
ば
、
も
の
の
見
方
が
変
わ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

(
『
作
文
の
見
方
』
第
二
単
　
第
二
即
「
4
　
も
の
の
見
方

を
変
え
る
」
　
二
六
頁
)

そ
こ
で
へ
　
認
識
の
力
が
つ
く
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
ど
う

い
う
こ
と
か
'
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い

こ
の
同
氏
の
定
義
に
従
え
ば
、
「
認
識
の
力
が
つ
-
」
と
は
'
「
認

識
の
方
法
を
身
に
つ
け
る
1
も
の
の
見
方
が
変
わ
る
」
こ
と
で
あ
り
'

「
「
認
識
」
-
(
視
点
)
」
と
考
え
る
な
ら
ば
、
結
局
は
「
(
視
点
)
が

変
わ
る
」
こ
と
と
意
味
づ
け
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
へ
　
学
習
者
に
「
認
識
の
力
」
を
つ
け
る
た
め
に
は
、
学

習
者
の
「
(
視
点
)
を
変
え
る
」
　
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、

学
習
者
の
「
認
識
」
の
幅
を
広
げ
る
た
め
に
は
'
学
習
者
に
多
様
な

(
視
点
)
を
育
成
す
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。

し
か
も
へ
　
そ
の
た
め
に
は
、
先
ず
学
習
者
に
「
既
存
の
内
化
さ
れ

た
視
点
」
/
「
自
動
化
さ
れ
た
内
的
物
語
」
　
の
存
在
を
知
ら
し
め
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
へ
　
そ
の
特
徴
(
「
自
ら
が
生
き
た
時
代

や
所
属
し
た
共
同
体
の
精
神
及
び
認
識
(
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
/
共
同

主
観
)
」
と
固
有
の
生
活
背
景
に
起
因
す
る
「
個
性
化
さ
れ
た
認
識
」

の
傾
向
性
)
　
を
分
析
・
再
認
識
(
=
(
対
象
化
・
相
対
化
)
)
　
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
へ
学
習
者
は
「
自
動
化
さ
れ
た
内
的
物
語
」

か
ら
自
己
を
解
放
し
、
非
-
既
存
の
新
た
な
(
視
点
)
　
(
-
(
認
識
)
)

を
追
究
す
る
段
階
へ
と
自
ら
を
昇
華
で
き
る
の
で
あ
る
。
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f
i
　
如
何
に
も
て
(
対
象
化
・
相
対
化
)
を
行
う
の
か
7

本
来
、
「
読
む
と
い
う
行
為
」
　
は
'
国
語
科
の
専
売
特
許
で
は
な

い
。
そ
れ
は
'
日
常
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
'
1
人

ひ
と
り
の
学
習
者
に
多
様
な
(
視
点
)
を
養
う
た
め
に
は
'
学
習
集

団
の
中
に
あ
っ
て
(
対
象
科
・
相
対
化
)
を
行
う
方
が
そ
れ
を
個
々

別
に
行
う
場
合
に
比
べ
、
(
対
象
化
・
相
対
化
)
　
の
度
合
い
も
深
ま

る
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
'
集
団
を
構
成
す
る
学
習
者

の
数
が
多
い
ほ
ど
、
一
人
ひ
と
り
の
学
習
者
が
(
対
象
化
・
相
対
化
)

を
行
う
対
象
が
増
加
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
へ
　
「
読
む
こ
と
」
　
を

特
性
と
し
て
有
す
る
国
語
科
は
'
「
読
む
と
い
う
行
為
」
を
組
織
し

や
す
い
利
点
を
持
つ
。
つ
ま
り
'
こ
こ
に
国
語
科
授
業
の
意
義
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
国
語
科
授
業
の
中
に
あ
っ
て
'
如
何
に
し
て
(
対
象
・

相
対
化
)
を
行
う
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
-
る
。
早
速
、
模
索
を
始

め
て
み
た
い
。

先
ず
は
へ
　
「
(
語
り
手
)
　
の
(
視
点
)
」
を
対
象
物
と
し
て
基
軸
に

捉
え
た
(
対
象
化
・
相
対
化
)
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
(
注
-
)
詳
述

す
れ
ば
、
物
語
世
界
を
語
る
(
語
り
手
)
の
「
内
的
物
語
」
を
構
成

し
て
い
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
/
共
同
主
観
」
と
国
有
の
生
活
背
景
に

起
因
す
る
「
個
性
化
さ
れ
た
認
識
」
を
、
学
習
者
そ
れ
ぞ
れ
の
「
認

識
」
　
(
-
意
識
化
さ
れ
な
い
　
「
内
的
物
語
」
)
　
と
比
較
対
照
さ
せ
、
共

通
点
と
相
違
点
と
を
明
瞭
化
す
る
の
で
あ
る
　
　
-
B

次
に
、
(
対
象
化
・
相
対
化
)
し
た
E
j
を
基
に
し
て
、
学
習
者
間

に
お
け
る
(
対
象
化
・
相
対
化
)
を
行
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
へ

1
人
ひ
と
り
の
学
習
者
は
'
各
自
の
E
j
を
他
の
学
習
者
の
そ
れ
と
比

較
検
討
し
、
両
者
の
共
通
点
と
相
違
点
と
を
明
白
に
し
た
上
で
、
共

通
性
と
相
違
性
の
要
因
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
。
　
-
　
回

そ
の
際
、
学
習
者
に
と
っ
て
B
-
0
の
作
業
は
'
同
様
の
事
象

(
出
来
事
と
現
象
)
　
や
表
象
化
さ
れ
た
同
様
の
観
念
を
採
り
扱
う
複

数
の
教
材
問
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
複
数

の
教
材
に
は
複
数
の
「
(
語
り
手
)
の
「
視
点
」
」
が
存
在
し
て
お
り
、

学
習
者
の
(
対
象
化
・
相
対
化
)
を
行
う
た
め
の
対
象
が
複
数
存
在

す
る
こ
と
は
、
(
語
り
手
)
間
の
「
認
識
」
　
の
比
較
検
討
を
容
易
に

な
ら
し
め
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
へ
　
自
ら
が
選
定
す

る
作
品
を
'
独
力
で
(
対
象
化
・
相
対
化
)
で
き
る
段
階
に
な
い
学

習
者
は
　
-
　
殆
ど
全
て
に
近
い
学
習
者
が
そ
う
で
あ
ろ
う
が

-
　
(
対
象
化
・
相
対
化
)
　
に
相
応
し
い
教
材
を
先
ず
は
指
導
者
に

ょ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
へ
　
(
対
象
化
・
相
対
化
)

の
学
習
の
初
期
段
階
に
あ
る
学
習
者
に
は
、
同
様
の
事
象
や
観
念
を

テ
ー
マ
と
し
た
教
材
を
選
定
・
採
択
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
ろ
う
。

こ
れ
も
、
(
語
り
手
)
　
の
言
説
の
位
相
を
容
易
に
浮
き
立
た
せ
る
た

め
の
術
で
あ
る
。

こ
う
し
た
配
慮
に
基
づ
-
E
j
・
回
の
作
業
は
、
数
多
-
の
物
語
世

罪
(
-
虚
構
的
現
実
世
界
の
諸
現
象
)
　
に
対
す
る
学
習
者
自
身
の

「
認
識
の
方
法
(
パ
タ
ー
ン
)
」
　
(
=
「
自
動
化
さ
れ
た
内
的
物
語
」
)

を
努
髪
と
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
0
　
そ
れ
と
同
時
に
、
学
習
者
は
非

-
既
存
の
新
た
な
(
視
点
)
　
の
存
在
を
も
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
「
現
実
」
　
の
世
界
に
起
こ
る
諸
現
象
に
対
し
て
も
、
多
様
な

(
視
点
)
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
可
能
な
力
と
し
て
還
元
さ
れ
る
も
の
で
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SEik3
　
理
想
と
す
る
新
た
な
国
語
科
授
業
観
と
は
何
か
?

前
節
で
は
、
(
対
象
化
・
相
対
化
)
　
の
教
育
的
意
義
と
手
立
て
の

概
要
に
つ
い
て
触
れ
た
。
そ
の
際
へ
(
対
象
化
・
相
対
化
)
の
手
立

て
に
お
い
て
、
学
習
集
団
(
集
団
性
)
　
の
効
用
を
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
へ
　
本
節
で
は
へ
　
そ
の
集
団
性
に
関
わ
っ
て
授
業
者
の
存
在

に
つ
い
て
言
及
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
の
総
括
と
し
て
'

新
た
な
国
語
科
授
業
観
を
簡
単
に
披
歴
し
て
お
き
た
い
。

先
ず
、
指
摘
し
て
お
か
ね
ぼ
ら
な
い
の
は
'
授
業
者
も
学
習
者
と

同
様
に
、
7
人
の
「
読
み
手
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
存
在
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
授
業
で
は
、
一
人
の
「
読
み
手
」

で
あ
る
は
ず
の
授
業
者
の
「
読
み
」
が
中
心
に
据
え
ら
れ
へ
作
品
の

読
解
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
授
業
者
は
指
導
性
を
発
揮
す

べ
き
存
在
<
柁
1
3
〉
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
授
業
者
の
「
読
み
」
が
、
そ

の
授
業
の
中
核
と
な
っ
て
き
た
こ
と
は
無
理
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
へ
授
業
者
の
「
読
み
」
が
学
習
者
の
「
読
み
」
を

開
拓
し
た
事
実
も
数
多
-
存
在
す
る
こ
と
は
'
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
'
授
業
者
と
て
1
人
の
「
読
み
手
」

に
過
ぎ
ず
、
そ
の
「
読
み
」
は
授
業
者
自
ら
は
無
論
の
こ
と
、
学
習

者
に
よ
っ
て
も
(
対
象
化
・
相
対
化
)
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
は
ず
で

あ
る
。
決
し
て
学
習
者
に
強
要
さ
れ
、
聖
典
化
さ
れ
る
べ
き
「
読
み
」

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
か
ら
し
て
も
、
「
(
語
り
手
)

の
(
視
点
)
」
に
基
づ
-
(
語
り
手
)
自
身
に
よ
る
(
語
り
)
(
=
言

説
構
造
)
　
が
基
軸
と
な
っ
て
、
授
業
は
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

但
し
、
こ
れ
は
授
業
者
に
よ
る
学
習
者
の
「
読
み
」
の
開
拓
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
授
業
者
の
「
読
み
」
が
学
習
者
の
「
読
み
」

を
切
り
拓
-
こ
と
に
は
'
教
育
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
へ
問
題
は
(
対
象
化
・
相
対
化
)
さ
れ
る
べ
き
授
業
者
の

「
読
み
」
が
'
授
業
展
開
の
中
で
ど
の
場
面
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る

の
か
と
い
う
授
業
展
開
上
の
場
面
的
位
置
づ
け
に
存
す
る
の
で
あ
り
、

そ
の
上
で
個
々
の
授
業
者
が
1
人
の
「
読
み
手
」
と
し
て
の
意
識
を

ど
こ
ま
で
自
覚
し
得
る
の
か
に
へ
　
(
対
象
化
・
相
対
化
)
を
標
携
す

る
授
業
の
在
否
が
掛
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
こ
で
へ
以
上
の
よ
う
な
見
地
に
立
っ
た
授
業
観
を
簡
単
に
纏
め

る
な
ら
ば
へ
左
図
に
示
し
た
よ
う
に
、
「
授
業
者
　
-
　
学
習
者
」
　
の

二
者
関
係
に
よ
る
従
来
の
授
業
観
は
、
「
語
り
手
　
-
　
授
業
者

-
　
学
習
者
」
　
の
三
者
関
係
に
移
行
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

囲
左
図
の
〔
語
り
手
・
授
業
者
・
学
習
者
三
者
構
造
〕
に
お

け
る
「
語
り
手
の
言
説
」
の
位
置
に
は
'
(
対
象
化
・
相
対
化
)
を

標
塀
す
る
授
業
の
レ
ベ
ル
に
即
応
し
て
'
「
(
語
り
手
V
I
物
語
世
界
」

関
係
(
=
表
中
の
「
語
り
手
の
言
説
」
　
に
相
当
)
・
「
(
語
り
手
)

-
(
聞
き
手
)
」
　
関
係
・
「
「
作
者
」
-
現
実
世
界
」
　
関
係
(
=

「
「
作
者
」
　
の
言
述
　
(
行
為
)
」
)
　
が
定
位
す
る
こ
と
に
な
る
。
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《
従
来
の
授
業
観
》

トDs

内　的　物　語

習　C交　換)冒
内　的　物　語

者<・-・一　一一・.・・・・-・・者

の

読対　象　化　　読
み　‥‥…~‥~み

育
の
読対　象　化

《
新
た
な
授
業
観
》

'学習者] [誓:孟学習者〕
り手・授業者

4
　
今
'
な
ぜ
古
典
文
学
教
育
が
必
要
な
の
か
?

「
(
語
り
の
構
造
)
を
踏
ま
え
た
(
読
み
)
の
授
業
」
は
'
「
文
学

的
な
(
読
み
)
を
踏
ま
え
た
授
業
」
と
換
言
し
て
差
し
支
え
あ
る
ま

い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
へ
本
節
に
与
え
ら
れ
た
命
題
は
'

「
今
へ
　
何
故
、
古
典
作
品
を
文
学
的
に
(
読
む
)
　
(
-
(
語
り
の
構

追
)
で
(
読
む
)
)
授
業
が
必
要
な
の
か
?
」
と
い
っ
た
命
題
に
置

換
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
の
解
答
は
'
次
の
通
り
で
あ
る
。

現
代
作
品
の
場
合
に
は
、
そ
の
(
語
り
手
)
　
の
数
多
く
が
、
学
習

者
(
及
び
授
業
者
)
　
と
ほ
ぼ
同
様
の
共
同
主
観
に
則
っ
た
(
語
り
)

を
形
成
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
作
品
の

(
語
り
手
)
と
「
読
み
手
」
で
あ
る
学
習
者
の
「
内
的
物
語
」
と
は
、

共
通
項
を
多
く
含
む
も
の
と
推
測
で
き
る
。

そ
れ
に
比
べ
て
、
古
典
作
品
の
場
合
に
は
、
(
語
り
手
)
が
生
存

し
た
時
代
や
共
同
体
に
お
い
て
現
代
と
の
時
間
的
・
思
想
的
(
価
値

観
的
)
隔
絶
が
大
き
-
'
学
習
者
の
有
す
る
「
内
的
物
語
」
と
(
語

り
手
)
　
の
そ
れ
と
は
か
な
り
の
異
質
性
を
率
む
も
の
と
な
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
1
i
l
n
n
で
述
べ
る
な
ら
ば
、
学
習
者
に
と
っ

て
、
現
代
作
品
よ
り
も
古
典
作
品
の
方
が
(
対
象
化
・
相
対
化
)
し

や
す
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
古
典
作
品
を
捉
え
る
と
'
(
対
象
化
・
相

対
化
)
を
標
樺
す
る
授
業
は
、
古
典
作
品
を
媒
介
に
物
語
世
界
を
語

る
(
語
り
手
)
の
言
説
の
み
を
対
象
化
(
相
対
化
)
　
す
る
に
留
ま
り
、

物
語
世
界
に
構
築
さ
れ
る
事
象
に
関
し
て
、
「
読
み
手
」
自
身
の
認
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請
(
言
説
)
　
と
(
語
り
手
)
の
認
識
(
言
説
)
　
と
の
位
相
性
を
把
握

す
る
に
過
ぎ
な
い
授
業
に
陥
る
と
の
誤
解
を
生
じ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

無
論
へ
　
そ
う
い
っ
た
弊
害
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
。
(
対
象
化
・

相
対
化
)
を
標
樺
す
る
授
業
は
'
最
終
的
に
は
へ
　
へ
語
り
手
)
　
の
言

説
　
-
　
時
代
思
潮
に
時
に
は
抗
い
'
時
に
は
巻
き
込
ま
れ
'
そ
の
時

代
を
生
き
た
(
語
り
手
)
が
物
語
世
界
の
何
処
に
視
点
を
据
え
へ
作

品
内
の
(
聞
き
手
)
を
意
識
し
な
が
ら
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
語
る
か

(
「
(
語
り
手
V
I
物
語
世
界
」
関
係
及
び
「
(
語
り
手
)
　
-
　
(
聞

き
手
)
」
関
係
)
　
-
　
を
読
み
取
る
こ
と
か
ら
'
胎
動
す
る
歴
史
の

中
で
「
作
者
」
が
(
語
り
手
)
に
そ
う
語
ら
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

言
述
(
「
「
作
者
」
　
-
　
現
実
世
界
」
関
係
)
を
、
言
述
行
為
と
し
て

考
え
さ
せ
る
ま
で
に
昇
華
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
上
で
'
学
習
者
は
自
ら
の
体
内
に
お
い
て
、
(
語
り
手
)

の
言
説
や
「
作
者
」
の
言
述
を
(
語
り
手
)
や
「
作
者
」
が
生
き
た

時
代
の
中
に
確
と
位
置
づ
け
'
自
ら
が
生
き
る
時
代
は
彼
ら
が
生
き

た
時
代
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
を
意
識
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
そ
の
際
、
学
習
者
は
現
代
と
い
う
歴
史
の
中
に
位
置
づ
い
た

自
己
を
発
見
し
、
(
語
り
手
)
や
「
作
者
」
が
語
る
過
去
の
歴
史
中

に
生
起
し
た
事
象
や
観
念
と
現
代
の
そ
れ
と
の
位
相
性
を
模
索
し
始

め
る
の
で
あ
る
。
放
て
そ
の
模
索
は
、
社
会
的
諸
間
係
の
中
で
生
き

る
自
己
の
発
見
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
何
も
こ
れ
は
現
代
を
生
き

る
学
習
者
だ
け
が
示
す
様
相
で
は
な
い
。
(
語
り
手
)
も
然
り
、
「
作

者
」
も
然
り
で
あ
る
。
人
間
は
状
況
と
の
関
わ
り
の
中
で
言
述
行
為

を
営
み
へ
言
説
を
構
築
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
に
気
づ
い

た
学
習
者
は
、
過
去
に
形
成
さ
れ
た
状
況
と
の
関
わ
り
の
中
で
構
築

さ
れ
た
(
語
り
手
)
の
言
説
を
改
め
て
再
構
築
し
直
す
と
と
も
に
、

「
作
者
」
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
ま
た
へ
　
同
時
に
学
習
者
は
現
状
と
し
て
形
成
さ
れ
た
自
己
の

置
か
れ
た
環
境
を
想
起
し
な
が
ら
、
自
己
の
言
述
と
言
説
と
の
(
対

象
化
・
相
対
化
)
に
乗
り
出
す
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
'
古
典
文
学
教
育
の
意
義
で
あ
る
。

但
し
、
こ
う
し
た
学
習
者
内
の
二
重
二
二
重
の
営
為
は
学
習
者
の

み
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
'
自
ら
の

(
古
典
)
を
持
っ
て
自
負
す
る
古
典
文
学
の
(
読
み
手
)
で
あ
る
と

と
も
に
、
指
導
性
を
発
揮
で
き
る
指
導
者
(
授
業
者
)
　
の
介
在
が
不

可
欠
な
の
で
あ
る
。

:.I.・=:「
(
語
り
の
構
造
)
を
踏
ま
え
た
(
読
み
)
の
授
業
」
は
古
典
作

品
だ
け
を
対
象
と
し
て
行
う
も
の
で
は
な
い
。
現
代
作
品
に
お
い
て

も
'
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

四
　
『
平
家
物
語
』
諸
テ
ク
ス
ト
に
窺
え
る
(
語
り
手
)
の
言

説
の
位
相

『
平
家
物
語
』
は
'
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
伝
播
し
た
「
語
り
の
文

学
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
(
実
体
を
伴
う
)
「
語
り
手
」
　
-
　
(
実

体
を
伴
う
)
　
「
聞
き
手
」
」
関
係
は
、
テ
ク
ス
ト
化
し
た
『
平
家
物
語
』

に
も
「
(
語
り
手
)
　
-
　
(
聞
き
手
)
(
(
読
み
手
)
)
」
関
係
と
し
て
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シ
フ
ト
し
'
(
語
り
の
構
造
)
を
基
底
か
ら
支
え
て
い
る
。
〈
注
-
'
換

言
す
れ
ば
、
『
平
家
物
語
』
　
の
テ
ク
ス
ト
は
'
(
語
り
の
構
造
)
を
比

較
的
再
構
築
し
易
い
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

ま
た
へ
　
『
平
成
物
語
』
　
に
は
諸
本
が
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、

同
一
の
事
象
(
出
来
事
)
を
多
視
点
か
ら
捉
え
得
る
(
語
り
手
)
が

存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
.
I
各
(
語
り
手
)
は
、
同
1

と
考
え
ら
れ
る
歴
史
的
出
来
事
の
何
処
に
視
点
を
据
え
へ
如
何
に
物

語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
へ
(
読
み
手
)
は
'
複
数
の
「
(
語
り

手
)
の
「
視
点
」
」
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
『
平
家
物
語
』
の
特
性
を
鑑
み
れ
ば
、
本
作
晶
は
、
(
対

象
化
・
相
対
化
)
を
標
樺
す
る
「
(
語
り
の
構
造
)
を
踏
ま
え
た

(
読
み
)
の
授
業
」
に
と
っ
て
恰
好
の
教
材
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
現
在
、
筆
者
は
「
覚
1
本
」
・
「
百
二
十
句
本
」
・
「
延

慶
本
」
・
「
源
平
盛
衰
記
」
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
「
四
部
合
戦
状

本
」
・
「
玉
葉
」
・
「
愚
菅
抄
」
・
「
吾
妻
鏡
」
な
ど
を
加
味
し
た

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
の
言
説
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
へ

こ
れ
ま
で
に
「
忠
度
都
落
」
・
「
猫
間
」
・
「
木
曾
最
期
」
(
「
巴
物

語
」
・
「
義
仲
　
-
　
今
井
」
物
語
)
　
の
各
句
に
関
し
て
考
察
結
果
を

得
て
き
た
。
し
か
し
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
へ
本
稿
で
は
そ
れ
を
紹

介
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
へ
　
こ
れ
ら
の
考
察
結
果
に

つ
い
て
は
、
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

五
　
展
望
と
課
題

学
習
者
の
周
囲
に
生
起
す
る
事
象
や
学
習
者
内
に
形
成
さ
れ
る
認

識
に
対
し
て
'
学
習
者
自
身
が
多
様
な
視
点
か
ら
そ
れ
ら
を
捉
え
へ

状
況
と
の
関
わ
り
の
中
で
自
己
の
立
場
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
へ

自
己
の
判
断
に
よ
る
言
動
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
人
間
育
成
　
-
　
鑑

み
れ
ば
'
こ
れ
は
'
国
際
化
・
情
報
(
化
)
社
会
が
叫
ば
れ
る
近
年

に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
べ
き
教
育
の
姿
な
の
で
あ
る
。
そ
の
際
へ

国
語
科
に
お
い
て
「
読
み
」
を
中
心
と
し
た
(
対
象
化
・
相
対
化
)

を
標
樺
す
る
授
業
は
'
ま
さ
に
そ
の
教
育
の
姿
を
体
現
す
る
授
業
と

な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
も
'
教
材
の
発
掘
や
再
発
見
が

成
さ
れ
、
単
元
学
習
を
企
図
し
た
「
(
語
り
の
構
造
)
を
踏
ま
え
た

(
読
み
)
」
の
授
業
論
が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
に
「
(
語
り
の
構
造
)
を
踏
ま
え
た
(
読
み
)
」
の
授

業
を
め
ぐ
っ
て
当
面
す
る
主
た
る
課
題
を
二
点
列
記
し
、
本
稿
を
締

め
括
る
こ
と
に
す
る
。

先
ず
一
点
目
は
、
学
習
集
団
に
依
存
し
な
い
、
個
々
別
に
行
わ
れ

る
(
対
象
化
・
相
対
化
)
の
力
を
、
果
た
し
て
(
対
象
化
・
相
対
化
)

の
授
業
で
養
い
得
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
(
対
象
化
・
相
対

化
)
の
授
業
は
'
「
読
み
手
」
と
し
て
の
学
習
者
集
団
の
存
在
を
、

そ
の
前
提
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
者
の
存
在
の
な
い
と

こ
ろ
で
行
わ
れ
る
(
対
象
化
・
相
対
化
)
の
力
を
養
成
す
る
こ
と
も
、

こ
の
授
業
の
一
つ
の
ね
ら
い
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
他
者
依
存
型
の

(
対
象
化
・
相
対
化
)
に
よ
っ
て
如
何
な
る
学
力
が
身
に
つ
く
の
か
へ

そ
の
学
力
分
析
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。

二
点
目
は
'
(
対
象
化
・
相
対
化
)
の
授
業
に
お
い
て
授
業
者
が

行
う
評
価
の
問
題
で
あ
る
。
1
人
ひ
と
り
の
学
習
者
に
お
け
る
意
識
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変
容
の
過
程
を
如
何
に
捉
え
る
の
か
。
こ
の
評
価
の
観
点
並
び
に
方

法
が
明
確
化
し
な
い
と
こ
ろ
で
へ
　
(
対
象
化
・
相
対
化
)
　
の
授
業
は

成
立
し
な
い
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
へ
　
こ

の
授
業
の
最
大
の
ね
ら
い
が
学
習
者
の
意
識
変
革
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

六
　
お
わ
り
に

大
々
的
な
論
文
題
目
を
掲
げ
な
が
ら
、
内
実
は
具
体
性
を
伴
わ
な

い
'
課
題
の
多
-
残
る
諭
稿
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
'

本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
へ
今
後
の
研
究
の
具
体
的
方
針
が
明
確
に
な
っ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
自
ら
の
研
究
を
(
対
象
化
・
相
対
化
V
 
L

な
が
ら
遇
進
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

最
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
本
稿
の
み
な
ら
ず
、
日
頃
の
研
究

に
お
い
て
'
特
に
大
槻
和
夫
先
生
と
竹
村
信
治
先
生
に
は
貴
重
な
ご

教
示
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
し
か
も
、
本
研
究
は
、
両
先
生
の
お
考

え
に
依
拠
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
ま
た
へ
　
吉
田
裕
久
先
生
に
は

本
稿
執
筆
に
際
し
て
ご
指
導
を
賜
っ
た
。
先
生
方
に
改
め
て
お
礼
を

申
し
上
げ
る
し
だ
い
で
す
。

(
注
I
V
　
後
述
し
て
あ
る
が
、
古
典
作
品
は
、
そ
の
殆
ど
が
「
語
り
の

構
造
」
　
に
よ
り
成
り
立
っ
て
お
り
'
「
物
(
モ
ノ
)
(
=
「
何
」
)

+
　
「
語
(
カ
タ
リ
)
　
(
=
「
い
か
に
」
)
」
　
の
体
を
採
っ
て
い
る
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
古
典
作
品
を
物
語
と
し
て
認
識
し
(
物

語
)
　
で
示
す
こ
と
に
し
た
。
ま
た
へ
一
般
に
言
う
所
謂
古
典
に

つ
い
て
は
、
「
古
典
」
　
で
示
し
て
あ
る
。

(
注
2
)
　
こ
こ
に
お
け
る
「
(
物
語
)
　
の
(
読
み
)
」
　
の
定
義
は
、
国
語

科
授
業
の
場
だ
け
を
意
識
し
た
も
の
で
は
な
-
'
日
常
の
読
書

行
為
を
強
-
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
へ
　
将
来
的

に
学
習
者
が
自
ら
古
典
作
品
を
選
定
し
、
(
対
象
化
・
相
対
化
)

し
な
が
ら
(
読
む
)
こ
と
の
で
き
る
最
終
的
な
目
標
を
授
業
の

目
標
と
し
て
設
定
し
た
が
た
め
に
へ
　
「
主
体
的
行
為
」
と
表
現

し
た
の
で
あ
る
。

(
注
3
)
　
(
対
象
化
・
相
対
化
)
は
、
飽
-
ま
で
古
文
学
習
の
1
つ
の

目
標
に
過
ぎ
な
い
。
(
対
象
化
・
相
対
化
)
を
以
て
古
典
文
学

教
育
の
全
て
を
語
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
-
0

(
注
4
)
　
「
古
典
」
　
に
完
全
屈
服
す
る
〝
古
典
好
き
″
　
(
ま
た
は
、
全

面
否
定
す
る
〝
古
典
ざ
ら
い
″
)
な
る
学
習
者
に
関
す
る
発
想
に

つ
い
て
は
、
竹
村
信
治
先
生
が
『
論
叢
　
国
語
教
育
学
』
　
(
第
4

号
　
大
槻
和
夫
先
生
還
暦
記
念
号
　
広
島
大
学
国
語
教
育
学
研

究
会
一
九
九
六
)
　
所
収
の
ご
論
文
「
説
話
と
言
表
-
説
話
と

表
現
脚
I
」
の
中
で
詳
し
-
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

(
注
5
)
　
高
橋
　
亨
　
二
九
九
二
・
四
)
‥
「
物
語
学
に
む
け
て
I
構
造

と
意
味
の
主
題
的
な
変
換
-
」
　
(
『
物
語
の
方
法
　
語
り
の
意
味

論
』
糸
井
通
浩
・
高
橋
　
亨
編
　
世
界
思
想
社
　
四
頁
)
　
を
参

考
に
さ
れ
た
い
。

(
注
6
)
　
こ
の
段
落
に
示
し
た
物
語
内
容
は
'
1
例
に
過
ぎ
ず
'
こ
れ

を
以
て
全
て
の
(
物
語
)
が
有
す
る
物
語
内
容
を
語
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。

(
注
7
)
　
(
優
れ
た
読
み
手
)
　
に
よ
っ
て
再
構
築
さ
れ
る
虚
構
的
現
実

は
、
モ
ノ
ト
ー
ン
の
世
界
で
は
な
い
。
無
臭
の
世
界
で
も
な
い
。

ま
し
て
や
サ
イ
レ
ン
ト
の
世
界
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
色
彩
が

あ
り
、
匂
い
が
あ
る
の
で
あ
り
、
音
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
へ
虚
構
的
(
現
実
)
な
の
で
あ
る
。

(
注
8
)
　
竹
村
信
治
先
生
　
(
一
九
九
六
・
三
)
‥
「
説
話
と
言
表
-
説
話

と
表
現
脚
I
」
　
(
注
4
)
　
に
詳
し
い
。

(
注
9
)
　
相
互
主
観
性
と
も
言
う
。
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
用
語
。
複
数
の

主
観
の
間
で
共
通
に
成
り
立
つ
こ
と
。
事
物
な
ど
の
客
観
性
を

基
礎
づ
け
る
も
の
と
さ
れ
る
。
」
『
大
辞
泉
』
　
(
松
村
明
監
修
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小
学
館
一
九
九
五
)
　
「
共
同
主
観
」
も
同
概
念
を
示
す
こ
と

ば
で
あ
る
。

(
注
1
0
)
　
難
波
博
孝
　
二
九
九
六
・
八
)
‥
「
自
動
化
さ
れ
た
「
物
語
」

か
ら
逃
れ
る
た
め
に
　
-
　
国
語
の
授
業
で
な
に
を
す
べ
き
か
　
-
　
」

(
「
日
本
文
学
　
巻
四
五
」
日
本
文
学
協
会
)
　
に
詳
し
い
。

(
注
1
 
1
)
　
し
た
が
っ
て
、
同
一
の
物
語
内
容
を
語
る
異
な
っ
た
(
語
り

手
)
　
の
異
な
っ
た
「
認
識
(
=
(
視
点
)
)
/
言
説
構
造
」
が
'

異
な
っ
た
(
語
り
手
)
の
人
数
分
だ
け
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

(
注
1
2
)
　
あ
る
作
品
中
の
「
(
語
り
手
)
　
の
(
視
点
)
」
を
浮
き
彫
り
に

す
る
た
め
に
は
'
同
1
の
物
語
内
容
を
有
す
る
諸
作
品
問
に
お

い
て
、
(
語
り
手
)
　
の
(
語
り
)
を
言
説
分
析
し
比
較
す
る
こ

と
が
一
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
へ
　
元
来
へ
　
「
(
語
り
手
)

の
(
視
点
)
」
　
に
基
づ
い
た
(
語
り
)
は
、
(
語
り
手
)
が
あ
る

人
格
を
有
す
る
架
空
の
人
物
で
あ
る
が
た
め
、
そ
の
(
語
り
手
)

特
有
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
へ

作
品
世
界
外
部
の
「
読
み
手
」
　
に
よ
っ
て
、
「
(
語
り
手
)
　
の
国

有
の
(
語
り
)
/
(
語
り
手
)
　
の
(
視
点
)
」
　
は
曲
解
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、

「
(
語
り
手
)
　
の
(
視
点
)
」
は
学
習
者
に
よ
る
(
対
象
化
・
相

対
化
)
の
基
軸
と
な
る
対
象
な
の
で
あ
る
。

(
注
1
3
)
　
筆
者
は
、
授
業
者
の
指
導
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
注
1
4
)
　
諸
本
の
生
成
に
関
し
て
、
所
謂
「
語
り
本
系
」
　
の
成
立
と

「
読
み
本
系
」
　
の
成
立
と
の
時
代
年
次
考
証
-
「
語
り
本
系
」

の
成
立
が
先
か
、
「
読
み
本
系
」
　
の
成
立
が
先
か
に
関
す
る
問

題
に
つ
い
て
へ
　
延
慶
本
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
が
「
語
り
本
」
　
の

基
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
説
が
'
近
年
、
有
力
視
さ
れ
て
き
て

い
る
I
が
、
現
在
、
揮
沌
と
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で

あ
る
。
し
か
し
'
「
語
り
本
系
」
は
言
及
す
る
に
及
ば
ず
'
「
読

み
本
系
」
　
の
中
に
も
琵
琶
法
師
の
語
り
が
混
入
し
て
い
る
可
能

性
は
残
さ
れ
て
い
る
。
但
し
へ
本
稿
は
諸
本
の
成
立
に
つ
い
て

論
及
す
る
目
的
は
有
し
て
お
ら
ず
、
r
平
家
物
語
」
　
が
他
の
古

典
文
学
作
品
に
比
し
た
場
合
、
「
(
語
り
手
)
　
-
　
(
聞
き
手
)

(
(
読
み
手
)
)
」
関
係
を
浮
き
彫
り
に
し
た
文
学
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
す
る
に
止
め
る
も
の
で
あ
る
。

【
主
な
参
考
文
献
及
び
論
文
】

(
参
考
文
献
V

F
・
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
　
二
九
八
九
・

彰
1
訳
　
岩
波
苔
店

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
二
九
八
五

ル
j
　
花
輪
光
+
和
泉
涼
1
訳

ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
プ
リ
ン
ス
　
(
一
九
九
一

こ
‥
r
物
語
の
構
造
J
　
前
田

・
八
)
‥
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
-

水
声
社

・
五
)
‥
「
物
語
論
辞
典
」
　
遠

藤
健
一
訳
　
松
柏
社

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
　
(
1
九
七
九
・
二
)
‥
r
物
語
の
構
造
分
析
j
　
花

輪
光
訳
　
み
す
ず
書
房

〈
参
考
論
文
〉

大
槻
和
夫
先
生
　
二
九
八
一
・
一
〇
)
‥
「
国
語
科
の
単
元
学
習
で
言
語

能
力
は
育
つ
の
か
」
　
(
「
教
育
科
学
　
国
語
教
育
」
　
1

九
八
一
年
一
〇
月
号
　
八
三
貢
～
八
六
頁
所
収
)

大
槻
和
夫
先
生
　
(
1
九
九
二
・
八
)
‥
「
国
語
の
学
力
と
単
元
」
　
(
r
国
語

単
元
学
習
の
新
展
開
E
j
理
論
編
』
　
日
本
国
語
教
育
学

会
　
東
洋
館
出
版
社
　
三
六
貢
～
五
三
貢
所
収
)

竹
村
信
治
先
生
　
(
1
九
九
六
・
五
)
‥
「
説
話
の
媒
介
者
と
享
受
者
」

(
『
説
話
の
講
座
1
　
説
話
と
は
何
か
』
勉
誠
社
)

竹
村
信
治
先
生
　
(
1
九
九
六
二
二
)
‥
「
説
話
と
言
表
I
説
話
と
表
現

脚
I
」
　
(
注
4
)

【
引
用
文
献
】

「
平
家
物
語
」
　
の
引
用
に
は
、
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
　
(
小
学
館
)
　
を

用
い
た
。

(
広
島
県
立
倉
橋
高
等
学
校
)

(
広
島
大
学
大
学
院
在
学
中
)
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