
文
学
の
授
業
に
お
け
る
「
読
み
の
ひ
ず
み
」
の
持
つ
積
極
性

一

は

じ

め

に

私
は
こ
れ
ま
で
高
等
学
校
の
教
員
と
し
て
'
「
文
学
の
授
業
」
を
行
っ
て

き
た
。
あ
る
程
度
学
習
者
の
反
応
は
予
想
で
き
て
い
た
も
の
の
'
実
際
に
学

習
者
の
反
応
を
把
握
し
て
お
き
た
い
と
考
え
へ
　
1
般
的
に
よ
-
行
わ
れ
て
い

る
初
託
の
感
想
を
記
述
さ
せ
た
.
そ
し
て
、
そ
の
初
読
の
感
想
か
ら
学
習
者

に
読
み
の
交
流
を
さ
せ
へ
そ
し
て
学
習
者
個
々
人
の
自
己
の
読
み
の
変
容
を

見
て
い
こ
う
と
す
る
授
業
展
開
を
採
っ
て
い
た
。
文
学
を
通
じ
て
学
習
者
に

自
己
の
捉
え
直
し
を
行
っ
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
と
'
教
室
を
自
己
表
現
の

場
と
し
て
活
性
化
し
た
い
と
い
う
願
い
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
'
学
習
者

は
自
己
を
表
出
し
た
が
ら
な
い
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
へ
学
習
者
は
同
質
的
な

反
応
を
繰
り
返
す
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
学
習
者
の
実
態
が
い
か
に
し

て
生
成
さ
れ
た
の
か
へ
　
ま
た
こ
れ
を
打
開
し
て
い
-
た
め
に
は
、
ど
う
し
て

い
け
ば
よ
い
の
か
と
考
え
へ
　
指
導
上
の
展
開
に
い
-
つ
か
の
工
夫
を
試
み
た

り
も
し
た
。

し
か
し
、
学
習
者
の
実
際
の
反
応
を
見
て
い
-
う
ち
に
、
何
と
な
-
奇
妙

な
感
覚
を
抱
-
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
本
稿
の
出
発
点
で
あ
る
。
そ

の
反
応
と
は
'
学
習
者
が
文
学
テ
ク
ス
ト
を
読
み
な
が
ら
も
へ
多
様
な
読
み

宮
　
本
　
浩
　
治

を
い
く
つ
も
重
ね
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
な
ら
ば
、
読
み
の
観

点
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
点
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
よ
り

深
い
読
み
を
志
向
し
て
い
な
が
ら
へ
同
時
に
、
読
み
の
統
合
性
に
欠
け
る
も

の
と
し
て
判
断
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
読
み
取

り
の
内
実
は
、
読
み
の
方
向
性
と
し
て
多
様
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
の
、
自
己
内
で
そ
の
読
み
取
り
に
つ
い
て
の
説
明
が
つ
い
て
い
な
い
と

い
う
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
へ
自
己
と
作
品
世
界
と
が
承

離
し
た
反
応
や
自
己
を
隠
蔽
し
た
反
応
が
見
ら
れ
る
。
「
文
学
の
授
業
」
に

お
い
て
目
指
さ
れ
る
読
み
と
は
、
作
品
世
界
と
自
己
と
を
関
係
づ
け
'
自
己

の
認
識
を
い
か
に
変
容
・
補
強
し
て
い
-
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
'
学
習
者
は
そ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
学
習
者
の
読
み
の
実
際
か
ら
、
本
稿
で
は
学
習
者
の
反
応
の

内
実
を
探
り
、
学
習
者
の
読
み
の
方
向
性
を
措
足
し
へ
そ
の
よ
う
な
読
み
が

形
成
さ
れ
る
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
こ
で
の
議
論
を
踏
ま
え

て
学
習
指
導
の
あ
り
方
を
論
じ
て
い
-
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〓
　
「
読
み
の
ひ
ず
み
」
の
内
実
と
産
出
要
因
の
分
析

以
下
の
反
応
は
'
実
際
に
学
習
者
が
綴
っ
た
『
山
日
記
」
　
の
初
読
の
反
応

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
三
名
の
学
習
者
に
よ
る
反
応
を
、
作
品
世
界
の
理
解

の
仕
方
と
そ
の
読
み
の
産
出
要
因
を
観
点
と
し
て
分
析
・
考
察
し
て
い
く
こ

と
と
す
る
。

二
'
一
質
的
に
高
次
な
読
み
を
求
め
る
反
応
例
①

①
人
間
っ
て
'
み
ん
な
猛
獣
使
い
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
の
中
に
も

猛
獣
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
な
い
だ
け
か
も

し
れ
な
い
。
気
付
か
な
-
て
も
'
無
意
識
の
う
ち
に
猛
獣
を
操
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
の
中
に
も
、
虎
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

ぼ
-
に
は
李
徴
の
気
持
ち
が
よ
-
わ
か
る
気
が
し
た
.
自
尊
心
と
蓋
恥

心
へ
　
み
ん
な
も
っ
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
。
自
分
に
自
信
が
な
い
か
ら
、

人
と
の
交
わ
り
を
避
け
る
。
ぼ
-
に
も
こ
ん
な
経
験
は
あ
る
。
自
分
に

自
信
が
な
い
の
も
ち
　
そ
う
だ
け
ど
人
に
傷
つ
け
ら
れ
た
く
な
い
か
ら
、

交
わ
り
を
避
け
て
し
ま
う
の
だ
。
李
徴
も
そ
ん
な
人
間
だ
っ
た
の
だ
と

思
B
S②

李
徴
は
弱
い
人
間
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
弱
い
人
間
な
の
に
'
う

そ
の
強
さ
を
見
せ
て
い
た
た
め
に
虎
と
な
っ
て
し
ま
い
、
自
分
自
身
を

苦
し
め
る
運
命
に
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。
李
徴
の
心
の
中
の
矛
盾
が
、

肉
体
的
な
矛
盾
と
し
て
虎
に
化
け
た
の
だ
。
姿
が
人
間
の
と
き
は
、
内

と
外
が
人
間
で
自
分
の
存
在
に
気
付
か
な
か
っ
た
の
が
、
内
と
外
が
本

こ
の
学
習
者
の
反
応
は
、
読
み
の
実
相
に
お
い
て
大
き
-
三
つ
の
読
み
が

存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
。
1
つ
目
は
、
自
己
を
投
影
す
る
読
み
で
あ
り
'

学
習
者
自
身
が
作
品
世
界
と
自
己
と
を
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
読
み
で
あ
る

(
第
一
段
落
傍
線
部
)
。
二
つ
目
は
、
人
物
を
分
析
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る

読
み
で
あ
り
'
「
李
徴
」
と
い
う
人
物
を
通
し
て
作
品
世
界
を
解
釈
し
、
自

己
の
読
み
の
妥
当
性
を
示
そ
う
と
す
る
読
み
で
あ
る
　
(
第
二
段
落
)
.
三
つ

目
は
、
作
品
の
主
題
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
読
み
で
あ
る
　
(
第
三
段
落
傍
線

那
)
。
こ
の
三
つ
の
作
品
世
界
の
理
解
の
仕
方
は
'
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
が
'
そ
こ
に
は
質
的
な
差
異
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

反
応
は
、
あ
ら
ゆ
る
読
み
が
統
合
さ
れ
、
質
的
に
高
い
反
応
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
読
み
の
実
相
に
お
い
て
は
'
学
習
者
の
読
み
は
自
己
の
投
影
か
ら
'

教
訓
へ
と
ス
ラ
イ
ド
さ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

授
業
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
反
応
を
起
点
と
し
て
、
学
習
者
の
さ
ま

ざ
ま
な
読
み
を
重
ね
合
わ
せ
、
読
み
を
膨
ら
ま
せ
、
そ
し
て
李
徴
の
心
の
動

き
を
読
み
解
き
、
読
み
深
め
を
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の

種
の
反
応
に
は
'
何
か
し
ら
「
物
足
り
な
さ
」
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
へ
　
こ

の
学
習
者
の
読
み
が
大
き
-
二
つ
の
相
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
く

る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
へ
　
こ
の
反
応
の
「
物
足
り
な
さ
」
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の
原
因
は
、
作
品
世
界
に
描
か
れ
る
「
李
徴
の
悲
劇
性
」
　
の
読
み
取
り
を
出

発
点
と
し
へ
自
己
と
作
品
世
界
と
を
関
係
づ
け
「
人
間
の
生
き
方
」
を
志
向

し
よ
う
と
す
る
読
み
が
教
訓
へ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
作
品
世
界
か

ら
わ
き
上
が
っ
た
自
己
の
問
題
意
識
と
乗
出
し
た
読
み
と
の
問
に
「
ズ
レ
」

が
生
じ
'
そ
の
二
つ
の
読
み
の
間
で
整
合
性
を
持
っ
た
反
応
と
は
成
り
得
て

い
な
い
た
め
に
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
結
果
的
に
、
主
題
追
求
の
読
み
が
学
習
者
に
と
っ
て
'
上
滑
り
し
た

読
み
と
し
て
位
置
付
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
反
応
を
産
出
し
た
要
因
と
し
て
は
、
学
習
者
が
こ
れ
ま
で

「
文
学
の
授
業
」
を
受
け
て
き
た
中
で
作
ら
れ
て
き
た
「
文
学
の
授
業
観
」

が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
'
多
-
の
「
文
学
の
授
業
」
　
に

お
い
て
、
質
的
に
高
い
反
応
と
し
て
主
題
追
求
の
読
み
が
求
め
ら
れ
、
こ
の

よ
う
な
学
習
経
験
か
ら
、
教
室
に
お
い
て
認
容
さ
れ
る
読
み
と
し
て
、
主
題

追
求
の
読
み
を
提
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

こ
の
学
習
者
の
読
者
と
し
て
の
意
識
は
'
「
作
品
と
の
対
話
」
と
い
う
「
閉

じ
た
関
係
」
を
基
盤
に
し
た
読
み
か
ら
'
「
教
室
内
の
他
者
と
の
対
話
」
、
こ

こ
で
は
教
師
を
意
識
し
た
、
「
開
い
た
関
係
」
を
基
盤
に
し
た
読
み
へ
と
転

化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
学
習
者
自
身
へ
　
読
み

を
生
成
す
る
と
い
う
読
み
の
過
程
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
経
験
の
相
対

化
の
結
果
へ
　
教
師
や
他
の
学
習
者
を
意
識
し
'
文
学
を
読
む
読
者
の
位
置
に

し
っ
か
り
と
立
つ
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
'

自
己
の
読
み
が
宙
づ
り
に
さ
れ
、
他
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
読
み
を

産
出
し
、
落
ち
着
き
所
と
し
て
主
題
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
に
学
習
者
の
内
部
に
二
つ
の
読
み
の
意
識
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
一
つ
は
'
作
品
世
界
と
自
己
と
が
向
き
合
っ
て
、
自
己
の

認
識
を
変
容
・
補
鞍
し
て
い
-
読
み
の
方
向
性
と
、
も
う
l
　
つ
は
こ
れ
ま
で

の
学
習
経
験
の
相
対
化
の
結
果
へ
　
よ
り
高
次
の
読
み
と
し
て
考
え
ら
れ
る
分

析
的
な
読
み
'
そ
し
て
主
題
追
求
の
読
み
を
表
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
自

己
の
読
み
取
り
の
「
適
切
さ
」
を
分
析
的
に
説
明
し
て
い
こ
う
と
す
る
読
み

の
方
向
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
の
内
実
が
原
因
と
な
っ
て
、
「
人
間

の
生
き
方
」
を
志
向
し
よ
う
と
す
る
読
み
と
、
「
適
切
さ
」
へ
　
「
他
者
の
ま
な

ざ
し
」
を
意
識
し
た
読
み
と
が
共
存
し
、
な
お
か
つ
最
初
の
自
己
を
投
影
し

た
読
み
'
つ
ま
り
「
人
間
の
生
き
方
」
を
志
向
す
る
読
み
が
深
ま
っ
て
い
な

い
た
め
に
、
「
物
足
り
な
さ
」
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
へ
　
〓
　
文
学
テ
ク
ス
ト
の
多
層
性
に
着
目
し
た
反
応
例
②
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こ
の
反
応
は
'
傍
線
部
①
が
『
山
日
記
』
の
作
品
世
界
に
関
す
る
具
体
的

な
読
み
取
り
を
表
し
て
お
り
、
傍
線
部
①
の
前
及
び
そ
の
直
後
は
へ
そ
の
二

っ
の
読
み
取
り
を
自
己
の
価
値
観
と
の
相
対
化
に
よ
っ
て
、
導
き
出
し
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
作
品
の
仕
掛
け
を
読
み
取
り
な
が
ら
、
反
応

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
'
傍
線
部
③
ま
で
の
文
と
そ
れ
以
降
の
も
の
と
は
、
「
で

も
」
と
い
う
こ
と
ば
で
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
も
の
の
、
明
ら
か
に
つ
な

が
り
を
欠
-
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
最
後
の
一
文
は
、
学
習
者
自
身

の
疑
問
を
提
示
し
'
そ
し
て
こ
の
感
想
文
の
読
み
手
に
問
い
か
け
る
形
で
反

応
を
終
え
て
い
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
こ
の
反
応
の
読
み

手
に
対
し
て
、
「
念
押
し
」
を
行
っ
た
も
の
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
も
出
来

る
。
し
か
し
'
こ
の
よ
う
な
判
断
を
行
っ
た
根
拠
を
示
す
こ
と
な
く
読
み
手

を
説
得
す
る
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
「
で
も
」
を
境
目
と
し

て
へ
そ
の
反
応
の
間
に
読
み
手
を
説
得
す
る
上
で
の
論
理
の
飛
躍
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
で
も
」
を
境
目
と
し
て
'
読
み
の
質
的
な
「
ズ

レ
」
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
「
ズ
レ
」
と
は
'
先
に
提
示
し
た

(
反
応
例
①
)
と
同
様
に
、
「
人
間
の
生
き
方
」
を
志
向
す
る
読
み
と
へ
学

習
者
の
主
題
追
求
の
読
み
が
提
示
さ
れ
、
教
訓
的
な
も
の
に
落
ち
着
い
て
い

る
こ
と
と
の
間
で
の
「
ズ
レ
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
(
反
応
例
①
)
と
同
様
の

問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
学
習
者
の
自
由
な
読
み
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
こ
れ
ま
で
の
学
習
経
験
の
相
対
化
の
結
果
へ
主
題

追
求
の
読
み
、
教
訓
的
な
読
み
に
落
ち
着
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

ま
た
、
こ
の
反
応
の
場
合
へ
読
み
の
方
向
性
に
多
様
性
を
指
摘
す
る
こ
と

が
出
来
る
。
傍
線
部
①
で
は
李
徴
の
内
面
へ
の
読
み
に
つ
い
て
言
及
L
へ
傍

線
部
②
で
は
李
徴
の
人
間
関
係
上
の
読
み
を
表
出
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

読
み
の
視
点
を
多
様
に
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幅
広
い
読
み
取
り
を
行
っ
て

い
る
と
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
学
習
者
内
部
で
自
己
の
読
み
の
統
合

を
図
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
'
自
己
の
読
み
の

統
合
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
作
品
と
の
整
合
性
の
レ
ベ
ル
で
許

容
可
能
な
二
つ
の
読
み
を
表
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
へ
　
こ
の
反
応
を
行
っ
た
学
習
者
の
読
み
を
統
合
す
る
能
力
に

「
ひ
ず
み
」
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
ひ
ず

み
」
は
許
容
可
能
な
二
つ
の
観
点
か
ら
生
じ
た
読
み
を
い
か
に
止
揚
し
て
い

け
ば
よ
い
の
か
が
へ
わ
か
ら
な
い
た
め
に
生
じ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
へ
こ
の
学
習
者
に
と
っ
て
へ
こ
の
反
応
は
自

己
完
結
し
て
お
り
、
自
己
の
読
み
の
二
重
性
に
つ
い
て
は
、
自
覚
で
き
て
い

な
い
。
つ
ま
り
、
自
己
の
内
部
で
「
ひ
ず
み
」
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の

「
ひ
ず
み
」
は
潜
在
的
で
、
学
習
者
自
身
に
は
認
識
で
き
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
よ
う
な
反
応
が
産
出
さ
れ
る
要
E
E
I
と
し
て
、
文
学
テ
ク
ス
ト
の
も
つ

多
層
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
文
学
作
品
に
記
述
さ
れ
た
「
虚
構
世
界
」

そ
の
も
の
が
多
層
性
を
有
し
て
い
る
た
め
に
、
顕
在
化
す
る
問
題
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
扱
っ
た
『
山
日
記
』
　
の
場
合
'
二

人
の
語
り
手
の
視
点
に
起
因
す
る
解
釈
の
多
様
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
つ
ま
り
'
「
李
徴
」
を
眺
め
、
彼
を
説
明
す
る
語
り
手
の
視
点
と
、
語

り
手
「
李
徴
」
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て
、
自
己
の
内
面
を
暴
い
て
い
-
二
人

の
語
り
手
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
語
り
手
の
存
在
に
よ
っ
て
へ
　
『
山

日
記
』
そ
の
も
の
に
許
容
可
能
な
解
釈
の
多
様
性
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
学
習
者
に
と
っ
て
は
多
様
な
解
釈
を
許
容
す
る

文
学
テ
ク
ス
ト
の
読
み
を
多
様
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
読
み

の
「
適
切
さ
」
を
表
出
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
へ
　
三
　
教
室
の
力
関
係
に
起
因
す
る
反
応
例
③

す
べ
て
が
お
も
し
ろ
い
!

(
オ
レ
、
人
間
?
)

李
徴
の
よ
う
に
虎
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
楽
だ
ろ
う
な
ぁ
。

人
間
の
心
も
捨
て
て
、
自
由
に
'
野
性
に
生
き
て
い
け
れ
ば
、
テ
ス

ト
も
な
い
し
、
何
が
お
も
し
ろ
い
か
、
こ
う
し
て
考
え
る
必
要
も
な
い

し

　

　

　

。

(
R
Y
　
男
子
)

李
徴
の
心
。

ゆ
れ
る
心
。

変
化
。

虎
へ
の
変
化
?
心
の
変
化
?

0

わ
か
ら
な
い
。

け
ど
、
お
も
し
ろ
い
。

何
が
お
も
し
ろ
い
の
か
を
書
か
な
-
て
は
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、

こ
の
反
応
も
'
『
山
日
記
』
の
初
読
の
反
応
で
あ
る
。
こ
の
生
徒
の
場
合
へ

自
己
の
読
み
を
表
出
し
て
い
る
も
の
の
へ
そ
の
読
み
の
妥
当
性
を
示
す
こ
と

も
な
く
'
む
し
ろ
初
読
の
感
想
を
記
述
す
る
こ
と
へ
の
不
快
感
を
提
示
し
、

ま
た
『
山
日
記
』
の
作
品
世
界
を
拠
り
所
と
し
て
、
日
常
へ
の
疑
問
・
不
快

感
を
提
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
こ
の
学
習
者
は
自
己

の
読
み
を
表
出
す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
、
解
釈
放
棄
の
要
因
を
こ
の
反
応
の
最
後
の
二
文
か

ら
抽
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
先
に
文
学
テ
ク
ス
ト
の
も
つ
多
層
性

が
学
習
者
に
多
様
な
読
み
を
生
み
出
す
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
多
様
な

読
み
の
存
在
が
こ
の
学
習
者
に
意
識
さ
れ
'
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
解
釈
不
可

能
な
事
態
を
起
こ
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
学
習
者
は
'
か
つ
て
「
文
学
の
授
業
」
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
へ

ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
際
に
、
次
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
た
。
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中
学
校
の
時
か
ら
、
国
語
の
答
え
は
一
個
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
き

た
け
ど
、
班
で
の
話
し
合
い
や
'
ク
ラ
ス
で
の
授
業
を
聞
い
て
い
て
も
、



何
が
正
解
か
わ
か
ら
な
い
L
t
　
ど
う
し
て
そ
ん
な
答
え
が
で
る
の
か
わ

か
ら
な
か
っ
た
。
先
生
が
答
え
の
出
し
方
を
教
え
て
く
れ
て
、
わ
か
っ

た
と
思
っ
て
い
た
け
ど
'
い
ざ
テ
ス
ト
に
な
る
と
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
。

授
業
で
は
'
答
え
が
た
-
さ
ん
あ
っ
た
の
に
、
正
解
は
1
つ
で
、
国
語

は
何
を
勉
強
し
た
ら
い
い
か
、
さ
っ
ぱ
り
　
　
　
　
先
生
が
言
っ
た
こ

と
や
黒
板
に
書
い
た
こ
と
を
ノ
ー
ト
に
と
っ
て
'
ま
る
暗
記
、
そ
う
す

れ
ば
'
い
い
点
数
が
取
れ
る
。
そ
し
た
ら
へ
先
生
も
安
心
し
て
へ
何
も

言
わ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
反
応
す
る
原
因
は
、
教
師
が
行
う
評
価
か
ら
'
自
己
の
読
み

が
統
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
へ
　
こ
の

学
習
者
が
授
業
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
自
己
の
文
学
経
験
か
ら
'
文
学
に
対

す
る
読
み
の
広
が
り
を
認
識
し
っ
つ
も
、
授
業
空
間
に
展
開
さ
れ
る
「
共
有

さ
れ
る
読
み
」
=
「
教
師
が
設
定
す
る
正
解
」
と
自
己
の
読
み
と
の
問
の
「
ズ

レ
」
に
不
満
を
抱
-
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
も
'
教
室
空
間
で
「
共
有
さ
れ
る
読
み
」
と
「
自
己
の
読
み
」
と
の
間

で
'
ど
ち
ら
の
読
み
を
許
容
す
る
べ
き
か
悩
み
な
が
ら
も
'
最
終
的
に
「
共

有
さ
れ
る
読
み
」
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
指
摘
す
る
こ
と
に
落

ち
着
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
へ
　
そ
の
「
共
有
さ
れ
る
読
み
」
　
の
受
容

に
よ
っ
て
起
こ
る
自
己
の
「
読
み
の
偽
装
性
」
を
相
対
化
L
へ
　
そ
の
よ
う
な

(
-
)

「
解
釈
共
同
体
」
の
読
み
に
対
し
て
、
何
か
し
ら
の
疑
問
を
感
じ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
反
応
は
'
こ
れ
ま
で
の
学
習
者
の
学
習
経
験
の
相
対
化
に
よ
っ

て
へ
生
じ
た
も
の
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
文
字
の

授
業
」
　
に
お
い
て
は
'
多
様
な
読
み
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
前
提
が
あ
り

な
が
ら
も
へ
こ
れ
ま
で
受
け
て
き
た
「
文
学
の
授
業
」
に
対
す
る
意
識
に
よ
っ

て
へ
自
己
の
読
み
と
教
室
で
「
共
有
さ
れ
る
読
み
」
へ
「
正
解
」
と
を
比
較
し
、

自
己
の
読
み
を
隠
蔽
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
よ
う
な
反
応
が
産
出
さ
れ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
へ
　
こ
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
た
場
合
へ
　
こ
の
学
習

者
の
よ
う
に
読
み
を
提
示
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
'
自
己
の
読
み
を
提
示
す
る
こ
と
を
拒
否
す

る
の
で
は
な
-
、
自
己
の
読
み
そ
の
も
の
を
隠
蔽
し
、
偽
装
す
る
学
習
者
の

反
応
が
存
在
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
反
応
が
産
出
さ
れ
る

要
因
は
'
多
-
の
場
合
へ
　
教
師
の
評
価
を
原
因
と
す
る
「
教
師
の
権
威

(
2
)

性
」
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
他
学
習
者
と
の
関
係
へ
　
つ
ま
り
「
教

室
に
お
け
る
力
関
係
」
に
起
因
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ

ろ
う
。二

'
四
　
学
習
者
の
反
応
例
の
整
理

先
に
提
示
し
た
　
(
反
応
例
①
)
　
の
生
徒
の
場
合
、
自
己
を
投
影
す
る
読
み

と
そ
の
読
み
の
「
適
切
さ
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
読
み
と
が
'
1
学
習
者

の
中
で
同
時
に
存
在
し
、
そ
の
両
者
の
読
み
が
止
揚
で
き
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
学
習
者
に
と
っ
て
t
　
よ
り
深
-
作
品

を
読
む
と
い
う
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
学
習
者
の
場
合
へ
自
己
の
読
み
の
「
適
切
さ
」
を

説
明
す
る
際
に
、
分
析
的
な
深
ま
り
を
志
向
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
分
析
的
な
深
ま
り
は
、
李
徴
の
本
性
へ
　
「
強
さ
」
と
「
弱
さ
」
と
い
う

観
点
を
読
み
取
る
こ
と
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
学
習
者
の
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よ
う
に
、
自
己
の
投
影
の
深
さ
と
分
析
的
な
説
明
の
深
さ
と
は
必
ず
し
も
相

関
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
学
習
者
の
場
合
、
自
己
の

読
み
の
「
適
切
さ
」
を
説
明
す
る
際
に
、
分
析
的
に
そ
の
根
拠
を
探
求
し
な

が
ら
も
、
最
終
的
な
結
論
が
、
最
初
の
問
題
意
識
と
の
間
に
　
「
ズ
レ
」
を
生

じ
て
い
る
た
め
に
、
自
己
の
読
み
が
探
求
さ
れ
て
い
な
い
状
態
と
し
て
考
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
学
習
者
の
読
み
の
意
識
は
、
自
己
の
読
み
の
「
適

切
さ
」
を
説
明
し
て
い
-
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の

読
み
の
正
当
性
や
妥
当
性
を
証
明
す
る
た
め
に
、
自
己
と
作
品
世
界
を
結
び

付
け
た
読
み
と
他
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
読
み
と
を
共
生
さ
せ
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
へ
　
(
反
応
例
②
)
　
は
'
作
品
世
界
の
多
層
性
を
基
と
す
る
多
様
な
解

釈
の
存
在
に
よ
っ
て
、
一
学
習
者
の
中
で
読
み
が
複
数
生
成
さ
れ
た
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
読
み
の
統
合
を
は
か
る
こ
と
が
で

き
な
い
学
習
者
個
人
の
能
力
の
問
題
に
よ
り
、
最
終
的
に
作
品
世
界
と
の
整

合
性
の
レ
ベ
ル
で
許
容
可
能
な
二
つ
の
読
み
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ

「
適
切
さ
」
を
表
出
す
る
読
み
と
し
て
位
班
付
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
へ
　
こ
の
反
応
は
　
(
反
応
例
①
)
　
と
同
様
に
、

こ
れ
ま
で
の
学
習
経
験
か
ら
'
こ
の
よ
う
な
反
応
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
受
け
て
き
た
授
業
か
ら
、
よ
り
質
的
に

高
い
反
応
と
し
て
認
識
さ
れ
る
主
題
を
目
指
し
な
が
ら
へ
　
よ
り
客
観
的
な
分

析
を
詳
細
に
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
自
己
の
読
み
の
「
適
切
さ
」
を
表
出

し
た
反
応
と
し
て
位
胃
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
極
端
な
例
と
し
て
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
(
反
応
例
③
)
　
の

よ
う
に
'
こ
れ
ま
で
の
学
習
経
験
か
ら
'
自
己
の
志
向
す
る
読
み
と
教
室
で

目
指
さ
れ
る
読
み
と
の
問
の
「
ズ
レ
」
を
意
識
し
、
自
己
の
読
み
を
隠
蔽
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
反
応
は
、
一
見
そ
こ
に
差
異
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
が
'

明
ら
か
な
共
通
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
'
学
習
者
が
反
応
を
行

う
際
に
'
読
み
の
方
向
性
と
し
て
、
自
己
の
投
影
を
は
か
ろ
う
と
し
な
が
ら

も
へ
　
分
析
的
な
正
し
さ
、
主
題
へ
と
読
み
を
転
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
'
そ
の
読
み
取
り
は
自
己
の
読
み
を
起
点
と
し

て
、
そ
の
読
み
の
正
し
さ
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
の
、
全
て
の
説

明
し
っ
く
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
多
様
な

読
み
取
り
を
行
い
な
が
ら
も
、
一
つ
ひ
と
つ
の
読
み
の
「
適
切
さ
」
を
説
明

す
る
こ
と
に
な
り
得
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
学
習
者
の
反
応
の
傾
向
は
'
こ
れ
ま
で
も
指
摘
し
て
き
た
こ

と
で
は
あ
る
が
、
「
文
学
の
授
業
」
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
学
習
者
が
受
け
て
き
た
「
文
学
の
授
業
」

の
中
で
の
教
師
の
指
導
に
よ
っ
て
へ
　
「
文
学
教
材
-
分
析
的
な
読
み
の
深
ま

り
・
広
が
り
」
へ
　
あ
る
い
は
「
文
学
教
材
-
主
題
把
粒
」
　
と
い
っ
た
固
定
化

さ
れ
た
認
識
が
基
と
な
っ
た
反
応
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
文
学
の
授
業
の
連
続
性
」
　
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
学
習

者
の
反
応
の
傾
向
は
'
教
室
で
認
め
ら
れ
る
読
み
を
構
築
し
て
い
こ
う
と
す

る
学
習
者
の
意
識
、
つ
ま
り
教
室
の
力
関
係
を
意
識
す
る
学
習
者
の
認
識
が

基
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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三
　
「
読
み
の
ひ
ず
み
」
の
定
義

こ
の
よ
う
な
学
習
者
の
読
み
の
実
相
を
取
り
あ
げ
て
み
る
と
、
「
誤
読
」

や
「
つ
ま
ず
き
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
へ
そ
の
よ
う
な
概
念
で

は
括
る
こ
と
の
で
き
な
い
判
断
不
可
能
な
読
み
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気

付
-
。
そ
れ
は
、
自
己
の
内
部
で
多
様
な
読
み
を
形
成
し
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
一
つ
ひ
と
つ
の
読
み
に
つ
い
て
の
整
理
が
で
き
て
い
な
い
状
態
の
読
み

で
あ
る
。
つ
ま
り
'
自
己
の
読
み
と
し
て
多
く
の
読
み
を
抱
え
た
た
め
に
へ

そ
の
1
つ
ひ
と
つ
の
読
み
に
対
し
て
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
状
態
、
自

己
完
結
し
て
い
る
も
の
の
、
質
的
に
異
な
る
二
つ
以
上
の
読
み
が
存
在
す
る

反
応
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
反
応
を
「
読
み
の
ひ
ず
み
」
と
し
て
定
義
す
る
。

多
-
の
学
習
者
の
反
応
は
'
初
読
の
感
想
に
お
い
て
は
、
反
応
例
と
し
て

示
さ
な
か
っ
た
が
、
語
義
的
解
釈
を
提
示
す
る
だ
け
に
留
ま
る
も
の
へ
あ
る

い
は
何
を
書
い
て
良
い
か
わ
か
ら
ず
教
材
の
粗
筋
を
吾
-
だ
け
の
も
の
'
何

を
問
質
に
す
る
の
か
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
な
ど
で
あ
っ
た
(
4
2
例

中
1
 
7
例
)
。
つ
ま
り
'
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
何
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
本
当
に
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
'
わ
か
る
た
め
の
手
立
て
を
考
え
、

そ
の
よ
う
な
力
を
つ
け
て
い
-
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
そ
の
問
題
は
解
消
さ
れ
て

行
-
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
'
自
己
内
に
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
が
生
成
さ
れ
た
と

き
'
そ
の
読
み
を
ど
う
止
揚
し
て
い
-
か
が
わ
か
ら
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
。

自
己
の
読
み
を
表
現
す
る
こ
と
と
「
正
解
」
と
の
間
で
悩
む
の
か
も
し
れ
な

い
。
「
何
」
の
内
実
を
探
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な

語
義
的
解
釈
を
提
示
す
る
反
応
や
「
わ
か
ら
な
い
」
と
す
る
反
応
の
根
底
に

あ
る
意
識
が
何
か
を
探
っ
て
み
た
と
き
へ
そ
の
よ
う
な
反
応
を
「
読
み
の
ひ

ず
み
」
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

「
読
み
の
ひ
ず
み
」
が
提
起
す
る
問
題
は
'
彼
ら
が
読
者
と
し
て
文
学
を

読
む
と
き
と
学
習
者
と
し
て
文
学
を
読
む
と
き
の
、
学
習
者
と
教
材
と
の
関

わ
り
方
の
差
異
で
あ
る
。
授
業
空
間
に
展
開
さ
れ
る
読
み
は
多
く
の
場
合
、

分
析
的
な
正
し
さ
と
深
さ
を
追
求
す
る
学
習
者
と
し
て
の
読
み
で
あ
り
'
教

師
の
授
業
ス
タ
イ
ル
も
教
師
の
読
み
の
「
正
し
さ
」
を
論
証
し
、
落
ち
着
き

所
と
し
て
の
主
題
を
追
求
し
て
い
-
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
授
業
の

傾
向
が
、
学
習
者
の
読
み
の
意
識
に
作
用
し
、
分
析
的
に
多
様
な
読
み
取
り

を
行
い
な
が
ら
も
、
自
己
の
読
み
と
し
て
説
明
が
成
さ
れ
て
い
か
な
い
こ
と

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
-
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
自
己
内
の
矛
盾
の
諸
相
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
'
そ
れ

を
措
定
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
'
学
習
者
が
自
己
の

読
み
の
「
適
切
さ
」
の
基
準
を
ど
こ
に
見
出
す
か
と
い
う
視
点
で
考
え
て
き

た
が
、
「
教
室
の
力
関
係
」
に
よ
る
「
読
み
の
ひ
ず
み
」
の
現
象
的
把
握
は
、

そ
の
一
局
面
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
〇

四
　
「
読
み
の
ひ
ず
み
」
の
持
つ
積
極
性

こ
れ
ま
で
の
考
察
で
、
自
己
の
内
部
で
多
様
な
読
み
を
形
成
し
て
い
る
も

の
の
、
そ
の
7
つ
ひ
と
つ
の
読
み
に
つ
い
て
の
説
明
が
で
き
て
い
な
い
状
態

の
読
み
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
「
読
み
の
ひ
ず
み
」
と
し
て
指
摘

し
た
。
つ
ま
り
、
「
読
み
の
ひ
ず
み
」
と
は
'
自
己
の
読
み
と
し
て
多
く
の

読
み
を
抱
え
た
た
め
に
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
の
読
み
に
対
し
て
の
説
明
が
な

さ
れ
て
い
な
い
も
の
へ
自
己
完
結
し
て
い
る
も
の
の
、
矛
盾
を
き
た
す
二
つ
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以
上
の
異
な
る
読
み
が
一
学
習
者
の
中
に
同
時
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
へ
　
自
己
の
読
み
と
他
者
の
読
み
と
を
同
時
に
抱
え
た
結
果
へ

学
習
者
の
中
で
他
者
の
読
み
を
説
明
で
き
な
い
状
態
が
作
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
読
み
の
能
力
の

問
題
と
し
て
、
自
己
の
読
み
と
し
て
説
明
で
き
る
読
み
と
へ
説
明
で
き
な
い

読
み
の
二
つ
の
相
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
読
み
の
ひ
ず
み
」
を
授
業
過
程
で
税
極
的
に
取
り
上
げ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
者
の
読
み
の
深
ま
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
て
い

く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
学
習
者
内
部
で
自
己
完
結
し
た
読
み
を

他
者
の
読
み
と
の
相
対
化
、
あ
る
い
は
そ
の
「
読
み
の
ひ
ず
み
」
を
暴
-
よ

う
な
発
間
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
読
み
と
し
て
説
明
さ
せ
て
い
-

局
面
を
教
師
が
意
図
的
に
作
っ
て
い
-
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
-
る
。

読
み
は
主
観
性
を
免
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
'
こ
れ
ま
で
に

も
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
読
み
の
主
観
性
を
教
室
に

開
い
て
い
く
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ

ま
り
'
読
み
が
主
観
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
へ
　
そ
の
読
み
に
は
学
習
者
の
価
値

観
な
り
、
学
習
者
の
こ
れ
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
の
学
習
経
験
が
反
映

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な

価
値
観
を
背
負
っ
た
読
み
を
授
業
空
間
に
顕
在
化
さ
せ
へ
学
習
者
の
読
み
を

交
流
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
自
己
の
読
み
の
変
革
を
自
覚
的
に
捉
え
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
過
程
の
中
で
は
'
常
に
学
習
者

の
自
己
の
読
み
の
産
出
の
根
拠
が
問
わ
れ
て
い
-
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
'

対
象
と
し
て
の
こ
と
ば
、
つ
ま
り
文
学
テ
ク
ス
ト
が
学
習
者
に
顕
在
化
し
、

文
学
テ
ク
ス
ト
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
過
程
の
中
で
'
自
己
の
主
観
的
な
読

み
が
吟
味
さ
れ
、
検
討
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
過
程
を
踏
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
者
が
「
自
己
の
読
み
」
を

捉
え
直
す
契
機
と
し
て
、
文
学
テ
ク
ス
ト
が
深
ま
り
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。

五
　
お
わ
り
に

本
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
学
習
者
の
「
読
み
の
ひ
ず
み
」
は
、
読
み
の
学

習
、
と
り
わ
け
「
文
学
の
授
業
」
　
に
お
い
て
'
授
業
論
を
踏
ま
え
た
よ
り
広

い
考
察
を
進
め
て
い
-
必
要
が
あ
る
。

そ
の
1
つ
と
し
て
'
教
師
の
授
業
展
開
、
指
導
過
程
の
定
式
化
を
見
直
す

必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
'
最
終
的
に
主
題
を
捉
え
さ
せ
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
通
読
か
ら
精
読
'
叙
述
の
吟
味
か
ら
主
題
の
検
討
と
い
っ

た
授
業
過
程
の
繰
り
返
し
の
結
果
t
よ
り
深
い
読
み
は
分
析
的
な
読
み
で
あ

る
と
し
て
、
学
習
者
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
、
定
式
化
さ
れ
た
「
文
学
の
授
業
」
　
の
連
続
に
よ
っ
て
へ
　
学

習
者
は
読
み
手
と
し
て
の
自
己
の
立
場
が
見
え
な
-
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
へ
教
師
の
行
う
評
価
ゆ
え
に
自
己
の
読

み
を
堅
持
す
る
こ
と
の
労
力
を
嫌
い
、
ま
た
正
誤
の
判
断
だ
け
で
自
己
の
読

み
を
す
り
替
え
て
い
く
こ
と
を
覚
え
て
い
-
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
に
授
業
を
受
け
て
き
た
結
果
'
何
と
な
-
こ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
い
い

の
だ
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
読
み
を
衷
出
し
て
し
ま
う
。
学
習
者
に
「
文
学

教
材
-
主
題
把
捉
」
、
「
文
学
教
材
-
分
析
的
な
深
ま
り
・
広
が
り
」
と
い
う

文
学
教
材
を
扱
っ
た
授
業
に
対
す
る
認
識
を
生
ん
で
し
ま
う
授
業
計
画
、
そ
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し
て
授
業
実
践
そ
の
も
の
の
捉
え
直
し
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
'
分
析
的
な
読
み
が
悪
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
学
習
者
に
文
学
テ
ク
ス
ト
の
持
つ
多
層
性
が
開
か
れ
て
い
-
局
面

を
'
我
々
が
い
か
に
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
課
題
と
し
て
残
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O
　
こ
れ
が
見
直
し
が
求
め
ら
れ
る
も
う
1
つ
の
観
点

で
あ
る
。
そ
れ
は
'
学
習
者
が
「
文
字
の
授
業
の
連
続
性
」
に
よ
っ
て
培
っ

た
固
定
化
さ
れ
た
意
識
を
解
放
し
て
い
-
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
'
「
文
学

教
材
-
主
題
把
捉
」
、
「
文
学
教
材
-
分
析
的
な
深
ま
り
・
広
が
り
」
と
い
っ

r
a

た
意
識
そ
の
も
の
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て
い
-
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ

の
た
め
に
は
'
文
学
教
材
の
連
続
性
を
意
識
し
た
授
業
を
組
織
す
る
必
要
が

あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
'
教
師
が
'
今
学
習
者
に
必
要
な
力
と

は
何
か
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
と
認
識
し
'
そ
の
上
で
文
学
教
材
を
し
っ

か
り
と
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
教
材

特
性
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
、
異
な
る
特
性
を
有
す
る
教
材
を
連
続
さ
せ
た

授
業
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
読
み
の
方
法
的
知
識
の
変
容
」
を
狙
っ

た
、
多
様
な
「
読
み
の
方
向
性
」
自
体
を
学
習
さ
せ
る
授
業
を
組
織
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
分
析
し
て
み
る
と
、
1
つ
の
仮
説
と
し
て
'
授
業
過
程
の
導

入
の
段
階
で
顕
在
化
す
る
「
読
み
の
ひ
ず
み
」
は
「
文
学
の
授
業
」
そ
の
も

の
が
持
つ
問
題
点
を
提
示
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
'

教
師
の
デ
ザ
イ
ン
す
る
授
業
(
教
材
分
析
を
含
む
)
そ
の
も
の
の
問
題
点
へ

ひ
い
て
は
へ
高
等
学
校
に
お
け
る
一
時
間
あ
た
り
の
「
文
学
の
授
業
」
の
目

標
そ
の
も
の
の
問
題
点
を
提
起
し
て
-
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
点
は
'
本
稿
で
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ま
た
'
個
々
の
学
習
者
の
「
読
み
の
ひ
ず
み
」
が
、
他
の
学
習
者
と
の

「
対
話
」
を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
-
の
か
を
理
論
的
に
、
実

証
的
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
も
今
後
の
課
題
と
し
て
検
討
の
余
地
を
残
し
て

い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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林
昌
夫
訳
『
こ
の
ク
ラ
ス
に

テ
ク
ス
ト
は
あ
り
ま
す
か
。
解
釈
共
同
体
の
権
威
　
3
』
　
み
す
ず
吉

房
　
(
1
9
9
2
)

(
2
)
松
友
1
雄
r
文
学
の
授
業
に
お
け
る
「
文
学
を
読
む
力
」
の
形
成
過

程
に
関
す
る
研
究
』
　
広
島
大
学
学
位
論
文
　
(
1
9
9
9
1

(
3
)
　
注
2
同

*
　
な
お
、
教
材
解
釈
に
つ
い
て
は
、
田
中
実
『
小
説
の
力
』
　
(
大
修
館
書

店
　
1
9
9
6
)
　
と
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
を
採
っ
て
い
る
.

[
回
国
本
稿
で
、
引
用
し
た
反
応
例
は
,
完
九
八
年
九
月
か
ら
十
月
に

か
け
て
へ
広
島
工
業
大
学
高
等
学
校
に
お
い
て
第
二
学
年
の
一
ク
ラ

ス
　
(
一
組
男
子
四
十
二
名
)
を
対
象
に
行
っ
た
授
業
実
践
の
際
の
反

応
で
あ
る
。

(
広
島
大
学
大
学
院
)

21




