
自
己
の
問
題
意
識
を
高
め
る
た
め
の
読
み
の
指
導
の
試
み

-
　
古
典
文
学
作
品
の
読
解
を
通
し
て
　
-

-
　
主
題
設
定
の
理
由

多
-
の
生
徒
た
ち
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
に
対
す
る
問
題
意
識
が
希
薄
に

な
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
一
つ
の
原
因
と
し
て
'
物
事

を
対
象
化
し
て
見
る
'
さ
ら
に
は
考
え
る
と
い
う
機
会
が
な
-
、
そ
の
た
め

そ
う
い
っ
た
自
覚
や
意
識
ま
で
も
が
乏
し
-
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
'
文
学
作
品
を
通
し
て
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
登
場
人
物
の
心

情
や
設
定
さ
れ
て
い
る
環
境
を
一
つ
の
典
型
例
と
し
て
対
象
化
さ
せ
'
そ
の

中
に
見
ら
れ
る
問
題
を
自
分
に
引
き
付
け
て
考
え
さ
せ
る
'
あ
る
い
は
自
分

の
生
活
経
験
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
自
分
の
内
面
や
自
分
を

取
り
巻
-
環
境
の
中
に
潜
む
問
題
に
気
づ
か
せ
よ
う
と
し
た
の
が
こ
の
試
み

で
あ
る
。

作
品
と
し
て
古
典
を
取
り
上
げ
た
理
由
は
、
古
典
に
は
時
を
越
え
て
私
達

の
心
に
響
-
真
理
や
人
間
の
生
き
る
姿
が
兄
い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
お

そ
ら
-
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
現
代
の
高
校
生
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
は
ず

で
'
古
典
と
い
う
一
見
自
分
た
ち
と
は
懸
け
離
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
世
界

が
'
実
は
自
分
た
ち
の
身
近
な
問
題
に
深
-
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
生
徒
達

高
　
尾
　
香
　
織

が
実
感
で
き
る
と
す
る
な
ら
へ
そ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
は
非
常
に
新
鮮
な
体

験
を
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
自
己
の
問
題
意
識
を
高
め
る
た
め
の
古
典
作
品
の

読
み
」
を
本
研
究
の
主
題
と
し
た
。

2
　
生
徒
の
実
態
調
査
お
よ
び
調
査
結
果
を
ふ
ま
え
て
の
仮
説

設
定

昨
年
へ
前
任
校
(
広
島
県
立
大
門
高
等
学
校
)
　
で
担
当
し
た
三
年
生
文
系

古
典
二
ク
ラ
ス
七
十
一
名
に
対
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
。

(
回
答
者
五
十
三
名
、
回
答
率

3 o 1

か 今

つ ま
た で

役 古 あ

に 典
立 の

な
た

も に

・'・'I'!… …

つ授

て 業 古

い が 輿

I
晶 ftCD 秤

き
い 自 で
ま 分 す
す の か

0ち か 生

し 活
ろ に

な あ 田 的
JLl、一Ll、

嫌 ど好

い る

18 35

わ う い ち き
な ら

い

40 13

で
ち
な

い

16 19 18
名 名 名 名 名 名 名



文
系
の
生
徒
で
も
は
っ
き
り
と
古
典
が
好
き
だ
と
い
う
生
徒
は
全
体
の
中

で
も
二
割
強
ほ
ど
に
す
ぎ
ず
、
古
典
の
授
業
(
学
習
)
が
現
代
の
自
分
た
ち

の
生
活
に
役
に
立
っ
て
い
る
と
思
う
も
の
は
全
体
の
二
割
を
下
る
。
し
か
し
'

役
に
立
つ
と
答
え
た
生
徒
の
回
答
の
中
に
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
た
。

・
何
世
紀
も
昔
の
人
で
も
'
人
を
恋
し
-
思
う
気
持
ち
や
風
流
の
あ
る
も
の

に
心
を
奪
わ
れ
た
り
す
る
心
は
、
現
代
の
私
達
と
変
わ
り
が
な
い
の
だ
な

あ
と
実
感
で
き
る
の
は
素
敵
な
こ
と
だ
と
思
う
。

・
役
立
つ
と
い
う
か
、
昔
の
生
活
と
比
べ
て
す
ご
い
変
化
が
あ
っ
て
新
し
い

発
見
が
で
き
る
。

・
時
々
、
古
典
で
や
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
新
聞
や
T
V
な
ど
で
出
て
た
り
す

る
と
'
そ
う
い
え
ば
こ
れ
や
っ
た
け
と
思
っ
た
り
す
る
。

・
普
段
の
会
話
の
中
で
知
識
と
し
て
使
え
る
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
生
徒
の
意
見
を
見
る
と
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
古
典
の
世
界

が
現
代
の
自
分
た
ち
の
生
活
と
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
-
、
実
は
相
通

ず
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
る
素
肴
が
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
現
代

の
生
活
と
異
な
る
部
分
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
典
を
批
評
的
に
読
む

可
能
性
が
あ
る
と
も
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
生
徒
の
動
向
は
、
今
ま
で
の
古
典

の
学
習
の
中
で
お
も
し
ろ
か
っ
た
も
の
が
あ
る
と
答
え
た
中
に
も
見
ら
れ
た
。

・
『
大
鏡
』
　
「
村
上
天
皇
と
中
宮
安
子
」

-
中
宮
安
子
が
嫉
妬
心
を
あ
ら
わ
に
す
る
部
分
。
そ
し
て
安
子
と
の
や
り

と
り
の
中
で
天
皇
の
中
宮
に
対
す
る
愛
情
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
二
人
の

関
係
を
知
っ
て
い
-
う
ち
に
興
味
が
ひ
か
れ
て
い
っ
た
。

『
史
記
』
　
「
拷
門
の
会
」

-
こ
れ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
'
歴
史
と
つ
な
が
っ
て
い
る
所
の
話

が
お
も
し
ろ
い
。
特
に
油
門
の
会
の
宴
の
会
場
に
乱
入
し
て
き
た
劉
邦
の

家
来
の
男
気
に
惚
れ
た
。

『
源
氏
物
語
』
「
光
る
君
の
誕
生
　
(
桐
壷
)
」
「
小
柴
垣
の
も
と
　
(
若
紫
)
」

-
光
源
氏
の
境
遇
か
ら
全
て
に
お
い
て
、
人
と
人
と
の
関
係
、
話
の
内
容

的
に
も
面
白
い
と
思
う
。

『
雑
説
』
　
(
韓
愈
「
伯
楽
」
)

-
当
時
の
中
国
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
今
現
在
の
こ
と
に
も
言
え
る
こ
と

だ
と
思
う
か
ら
、
色
々
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
生
徒
実
態
を
ふ
ま
え
て
次
の
よ
う
な
仮
説
を
設
定
し
た
。

一
情
報
を
提
供
し
な
が
ら
古
典
の
て
い
ね
い
な
解
釈
を
試
み
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
徒
達
は
現
代
の
自
分
た
ち
の
問
題
に
ひ
き
つ
け
て
読
む
こ
と

が
で
き
る

二
　
古
典
を
批
評
的
に
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
問
題
意
識
を
持
つ
こ

と
が
で
き
る



3
　
検
証
授
業

T
)
教
材
選
択
の
理
由

教
材
名
　
「
帝
の
嘆
き
」
　
(
r
源
氏
物
語
」
　
「
桐
壷
」
よ
り
)

※
使
用
テ
キ
ス
ト
　
第
一
学
習
社
　
古
典
E
　
古
文
編

前
任
校
の
授
業
計
画
と
し
て
'
二
年
時
に
　
『
桐
壷
』
　
の
冒
頭
部
の
学
習
を

終
え
、
三
年
時
で
は
桐
壷
の
更
衣
の
死
後
へ
帝
が
悲
嘆
に
暮
れ
て
い
る
場
面

を
学
習
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
場
面
は
'
帝
と
更
衣
の
愛
が
当
時
の
身
分
制
度
の
中
で
は
許
さ
れ
な

か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ば
か
り
に
更
衣
を
死
に
至
ら
し
め
た
と
い
う
社
会
的

な
問
題
を
軸
と
し
て
'
男
女
の
愛
憎
の
問
題
や
残
さ
れ
た
子
供
の
問
題
な
ど

に
発
展
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
教
材
で
あ
る
。

本
文
中
の
主
な
登
場
人
物
は
'
桐
東
帝
へ
更
衣
の
母
君
、
牧
負
の
命
婦
へ

弘
徴
殿
の
女
御
ら
で
あ
る
が
、
更
衣
の
死
を
通
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
心

情
が
浮
か
び
上
が
っ
て
-
る
。
た
と
え
ば
、
最
愛
の
者
を
失
っ
た
悲
し
み
へ

顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
-
な
っ
た
女
の
嫉
妬
や
辛
さ
、
残
さ
れ
た
子
供
に
対

す
る
不
安
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
'
い
ず
れ
に
し
て
も
現
代
に
生
き
る
私
達

に
も
十
分
理
解
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
帝
と
更
衣
の
愛
を
阻
ん
だ
最
大
の
要
因
で
あ
る
身
分
制
度
に
対
し

て
、
現
代
的
な
価
値
観
か
ら
批
判
的
に
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ

は
二
年
時
の
学
習
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
学
習
内
容
の
深
ま
り
も

期
待
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
古
典
作
品
の
読
解
を
通
し
て
、
現
代
に
通
じ
る

問
題
を
明
ら
か
に
L
へ
自
己
の
問
題
に
引
き
付
け
て
考
え
る
の
に
適
し
た
教

材
と
考
え
、
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
に
し
た
。

(
2
)
授
業
の
展
開

対
　
象
　
　
大
門
高
校
三
年
生
　
文
系
ク
ラ
ス
　
(
二
ク
ラ
ス
)

「 ′一、 「 .一、 **"サ・

展

開

あ 第 あ 第 ( 罪
考 ら 3 共 な 2 l l

( え た 次 ( 感 た 次 / 次

6 た め 》 5 で は 、′ 6 》
/ こ て 論 / き ○ 論 ～本
6 と 述 6 ま ○ 述 4 文
、J 」 、ノす に / の

か 6 読
」 ) 解

論点景の前述かなを回さらど生にせ批も徒出BO習芸品見てし示たみたし意るり、見.な、今をど現回ま、代はと

登窮
具体的な内容白 的 時 め に せ い つ 衣

由 な 代 た ま る」 い の

に 視 背 も と 0の て 母

〈
第
1
次
〉
　
の
本
文
の
読
解
で
は
'
昏
き
込
み
可
能
な
プ
リ
ン
ト
を
使
用

し
た
。
こ
れ
は
他
の
教
材
で
も
同
様
の
も
の
を
使
っ
て
き
た
の
だ
が
'
文
法

事
項
や
現
代
語
訳
を
書
き
込
め
る
も
の
で
'
個
人
学
習
に
も
対
応
で
き
る
も



の
で
あ
る
。
さ
ら
に
今
回
は
'
「
源
氏
物
語
を
読
む
た
め
の
ち
ょ
っ
と
し
た

資
料
集
」
な
る
も
の
を
作
成
し
た
。
人
物
関
係
図
や
作
中
人
物
に
つ
い
て
の

詳
細
な
解
説
、
「
長
恨
歌
」
　
の
全
文
と
現
代
語
訳
　
(
漢
文
の
テ
キ
ス
ト
に
載

せ
ら
れ
て
い
た
も
の
)
　
を
示
し
た
も
の
だ
が
'
こ
れ
は
、
大
多
数
の
生
徒
達

が
古
文
の
学
習
で
人
物
関
係
の
把
握
と
い
う
の
が
苦
手
で
あ
る
の
で
'
読
解

の
参
考
に
な
る
も
の
を
と
思
っ
て
作
成
し
'
授
業
に
必
ず
持
参
す
る
よ
う
に

指
示
し
た
。

命
第
2
次
〉
の
論
述
で
は
、
本
文
の
読
解
を
1
通
り
終
え
た
段
階
で
'
そ

れ
ぞ
れ
の
人
物
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
ど
れ
だ
け
把
握
し
て
い
る
か
へ
　
自

己
確
認
さ
せ
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
が
本
文
中
、

お
よ
び
二
年
次
に
学
習
し
た
「
桐
壷
」
　
の
冒
頭
部
分
で
ど
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
た
か
を
ま
と
め
た
も
の
を
提
示
し
'
そ
の
後
「
共
感
で
き
る
」
「
共
感

で
き
な
い
」
　
の
い
ず
れ
か
の
立
場
か
ら
'
き
ち
ん
と
し
た
理
由
付
け
を
し
て

述
べ
る
よ
う
に
指
示
し
た
。

《
第
3
次
〉
の
論
述
で
は
、
他
の
生
徒
の
意
見
の
中
に
、
自
分
が
思
い
も

し
な
か
っ
た
意
見
や
同
意
見
で
も
い
ろ
ん
な
視
点
か
ら
理
由
付
け
さ
れ
て
い

る
の
を
見
て
へ
　
改
め
て
こ
の
作
品
本
文
に
告
か
れ
て
い
る
内
容
を
考
え
さ
せ

る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
。
童
・
形
式
と
も
自
由
に
論
述
さ
せ
た
。

4
　
生
徒
の
反
応
の
分
析

(
-
)
　
〈
第
2
次
〉
で
の
論
述
の
分
析

《
第
2
次
〉
　
に
お
い
て
、
桐
壷
帝
、
更
衣
の
母
君
へ
　
弘
徴
殿
の
女
御
の
三

人
に
つ
い
て
「
共
感
で
き
る
」
「
共
感
で
き
な
い
」
　
の
い
ず
れ
か
の
立
場
か

ら
論
述
さ
せ
た
。
出
て
き
た
意
見
の
中
か
ら
代
表
的
な
例
に
な
る
も
の
を
取

り
上
げ
て
分
析
す
る
。

◇
桐
壷
帝
に
共
感
で
き
る
　
(
三
十
六
名
)

・
自
分
が
と
て
も
愛
し
て
い
る
人
が
、
自
分
を
お
い
て
死
ん
で
し
ま
う
こ
と

は
と
て
も
悲
し
-
て
つ
ら
い
こ
と
で
あ
る
し
、
当
時
の
身
分
制
度
を
無
視

し
た
た
め
に
更
衣
が
他
の
妃
か
ら
恨
ま
れ
て
死
ん
だ
の
だ
か
ら
、
き
っ
と

帝
は
自
分
に
更
衣
が
死
ん
だ
責
任
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
。

・
桐
壷
帝
の
溺
愛
の
せ
い
で
亡
-
な
っ
た
更
衣
で
あ
る
し
、
帝
の
身
勝
手
な

愛
情
に
よ
っ
て
周
囲
の
者
た
ち
は
惑
い
も
あ
っ
た
と
思
う
が
帝
が
更
衣
を

愛
す
る
気
持
ち
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
も
の
で
あ
り
、
光
る
君
を
か
わ
い

が
る
の
も
帝
に
言
わ
せ
れ
ば
当
然
の
こ
と
。
愛
す
る
人
を
失
っ
た
悲
し
み

は
帝
で
あ
れ
、
他
の
人
で
あ
れ
同
じ
よ
う
に
深
-
苦
し
い
も
の
o
 
l
人
の

女
性
を
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
愛
し
た
帝
を
す
ご
い
と
思
う
。

・
更
衣
が
亡
-
な
っ
た
こ
と
は
悲
し
い
と
思
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
更
衣
が

他
の
妃
か
ら
妬
ま
れ
て
精
神
的
に
つ
ら
か
っ
た
時
に
、
守
っ
て
や
れ
な
か
っ

た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
悔
し
い
と
思
う
。

◇
桐
壷
帝
に
共
感
で
き
な
い
　
(
十
九
名
)

・
桐
壷
の
更
衣
の
こ
と
を
愛
し
て
い
た
の
は
分
か
る
が
'
自
分
の
立
場
を
わ

き
ま
え
て
い
な
い
。
た
だ
で
さ
え
桐
壷
の
更
衣
は
バ
ッ
シ
ン
グ
を
受
け
て

い
た
の
に
'
彼
女
を
守
る
ど
こ
ろ
か
、
よ
り
バ
ッ
シ
ン
グ
さ
れ
る
材
料
を

与
え
て
い
る
。
桐
壷
の
更
衣
を
愛
し
て
い
る
気
持
ち
だ
け
で
、
周
囲
を
見

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
が
こ
の
帝
の
愚
か
な
と
こ
ろ
だ
と
思
う
。

・
更
衣
1
人
を
溺
愛
す
る
の
は
こ
の
時
勢
で
は
あ
ま
り
に
自
分
の
思
い
ば
か



り
を
優
先
し
す
ぎ
た
行
為
だ
と
思
っ
た
。
帝
と
い
う
も
の
は
一
人
一
人
の

女
御
に
同
じ
ほ
ど
の
愛
を
分
け
与
え
な
い
と
い
け
な
い
時
代
へ
　
そ
れ
な
の

に
一
人
の
女
御
に
片
寄
る
の
は
あ
ま
り
に
も
行
き
過
ぎ
た
行
為
で
あ
る
。

・
弘
徴
殿
の
女
御
の
気
持
ち
も
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
で
は
タ
メ
。
こ
の
人
も

自
分
の
こ
と
を
思
っ
て
-
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

「
共
感
で
き
る
」
「
共
感
で
き
な
い
」
　
の
双
方
が
'
と
も
に
考
え
る
柱
に

し
て
い
る
の
は
、
身
分
制
度
と
一
夫
多
妻
制
の
問
題
で
あ
る
。
「
共
感
で
き

る
」
　
の
立
場
か
ら
は
、
身
分
の
低
い
桐
壷
の
更
衣
と
い
う
た
っ
た
一
人
の
女

性
を
愛
し
抜
き
へ
更
衣
の
死
後
も
そ
の
愛
が
変
わ
ら
ず
、
ま
た
更
衣
の
死
の

責
任
を
感
じ
て
い
る
帝
の
心
情
を
読
み
取
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
共

感
で
き
な
い
」
　
の
立
場
で
は
'
最
愛
の
人
を
結
局
は
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
行

き
過
ぎ
た
帝
の
愛
情
や
'
政
務
を
怠
っ
た
り
'
他
の
妻
の
心
情
を
思
い
や
る

こ
と
の
で
き
な
い
姿
を
批
判
的
に
見
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

◇
更
衣
の
母
君
に
共
感
で
き
る
　
(
四
十
八
名
)

・
娘
が
帝
か
ら
寵
愛
を
受
け
る
こ
と
は
母
君
に
と
っ
て
う
れ
し
い
と
思
わ
れ
'

も
し
、
僕
の
娘
が
こ
う
い
う
ふ
う
に
寵
愛
さ
れ
る
と
う
れ
し
い
と
思
う
が
、

寵
愛
さ
れ
る
こ
と
で
非
難
さ
れ
う
ら
ま
れ
る
の
で
'
病
気
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
本
当
に
う
れ
し
-
も
あ
り
悲
し
-
も
あ
り
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
気
持

ち
が
分
か
る
か
ら
。

・
娘
の
こ
と
を
思
い
行
動
し
た
母
だ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
ん
な
大
切
な
娘
更
衣

を
亡
-
し
た
と
き
の
シ
ョ
ッ
ク
と
ダ
メ
ー
ジ
は
そ
う
と
う
な
も
の
で
魂
が

抜
け
た
か
の
よ
う
に
な
り
'
そ
れ
を
表
す
か
の
よ
う
に
家
も
荒
れ
果
て
か

わ
い
そ
う
だ
と
思
っ
た
。

・
大
切
に
育
て
た
娘
を
夫
の
言
う
と
お
り
に
入
内
さ
せ
た
の
に
、
そ
の
せ
い

で
娘
が
死
ん
で
し
ま
い
、
こ
の
世
に
愛
す
る
人
が
誰
も
い
な
く
な
っ
て
自

分
の
支
え
と
な
る
人
が
い
な
-
な
っ
た
コ
ト
の
悲
し
さ
と
、
娘
の
か
た
み

で
あ
る
光
る
君
が
幼
-
し
て
母
を
亡
-
し
て
'
父
か
ら
も
愛
し
て
も
ら
え

る
か
ど
う
か
と
い
う
不
安
な
気
持
ち
が
分
か
る
。

◇
更
衣
の
母
君
に
共
感
で
き
な
い
　
(
七
名
)

・
自
分
の
娘
が
死
ん
で
し
ま
っ
て
悲
し
み
に
暮
れ
る
の
は
分
か
る
け
れ
ど
、

も
う
少
し
帝
の
こ
と
を
信
用
し
て
あ
げ
て
欲
し
い
と
思
っ
た
。
特
に
光
る

君
を
帝
が
か
わ
い
が
ら
な
い
は
ず
が
な
い
と
思
う
か
ら
。
で
も
、
娘
が
死

ん
だ
パ
ニ
ッ
ク
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
ち
ょ
っ
と
分
か
る
。

・
し
っ
か
り
し
た
後
見
人
が
い
な
い
ま
ま
宮
仕
え
に
出
す
の
は
あ
ま
り
に
後

の
こ
と
を
考
え
て
い
な
さ
す
ぎ
る
と
思
う
。
光
る
君
の
こ
と
を
心
配
に
思

ヽ

う
気
持
ち
は
分
か
る
け
ど
'
帝
の
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。

夫
と
娘
に
先
立
た
れ
残
さ
れ
た
幼
い
孫
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
い
る
、
こ

の
不
遇
な
女
性
に
は
大
多
数
の
も
の
が
共
感
を
覚
え
て
い
る
。
「
共
感
で
き

な
い
」
　
の
意
見
の
中
に
'
娘
を
宮
仕
え
に
出
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

趣
旨
の
も
の
が
見
ら
れ
た
が
'
こ
れ
は
生
徒
達
が
'
当
時
娘
を
宮
仕
え
に
出

す
と
い
う
こ
と
に
一
門
の
繁
栄
が
ど
れ
だ
け
期
待
さ
れ
て
い
る
か
へ
　
ま
た
現

代
で
も
言
え
る
こ
と
だ
が
退
言
と
い
う
も
の
が
ど
れ
だ
け
生
き
て
い
る
者
に

重
み
を
持
つ
も
の
か
と
い
う
こ
と
の
理
解
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。
授
業
で
こ
の
点
に
つ
い
て
あ
ま
り
触
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
反
省
す
べ

き
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
現
代
的
な
感
覚
か
ら
の
批
判
と
し
て
は
当
を



得
て
い
る
意
見
で
あ
り
、
こ
れ
も
時
代
性
に
つ
い
て
考
え
る
一
つ
の
機
会
に

な
り
得
る
だ
ろ
う
。

◇
弘
徴
殿
の
女
御
に
共
感
で
き
る
　
(
三
十
三
名
)

・
す
ご
く
無
神
経
な
人
に
見
え
る
け
ど
'
こ
の
人
の
身
に
な
る
と
'
こ
の
よ

う
な
行
動
を
す
る
の
も
当
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ま
で
へ
　
何
で
も

一
番
だ
っ
た
自
分
が
'
訳
の
分
か
ら
な
い
女
の
出
現
に
よ
っ
て
帝
か
ら
振

り
向
い
て
も
ら
え
な
く
な
り
、
く
や
し
い
と
思
う
。
そ
れ
に
、
自
分
の
第

一
皇
子
が
い
る
の
に
'
光
る
君
ば
か
り
か
わ
い
が
っ
て
い
る
の
を
見
た
ら
へ

も
し
か
し
た
ら
へ
　
子
供
の
地
位
ま
で
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な

い
と
思
う
と
、
帝
へ
の
怒
り
が
更
衣
へ
と
向
か
っ
て
結
局
は
更
衣
を
苦
し

め
た
の
だ
と
思
う
。

・
も
し
私
が
弘
徴
殿
の
女
御
の
立
場
な
ら
、
同
じ
よ
う
に
管
弦
を
奏
で
て
楽

し
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ん
ざ
ん
放
っ
て
お
い
て
、
い
ま
さ
ら
妃

と
し
て
更
衣
の
死
を
悼
め
な
ん
て
言
わ
れ
て
も
、
勝
手
だ
な
あ
と
思
う
。

弘
徴
殿
の
女
御
は
帝
の
気
持
ち
が
更
衣
に
移
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
へ
淋

し
か
っ
た
だ
ろ
う
。
で
も
帝
の
寵
愛
ぶ
り
に
は
し
ま
い
に
は
愛
想
を
つ
か

せ
て
そ
の
淋
し
さ
は
更
衣
を
憎
む
こ
と
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
ん
だ
ろ
う
。

1
夫
多
妻
制
の
悲
劇
.
.
.
-

・
当
時
の
考
え
方
か
ら
言
っ
て
も
、
当
然
自
分
が
一
番
愛
さ
れ
る
べ
き
な
の

に
後
か
ら
来
た
自
分
よ
り
身
分
の
低
い
女
に
夫
　
(
し
か
も
帝
)
　
を
取
ら
れ

た
ら
へ
　
そ
り
ゃ
悔
し
い
と
思
う
。
な
ん
か
こ
の
人
が
一
番
感
情
が
素
直
で

分
か
り
や
す
い
し
'
人
間
ら
し
い
気
が
す
る
。

◇
弘
徽
殿
の
女
御
に
共
感
で
き
な
い
　
(
二
十
名
)

・
更
衣
の
死
が
今
だ
帝
の
心
が
悲
し
み
に
-
れ
て
い
る
の
に
そ
の
こ
と
を
無

視
し
て
い
る
か
ら
。
も
し
、
弘
徴
殿
の
女
御
が
帝
を
優
し
-
い
た
わ
っ
て

あ
げ
た
ら
、
き
っ
と
帝
の
気
持
ち
は
弘
徴
殿
の
女
御
の
方
に
向
い
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
と
思
う
。

・
帝
の
更
衣
に
対
す
る
溺
愛
ぶ
り
を
妬
み
憎
ら
し
-
思
う
こ
と
は
誰
に
で
も

あ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分
の
愛
す
る
人
が
悲
し
ん
で
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
管
弦
の
遊
び
な
ど
で
騒
い
で
い
る
な
ん
て
最
悪
だ
か
ら
.

・
自
分
の
愛
す
る
夫
が
悲
し
ん
で
い
る
時
に
に
ぎ
や
か
に
楽
器
を
演
奏
す
る

の
は
ち
ょ
っ
と
無
神
経
だ
と
思
う
。
そ
れ
で
も
弘
微
殿
の
女
御
か
ら
し
て

み
れ
ば
強
力
な
ラ
イ
バ
ル
が
減
っ
て
う
れ
し
い
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し

′

て
も
昔
の
女
性
の
男
性
　
(
夫
)
　
に
対
す
る
愛
情
は
本
当
に
深
い
し
そ
の
分

恐
ろ
し
い
。

◇
弘
徴
殿
の
女
御
に
つ
い
て
は
'
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
(
六
名
)

・
こ
の
時
代
、
宮
中
の
女
の
人
は
帝
に
愛
さ
れ
る
か
否
か
が
す
べ
て
だ
っ
た

は
ず
。
権
力
が
あ
る
家
の
娘
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
'
そ
の
た
め
に
育
て
ら

れ
た
感
が
あ
る
の
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
相
応
の
辛
さ
も
あ
っ
た
は
ず
、
そ
う

や
っ
て
今
ま
で
築
い
た
も
の
を
足
元
か
ら
崩
す
よ
う
な
桐
壷
の
更
衣
に
好

意
を
も
て
な
く
て
も
、
f
E
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
仮
に
も
結
婚

し
て
子
供
ま
で
持
っ
た
相
手
が
他
の
人
を
こ
の
上
な
い
ほ
ど
愛
し
て
い
る

姿
を
喜
ん
で
見
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
だ
と
思
う
。
な
ん
だ
か
せ
つ
な
い

人
で
す
。

・
帝
を
夫
に
持
つ
身
分
の
家
で
育
て
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
気
位
が
高
い
人
だ
っ

た
と
思
う
。
だ
か
ら
更
衣
が
現
れ
る
ま
で
一
番
愛
さ
れ
て
い
た
の
に
、



そ
の
愛
が
急
に
全
-
無
-
な
っ
た
ら
、
私
が
弘
徴
殿
の
女
御
で
も
更
衣
を

憎
む
と
思
う
。
で
も
私
だ
っ
た
ら
'
更
衣
が
死
ん
で
暗
-
な
っ
て
い
る
夫

が
た
と
え
ま
だ
更
衣
の
こ
と
を
愛
し
て
い
て
も
慰
め
て
あ
げ
る
と
思
う
。

「
源
氏
物
語
』
で
は
完
全
に
悪
役
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
女
性
で
あ
る
が
、

生
徒
達
の
約
半
数
が
共
感
を
示
し
た
。
教
材
本
文
で
弘
徴
殿
の
女
御
に
触
れ

て
い
る
の
は
僅
か
で
あ
り
へ
　
こ
の
人
物
に
つ
い
て
の
詳
細
な
解
説
も
な
か
っ

た
の
で
、
授
業
で
口
頭
に
よ
る
説
明
が
多
-
な
っ
た
の
だ
が
'
そ
れ
が
生
徒

に
は
以
外
と
印
象
に
残
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
年
時
で
の
学
習
を
一
番
想
起

さ
せ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
'
弘
徽
殿
の
女
御
を
1
人
の
女
性
、
1
人
の

母
親
と
し
て
見
た
場
合
へ
必
ず
し
も
幸
せ
な
人
で
は
な
い
と
感
じ
ら
れ
た
の

だ
ろ
う
。
ま
た
'
生
徒
の
意
見
の
中
に
、
帝
の
妻
と
な
る
べ
-
し
て
育
て
ら

れ
た
女
性
の
境
遇
に
触
れ
て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
へ
時
代
性
を
十
分
考
慮
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
共
感
で
き
な
い
」
と
す
る
立
場
に
は
、
弘
徴
殿
の
女
御
が
帝
に
対
す
る

愛
情
や
思
い
や
り
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
が
見
ら
れ
た
が
'

こ
れ
ら
の
生
徒
の
中
に
は
'
以
前
に
学
習
し
た
　
『
大
鏡
)
　
で
の
中
宮
安
子
と

対
比
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
2
)
〈
第
3
次
〉
で
の
論
述
の
分
析

(
第
2
次
〉
で
出
さ
れ
た
生
徒
の
意
見
を
B
4
プ
リ
ン
ト
1
枚
(
表
某
印

刷
)
程
度
に
ま
と
め
へ
　
そ
れ
ら
の
意
見
を
参
考
に
さ
せ
て
「
あ
ら
た
め
て
考

え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
」
に
つ
い
て
論
述
さ
せ
た
。
こ
こ
で
は
'
三
名
の
生
徒

の
意
見
を
抽
出
し
て
分
析
す
る
。

【
A
】
こ
の
時
代
の
風
潮
や
価
値
観
を
全
て
-
つ
が
え
し
た
桐
壷
帝
の
更
衣

に
対
す
る
深
い
愛
情
は
'
更
衣
が
亡
-
な
っ
た
あ
と
で
さ
え
も
強
-
感

じ
ら
れ
る
。
周
囲
の
こ
と
が
見
え
な
-
な
る
ぐ
ら
い
に
深
-
愛
し
て
し

ま
っ
た
た
め
へ
更
衣
が
身
分
が
低
い
と
い
う
こ
と
で
他
の
女
御
か
ら
妬

ま
れ
る
の
だ
ろ
う
け
ど
へ
　
こ
の
話
は
当
時
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
帝

が
身
分
の
低
い
女
性
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
と
'
そ
の
更
衣
が
他
の
女

御
か
ら
妬
ま
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
悲
劇
が
'
き
っ
と
こ
の
当
時

の
人
々
に
と
っ
て
す
ご
い
斬
新
で
興
味
深
い
話
だ
っ
た
は
ず
だ
と
思

う
。
そ
れ
を
書
い
た
紫
式
部
は
す
ご
い
人
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
0

そ
れ
に
こ
の
話
に
出
て
-
る
桐
壷
帝
も
更
衣
も
、
更
衣
が
現
れ
た
た

め
に
全
然
帝
に
愛
さ
れ
な
-
な
っ
た
弘
徴
殿
の
女
御
も
悲
し
み
や
せ

つ
な
さ
や
不
満
へ
憎
し
み
と
い
っ
た
感
情
を
も
っ
て
い
た
L
へ
更
衣
の

子
供
の
光
源
氏
も
本
当
に
作
ら
れ
た
物
語
の
中
の
登
場
人
物
と
い
っ

た
感
じ
が
全
-
し
な
い
の
は
彼
ら
が
悩
み
へ
苦
し
み
、
喜
び
へ
感
動
を

受
け
た
り
す
る
人
間
ら
し
い
行
動
や
感
情
を
表
す
時
が
ふ
ん
だ
ん
に

色
々
な
場
面
で
出
て
-
る
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
話
が
す
ご
-
現
在
で
も

人
気
が
あ
る
理
由
が
ほ
ん
の
少
し
分
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
と
桐

壷
帝
に
対
し
て
も
光
源
氏
に
対
し
て
も
思
っ
た
こ
と
は
'
ど
ち
ら
も
更

衣
の
母
君
や
自
分
の
た
-
さ
ん
の
妻
と
い
っ
た
女
性
た
ち
を
と
て
も

気
遣
っ
て
い
る
L
へ
　
心
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
優
し
い
な
と
思
い
ま
し

た
。
す
ご
-
楽
し
か
っ
た
で
す
。

こ
の
生
徒
は
、
登
場
人
物
の
心
情
・
生
き
様
と
い
う
の
を
か
な
り
具
体
的

に
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
作
品
を
読
み
深
め
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
作
者



紫
式
部
の
作
品
構
成
力
に
も
触
れ
て
お
り
「
源
氏
物
語
』
と
い
う
古
典
作
品

の
文
学
的
価
値
を
自
分
な
り
に
兄
い
だ
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

【
B
】
現
代
で
は
1
人
の
人
を
大
好
き
に
な
っ
て
'
そ
の
人
が
死
ん
で
し
ま

う
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
'
か
な
り
の
ダ
メ
ー
ジ
と
シ
ョ
ッ
ク
で
落
ち

込
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
と
思
う
け
れ
ど
へ
話
の
中
の
時
代
で
は
一
夫
多

妻
制
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
多
-
の
妻
の
中
の
1
人
が
亡
-
な
り
、
も
ち

ろ
ん
悲
し
い
け
れ
ど
へ
　
源
氏
物
語
で
の
悲
し
み
よ
り
は
軽
い
よ
う
な
気

も
す
る
。
そ
れ
で
も
桐
壷
帝
の
悲
し
み
方
は
す
ご
か
っ
た
と
思
う
。
悲

し
く
て
、
気
を
紛
ら
わ
せ
た
-
て
、
話
を
聞
き
た
-
て
'
仕
事
も
し
な

-
て
'
世
の
中
自
分
以
外
い
な
-
て
、
魂
の
抜
け
出
た
ナ
マ
ケ
モ
ノ
の

様
な
状
態
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
な
と
思
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
共
感

で
き
る
と
い
え
ば
で
き
る
。
多
く
の
妻
の
中
で
そ
れ
だ
け
特
別
に
更
衣

を
愛
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
の
も
分
か
る
。
プ
リ
ン
ト
も
ら
っ
て
　
(
皆

の
感
想
の
)
皆
も
や
っ
ぱ
り
同
じ
よ
う
な
感
じ
を
受
け
た
の
だ
な
と
思
っ

た
。
前
も
書
い
た
け
ど
'
や
っ
ぱ
り
弘
徴
殿
の
女
御
の
や
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
な
か
な
か
共
感
で
き
る
L
へ
　
気
持
ち
的
に
も
よ
-
分
か
る
よ

う
な
気
が
す
る
。

こ
の
物
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ャ
ラ
が
自
分
の
思
っ
て
い
た
こ
と
な

ど
を
行
動
に
強
く
表
し
、
そ
れ
を
見
た
人
達
の
感
想
と
で
話
が
で
き
て

い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

こ
の
生
徒
は
'
現
代
と
当
時
の
価
値
観
の
違
い
を
意
識
し
た
上
で
、
登
場

人
物
の
個
性
を
把
握
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
桐
壷
帝
の
心
情
に
つ
い
て

は
'
他
の
生
徒
の
自
分
と
同
じ
立
場
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
を
参
考
に
し
て
よ

り
深
-
考
え
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

【
C
】
帝
と
更
衣
の
恋
は
現
代
で
な
ら
皆
か
ら
祝
福
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
悔
し
-
思
い
ま
す
。
1
夫
多
妻
と
い
う
制
度
を
除
い
て
言
え
ば
O

あ
の
状
況
で
は
物
語
通
り
に
更
衣
が
死
ぬ
か
へ
世
が
変
わ
る
か
の
ど
ち

ら
か
が
起
こ
っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
o
物
語
の
中
に
は
1
人
1
人

の
感
情
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
'
そ
の
1
人
1
人
の
各
対
人
に
対
す
る

気
持
ち
や
動
作
な
ど
、
こ
の
ま
と
め
を
読
ん
で
自
分
自
身
に
置
き
換
え

て
考
え
て
み
る
と
共
感
で
き
る
点
が
多
-
あ
る
こ
と
に
気
が
付
き
ま

し
た
。
あ
と
か
ら
考
え
れ
ば
い
-
つ
か
筋
道
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

一
つ
1
つ
の
選
択
で
枝
別
れ
を
し
て
時
世
は
進
ん
で
ゆ
-
の
だ
と
思

い
ま
す
。
だ
か
ら
大
き
-
見
る
と
、
い
つ
の
時
代
に
も
自
分
に
正
直
に

生
き
る
か
'
そ
れ
と
も
そ
の
気
持
ち
を
抑
え
て
生
き
る
の
か
を
う
ま
-

切
り
替
え
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の

こ
と
は
現
代
の
私
達
に
も
必
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、

「
帝
の
嘆
き
」
は
そ
の
一
人
一
人
の
気
持
ち
と
行
動
の
バ
ラ
ン
ス
が
対

人
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
も
偏
ら
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
生
徒
の
意
見
は
'
非
常
に
総
括
的
な
も
の
で
t
 
r
源
氏
物
語
j
　
に
措

か
れ
て
い
る
世
界
を
ま
さ
し
-
一
つ
の
典
型
例
と
み
な
し
'
自
分
た
ち
の
生

き
方
・
現
実
と
い
う
も
の
が
、
ど
ん
な
ふ
う
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
か

を
認
識
で
き
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
も
'
登
場
人
物
の
立
場
に
自
分
を
置
き

換
え
て
考
え
て
み
る
と
い
う
試
み
を
し
た
か
ら
こ
そ
、
見
え
て
来
た
の
で
あ
る
。



控
　
E
;
サ
e

本
来
へ
私
た
ち
は
文
学
を
読
む
際
に
は
、
自
分
た
ち
の
生
活
経
験
と
照
ら

し
合
わ
せ
な
が
ら
へ
　
共
感
し
た
り
時
に
は
批
判
的
に
読
み
進
め
、
さ
ら
に
実

際
に
は
体
験
で
き
な
い
こ
と
を
想
像
を
加
え
な
が
ら
読
み
進
め
た
り
、
知
識

と
し
て
体
験
す
る
こ
と
を
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
'
生
徒
の
実
態
は
、
自
分
の
生
活
経
験
の
枠
を
越
え
て
文
学
作
品

の
中
か
ら
新
た
な
問
題
を
探
る
、
異
質
な
も
の
を
兄
い
だ
す
と
い
う
意
識
が

希
薄
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
-
自
己
流
の
勝
手
な
解
釈
、
つ
ま
り
は
読
み

ち
が
い
、
読
み
落
と
し
を
し
て
い
る
も
の
す
ら
出
て
来
て
お
り
、
生
活
経
験

の
乏
し
い
彼
ら
に
作
品
を
深
-
読
み
込
む
と
い
う
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
状

況
に
あ
る
。

そ
ん
な
彼
ら
に
今
回
の
試
み
は
'
自
分
た
ち
が
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
気
に
も

留
め
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
せ
へ
考
え
さ
せ
る
機
会
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

自
分
が
想
像
も
し
な
か
っ
た
考
え
方
や
自
分
と
正
反
対
の
考
え
を
示
し
た
意

見
を
目
に
し
た
生
徒
た
ち
は
'
改
め
て
作
品
に
向
き
合
い
、
自
分
の
考
え
を

改
め
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
際
の
生
徒
た
ち
の
読
み
の

傾
向
と
し
て
顕
著
な
も
の
に
、

・
多
様
な
人
間
関
係
の
な
か
で
の
、
個
人
の
心
情
把
握

・
時
代
性
を
考
慮
に
入
れ
た
、
現
代
の
自
分
た
ち
と
の
対
比
を
試
み
な
が
ら

の
読
み
深
め

が
見
ら
れ
た
。
文
学
、
し
か
も
古
典
作
品
を
読
む
の
で
あ
る
か
ら
当
然
と
言

え
ば
当
然
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
彼
ら
に
と
っ
て
は
今
ま
で
あ
ま
り
経
験
し

た
こ
と
の
な
い
読
み
の
体
験
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
読
み
が
可
能
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
要
因
と
し
て
考

え
ら
れ
る
も
の
を
挙
げ
て
み
る
。

《
I
》
　
時
代
背
景
・
人
間
関
係
な
ど
を
中
心
と
し
た
情
報
の
収
得

教
科
書
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
本
文
は
　
r
源
氏
物
語
』
　
と
い
う
膨
大
な
作
品

の
ご
-
ご
-
1
部
で
あ
る
。
申
し
訳
程
度
の
作
品
解
説
が
付
い
て
は
い
る
も

の
の
へ
　
そ
れ
だ
け
で
は
登
場
人
物
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
へ
　
そ
の
作
品
を

生
み
出
し
た
当
時
の
価
値
観
を
知
り
得
な
い
。
そ
こ
で
参
考
に
な
り
そ
う
な

も
の
を
引
用
し
な
が
ら
の
資
料
集
を
作
成
し
た
訳
だ
が
'
こ
れ
が
功
を
奏
し

た
。
も
ち
ろ
ん
、
た
だ
渡
し
た
だ
け
な
ら
あ
ま
り
意
味
は
無
か
っ
た
と
思
う

が
、
授
業
の
際
に
必
ず
持
参
さ
せ
て
へ
　
こ
と
あ
る
ご
と
に
登
場
人
物
の
関
係

を
把
握
さ
せ
た
り
へ
　
教
科
書
本
文
と
対
応
す
る
と
こ
ろ
を
確
認
さ
せ
た
り
す

る
作
業
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
以
外
の
情
報
に
も
日
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

ま
た
へ
　
弘
微
殿
の
女
御
の
分
析
の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
二
年
時

に
学
習
し
た
内
容
を
十
分
に
想
起
さ
せ
た
こ
と
も
大
き
な
要
素
で
あ
る
。
本

文
に
も
解
説
に
も
弘
徴
殿
の
女
御
に
つ
い
て
十
分
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
た

め
'
生
徒
達
は
自
己
の
学
習
体
験
に
「
情
報
」
を
求
め
ざ
る
を
得
ず
'
そ
れ

が
か
え
っ
て
こ
の
人
物
を
理
解
す
る
上
で
深
ま
り
を
見
せ
た
と
言
え
る
。

作
品
を
読
む
際
に
'
ど
れ
だ
け
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と

が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
手
助
け
と
な
る

は
ず
の
情
報
を
意
欲
的
に
'
自
己
の
も
の
と
し
て
収
得
し
得
る
こ
と
の
重
要

性
が
こ
の
結
果
に
示
さ
れ
て
い
る
。

《
H
〉
　
他
の
生
徒
の
意
見
提
示

「
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
見
る
な
ん
て
小
学
生
以
来
だ
っ
た
の
で
、



な
ん
か
と
っ
て
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
し
'
こ
う
い
う
学
習
も
い
い
な
あ
と
思

い
ま
し
た
。
」

こ
れ
は
へ
　
1
人
の
生
徒
の
論
述
の
最
後
に
古
き
加
え
ら
れ
て
い
た
意
見
で

あ
る
が
'
初
め
に
予
測
し
た
以
上
に
'
生
徒
達
は
自
分
以
外
の
意
見
を
見
る

こ
と
で
触
発
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
講
義
形
式
の
授
業
で
は
、
や
む
を
得
ず

受
け
身
的
に
な
り
自
分
の
意
見
を
明
確
に
意
識
す
る
こ
と
さ
え
無
い
場
合
が

あ
る
。
ま
た
'
仮
に
自
分
の
意
見
を
持
ち
得
て
も
'
果
た
し
て
自
分
の
考
え

で
い
い
の
か
悪
い
の
か
を
判
断
す
る
機
会
が
保
証
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。

そ
れ
は
つ
ま
り
、
暖
味
な
ま
ま
に
作
品
を
読
み
流
す
こ
と
に
な
り
、
自
分
の

読
み
を
目
覚
し
へ
　
自
信
を
持
つ
と
い
う
機
会
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

生
徒
達
は
'
(
第
2
次
〉
　
で
の
論
述
を
す
る
際
に
「
や
む
を
得
ず
」
自
分

の
意
見
を
ま
と
め
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
結
果
と
し
て
自
分
の
読
み
を
自
覚

す
る
機
会
と
な
っ
た
。
自
分
の
読
み
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
同
じ
よ
う
に
し
て

出
さ
れ
た
他
者
の
意
見
に
も
真
剣
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
、
同
じ
よ
う
な

立
場
か
ら
の
意
見
に
は
安
心
と
と
も
に
、
よ
り
深
-
考
え
て
い
る
も
の
を
評

価
・
参
考
す
る
姿
勢
が
生
ま
れ
へ
　
異
な
る
立
場
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
に
は
、

驚
き
と
と
も
に
自
己
の
内
省
が
促
さ
れ
'
自
分
の
意
見
を
転
換
あ
る
い
は
さ

ら
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
生
ま
れ
た
。

お
そ
ら
-
生
徒
達
は
へ
　
こ
の
体
験
が
　
「
お
も
し
ろ
い
」
と
感
じ
た
と
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
'
「
思
考
す
る
」
こ
と
の
体
験
が
乏
し
か
っ
た
彼
ら
に
は
実

に
新
鮮
な
も
の
だ
っ
た
t
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
二
点
に
つ
い
て
は
、
逆
に
言
え
ば
、
私
た
ち
の
日
ご
ろ
の
授
業
の
問

題
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
へ
　
こ
の
実
態
に
対
し
て
、
私
た
ち
指
導

す
る
側
が
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
の
研
究
授
業
を
終
え
て
'
ね
ら
い
が
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
た
こ
と
は
も
と
よ

り
、
生
徒
達
が
楽
し
み
な
が
ら
『
源
氏
物
語
』
を
学
習
し
た
と
い
う
こ
と
が

1
番
の
成
果
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
逆
に
、
生
徒
達
が
楽
し
-
学
べ
る
機
会
を

私
た
ち
指
導
す
る
側
が
日
頃
十
分
に
保
証
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で

も
あ
る
。

目
ま
ぐ
る
し
く
動
-
世
相
の
中
に
生
き
て
い
る
の
は
、
生
徒
も
私
た
ち
も

同
様
で
あ
る
。
私
た
ち
自
身
も
、
自
己
を
と
り
ま
-
問
題
を
し
っ
か
り
と
見

つ
め
て
行
-
必
要
が
あ
る
と
痛
感
し
て
い
る
。

主
な
参
考
文
献

・
「
源
氏
物
語
の
女
性
た
ち
』
秋
山
皮
著
　
小
学
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
1
3

こ
源
氏
物
語
読
本
』
秋
山
皮
・
桑
名
靖
治
・
鈴
木
日
出
男
編
　
筑
摩
萱
居

・
『
古
典
文
学
解
釈
講
座
第
1
巻
　
源
氏
物
語
〓
菅
野
雅
雄
監
修
　
古
典

文
学
教
材
研
究
会
編
　
三
友
社

(
広
島
県
立
府
中
東
高
等
学
校
)
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