
学
ぶ
力
の
伸
び
を
自
覚
さ
せ
る
指
導
の
工
夫

I
e
　
は
　
じ
　
め
　
に

国
語
科
の
目
標
を
「
国
語
科
教
育
は
、
言
語
に
か
か
わ
る
知
識
・
技
能
を
基

に
し
て
行
わ
れ
る
言
語
活
動
(
理
解
、
表
現
の
活
動
)
　
を
通
し
て
、
児
童
・
生

徒
を
、
優
れ
た
認
識
主
体
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
学

習
の
過
程
を
通
し
て
'
国
語
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
と
基
本
的
言
語
技
能
を
育

成
し
、
言
語
に
対
す
る
感
覚
を
磨
き
、
望
ま
し
い
言
語
習
慣
'
言
語
態
度
を
育

成
す
る
」
　
(
「
国
語
科
教
育
学
の
基
礎
」
渓
水
社
　
平
成
五
年
)
　
こ
と
だ
と
森
田

信
義
氏
は
述
べ
て
い
る
.
国
語
科
の
学
習
は
、
表
現
力
・
理
解
力
を
育
て
る
た

め
に
行
わ
れ
る
言
語
活
動
を
中
心
に
掘
え
ー
優
れ
た
認
識
主
体
を
育
成
す
る
こ

と
を
目
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

稿
者
勤
務
校
の
国
語
科
も
、
生
徒
が
よ
り
情
報
化
し
て
い
-
社
会
の
中
で
生

き
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
優
れ
た
認
識
主
体
を
育
成
す
る
こ
と
を
主

眼
に
お
い
た
指
導
を
考
え
て
い
る
。
優
れ
た
認
識
主
体
を
育
て
る
際
に
ま
ず
求

め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
'
学
習
者
が
情
報
を
自
ら
評
価
し
な
が
ら
読
む
こ
と
で

あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
も
学
習
者
の
読
み
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
価
値
づ
け
ら
れ

三
　
宅
　
将
　
巳

た
内
容
は
、
他
の
受
け
手
に
向
け
て
発
信
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
と
き
必

要
と
な
っ
て
-
る
カ
ー
つ
ま
-
表
現
力
も
「
伝
え
合
う
力
」
　
に
は
欠
か
せ
な
い

も
の
で
あ
る
。
読
み
の
力
を
つ
け
て
い
-
こ
と
を
中
心
に
学
習
活
動
を
展
開
す

る
が
、
読
ん
だ
文
章
の
批
評
文
を
古
い
た
り
、
自
分
の
意
見
を
ま
と
め
て
発
表

し
た
-
す
る
　
(
あ
る
い
は
そ
れ
を
相
互
に
評
価
す
る
)
　
な
ど
、
表
現
(
評
価
)

な
ど
も
学
習
展
開
の
中
で
絡
め
て
指
導
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
-
る
と
考

え
ら
れ
る
。
情
報
の
特
性
や
表
現
の
特
徴
を
把
捉
し
情
報
の
送
り
手
に
迫
る
た

め
の
基
本
と
し
て
批
評
的
な
姿
勢
で
読
む
こ
と
に
特
に
注
目
し
'
そ
の
中
に
学

習
者
ど
う
L
が
自
分
の
読
み
を
伝
え
あ
い
、
学
習
課
題
を
と
も
に
考
え
て
い
く

活
動
を
取
り
入
れ
て
い
こ
う
と
考
え
た
。

今
回
は
'
教
科
古
の
説
明
的
文
章
教
材
を
ど
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
主
体
的

な
読
み
に
つ
な
が
る
の
か
を
研
究
の
中
心
と
し
た
。
授
業
を
と
お
し
て
主
体
的

に
生
き
て
い
-
基
盤
と
な
り
う
る
力
を
生
徒
に
つ
け
て
い
き
た
い
と
考
え
た
。



Ⅱ
'
単
元
の
構
想

-
　
単
元
に
つ
い
て

(
-
)
　
対
象
学
年
　
第
一
学
年

(
2
)
　
単
元
名
　
「
自
然
を
見
つ
め
る
言
葉
」

(
3
)
　
単
元
設
定
の
理
山

本
校
に
は
'
国
語
に
関
心
を
も
ち
~
意
欲
的
に
学
習
に
取
り
組
む
生
徒
が
多

い
。
ま
た
'
豊
か
な
感
受
性
を
も
っ
て
い
る
生
徒
が
多
-
、
文
学
的
文
章
に
お

け
る
心
情
の
読
み
と
り
に
力
を
発
揮
し
'
読
書
を
好
む
生
徒
が
多
い
。
し
か
し
'

論
理
的
思
考
を
し
た
-
得
た
情
報
を
体
系
化
し
た
-
す
る
こ
と
や
、
解
決
に
向

け
た
見
通
し
を
も
っ
て
話
し
合
い
を
し
た
-
読
み
書
き
を
し
た
-
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
苦
手
な
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
が
'
自
分
の
学
習
、

そ
し
て
自
分
の
将
来
に
対
す
る
見
通
し
が
も
て
な
い
ま
ま
毎
日
学
習
し
て
い
る

状
態
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
主
体
性
を
も
っ
て
学
習
に
取
り
組
む

刀
(
自
ら
目
標
を
設
定
し
'
課
題
を
見
つ
け
'
解
決
の
方
法
を
考
え
て
取
り
組

む
力
)
　
を
つ
け
て
い
き
た
い
。

今
回
は
'
対
象
学
年
が
一
年
生
で
あ
-
'
こ
れ
か
ら
主
体
的
に
学
習
を
進
め

て
い
け
る
主
体
に
育
て
て
い
-
た
め
'
ま
ず
主
体
的
な
姿
勢
を
も
っ
て
読
む
こ

と
か
ら
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
'
単
元
を
設
定
し
た
。

本
単
元
は
'
「
自
然
の
小
さ
な
診
断
役
」
と
「
魚
を
育
て
る
森
」
　
の
二
つ
の

説
明
的
文
章
教
材
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
教
材
は
、
多
-
の
生
徒
が

身
近
に
感
じ
る
で
あ
ろ
う
「
自
然
の
し
-
み
」
　
に
つ
い
て
科
学
者
で
あ
る
二
人

の
筆
者
が
「
言
柴
」
を
通
し
て
中
学
生
に
分
か
-
や
す
-
伝
え
よ
う
と
し
て
い

る
。
表
現
を
手
が
か
-
に
し
な
が
ら
批
評
的
に
読
ん
で
い
-
こ
と
で
も
筆
者
の

認
識
方
法
の
個
性
や
表
現
の
特
徴
を
把
捉
さ
せ
た
い
。
そ
し
て
、
二
人
の
筆
者

の
比
較
を
通
し
て
、
科
学
者
と
し
て
の
共
通
し
た
認
識
や
専
門
分
野
の
違
い
に

起
因
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
'
二
人
の
筆
者
の
研
究
に
向
か
う
姿
勢
の
違
い
な

ど
を
考
え
さ
せ
た
い
.
二
つ
の
教
材
で
l
つ
の
単
元
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
-
'

興
味
を
も
っ
て
読
み
す
す
め
'
筆
者
に
よ
り
迫
っ
て
い
-
こ
と
の
で
き
る
教
材

だ
と
考
え
る
。

2
　
教
材
に
つ
い
て

(
-
)
　
教
材
名
①
「
自
然
の
小
さ
な
診
断
役
」
青
木
淳
一
(
光
村
図
書
「
国
語

-
」
　
1
5
6
頁
-
-
i
-
t
t
O
C
O
頁
)

②
「
魚
を
育
て
る
森
」
松
永
勝
彦
(
光
村
国
許
「
国
語
-
」

1
6
4
頁
-
-
r
-
H
[
>
-
C
O
頁
)

(
2
)
　
教
材
の
特
性
と
関
連
さ
せ
て
指
専
す
る
際
の
視
点

こ
の
二
つ
の
教
材
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
　
「
自
然
」
　
で
あ
り
'
両
教
材
と
ち

自
然
環
境
保
護
を
訴
え
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
'
そ
の
　
「
自
然
」
と

い
う
言
葉
が
指
す
内
容
や
そ
れ
に
対
す
る
切
-
込
み
方
な
ど
は
、
二
人
の
筆
者

の
問
で
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
い
る
。

「
自
妖
…
の
小
さ
な
診
断
役
」
に
お
い
て
は
、
筆
者
は
ダ
ニ
の
分
類
を
通
し
て
発

見
し
た
こ
と
を
も
と
に
「
自
然
の
健
康
診
断
」
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
分
類
と
そ
れ
を
利
用
し
て
類
推
す
る
こ
と
を
柱
と
し
て
告
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
'
「
魚
を
育
て
る
森
」
　
で
は
'
森
の
腐
植
土
の
有
無
が
海
の
生

き
物
に
与
え
る
影
響
を
物
理
的
・
化
学
的
な
面
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

因
果
関
係
を
柱
と
し
て
む
か
れ
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
'
二
人
の
筆
者
の
認
識



の
違
い
で
あ
り
、
二
人
の
筆
者
の
個
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
'
そ
の
認
識
し
た
内
容
を
表
現
す
る
方
法
に
も
個
性
が
み
ら
れ
る
。
「
自

然
の
小
さ
な
診
断
役
」
　
に
お
い
て
は
、
「
土
の
中
の
生
き
物
・
ダ
ニ
全
体
」
1

「
土
の
中
の
ダ
l
こ
1
「
サ
サ
ラ
ダ
ニ
」
1
「
サ
サ
ラ
ダ
こ
の
五
つ
の
グ
ル
ー

プ
」
と
い
う
具
合
に
だ
ん
だ
ん
と
細
か
い
世
界
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
分
類
の
レ
ベ
ル
ご
と
に
比
較
項
目
を
変
え
た
り
段
落
を
変
え
た
り
と
'

内
容
面
・
形
式
面
で
の
工
夫
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
分
類
を
利
用
し
て
類

推
す
る
と
き
に
は
　
「
指
標
生
物
」
と
い
う
大
部
分
の
中
学
生
が
初
め
て
出
合
う

概
念
が
必
安
に
な
る
が
'
中
学
生
の
読
者
が
既
に
も
っ
て
い
る
知
識
を
使
っ
て

読
め
ば
理
解
で
き
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
〇
一
方
へ
「
魚
を
育
て
る
森
」
に

お
い
て
は
、
最
初
に
歴
史
的
事
実
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
因
果
関
係
に
注
意

を
向
け
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
'
「
森
が
消
え
る
こ
と
」
と
「
海
が

死
ぬ
こ
と
」
　
の
因
果
関
係
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
、
「
腐
植
土
の
働
き
」
　
l
負

を
提
示
し
へ
　
そ
の
働
き
に
つ
い
て
四
つ
の
面
か
ら
述
べ
て
い
る
。
1
　
つ
の
面
に

つ
い
て
l
段
箔
ず
つ
使
っ
て
説
明
し
た
り
、
時
間
を
表
す
語
を
使
っ
て
関
係
を

と
ら
え
や
す
-
す
る
な
ど
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
教

材
で
は
表
現
の
し
方
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
が
見
ら
れ
る
。

認
識
の
し
方
の
違
い
や
表
現
の
特
性
を
も
と
に
、
二
人
の
筆
者
の
姿
勢
や
個

性
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
い
。
こ
の
よ
う
な
読
み
方
を
す
る
こ
と
で
、
筆
者
と

向
か
い
合
い
主
体
的
に
読
む
姿
勢
が
も
て
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
教
材
を
一
つ
の
単
元
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
る
利
点

が
あ
る
。
し
か
し
'
逆
に
留
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
も
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
二
つ
の
教
材
は
、
ど
ち
ら
も
日
賦
後
の
段
落
で
は
自
炊
…
環
境
保
護
を
う
っ

た
え
て
い
る
。
両
教
材
と
も
へ
　
そ
の
段
落
内
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
安
当

な
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
記
述
と
の
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
。
単
行

本
の
中
で
書
い
た
内
容
を
教
科
書
教
材
と
す
る
際
に
紙
面
の
都
合
で
省
略
さ
れ

た
も
の
が
あ
っ
た
-
'
急
速
結
論
と
し
て
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
-

し
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
読
み
手
に
と
っ
て
は
筆
者
の
う
っ
た
え
が
充
分
伝

わ
っ
て
こ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
で
'
今
回
の
二
教
材
は

l
　
つ
の
朝
も
元
と
し
て
扱
っ
た
場
合
に
限
界
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
う

点
に
つ
い
て
は
、
読
み
を
進
め
て
い
く
際
に
'
生
徒
に
意
識
を
も
た
せ
る
必
要

が
あ
ろ
う
。

(
3
)
　
指
導
目
標

‥
王
体
的
に
文
章
に
か
か
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
を
育
て
る
。

二
l
つ
の
文
章
に
お
け
る
筆
者
の
認
識
方
法
の
違
い
や
表
現
の
個
性
を
と
ら

え
さ
せ
る
。

Ⅲ
`
実
　
践
　
内
　
容

-
　
指
導
計
画

・
「
自
然
の
小
さ
な
診
断
役
」
を
読
む
。
-
-
-
-
-
-
-
-
I
I
3
時
間

・
「
魚
を
育
て
る
森
」
を
読
む
。

3

時

間

二
一
つ
の
文
章
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
者
の
認
識
方
法
の
違
い
や
表
現
の
し
方
の
個

性
に
つ
い
て
考
え
る
。

1

時

間

2
　
授
業
の
実
際

①
段
落
へ
②
段
落
-
は
形
式
段
落
を
t
 
I
段
落
、
2
段
落
-
は
意
味
段
落
を



表
す
。
「
自
然
の
小
さ
な
診
断
役
」
で
は
-
段
落
は
①
～
④
段
落
、
2
段
落
は
⑤

～
⑧
段
落
'
3
段
落
は
⑨
～
⑲
段
落
'
4
段
落
は
⑪
～
⑫
段
落
へ
　
5
段
落
は
⑬

～
⑭
段
落
、
6
段
落
は
⑮
段
落
と
し
た
。

今
回
の
実
践
を
'
第
1
学
年
二
組
(
三
九
名
)
　
を
対
象
ク
ラ
ス
と
し
て
振
り

返
る
。

(
-
)
　
第
一
時

「
国
語
科
通
信
」
を
配
布
し
'
前
の
時
間
ま
で
学
習
し
た
文
学
教
材
「
父
の

列
車
」
　
の
学
習
の
振
り
退
-
を
さ
せ
た
。

「
父
の
列
車
」
の
学
習
に
お
い
て
は
'
生
徒
が
第
一
次
感
想
で
出
し
た
疑
問
を

中
心
発
問
と
し
な
が
ら
生
徒
が
集
団
討
講
を
中
心
に
解
決
を
し
て
進
め
た
。
R
以

後
の
時
間
に
、
第
一
次
感
想
文
で
出
さ
れ
た
ど
の
疑
問
が
授
業
に
役
立
っ
た
か

を
そ
の
理
由
と
と
も
に
考
え
書
か
せ
た
。
何
人
か
の
生
徒
の
書
い
た
も
の
を
紹

介
す
る
国
語
科
通
信
を
作
-
'
時
間
の
初
め
に
配
布
し
た
。
疑
問
を
も
つ
こ
と

の
大
切
さ
、
疑
問
の
も
ち
方
に
よ
っ
て
読
み
を
広
げ
た
-
深
め
た
-
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
感
じ
と
ら
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
全
員
で
そ
の
通
信
を

読
ん
だ
後
、
次
は
自
然
に
関
す
る
説
明
的
文
串
を
筆
者
に
迫
っ
て
い
-
た
め
'

疑
問
を
も
っ
て
読
む
こ
と
を
確
認
し
て
、
導
入
と
し
た
。

「
自
然
の
小
さ
な
診
断
役
」
と
い
う
題
を
提
示
し
'
ダ
ニ
に
関
す
る
文
章
で
あ

る
こ
と
を
知
ら
せ
へ
自
分
だ
っ
た
ら
ど
ん
な
こ
と
を
説
明
す
る
か
も
ダ
ニ
が
「
自

然
の
小
さ
な
診
断
役
」
　
に
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
考
え
て
書
か
せ
た
。

そ
の
後
も
　
本
文
全
文
を
プ
リ
ン
ト
し
た
も
の
を
配
布
し
、
各
自
で
疑
問
や
感
想

を
古
き
込
み
し
な
が
ら
黙
読
さ
せ
た
。
出
て
き
た
疑
問
を
l
覧
に
し
て
、
個

人
・
班
で
、
「
ど
の
疑
問
を
取
り
上
げ
た
い
か
」
「
ど
う
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
考

え
る
価
値
が
あ
る
と
思
う
の
か
」
を
考
え
さ
せ
た
。
次
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ

れ
た
。
(
か
っ
こ
内
は
、
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
も
の
。
)

・
「
自
然
の
小
さ
な
診
断
役
」
と
い
う
題
に
つ
い
て
'
ダ
ニ
は
診
断
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
「
診
断
役
」
と
し
た
の
か
。
(
文
章
全
体

の
ま
と
め
と
い
え
る
題
に
ど
う
い
う
工
夫
を
し
よ
う
と
し
た
か
で
筆
者
の
言

い
た
い
こ
と
が
分
か
る
。
)

・
サ
サ
ラ
ダ
二
に
つ
い
て
述
べ
る
の
な
ら
、
形
式
段
落
の
⑨
段
落
ま
で
は
必
要

な
い
の
で
は
な
い
か
。
(
⑨
段
落
ま
で
の
働
き
が
分
か
る
。
話
の
進
め
方
の

カ
ギ
に
な
る
部
分
だ
か
ら
考
え
た
い
。
)

・
最
後
の
段
落
に
'
話
の
中
心
だ
っ
た
サ
サ
ラ
ダ
二
が
出
て
こ
な
い
の
は
な
ぜ

か
。
(
話
の
中
心
が
ど
こ
に
あ
る
か
分
か
る
。
)

・
殺
後
の
段
落
は
、
題
名
に
あ
っ
た
内
容
に
な
っ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
(
∩
.
a

後
の
段
落
の
働
き
が
分
か
る
。
)

こ
れ
ら
の
疑
問
を
解
決
し
て
い
-
た
め
に
、
次
の
時
間
か
ら
詳
し
-
読
ん
で

い
-
こ
と
を
予
告
し
た
。

(
2
)
　
第
二
時

意
味
段
落
の
第
1
段
落
か
ら
第
3
段
落
ま
で
を
読
み
'
説
明
の
進
め
方
を
吟

味
し
た
。
生
徒
は
、
具
体
的
な
数
字
を
挙
げ
へ
　
ダ
ニ
に
対
す
る
偏
見
を
取
り
除

こ
う
と
す
る
筆
者
の
気
持
ち
や
工
夫
は
理
解
し
な
が
ら
も
、
「
数
」
と
「
種
獅
」

が
混
乱
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
一
〇
%
と
は
い
っ
て
も
五
〇
〇
〇
種
類

で
あ
る
こ
と
か
ら
'
筆
者
に
よ
る
説
得
が
不
十
分
で
あ
る
と
判
断
し
'
ど
の
よ

う
に
説
明
す
れ
ば
読
者
が
納
得
す
る
か
を
話
し
合
っ
た
。

(
3
)
　
第
三
時

例
の
挙
げ
方
の
工
夫
や
、
利
点
の
ま
と
め
方
の
工
夫
を
確
認
し
た
後
'
第
l

時
に
「
考
え
る
価
値
が
あ
る
」
と
判
断
し
た
課
題
に
つ
い
て
ク
ラ
ス
で
考
え
た
。



話
し
合
い
の
過
程
で
'
筆
者
が
ダ
ニ
の
研
究
に
愛
着
を
も
っ
て
い
て
そ
の
研
究

の
こ
と
が
中
心
に
詐
か
れ
て
い
る
こ
と
、
ダ
ニ
の
分
類
を
し
て
い
く
う
ち
に

「
自
然
の
健
康
診
断
」
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
思
い
つ
い
て

お
り
'
分
類
に
関
す
る
こ
と
が
詐
い
て
あ
る
の
だ
か
ら
⑨
段
落
ま
で
も
大
切
な

働
き
を
し
て
い
る
こ
と
t
 
R
枇
後
の
段
落
に
お
け
る
ま
と
め
は
「
自
然
界
」
と
範

囲
を
広
げ
す
ぎ
て
い
る
か
ら
専
門
の
ダ
ニ
に
関
す
る
内
容
で
ま
と
め
を
し
た
方

が
説
得
力
が
出
る
こ
と
な
ど
'
意
見
が
出
さ
れ
た
。

(
4
)
　
第
四
時

節
l
時
と
同
様
に
ー
読
み
の
構
え
を
つ
-
り
'
本
文
の
プ
リ
ン
I
に
古
き
込

み
を
し
な
が
ら
黙
読
を
さ
せ
へ
　
学
習
課
題
を
考
え
た
。
次
の
よ
う
な
課
題
が
選

ば
れ
た
。

・
話
に
出
て
-
る
の
は
魚
だ
け
で
は
な
い
の
に
、
「
魚
を
育
て
る
森
」
と
い
う

題
に
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
O
　
(
「
魚
」
と
い
う
言
葉
を
筆
者
が
ど
う
使
っ

て
い
る
か
分
か
る
。
)

・
「
森
が
消
え
、
海
は
死
ん
だ
。
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
ん
な
表
現
を
し
た
の
か
。

(
こ
こ
だ
け
他
と
違
う
文
学
的
な
表
現
を
し
て
い
る
の
は
'
筆
者
の
ね
ら
い

が
あ
る
は
ず
。
森
と
海
の
つ
な
が
り
が
み
つ
か
り
そ
う
だ
。
)

・
⑤
段
落
ま
で
は
歴
史
の
こ
と
が
む
い
て
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
の
段
落
は
ど
う

い
う
働
き
を
し
て
い
る
か
。
(
文
章
構
成
が
わ
か
-
'
筆
者
の
ね
ら
い
が
わ

か
る
は
ず
。
)

・
最
後
の
段
箔
の
主
張
は
「
自
然
保
護
」
な
の
に
な
ぜ
「
魚
を
育
て
る
森
」
と

い
う
題
な
の
か
.
(
文
章
の
中
心
が
つ
か
め
る
。
)

・
⑮
段
落
は
、
⑮
段
落
ま
で
と
話
が
変
わ
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
.
(
文
串
構

成
が
つ
か
め
る
。
)

・
筆
者
が
言
い
た
い
の
は
、
「
森
と
魚
の
関
係
」
か
「
(
自
妖
…
保
護
の
た
め
の
)

全
体
的
な
バ
ラ
ン
ス
の
こ
と
」
か
。
(
筆
者
の
主
張
の
中
心
が
「
自
然
の
小

さ
な
診
断
役
」
　
の
と
き
に
も
問
題
に
な
っ
た
。
比
較
の
た
め
に
も
ほ
っ
き
-

さ
せ
た
い
。
)

(
5
)
　
第
五
時

第
四
時
で
各
姓
が
選
ん
だ
課
題
以
外
に
も
'
第
五
時
以
降
で
学
習
を
進
め
て

い
-
間
に
生
徒
が
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
課
題
が
あ
っ
た
0
第
①
段
落
か
ら
⑤

段
落
に
は
事
災
が
杏
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
本
時
は
記
述
に
し
た
が
っ

て
「
時
」
と
　
「
で
き
ご
と
」
を
軸
と
し
て
校
訂
で
ま
と
め
て
い
く
と
い
う
方
法

を
生
徒
が
考
え
も
行
っ
た
。
そ
の
際
も
前
時
に
生
徒
が
班
の
話
し
合
い
で
は
選

ば
な
か
っ
た
「
時
代
が
『
今
」
1
『
四
十
年
前
」
1
『
江
戸
時
代
』
1
『
今
」

1
『
江
戸
時
代
後
半
』
1
『
明
治
」
1
『
明
治
中
期
」
1
-
と
い
う
ふ
う
に
前

後
す
る
の
は
な
ぜ
か
、
考
え
た
い
」
と
い
う
課
題
が
注
目
さ
れ
た
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
も
話
し
合
い
を
行
っ
た
。
生
徒
の
書
い
た
こ
の
時
問
の
ま
と
め
に
は

「
順
番
ど
お
-
に
書
か
ず
'
現
在
の
様
子
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ

読
者
に
興
味
を
も
た
せ
て
い
る
。
特
に
第
②
段
落
は
、
な
ぜ
こ
ん
な
状
態
に

な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
疑
問
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
'
後
の
部
分
を
読

む
楽
し
み
が
で
き
る
」
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
腐
植
土
の
四
つ
の
働
き
の
記
述
の
検
討
を
す
る
際
に
、
「
前
半
二
つ

は
『
守
る
働
き
』
後
半
二
つ
は
F
育
て
る
働
き
」
」
と
し
た
-
'
「
前
半
2
つ

は
『
日
に
見
え
る
働
き
」
'
後
半
2
つ
は
r
目
に
見
え
な
い
働
き
と
と
し
た
-

と
、
生
徒
が
自
分
が
知
っ
て
い
る
言
葉
で
ま
と
め
よ
う
と
工
夫
し
て
い
た
た

め
へ
教
師
が
準
備
し
て
い
た
「
物
理
的
作
用
と
化
学
的
作
用
」
は
提
示
し
な
か
っ

蝣

;

.

'



(
6
)
　
第
六
時

「
森
が
消
え
、
海
は
死
ん
だ
」
と
い
う
表
現
に
関
す
る
検
討
は
節
四
時
に
設
定

し
た
課
題
に
沿
っ
て
進
め
た
が
'
「
こ
こ
だ
け
文
学
的
な
表
現
を
し
て
、
そ
れ
ほ

ど
ひ
ど
い
状
態
だ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
、
読
者
の
注
目
を
ひ
き
た
か
っ
た
た
め

に
さ
れ
た
表
現
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
の
ほ
か
に
、
「
森
の
状
態
が
原
因
に

な
っ
て
、
結
果
と
し
て
梅
の
状
態
が
こ
う
な
っ
て
い
る
と
い
う
関
係
を
'
で
き

る
だ
け
特
潔
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
が
出
さ

れ
た
。
こ
の
発
言
を
契
機
に
'
こ
の
文
章
の
柱
が
「
因
果
関
係
」
　
で
あ
る
こ
と
、

こ
の
関
係
が
相
互
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
は
な
-
森
か
ら
海
に
向
け

て
一
方
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
、
話
し
合
い
の
中
の
中
心
の
話
題
と
な
っ
た
。

こ
の
話
し
合
い
が
'
本
時
で
日
賦
後
に
筆
者
の
結
論
の
出
し
方
の
適
否
を
検
討
す

る
と
き
、
「
『
バ
ラ
ン
ス
」
と
い
う
語
の
使
用
が
適
切
で
あ
る
の
か
考
え
る
」
と

い
う
新
た
な
課
題
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
検
討
の
結
果
へ
「
筆
者
は
'
森

が
あ
る
と
い
う
こ
と
'
そ
れ
も
針
柴
樹
よ
り
は
広
兼
樹
の
方
に
価
倍
を
認
め
て

い
る
よ
う
だ
」
と
い
う
読
み
と
-
が
な
さ
れ
た
。

(
7
)
　
第
七
時

的
六
時
ま
で
に
学
習
し
た
内
容
を
振
り
退
-
'
吉
-
作
業
が
中
心
と
な
っ
た
。

第
六
時
ま
で
'
生
徒
に
は
考
え
る
作
業
に
集
中
さ
せ
る
た
め
、
ま
と
め
は
黒
板

で
行
い
、
ノ
ー
ト
は
と
ら
せ
て
い
な
か
っ
た
。
第
六
時
ま
で
の
板
書
を
プ
リ
ン

ト
し
た
も
の
を
配
布
し
、
各
時
間
の
最
後
に
書
い
た
自
分
自
分
の
ま
と
め
と
感

想
を
も
と
に
'
筆
者
の
物
事
の
と
ら
え
方
や
説
明
の
し
か
た
の
特
徴
を
ま
と
め

て
い
っ
た
。
次
の
よ
う
な
も
の
が
書
か
れ
た
。

・
「
自
然
の
小
さ
な
診
断
役
」
　
の
筆
者
は
、
自
分
で
実
験
を
し
た
り
調
べ
た
り

し
て
分
か
っ
た
こ
と
や
結
果
を
説
明
し
て
い
る
け
れ
ど
'
「
魚
を
育
て
る
森
」

の
筆
者
は
、
自
分
で
実
験
な
ど
は
せ
ず
に
も
自
分
の
も
っ
て
い
る
知
識
'
過

去
の
歴
史
を
使
っ
て
説
明
を
す
る
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。

・
青
木
さ
ん
は
自
分
が
調
べ
た
結
果
を
も
と
に
推
測
を
し
て
い
る
け
れ
ど
、
松

永
さ
ん
は
今
の
自
然
の
状
態
を
見
て
'
そ
の
原
因
を
探
っ
て
い
っ
て
い
る
の

で
、
二
人
は
逆
の
よ
う
な
感
じ
だ
と
思
う
。

・
青
木
さ
ん
は
ダ
ニ
と
い
う
自
然
か
ら
見
る
と
と
て
も
小
さ
な
も
の
か
ら
出
発

し
て
い
る
け
ど
'
松
永
さ
ん
は
森
と
海
と
い
う
自
然
界
の
中
で
も
大
き
な
も

の
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
'
そ
れ
ぞ
れ
が
い
ろ
ん
な
角
度
か

ら
自
然
を
見
つ
め
て
そ
れ
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
ん
だ
と
思
っ
た
。
特
に

説
明
文
は
、
同
じ
事
柄
で
も
見
る
人
に
よ
っ
て
違
う
の
で
'
こ
の
人
が
ど
ん

な
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
か
注
意
し
て
読
ま
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
た
。

・
い
ろ
ん
な
発
見
が
あ
っ
た
。
ダ
ニ
を
使
っ
て
自
然
の
健
康
診
断
を
す
る
と
い

う
ち
ょ
っ
と
杏
想
天
外
な
方
法
を
見
つ
け
た
筆
者
が
'
ダ
ニ
に
つ
い
て
詳
し

く
説
明
し
て
い
て
'
も
と
と
な
る
本
を
読
む
と
、
す
ご
-
ダ
ニ
に
つ
い
て
興

味
を
も
っ
て
好
い
て
や
っ
て
い
る
の
が
よ
-
分
か
っ
た
o
ず
っ
と
、
自
炊
.
:
煤

護
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
そ
れ
は
、
ダ
ニ
や
他
の
生

物
が
1
緒
に
生
き
て
い
け
る
環
境
を
つ
-
り
た
い
と
い
う
筆
者
の
願
い
か
ら

き
た
も
の
だ
ろ
う
。
「
魚
を
育
て
る
森
」
は
'
少
し
難
し
い
話
だ
っ
た
が
、

森
と
海
の
つ
な
が
り
が
よ
く
分
か
っ
た
。
「
森
は
消
え
'
海
は
死
ん
だ
」
と
い

う
表
現
は
、
ど
れ
だ
け
深
刻
な
こ
と
に
な
る
か
が
よ
-
表
さ
れ
て
い
る
。

・
「
自
然
の
小
さ
な
診
断
役
」
　
の
方
は
、
ダ
ニ
の
こ
と
を
詳
し
-
読
者
に
伝
え

る
た
め
に
'
い
く
つ
か
の
ダ
ニ
の
例
を
挙
げ
て
も
　
そ
の
中
で
も
「
サ
サ
ラ
ダ

こ
」
を
重
点
的
に
調
査
し
て
結
論
へ
と
つ
な
げ
て
い
る
け
ど
、
「
魚
を
育
て
る

森
」
の
方
は
、
最
初
か
ら
l
つ
だ
け
「
北
海
道
襟
裳
岬
」
の
例
を
挙
げ
て
か



ら
結
論
に
結
び
つ
け
て
い
る
。

・
「
自
炊
…
の
小
さ
な
診
断
役
」
の
方
に
は
対
策
が
古
か
れ
て
い
な
い
け
ど
'
「
負

を
育
て
る
森
」
　
の
方
に
は
、
対
策
が
ち
ゃ
ん
と
吉
か
れ
て
い
る
。

・
両
文
章
と
も
自
炊
…
に
関
す
る
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
t
 
R
.
E
接
の
ま
と
め
の
段
落
で
'

自
然
保
護
を
う
っ
た
え
て
い
る
け
ど
'
本
当
に
言
い
た
い
こ
と
と
直
接
つ
な

が
っ
て
い
な
-
て
、
読
む
側
が
混
乱
し
た
と
思
う
。
で
も
'
両
方
、
例
を
い

く
つ
か
出
し
て
い
て
、
と
て
も
分
か
り
や
す
い
。
自
然
に
対
す
る
関
心
を
も

た
せ
る
工
夫
が
あ
り
、
自
妖
…
と
の
つ
き
あ
い
方
を
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

説
明
の
し
か
た
は
、
段
々
分
類
し
て
い
っ
た
り
'
時
代
を
お
っ
て
い
っ
た
り

で
も
　
順
序
よ
か
っ
た
。

・
ご
-
ご
-
身
近
な
自
然
で
も
、
全
-
知
ら
な
か
っ
た
そ
の
役
割
や
危
機
に
気

づ
か
せ
て
'
そ
こ
か
ら
「
自
然
保
護
」
に
つ
な
が
り
を
も
た
せ
る
と
い
っ
た

方
法
で
'
二
つ
の
文
章
が
書
か
れ
て
い
た
が
'
実
際
そ
の
方
法
だ
と
、
つ
な

が
り
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た
部
分
に
'
た
く
さ
ん
の
混
乱
が
出
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
'
初
め
か
ら
自
然
保
護
に
つ
な
ぐ
の
は
無
理
だ
っ
た
の
で
は
?
あ
る

い
は
も
　
書
か
な
-
と
も
最
後
ま
で
読
め
ば
'
そ
れ
だ
け
で
自
然
保
護
の
訴
え

が
感
じ
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

・
1
石
の
文
章
と
も
自
然
保
護
を
最
後
に
訴
え
て
い
る
の
で
'
自
然
を
テ
ー
マ

に
し
た
文
章
は
、
自
然
保
護
を
訴
え
や
す
い
の
だ
ろ
う
。
説
明
文
を
書
-
と

き
は
、
二
つ
の
文
章
の
よ
う
に
'
い
き
な
り
自
然
保
護
の
訴
え
に
な
っ
た
り

し
て
お
か
し
い
と
思
わ
れ
る
の
で
'
よ
-
考
え
て
書
か
な
い
と
い
け
な
い
。

・
自
分
が
守
り
た
い
も
の
　
(
動
物
で
あ
っ
た
り
'
植
物
で
あ
っ
た
り
)
を
守
ろ

う
と
思
う
と
、
必
然
的
に
「
自
然
保
護
」
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
ん
だ
な

と
思
い
ま
し
た
。
自
然
保
護
と
い
う
の
は
、
あ
-
ま
で
「
つ
い
て
-
る
も
の
」

だ
と
思
う
。

次
の
時
間
の
は
じ
め
に
、
生
徒
が
青
い
た
も
の
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
プ
リ

ン
ト
し
て
配
布
し
た
。
読
ん
で
感
想
を
述
べ
あ
う
な
か
に
「
F
自
然
の
小
さ
な
診

断
役
」
　
の
ほ
う
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
筆
者
の
ダ
ニ
に
対
す
る
惰
熱
が
伝
わ
っ

て
-
る
.
F
魚
を
育
て
る
森
』
の
ほ
う
は
'
調
べ
た
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
書
い
て

あ
っ
て
、
訂
u
と
い
っ
て
も
人
間
が
食
べ
る
も
の
し
か
出
て
こ
な
い
し
味
気
な

い
」
と
い
う
発
言
が
あ
っ
た
。

「
自
炊
…
に
関
す
る
情
報
を
読
む
と
き
に
注
意
す
べ
き
と
考
え
る
こ
と
」
に
つ
い

て
は
へ
次
の
よ
う
な
も
の
が
雷
か
れ
て
い
た
。

・
ど
ん
な
自
然
を
中
心
に
、
ど
う
展
開
し
て
い
る
か
に
注
目
し
な
が
ら
読
め
ば

ヽ
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ヽ
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・
筆
者
が
自
然
を
ど
の
よ
う
な
角
度
か
ら
見
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な

が
ら
読
ん
で
い
き
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
文
章
の
流
れ
も
読
み
と
れ
そ
う
だ
。

・
「
自
然
保
護
」
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
る
か
ら
　
(
筆
者
そ
れ
ぞ

れ
書
き
方
も
違
う
し
)
、
そ
の
筆
者
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
「
自
分
は
自
炊
…
を

守
っ
て
い
き
た
い
ん
だ
」
「
読
者
に
も
こ
う
い
う
こ
と
を
し
て
ほ
し
い
」
と

い
う
の
を
読
者
に
伝
え
て
い
る
か
を
読
み
と
っ
て
い
け
ば
い
い
と
思
う
。

・
そ
の
筆
者
が
「
自
炊
…
保
護
」
を
通
じ
て
何
が
言
い
た
い
の
か
、
ど
う
し
て
こ

ん
な
考
え
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
着
目
す
る
。

・
筆
者
が
本
当
は
何
を
言
い
た
い
の
か
を
考
え
る
必
要
が
大
い
に
あ
る
と
思

う
。
他
の
人
の
感
想
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
'
自
然
に
関
す
る
文
章
は
自
然
保

護
を
う
っ
た
え
て
い
る
と
思
わ
れ
や
す
い
。
本
当
に
自
然
保
護
を
主
張
し
て

い
る
の
な
ら
い
い
が
'
今
回
の
二
つ
の
文
章
の
よ
う
に
要
旨
と
ず
れ
て
い
る

か
も
知
れ
な
い
。
よ
-
読
ん
で
筆
者
の
気
持
ち
を
理
解
す
る
と
い
い
と
思
う
。



筆
者
の
文
章
構
成
の
工
夫
に
目
を
つ
け
て
み
る
の
も
い
い
と
思
う
。

・
今
ま
で
は
ま
と
め
に
書
い
て
あ
る
も
の
が
筆
者
の
一
番
言
い
た
い
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
た
。
た
し
か
に
そ
れ
も
あ
る
と
思
う
け
ど
、
ま
と
め
ま
で
進
め
て

い
く
文
章
の
過
程
に
も
筆
者
が
言
い
た
い
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
ん
だ
な
と

思
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
注
意
し
て
「
筆
者
が
私
た
ち
に
本
当
に
伝
え
た
い
こ

と
」
と
い
う
の
を
読
み
た
い
。

・
た
だ
単
に
読
む
ん
じ
ゃ
な
-
て
'
「
な
ぜ
こ
う
い
う
文
章
構
成
に
な
る
ん
だ

ろ
う
」
と
疑
問
を
も
ち
'
筆
者
が
言
い
た
い
こ
と
を
感
じ
取
れ
る
よ
う
に
注

意
し
て
読
み
た
い
。

・
疑
問
を
も
ち
な
が
ら
読
ん
で
い
-
と
'
読
み
が
深
ま
る
と
思
う
。
ま
た
、
そ

の
疑
問
は
し
っ
か
り
解
決
し
な
い
と
意
味
は
な
-
な
る
と
思
う
。
そ
れ
に
'

そ
の
文
章
の
筆
者
が
必
ず
し
も
正
し
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い

の
で
、
自
分
の
考
え
を
す
て
て
読
ん
で
は
い
け
な
い
。

Ⅳ
'
評
価
と
考
察

本
単
元
の
評
価
と
し
て
'
「
r
自
然
を
見
つ
め
る
言
葉
l
を
学
習
し
て
'
文
章

の
読
み
方
で
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
」
を
自
己
評
価
し
て
生
徒
に
書
か
せ
た
。
全
員

が
何
ら
か
の
自
分
の
読
み
の
変
化
に
つ
い
て
気
づ
き
を
雷
い
た
。

・
今
ま
で
は
説
明
文
と
い
う
だ
け
で
読
む
気
が
な
-
な
っ
て
へ
た
だ
ボ
ー
っ
と

読
ん
で
い
た
-
し
た
け
れ
ど
も
　
こ
の
学
習
で
み
ん
な
と
疑
問
を
出
し
合
い
な

が
ら
話
し
合
っ
た
-
し
て
い
-
う
ち
に
、
何
と
な
-
筆
者
の
伝
え
た
い
こ
と

や
文
章
構
成
が
分
か
っ
て
き
て
'
相
棒
的
に
意
見
を
言
う
よ
う
に
な
っ
て
き

た
と
こ
ろ
。
(
生
徒
a
)

・
今
ま
で
全
体
を
読
ん
で
特
に
何
の
疑
問
も
見
つ
か
ら
な
-
て
'
み
ん
な
の
発

表
を
聞
い
て
'
「
そ
う
い
え
ば
そ
う
だ
な
」
と
思
う
こ
と
が
よ
-
あ
っ
た
。
人

の
発
表
か
ら
学
ぶ
の
も
い
い
け
ど
'
自
分
の
意
見
も
も
っ
て
い
た
ほ
う
が
い

い
。
今
回
ー
そ
の
　
「
自
分
の
意
見
を
も
つ
」
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自

分
で
疑
問
も
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
(
生
徒
b
)

・
前
は
l
度
読
ん
だ
ら
そ
れ
で
理
解
し
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
た
。
で
も
'
こ

の
学
習
を
通
し
て
、
疑
問
を
も
つ
こ
と
の
大
切
さ
が
わ
か
っ
た
。
(
生
徒
C
)

・
「
自
然
を
見
つ
め
る
言
葉
」
を
学
習
す
る
前
は
た
だ
適
当
に
読
ん
で
い
た
だ

け
だ
っ
た
け
ど
'
「
こ
こ
は
何
で
こ
う
書
い
て
あ
る
ん
だ
ろ
う
」
と
か
が
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
変
わ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
(
生
徒
d
)

:
J
れ
ま
で
'
そ
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
と
ら
え
て
し
ま
っ
て
'
こ
こ
が
変
だ
と

か
よ
く
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
ず
に
読
ん
で
い
た
か
ら
'
こ
の

「
自
妖
首
見
つ
め
る
言
葉
」
　
の
中
の
二
つ
の
文
章
で
学
ん
で
、
い
ろ
い
ろ
な

見
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
(
生
徒
2
)

・
自
然
を
1
点
か
ら
見
つ
め
る
の
で
は
な
-
、
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
見
る
と
い

い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
(
生
徒
!
)

・
い
つ
も
は
最
後
の
ま
と
め
の
部
分
や
結
果
し
か
読
ま
な
か
っ
た
け
ど
'
こ
れ

か
ら
は
ま
と
め
も
読
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
け
ど
'
最
初
の
筆
者
の
出
し
た

疑
問
、
そ
の
説
明
を
詳
し
く
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
た
。
(
生
徒

g
)

・
筆
者
の
考
え
方
が
自
分
に
と
っ
て
ど
う
な
の
か
、
考
え
て
読
む
よ
う
に
な
っ

た
と
思
う
。
筆
者
が
伝
え
た
い
こ
と
は
何
か
、
何
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の

か
確
か
め
て
読
ん
で
い
た
と
思
う
。
(
生
徒
h
)

・
自
分
が
一
番
注
意
し
て
い
る
の
は
筆
者
の
意
見
な
ん
だ
け
ど
'
ど
う
し
て
筆



者
が
こ
う
思
う
の
か
な
ど
を
、
-
り
返
し
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
'
少
し
変

わ
っ
た
と
思
う
。
(
生
徒
…
)

・
「
ど
こ
が
お
か
し
い
」
で
終
わ
ら
ず
に
、
ど
う
改
善
し
た
ら
よ
い
か
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
(
生
徒
-
)

・
ま
と
め
の
部
分
を
書
き
直
す
の
を
し
て
み
て
、
読
む
人
が
納
得
で
き
る
よ
う

に
説
明
文
を
書
い
た
り
す
る
の
は
本
当
に
大
変
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ

た
。
(
生
徒
k
)

生
徒
a
～
d
の
よ
う
に
「
疑
問
を
も
と
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
書
い

た
生
徒
、
生
徒
e
・
!
の
よ
う
に
「
見
方
が
広
が
っ
た
」
と
書
い
た
生
徒
へ
生

徒
g
の
よ
う
に
「
構
成
に
も
注
丑
を
払
う
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
生
徒
'
生

徒
h
1
1
の
よ
う
に
「
文
章
を
て
が
か
り
に
筆
者
に
迫
っ
て
い
こ
う
と
す
る
よ

う
に
な
っ
た
」
と
い
う
生
徒
へ
生
徒
1
・
k
の
よ
う
に
「
表
現
に
つ
な
げ
て
考

え
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
生
徒
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が

自
分
の
変
化
に
つ
い
て
は
へ
自
覚
し
評
価
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
初
発
の
感
想
で
出
て
き
た
疑
問
を
も
と
に
学
習
課
題
を
作
成
し
'
解

決
し
て
い
く
こ
と
に
関
し
て
は
、

-
　
生
徒
が
疑
間
を
山
L
t
教
師
が
学
習
課
迫
と
な
る
も
の
を
選
択
し
、
学

習
を
進
め
る
。
(
「
父
の
列
車
」
　
の
学
習
)

2
　
生
徒
が
疑
問
を
出
し
'
斑
で
学
習
課
題
と
な
り
そ
う
な
も
の
を
選
択
し
'

教
師
が
進
め
る
授
業
の
中
で
そ
の
解
決
を
し
て
い
-
0
(
「
自
然
の
小
さ
な

診
断
役
」
　
の
学
習
)

3
　
生
徒
が
疑
間
を
山
L
t
個
人
・
班
で
学
習
課
題
と
な
り
そ
う
な
も
の
を

選
択
し
'
解
決
の
た
め
の
方
法
を
ク
ラ
ス
で
考
え
'
教
師
が
進
め
る
授
業

の
中
で
そ
の
解
決
を
し
て
い
-
0
(
「
魚
を
L
'
;
て
る
森
」
　
の
学
k
2
)

と
い
う
ふ
う
に
、
「
学
習
課
題
の
設
定
」
か
ら
「
課
題
解
決
の
方
法
の
検
討
」

ま
で
を
生
徒
が
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
個
人
レ
ベ
ル
と
し
て
は
ま
だ
充
分
で
は

な
い
と
感
じ
る
が
、
斑
や
ク
ラ
ス
の
レ
ベ
ル
で
考
え
る
と
、
主
体
的
な
読
み
を

身
に
つ
け
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
'
こ
の
　
「
自
分
た
ち

の
読
み
が
授
業
を
つ
-
つ
て
い
る
」
「
主
体
的
な
読
み
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
」
と
い
う
自
覚
が
、
学
習
意
欲
を
盛
-
立
て
た
よ
う
で
、
課
題
解
決
の
た
め

の
班
の
話
し
合
い
な
ど
'
活
発
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
斑
や
ク
ラ
ス
で
自
分

の
読
み
を
積
極
的
に
確
認
す
る
生
徒
が
増
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
'
こ
こ
ま
で
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
生
徒
の
自
己
評
価
で
あ
り
ー
教

師
の
主
観
的
な
評
価
で
あ
る
た
め
、
ど
の
よ
う
に
学
習
が
深
め
ら
れ
た
か
は
'

っ
-
ら
れ
た
学
習
課
過
の
質
の
検
討
や
生
徒
l
人
ひ
と
り
の
発
達
に
注
目
し
た

検
討
が
な
さ
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
「
評
価
」
に
関
す
る
間

題
が
、
こ
れ
か
ら
の
本
研
究
の
課
題
に
な
ろ
う
。

学
習
課
題
の
質
の
検
討
は
'
こ
れ
ま
で
の
学
習
(
特
に
「
父
の
列
車
」
「
自

然
の
小
さ
な
診
断
役
」
「
魚
を
育
て
る
森
」
　
の
学
習
)
　
で
つ
く
ら
れ
た
学
習
課

題
の
検
討
も
で
あ
る
が
'
こ
れ
か
ら
の
学
習
に
お
い
て
つ
く
ら
れ
た
学
習
課
題

の
肺
H
の
検
討
も
行
い
、
比
較
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
.

こ
の
「
自
然
を
見
つ
め
る
言
葉
」
の
後
へ
古
典
の
学
習
に
入
っ
た
。
導
入
で

「
む
か
し
む
か
し
'
う
ら
し
ま
は
」
を
学
習
し
た
後
へ
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
T
『
竹

取
物
語
』
か
ら
-
」
を
読
む
前
に
'
「
竹
取
物
語
は
平
安
時
代
の
作
品
で
も
か

ぐ
や
姫
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
話
」
と
い
う
こ
と
だ
け
を
紹
介
し
た
状
態
で
学

習
課
題
を
考
え
さ
せ
た
o
次
の
よ
う
な
も
の
が
出
さ
れ
た
。

「
歴
史
的
仮
名
遣
い
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
」
「
今
の
言
葉
と
の
違
い
を
知
る
」

「
ど
の
時
代
に
大
き
-
言
葉
が
変
わ
っ
て
今
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
知
る
」
「
今



の
言
葉
を
昔
の
言
葉
に
E
L
=
き
直
す
」
「
い
ろ
ん
な
読
み
方
(
音
読
)
を
す
る
」

「
暗
唱
す
る
」
「
原
文
を
読
ん
で
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
「
登
場
人
物

の
心
情
を
理
解
す
る
」
「
自
分
た
ち
は
作
品
か
ら
何
を
感
じ
る
か
ま
と
め
る
」

「
な
ぜ
今
の
人
に
も
親
し
ま
れ
る
話
な
の
か
考
え
る
」
「
昔
の
人
は
ど
う
思
っ
て

『
竹
取
物
語
』
を
雷
い
た
か
考
え
る
」
「
作
者
は
当
時
の
人
に
何
を
感
じ
さ
せ

よ
う
と
し
て
書
い
た
の
か
考
え
る
」
「
r
だ
れ
か
が
何
か
を
授
か
り
'
そ
の
授

か
っ
た
も
の
は
も
と
の
世
界
に
戻
っ
て
い
-
」
と
い
う
話
が
な
ぜ
多
い
の
か
考

え
る
」
「
r
か
ぐ
や
姫
j
と
r
竹
取
物
語
j
の
違
い
を
考
え
る
」
「
室
町
時
代
の

作
品
r
浦
島
太
郎
」
と
平
安
時
代
の
作
品
『
竹
取
物
語
」
の
違
い
・
共
通
点
を

ま
と
め
る
」
「
作
品
か
ら
平
安
時
代
の
暮
ら
し
を
想
像
す
る
」
「
作
品
か
ら
平
安

時
代
の
人
の
考
え
方
を
想
像
す
る
」
「
平
安
時
代
の
お
も
し
ろ
い
話
を
読
む
」

こ
の
よ
う
に
ー
ほ
と
ん
ど
未
経
験
の
も
の
に
対
し
て
も
'
言
語
事
項
的
な
事

柄
・
心
情
の
読
み
と
り
・
主
誼
の
追
究
・
複
数
作
品
間
の
比
較
・
時
代
性
や
普

遍
性
を
考
え
る
こ
と
・
読
む
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
と
い
う
ふ
う
に
、
学
習
活
動

も
枯
種
的
に
つ
く
-
だ
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
今
後

は
'
こ
れ
ら
の
活
動
の
質
が
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
ど
う
変
わ
-
'
個
人
個
人
に

お
い
て
は
ど
う
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
'
本
稿
は
「
中
学
教
育
第
三
四
集
」
　
(
広
島
大
学
附

属
東
雲
中
学
校
　
二
〇
〇
二
年
)
　
二
1
ペ
ー
ジ
か
ら
三
l
ペ
ー
ジ
ま
で
と
重
な

る
内
容
が
多
い
こ
と
を
お
断
-
し
て
お
き
ま
す
。

引
用
・
参
考
文
献

・
森
田
信
義
'
認
箪
王
体
を
育
て
る
説
明
的
文
章
の
指
導
.
渓
水
杜
　
1
9
8
4

・
森
田
信
義
・
横
山
信
幸
・
山
元
隆
春
・
千
々
岩
弘
一
`
国
語
科
教
育
学
の

基
仙
輿
渓
水
社
　
1
9
9
4
'
p
.
5

・
文
部
省
.
中
学
校
学
習
指
導
要
領
(
平
成
t
 
0
年
1
 
2
月
)
解
説
-
国
語
編
-
 
'

2000

(
広
島
大
学
附
属
東
雲
中
学
校
)
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