
【
第
4
 
7
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
　
3

い
ま
、
表
現
力
を
ど
う
育
て
る
か

-
　
「
紹
介
文
」
　
の
学
習
指
導
の
実
践
報
告
と
研
究
協
議
を
と
お
し
て

は

　

じ

　

め

　

に

筆
者
は
'
中
学
校
に
お
け
る
作
文
教
育
が
抱
え
て
い
る
様
々
な
問
題
を
'
「
他

者
の
視
点
」
「
も
の
の
見
方
・
考
え
方
」
と
い
う
面
か
ら
解
決
し
て
い
こ
う
と

考
え
た
。
題
材
と
し
て
「
日
本
文
化
を
外
国
の
人
に
紹
介
す
る
文
章
」
を
設
定

す
れ
ば
'
必
然
的
に
「
他
者
」
を
意
識
し
た
り
、
外
国
と
「
比
較
」
し
た
-
'

そ
の
子
ら
し
い
　
「
個
別
の
見
方
」
を
し
た
り
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。
生

徒
が
書
い
た
作
文
は
一
応
そ
れ
ら
し
い
も
の
に
な
っ
た
が
'
協
議
会
で
の
意
見

を
拝
聴
す
る
う
ち
に
、
筆
者
の
問
題
の
と
ら
え
方
に
決
定
的
な
誤
り
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
き
は
じ
め
た
。
「
他
者
の
視
点
」
も
「
も
の
の
見
方
・
考
え
方
」
も
'

「
も
の
」
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
段
階
で
は
こ
と
ば
は
生
き
た
力
を
発
揮
し

な
い
。
重
要
な
の
は
'
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
状
況
'
ど
の
よ
う
な
関
係
性
の

中
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
他
者
の
視
点
」
　
や
「
も

の
の
見
方
・
考
え
方
」
が
表
現
の
生
き
た
場
面
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
教
師
と
生
徒
が
書
く
こ
と
を
と
お
し
て
向
き
合
っ

木

　

本

一

成

て
い
る
場
で
あ
る
。

1
8
　
単
元
づ
く
り
の
動
機
　
-
中
2
「
交
流
新
開
」
か
ら
-

総
合
の
時
間
(
開
発
研
究
の
指
定
校
で
あ
る
勤
務
校
で
は
'
「
国
際
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
　
の
時
間
と
呼
ぶ
)
　
に
'
日
本
文
化
を
外
国
人
　
(
留
学
生
)
　
に

紹
介
す
る
学
習
を
行
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
日
本
文
化
を
紹
介
す
る
題
材
を

決
め
、
調
べ
て
英
語
で
表
現
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
生
徒
が
取
-
上
げ
た
の
は
'

「
茶
道
」
「
家
庭
料
理
「
肉
じ
ゃ
が
」
「
着
物
『
陣
羽
紋
J
L
「
書
道
」
「
年
賀
状
」

な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
授
業
の
あ
と
'
そ
の
時
の
様
子
を
紹
介
す
る
た
め
に
「
交

流
新
開
」
を
書
か
せ
た
。
こ
の
新
開
は
、
「
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
理
由
」
「
選
ん
だ

題
材
の
説
明
」
「
交
流
の
様
子
」
「
交
流
の
感
想
」
と
い
う
項
目
で
構
成
す
る
よ

う
に
し
た
。

で
き
あ
が
っ
た
新
開
を
見
る
と
'
交
流
の
時
の
様
子
が
い
ろ
い
ろ
と
想
像
で

き
て
面
白
い
。
ま
た
'
初
め
て
出
会
っ
た
外
国
人
に
拙
い
英
語
で
紹
介
す
る
こ

と
の
苦
労
も
伝
わ
っ
て
-
る
。
こ
の
苦
労
を
'
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
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の
難
し
さ
と
い
う
面
か
ら
見
て
い
-
と
'
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
見
え
て
く
る
。

①
　
相
手
に
対
す
る
理
解
不
足

選
ん
だ
題
材
の
多
-
は
き
わ
め
て
日
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
'
こ
の

J
J
と
は
'
日
本
に
興
味
を
い
だ
い
て
や
っ
て
き
た
留
学
生
の
側
か
ら
見
る
と
、

必
ず
し
も
適
切
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
は
話
題
の
新
鮮
み
に
欠
け
る

か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
-
、
彼
ら
の
多
-
は
生
徒
の
説
明
よ
り
も
詳
し
い
内
容

を
す
で
に
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
相
手
は
、
何
を
知
っ
て
い
て
何
を
知
ら

な
い
の
か
、
何
に
興
味
が
あ
る
の
か
t
と
い
う
こ
と
を
生
徒
は
事
前
に
考
え
て

お
く
必
要
が
あ
っ
た
。

㊥
一
般
的
な
説
明

英
訳
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
内

容
は
い
ず
れ
も
一
般
的
で
表
面
的
で
あ
る
。
本
な
ど
で
調
べ
た
こ
と
を
た
だ
英

訳
し
た
だ
け
で
'
取
り
上
げ
た
題
材
が
自
分
の
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
.
そ
の

こ
と
は
'
交
流
新
聞
の
中
で
次
の
よ
う
に
質
問
さ
れ
て
困
っ
た
様
子
か
ら
も
推

測
さ
れ
る
。

W
h
y
d
i
d
J
a
p
a
n
e
s
e
p
e
o
p
l
e
s
t
o
p
w
e
a
r
i
n
g
Z
I
N
B
A
O
R
I
?

A
r
e
Z
I
N
B
A
O
R
I
'
s
f
a
c
t
o
r
i
e
s
e
x
i
s
t
i
n
g
n
o
w
?

留
学
生
の
素
朴
で
個
性
的
な
質
問
に
困
惑
し
て
い
る
様
子
が
思
い
浮
か
ぶ
。

④
　
題
材
と
自
分
と
の
関
係
の
欠
落

取
り
上
げ
た
題
材
と
自
分
(
紹
介
者
)
と
の
関
係
が
気
に
な
る
の
は
、
教
師

だ
け
で
は
な
い
。
留
学
生
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。

H
o
w
m
a
n
y
N
e
w
Y
e
a
r
'
s
c
a
r
d
s
d
o
y
o
u
w
r
i
t
e
?

O
h
,
r
e
a
l
l
y
?
　
F
o
r
o
n
e
f
a
m
i
l
y
o
r
o
n
e
p
e
r
s
o
n
?

な
ぜ
そ
ん
な
に
た
-
さ
ん
年
賀
状
を
昏
-
の
か
も
留
学
生
は
不
思
議
に
思
う

だ
ろ
う
。
し
か
し
'
生
徒
に
は
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
質
問
す
る
の
か
'
そ
の
理

由
が
分
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
'
自
分
と
の
関
係
を
ぬ
き
に
し

て
、
年
賀
状
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
説
明
で
相
手
に
理
解
し
て
も
ら
え

る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

2
.
単
R
「
私
の
中
の
日
本
を
紹
介
す
る
」
(
紹
介
文
)

の
実
践

「
交
流
新
聞
」
か
ら
見
え
て
き
た
問
題
を
'
国
語
の
時
間
で
解
決
す
る
こ
と

を
め
ざ
し
て
次
の
よ
う
な
単
元
を
作
っ
て
実
践
し
た
。

(
-
)
　
単
元
の
構
想

①
　
ね
ら
い

他
者
の
視
点
で
身
近
な
生
活
を
み
つ
め
な
お
し
、
自
分
と
の
か
か
わ
り
の
中

で
日
本
文
化
の
一
端
を
紹
介
す
る
文
章
を
書
か
せ
る
。

㊥
　
単
元
編
成

単
元
は
'
次
の
三
つ
の
教
材
で
構
成
し
た
。

(
教
材
I
V
論
説
「
玄
関
扉
」
渡
辺
武
信
(
三
省
堂
'
中
-
)

(
教
材
2
)
説
明
「
手
で
食
べ
る
'
は
し
で
食
べ
る
」
森
枝
卓
士
(
学
校
図
書
'

小
4
)

〈
教
材
3
〉
作
文
「
私
の
中
の
日
本
を
紹
介
す
る
」
(
※
自
主
教
材
)

「
玄
関
扉
」
は
'
外
開
き
・
内
開
き
と
い
う
扉
の
構
造
の
違
い
を
、
日
本
と

欧
米
の
生
活
習
慣
か
ら
比
較
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
日
本
人
の
対
人
関
係
の

特
徴
を
述
べ
よ
う
と
し
た
論
説
文
で
あ
る
。
扉
の
前
で
行
う
挨
拶
行
動
の
「
握

手
」
と
「
お
じ
ぎ
」
は
'
欧
米
と
日
本
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
対
人
関
係
を
象
徴
的

に
示
す
行
為
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
握
手
」
が
相
手
に
近
い
距
離
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で
交
わ
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
「
お
じ
ぎ
」
は
相
手
と
少
し
距
離
を
保
っ
て
行

わ
れ
る
行
為
で
あ
る
こ
と
。
一
方
で
、
扉
の
開
け
方
に
は
、
来
訪
者
に
つ
い
て

客
か
外
敵
か
の
峻
別
が
明
確
で
あ
る
か
暖
味
で
あ
る
か
と
い
う
姿
勢
も
表
れ
て

い
る
と
い
う
。

こ
の
教
材
に
は
'
日
本
と
欧
米
の
文
化
を
「
比
較
」
す
る
こ
と
'
扉
の
構
造

の
違
い
に
つ
い
て
「
一
般
的
」
に
説
明
す
る
だ
け
で
な
-
、
生
活
や
習
慣
に
照

ら
し
て
「
個
性
的
な
見
方
」
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
特
徴
を
読
み
取
ら
せ
、
そ
の
学
習
経
験
を
書
-
活
動
に
転
用
す
る
こ
と

と
し
た
。

(
2
)
　
書
-
た
め
の
手
だ
て

①
　
他
者
の
視
点

自
分
に
と
っ
て
は
日
常
的
で
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
も
、
少
し
視
点
を
変
え
て

他
者
の
目
か
ら
見
る
と
新
た
な
発
見
が
あ
る
。
他
者
の
視
点
に
立
た
せ
る
た
め

に
も
「
日
本
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
外
国
人
」
を
読
者
と
し
て
設
定
す
る
。
具

体
的
に
は
'
自
分
が
取
り
上
げ
た
日
本
文
化
に
つ
い
て
文
献
で
い
-
ら
か
の
知

識
を
既
に
持
っ
て
い
る
と
仮
定
し
た
上
で
も
彼
ら
が
こ
れ
以
外
に
何
を
知
り
た

が
っ
て
い
る
の
か
を
予
想
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

㊥
　
も
の
の
見
方
・
考
え
方

H
本
文
化
の
特
徴
を
示
す
の
に
蕨
も
分
か
り
や
す
い
方
法
は
'
外
国
と
の
比

戟
(
特
に
も
対
比
)
　
で
あ
る
。
比
較
の
方
法
と
し
て
は
'
教
材
-
「
玄
関
扉
」

が
参
考
に
な
る
。

「
一
般
・
個
別
」
と
い
う
見
方
に
つ
い
て
も
ぜ
ひ
活
用
し
た
い
。
自
分
ら
し

さ
が
表
れ
る
紹
介
文
を
古
-
に
は
'
一
般
的
な
説
明
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

百
科
事
典
や
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
簡
潔
で
的
確
な
説
明
が
載
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
を
自
分
の
生
活
に
あ
て
は
め
る
と
、
ま
た
違
っ
た
特
徴
が
見
え
て
-
る
は
ず

で
あ
る
。
一
般
的
に
見
る
こ
と
と
同
時
に
'
個
別
に
見
る
こ
と
を
と
お
し
て
取

り
上
げ
た
題
材
と
自
分
と
の
か
か
わ
り
に
気
づ
か
せ
た
い
と
考
え
た
。

㊥
　
表
現
指
導

日
本
と
外
国
の
文
化
の
違
い
を
比
較
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
観
点
」
を
明
示

す
る
こ
と
'
逆
接
の
接
続
詞
を
使
用
す
る
こ
と
な
ど
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
'

事
典
類
な
ど
の
文
献
を
活
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
'
引
用
へ
伝
聞
表
現
'
補
足
説

明
な
ど
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

(
3
)
　
指
導
の
実
際
　
-
「
上
靴
」
　
の
構
想
例
-

次
に
示
す
の
は
'
「
上
靴
」
と
い
う
題
材
で
取
り
組
ん
で
い
る
生
徒
の
も
の

を
例
に
取
り
上
げ
て
'
学
級
で
話
し
合
っ
た
際
の
も
の
で
あ
る
。

1

.

0

題

材

㊥
要
点

上
靴

靴
を
履
き
替
え
る
こ
と
か
ら
も
も
　
日
本
人
が
凡
帳

面
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
で
も
'
中
に
は
凡

帳
面
で
な
い
日
本
人
も
い
る
。

2
4
　
材
料

・
日
本
で
は
下
履
き
と
上
履
き
が
あ
る
。

・
欧
米
の
人
は
、
靴
を
履
き
替
え
る
の
は
面
倒
だ
と
思
っ
て
い
る
ら

し
い
。

・
上
履
き
は
、
定
期
的
に
持
ち
帰
っ
て
家
で
洗
う
。

・
小
学
生
の
頃
は
'
上
履
き
を
入
れ
る
靴
袋
を
持
っ
て
い
た
。

・
中
2
に
な
る
と
'
上
履
き
を
持
ち
帰
ら
な
い
人
が
増
え
た
。
(
僕

も
そ
う
だ
。
)
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・
女
子
に
聞
-
と
'
月
二
回
は
洗
う
そ
う
だ
。

3
.
内
容
の
整
理

(
-
)
一
般
的
な
説
明

日
本
で
は
'
屋
外
で
履
い
て
い
る
靴
は
'
す
べ
て
玄
関
ホ
ー
ル
で
脱
ぐ

習
慣
が
あ
-
ま
す
。
こ
こ
で
室
内
用
ス
リ
ッ
パ
に
履
き
替
え
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
靴
は
、
下
駄
箱
に
片
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
(
r
ジ
ュ
ニ
ア
版
イ

ラ
ス
ト
日
本
ま
る
ご
と
事
典
』
講
談
社
)

(
2
)
個
別
の
体
験

(
具
体
的
に
)

日
本
人
は
凡
帳
面
　
1
　
靴
を
履
き
替
え
る

(
全
体
的
)
　
　
　
履
き
替
え
る
だ
け
で
な
く
も
上
靴
を
洗
う
。

)
L

↑
　
　
　
(
小
学
生
)
毎
週
持
ち
帰
っ
て
洗
っ
て
い
た
。

(
例
外
)
　
　
　
「
　
(
変
化
)

僕
の
場
合
　
(
中
学
生
)
一
度
も
持
ち
帰
っ
て
洗
わ
な
く
な
っ
た
。

い
て
関
係
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

(
4
)
　
授
業
の
実
際
　
-
「
こ
た
つ
」
　
の
作
文
-

次
に
あ
げ
る
作
文
は
「
こ
た
つ
」
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
回
の
実
践

の
中
で
書
か
せ
た
も
の
の
中
で
は
優
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
の
生
徒
は
'
日
本
人
の
履
き
物
の
習
慣
を
取
-
上
げ
も
　
そ
こ
に
日
本
人
の

凡
帳
面
さ
を
兄
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
o
確
か
に
こ
の
生
徒
は
'
室
内
の
外
と

内
と
で
履
き
物
を
替
え
る
習
慣
の
原
因
を
誤
っ
て
と
ら
え
て
い
る
が
'
外
国
人

が
上
靴
を
履
き
替
え
る
の
は
煩
雑
だ
と
思
う
と
い
う
予
想
は
あ
た
っ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
調
べ
た
文
献
で
は
履
き
替
え
の
事
実
の
指
摘
し
か
記
述

し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
自
分
の
場
合
に
照
ら
し
て
、
履
き
替
え
る
と
い
う

習
慣
の
背
後
に
あ
る
日
々
の
生
活
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
o
そ
し
て
'
こ
れ

ら
の
内
容
を
'
「
具
体
的
に
」
「
全
体
的
・
例
外
」
「
変
化
」
と
い
う
言
葉
を
用

こ
た
つ
　
-
日
本
人
と
言
え
ば
こ
た
つ
に
み
か
ん
-

○
　
こ
た
つ
っ
て
何
で

「
暖
房
器
具
の
l
つ
.
熱
源
と
な
る
炭
等
の
上
に
や
ぐ
ら
を
置
い
て
'
ふ

と
ん
を
か
け
、
下
半
身
を
入
れ
て
あ
た
た
ま
る
。
足
を
入
れ
る
部
分
が
低

-
な
っ
て
い
る
掘
り
ご
た
つ
と
、
座
し
き
の
上
に
置
く
置
き
ご
た
つ
が
あ

る
。
」
(
r
総
合
百
科
ポ
プ
ラ
デ
ィ
ア
h
ポ
プ
ラ
社
)

こ
た
つ
は
'
私
た
ち
に
と
っ
て
な
じ
み
の
深
い
も
の
で
あ
る
。
冬
に
な

れ
ば
こ
た
つ
が
出
て
-
る
の
を
今
か
今
か
と
楽
し
み
に
す
る
と
思
う
。
で

は
こ
の
こ
た
つ
、
い
つ
頃
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

日
本
で
こ
た
つ
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
室
町
時
代
か
ら
で
'

こ
の
頃
は
掘
り
ご
た
つ
が
主
流
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
江
戸
時
代
の
中
頃

か
ら
置
き
ご
た
つ
が
登
場
し
始
め
た
。
最
近
は
電
気
ご
た
つ
が
主
流
に

な
っ
て
い
る
。
日
本
で
有
名
な
こ
た
つ
が
、
外
国
に
行
け
ば
、
冬
に
な
っ

て
も
こ
の
こ
た
つ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
た
つ
の
代
わ
-
に
、
暖

炉
が
ほ
と
ん
ど
の
家
庭
で
使
わ
れ
て
い
る
。

で
は
、
こ
た
つ
と
暖
炉
、
一
体
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
。

(
暖
炉
)・

ど
こ
に
い
て
も
だ
い
た
い
あ
た
た
か
い
。
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・
部
屋
全
体
を
あ
た
た
め
る
。

・
で
も
足
が
冷
え
や
す
い
と
思
う
。

(
こ
た
つ
)こ

た
つ
に
入
っ
て
い
る
部
分
が
あ
た
た
か
い
。

・
窓
の
そ
ば
だ
と
背
中
が
冷
え
る
。

・
足
は
あ
た
た
か
い
。

○
　
日
本
人
の
ケ
チ
魂

関
西
の
名
物
と
い
え
ば
大
阪
の
お
ば
ち
ゃ
ん
だ
。
大
阪
の
お
ば
ち
ゃ
ん

と
い
え
ば
「
ケ
チ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
関
西
に
限
ら
ず
'
日
本

人
の
ケ
チ
さ
は
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に
残
っ
て
い
る
。

例
え
ば
ア
ロ
ハ
シ
ャ
ツ
。
ア
ロ
ハ
シ
ャ
ツ
は
日
本
の
ケ
チ
魂
の
産
物
だ

と
思
う
。
着
物
を
前
て
向
こ
う
の
南
国
に
行
っ
た
日
本
人
。
し
か
し
当
然

な
が
ら
暑
い
。
な
の
で
、
そ
の
着
物
を
シ
ャ
ツ
に
し
て
売
っ
た
ら
ウ
ケ
た

-
-
。
ア
ロ
ハ
シ
ャ
ツ
の
起
源
は
日
本
人
の
ケ
チ
魂
(
も
っ
た
い
な
い
精

棉
)
だ
っ
た
。
そ
ん
な
日
本
人
の
も
っ
た
い
な
い
精
神
の
結
晶
の
一
つ
が

こ
た
つ
だ
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
'
こ
た
つ
は
体
を
あ
た
た
め
る
時
に
非
常

に
効
率
よ
-
は
た
ら
い
て
い
る
か
ら
だ
。

人
間
は
足
を
温
め
れ
ば
血
行
が
良
く
な
っ
て
体
全
体
が
温
か
-
な
る
。

そ
れ
に
比
べ
て
み
る
と
、
暖
炉
は
'
私
的
に
は
近
-
に
寄
ら
な
い
と
あ
た

た
か
-
な
い
と
思
う
L
t
冷
た
い
空
気
は
下
の
方
に
行
-
の
だ
か
ら
、
こ

た
つ
よ
り
足
が
冷
え
や
す
い
と
思
う
。

○
　
な
ぜ
外
国
に
こ
た
つ
が
な
い
?

私
的
に
は
こ
ん
な
便
利
な
こ
た
つ
な
の
に
'
な
ぜ
こ
た
つ
は
外
国
に
な

い
の
だ
ろ
う
。
私
が
考
え
た
理
由
と
し
て
は
'

①
　
床
の
違
い

外
国
は
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
だ
か
ら
座
る
と
冷
た
い
。
畳
だ
と
フ
ロ
ー
リ

ン
グ
よ
り
は
ま
し
だ
。
と
ゆ
う
か
'
土
足
の
場
に
置
け
る
わ
け
が
な
い
。

㌶
　
J
S
B
I
R
f

日
本
人
の
よ
う
に
部
屋
の
中
に
で
か
で
か
と
こ
た
つ
を
置
か
れ
て
も

邪
魔
だ
ろ
う
し
、
な
に
よ
り
大
柄
な
外
国
の
人
が
こ
た
つ
に
入
っ
て
も

ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
づ
め
に
な
る
だ
け
だ
と
思
う
。

③
　
座
る
こ
と

外
国
の
人
に
と
っ
て
座
る
と
い
え
ば
'
ソ
フ
ァ
ー
や
イ
ス
。
日
本
人

の
よ
う
に
床
に
じ
か
に
座
っ
た
-
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
。

上
の
三
つ
の
理
由
(
多
分
他
に
も
ま
だ
あ
る
)
か
ら
、
外
国
人
は
こ
た

つ
を
使
用
し
な
い
の
だ
と
思
う
。
で
も
一
回
日
本
に
や
っ
て
き
て
こ
た

つ
に
入
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。

○
　
家
族
の
輪
、
こ
た
つ

こ
た
つ
は
家
族
が
団
ら
ん
す
る
場
で
も
あ
る
。
食
事
を
し
た
り
、
T
V

を
見
た
り
-
-
。
そ
ん
な
こ
ん
な
か
ら
'
私
は
こ
た
つ
を
見
る
と
ホ
ッ
と

す
る
。
特
に
こ
た
つ
に
入
っ
て
昼
寝
を
す
る
の
は
す
ご
-
う
れ
し
い
。
こ

た
つ
は
機
能
面
に
優
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
'
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
一
役

か
っ
て
い
る
。

こ
た
つ
は
や
っ
ぱ
り
日
本
の
素
晴
ら
し
い
文
化
だ
と
思
う
。
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引
用
し
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
暖
房
器
具
と
し
て
の
l
般
的
な
説
明
し
か
な

い
の
に
対
し
て
'
こ
の
生
徒
は
「
こ
た
つ
が
出
て
く
る
の
を
今
か
今
か
と
楽
し

み
に
す
る
」
と
い
う
個
人
的
な
強
い
思
い
入
れ
を
込
め
て
説
明
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
確
か
に
冗
長
的
で
遊
び
半
分
の
表
現
も
見
ら
れ
る
が
'
自
分
な
り
の
こ

た
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
大
切
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
'
こ
た
つ
に
は

暖
房
器
具
と
し
て
の
働
き
以
外
に
、
「
家
族
団
ら
ん
の
場
」
と
し
て
の
役
割
が

あ
る
こ
と
を
見
つ
け
て
い
る
。

「
比
較
」
と
い
う
説
明
の
仕
方
も
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
暖
房

器
具
で
あ
る
暖
炉
を
取
り
上
げ
、
ど
の
よ
う
に
暖
か
く
す
る
か
'
効
率
的
か
否

か
と
い
う
観
点
で
比
較
し
て
い
る
。

ま
た
'
一
方
で
欧
米
で
は
暖
炉
が
使
わ
れ
る
理
由
を
'
家
屋
の
構
造
と
生
活

の
仕
方
か
ら
推
測
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
こ
た
つ
の
特
徴
を
説
明
し
な
が
ら
、

あ
わ
せ
て
日
本
人
の
生
活
ス
タ
イ
ル
や
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
補
足
的
に
説

明
し
て
い
る
。

3
t
　
協
議
会
で
の
実
践
報
告
を
ふ
り
か
え
っ
て

協
議
会
で
さ
き
の
よ
う
な
実
践
報
告
を
し
た
際
'
い
く
つ
か
の
意
見
や
質
問

を
い
た
だ
い
た
が
'
そ
の
中
で
最
も
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。

①
「
生
徒
は
ど
う
い
う
他
者
を
想
定
し
て
い
た
の
か
」

㊤
「
語
桑
指
導
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
」

こ
の
二
つ
の
指
摘
を
手
が
か
り
に
し
て
'
も
う
一
度
自
分
の
実
践
を
と
ら
え

直
し
、
「
い
ま
、
表
現
力
を
ど
う
育
て
る
か
」
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
「
こ
と

ば
の
力
を
問
い
直
す
」
と
い
う
視
点
か
ら
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

(
-
)
　
生
徒
が
想
定
し
た
他
者
は
誰
だ
っ
た
の
か

文
章
を
書
-
際
に
他
者
意
識
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し

た
が
っ
て
「
日
本
の
こ
と
を
少
し
は
知
っ
て
い
る
外
国
人
」
を
読
み
手
と
し
て

意
識
し
な
が
ら
書
か
せ
た
こ
と
は
正
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
o
し
か
し
、
で
き

あ
が
っ
た
作
文
を
読
み
返
し
て
み
る
と
'
想
定
し
た
読
み
手
向
け
の
文
章
で
あ

る
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
の
こ
と
佃
、
「
な
ぜ
外
国
に
こ
た
つ
が
な
い
?
」
の

段
を
読
め
ば
分
か
る
。
こ
の
段
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
'
自
分
が
い
だ
い
た

素
朴
な
疑
問
と
推
測
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
は
'
間
違
い
な
く
書
き
手
の
立
場
で

書
か
れ
て
い
る
。
も
し
こ
れ
を
想
定
し
た
読
み
手
の
立
場
で
取
り
上
げ
る
と
す

れ
ば
'
次
の
よ
う
な
疑
問
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

「
な
ぜ
日
本
に
は
暖
炉
が
な
い
の
か
?
」

欧
米
に
住
ん
で
い
る
人
は
'
「
自
分
の
生
活
の
中
に
な
ぜ
こ
た
つ
が
な
い
の
か
」

と
い
う
疑
問
は
ふ
つ
う
い
だ
か
な
い
。
い
だ
く
の
は
'
こ
れ
か
ら
知
り
た
い
と

思
っ
て
い
る
日
本
の
こ
と
に
つ
い
て
、
自
国
に
あ
る
は
ず
の
も
の
　
(
こ
の
場
合

は
「
暖
炉
」
)
が
な
ぜ
日
本
に
は
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
異
文
化

に
つ
い
て
考
え
る
際
の
基
準
は
'
あ
-
ま
で
も
自
国
の
生
活
で
あ
り
自
国
の
価

値
税
だ
か
ら
で
あ
る
O

で
は
'
こ
の
生
徒
は
誰
を
他
者
と
し
て
設
定
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

推
測
で
し
か
な
い
が
'
授
業
者
つ
ま
り
筆
者
自
身
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

こ
の
生
徒
が
「
日
本
の
こ
と
を
少
し
は
知
っ
て
い
る
外
国
人
」
像
を
イ
メ
ー
ジ

す
る
の
は
'
結
局
の
と
こ
ろ
授
業
者
と
の
会
話
を
と
お
し
て
で
あ
る
。
個
別
指

導
の
中
で
'
授
業
者
は
「
相
手
の
外
国
人
は
暖
房
器
具
と
聞
い
て
何
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
?
」
「
こ
た
つ
と
暖
炉
の
比
較
か
ら
何
が
分
か
る
?
」
と
問
い
か
け
た
。

生
徒
は
、
こ
れ
に
応
え
る
と
い
う
文
脈
の
中
で
書
い
て
い
た
。
授
業
者
は
'
「
日
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本
の
こ
と
を
少
し
は
知
っ
て
い
る
外
国
人
」
役
を
代
行
し
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
'

実
際
に
は
生
徒
は
、
授
業
者
と
い
う
読
み
手
に
応
じ
よ
う
と
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ

た
の
だ
。
本
来
の
対
話
す
べ
き
他
者
と
向
き
合
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
。

書
き
手
が
、
真
に
対
話
す
べ
き
他
者
と
向
き
合
う
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
一
般
化
し
た
形
で
述
べ
る
ほ
ど

自
分
に
は
力
が
な
い
。
こ
の
生
徒
の
場
合
に
か
ぎ
っ
て
言
え
ば
、
「
な
ぜ
外
国
に

こ
た
つ
が
な
い
?
」
　
の
部
分
を
話
題
に
し
た
上
で
'
「
ワ
タ
シ
バ
・
コ
ン
ナ
・

ギ
モ
ン
ヲ
・
モ
チ
マ
セ
ン
。
コ
ノ
ギ
モ
ン
ヲ
・
ワ
タ
シ
ノ
・
タ
チ
バ
デ
・
ツ
ク

リ
カ
エ
テ
ク
ダ
サ
イ
。
」
と
言
う
こ
と
が
そ
の
答
え
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

(
2
)
　
認
識
力
と
文
章
表
現
指
導
の
関
係

「
語
桑
指
導
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
」
と
い
う
指
摘
は
、
別
な
言
い

方
を
す
れ
ば
'
「
語
桑
や
文
章
表
現
の
指
導
が
不
足
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」

「
語
柔
や
表
現
レ
ベ
ル
で
変
容
し
た
の
か
」
と
い
う
批
判
で
あ
る
と
受
け
止
め

て
い
る
。
指
摘
の
と
お
り
作
文
を
見
る
と
'
語
桑
や
文
章
表
現
上
の
問
題
点
が

散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
な
の
で
」
「
私
的
に
は
」
な
ど
の
話
し
言
葉
、
「
日

本
人
の
ケ
チ
魂
」
に
見
ら
れ
る
冗
長
的
な
表
現
'
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も

最
も
大
き
な
問
題
は
、
せ
っ
か
く
個
別
な
見
方
で
認
識
さ
れ
た
も
の
が
適
切
な

語
柔
や
表
現
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
O

作
文
の
中
に
「
家
族
の
輪
'
こ
た
つ
」
と
い
う
段
が
あ
る
。
こ
た
つ
に
は
暖

房
器
具
と
し
て
の
役
割
以
外
に
「
家
族
団
ら
ん
」
と
い
う
機
能
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
部
分
で
あ
り
'
こ
の
作
文
の
中
で
最
も
個
性
的
な
記
述
が
期
待
で
き

る
箇
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
せ
っ
か
-
の
優
れ
た
発
見
も
表
現
の
上
で
は
成
功

し
て
い
な
い
。
読
者
は
「
家
族
団
ら
ん
」
　
の
様
子
が
具
体
的
に
措
か
れ
る
の
を

期
待
し
て
読
む
は
ず
だ
が
'
実
際
に
は
'
「
食
事
を
し
た
り
t
 
T
V
を
見
た
り

-
-
。
そ
ん
な
こ
ん
な
か
ら
、
私
は
こ
た
つ
を
見
る
と
ホ
ッ
と
す
る
」
と
あ
る

だ
け
で
も
　
こ
こ
に
は
「
家
族
」
が
登
場
し
な
い
。
「
一
緒
に
食
事
す
る
」
「
一
描

に
T
V
を
見
て
笑
う
」
「
時
々
こ
た
つ
の
中
で
足
と
足
が
ぶ
つ
か
る
」
「
T
V
を

見
な
が
ら
急
に
学
校
の
話
を
聞
い
て
-
る
」
と
い
っ
た
「
家
族
」
が
書
か
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

優
れ
た
認
識
を
い
か
す
に
は
適
切
な
語
桑
と
効
果
的
な
表
現
が
不
可
欠
で
あ

る
。
語
桑
や
表
現
を
探
す
こ
と
は
'
ま
た
さ
ら
に
認
識
を
深
め
る
こ
と
に
も
つ

な
が
る
。
本
実
践
に
は
そ
の
よ
う
な
指
導
が
十
分
で
な
か
っ
た
点
は
否
定
で
き

な
い
。
で
は
'
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
か
。

一
つ
は
'
こ
と
ば
へ
の
こ
だ
わ
り
で
あ
る
。
引
用
し
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
中

に
「
下
半
身
を
入
れ
て
あ
た
た
ま
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

の
「
下
半
身
」
と
い
う
こ
と
ば
に
対
し
て
'
生
徒
は
「
足
」
と
い
う
こ
と
ば
を

使
っ
て
い
る
。
「
下
半
身
」
と
「
足
」
と
い
う
こ
と
ば
は
'
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ

う
な
意
味
で
'
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
ど
ち
ら
の
こ
と
ば

を
使
う
べ
き
か
t
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
は
'
「
類
語
辞
典
」
の
活
用
で
あ
る
。
「
団
ら
ん
」
と
い
う
こ
と
ば

の
イ
メ
ー
ジ
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
、
さ
き
の
認
識
と
表
現
の
問
題
を
解
決
す

る
は
ず
で
あ
る
。
「
類
語
辞
典
」
を
用
い
て
「
団
ら
ん
」
を
引
け
ば
、
「
寄
り
合

い
/
集
ま
り
/
集
い
」
な
ど
の
こ
i
)
ば
が
見
つ
か
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
か
ら

イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
て
い
け
ば
、
「
団
ら
ん
」
と
い
う
こ
と
ば
で
言
い
表
そ
う
と

し
て
い
た
考
え
は
よ
り
具
体
的
な
形
を
と
も
な
っ
て
想
像
を
広
げ
て
い
っ
た
で

あ
ろ
う
。

(
3
)
　
「
こ
と
ば
」
を
は
さ
ん
で
生
徒
と
教
師
が
向
き
合
う

協
議
会
で
の
二
つ
の
指
摘
か
ら
'
自
分
な
り
に
「
こ
と
ば
の
力
」
を
と
ら
え

128



な
お
す
と
も
　
そ
れ
は
単
純
に
こ
と
ば
そ
の
も
の
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
く
'

こ
と
ば
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
の
ほ
う
が
大
き
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
さ

き
の
ふ
り
か
え
り
で
も
見
た
よ
う
に
、
生
徒
が
書
い
た
も
の
の
中
に
は
t
よ
り

ょ
い
作
文
に
な
る
た
め
の
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
ば
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
し

か
し
'
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
に
気
づ
き
、
い
か
せ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
こ
と
ば

が
適
切
な
位
置
に
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

授
業
者
は
、
こ
と
ば
を
適
切
に
位
置
づ
け
る
努
力
を
忘
れ
'
「
他
者
」
「
個
別

の
見
方
」
　
に
惑
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
「
他
者
」
と
い
う
こ
と
ば
を
安
易
に
用

い
て
'
あ
た
か
も
生
徒
が
目
の
前
に
い
な
い
読
み
手
を
イ
メ
ー
ジ
豊
か
に
思
い

描
き
な
が
ら
文
章
を
書
-
よ
う
に
し
む
け
た
が
'
生
徒
は
結
局
目
の
前
の
教
師

を
意
識
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
'
「
個
別
の
見
方
」
に
つ
い
て
も
、
生

徒
が
ま
っ
た
-
独
力
で
見
つ
け
た
と
い
う
よ
-
も
教
師
と
の
会
話
の
中
で
偶
然

見
つ
か
っ
た
と
い
っ
た
方
が
近
い
。
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
始
ま
っ
て
、
ど

ん
ど
ん
話
か
ら
そ
れ
て
い
-
の
を
教
師
が
相
槌
を
う
ち
な
が
ら
聞
い
て
い
く
内

に
偶
然
出
て
き
た
こ
と
ば
で
あ
る
。

「
他
者
」
に
し
て
も
「
個
別
の
見
方
」
に
し
て
も
、
授
業
と
い
う
場
面
の
中

で
と
ら
え
れ
ば
'
そ
れ
は
教
師
と
生
徒
が
向
き
合
っ
た
中
で
う
ま
れ
て
き
た
こ

と
ば
で
あ
る
。
両
者
が
共
鳴
し
合
う
場
で
こ
と
ば
が
発
見
さ
れ
る
へ
そ
の
こ
と

ば
こ
そ
'
生
徒
の
表
現
を
決
定
づ
け
、
古
-
と
い
う
行
為
を
促
す
原
動
力
で
あ

る
。
自
分
の
実
践
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
き
わ
め
て
平
凡
で
は
あ
る
が
、
教
師
と

生
徒
が
向
き
合
う
場
で
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
ば
を
T
つ
1
つ
紡
ぎ
出
し
て
い
く

営
み
が
表
現
力
を
育
て
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
だ
と
い
う
思
い
を
強
く
し
た
。

(
広
島
大
学
附
属
三
原
中
学
校
)
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