
は
じ
め
に

広
島
市
で
は
平
成
18
年
度
か
ら
新
し
く
光
村
図
書
の
教
科
書
が
採
択
さ
れ
た
。

「
国
語
１
」
で
４
月
か
ら
７
月
ま
で
に
取
り
扱
う
小
説
教
材
は
、「
に
じ
の
見
え

る
橋
」「
麦
わ
ら
帽
子
」「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
へ
」
の
３
つ
で
あ

る
。「
麦
わ
ら
帽
子
」
と
「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
へ
」
は
、
平
成
14

年
度
版
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
小
説
の
第
１
教
材
は
「
親
友
」
か
ら
「
に

じ
の
見
え
る
橋
」
に
代
わ
っ
て
い
る
。
過
去
の
教
科
書
も
見
た
と
こ
ろ
、「
大

人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
へ
」
や
「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
は
定
番
教
材
と

し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
第
１
教
材
は
改
訂
の
た
び
に
新
し
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
た
び
の
改
訂
で
「
に
じ
の
見
え
る
橋
」
が
採
用
さ
れ
た
こ
と

が
、
中
学
校
で
の
小
説
と
の
出
会
い
に
お
い
て
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
学
習
を

進
め
る
上
で
生
徒
に
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
４

ヶ
月
間
で
学
習
指
導
を
行
な
っ
た
「
に
じ
の
見
え
る
橋
」
と
「
麦
わ
ら
帽
子
」

の
二
作
品
に
つ
い
て
、
実
践
し
た
こ
と
を
振
り
返
り
な
が
ら
述
べ
て
み
た
い
。

A

小
説
の
学
習
指
導
に
お
け
る
課
題

学
習
指
導
要
領
に
あ
る
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
事
項
の
中
で
、
小
説
の
読
み

取
り
で
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
第
１
学
年
で
は

ア
　
文
脈
の
中
に
お
け
る
語
句
の
意
味
を
正
確
に
と
ら
え
、
理
解
す
る
こ
と
。

エ
　
文
章
の
展
開
を
確
か
め
な
が
ら
主
題
を
考
え
た
り
要
旨
を
と
ら
え
た
り
す

る
こ
と
。

オ
　
文
章
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
理
解
し
、
自
分
の
も
の
の

見
方
や
考
え
方
を
広
く
す
る
こ
と
。
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
ア
で
は
、
語
句
が
文
脈
の
中
で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
と

ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
章
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
章

の
読
み
取
り
に
お
い
て
、
辞
書
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
辞
書
的
な
意
味
に
終
わ
ら
ず
、
文
脈
の
中
で
ど
う
表
現
さ
れ
て
い
る
の

か
、
そ
の
表
現
効
果
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。
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次
に
エ
で
は
、
叙
述
に
即
し
て
展
開
を
お
さ
え
な
が
ら
、
そ
の
文
章
の
中
心

的
な
内
容
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
元
に
生
徒
一
人
一
人
が
豊
か
に
考
え
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
小
説
の
読
み
取
り
に
お
い
て
は
、
通
読
し
て
全
体
を
と
ら

え
、
さ
ら
に
登
場
人
物
の
変
化
や
そ
の
変
化
が
表
す
意
味
な
ど
を
考
え
て
い
く

が
、
そ
の
際
に
読
み
取
り
の
ポ
イ
ン
ト
を
わ
か
り
や
す
く
示
し
、
生
徒
が
ど
ん

な
小
説
を
読
み
取
る
と
き
に
も
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
て
読
み
取
れ
る
よ
う
な

「
読
む
力
」
を
身
に
付
け
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

オ
で
は
、
登
場
人
物
の
こ
と
ば
や
生
き
方
の
中
に
様
々
な
形
で
表
れ
て
い
る

も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
と
ら
え
、
新
た
な
も
の
の
見
方
考
え
方
を
発
見
し
た

り
、
共
感
し
た
り
批
判
し
た
り
し
な
が
ら
、
生
徒
は
よ
り
豊
か
な
も
の
の
見
方

や
考
え
方
を
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
中
学
校
で
の
国
語

科
学
習
の
最
初
に
出
会
う
教
材
が
身
近
な
内
容
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
主
人

公
の
心
情
に
共
感
で
き
る
部
分
が
あ
る
こ
と
は
、
生
徒
に
と
っ
て
も
学
習
に
ス

ム
ー
ズ
に
入
れ
る
う
え
に
、
自
分
と
比
較
し
て
共
感
し
た
り
批
判
し
た
り
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
最
初
の
教
材
が
生
徒
に
と
っ
て
受
け
入
れ
や
す
い
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
後
の
文
学
的
な
文
章
の
学
習
に
も
つ
な
が
っ
て
い

く
。
生
徒
が
「
小
説
は
こ
ん
な
具
合
に
読
み
取
っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
。」
と

気
付
く
学
習
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
４
月
に
初
め
て
小
説
の
学
習
を
す
る
時
、「
小
学
校
で
、
物
語

や
小
説
の
読
み
取
り
と
い
え
ば
何
を
し
た
か
覚
え
て
い
る
？
」
と
聞
い
て
み
た

と
こ
ろ
、「
う
ー
ん
？
　
あ
ん
ま
り
よ
く
覚
え
て
い
な
い
け
ど
、
主
人
公
の
気

持
ち
を
読
み
取
る
と
か
…
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
だ
い
た
い
ど
の
ク

ラ
ス
で
も
同
じ
よ
う
な
答
え
で
、
小
説
の
読
み
取
り
と
い
え
ば
主
人
公
の
気
持

ち
を
読
み
取
る
と
と
ら
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

小
学
校
第
６
学
年
で
は
、
文
学
的
文
章
の
学
習
に
お
い
て
「
人
物
の
心
情
を

叙
述
に
即
し
て
読
み
取
る
」「
作
品
に
描
か
れ
た
情
景
を
想
像
し
な
が
ら
読
む
」

「
人
物
の
生
き
方
や
考
え
方
を
言
葉
や
行
動
か
ら
読
み
取
る
」
こ
と
を
目
指
し

て
い
る
。
ま
さ
に
生
徒
の
反
応
の
よ
う
に
、
主
人
公
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
学

習
が
中
心
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

し
か
し
、「
で
は
、
主
人
公
の
気
持
ち
を
ど
ん
な
ふ
う
に
し
て
読
み
取
っ

た
？
」
と
尋
ね
て
み
る
と
「
な
ん
と
な
く
わ
か
っ
た
。」
と
い
っ
た
反
応
し
か

返
っ
て
こ
な
い
。
そ
の
う
え
「
国
語
は
ど
ん
な
ふ
う
に
勉
強
し
た
ら
い
い
の
か

よ
く
わ
か
ら
ん
。」「
テ
ス
ト
は
ま
ぁ
ま
ぁ
点
が
と
れ
る
。
で
も
国
語
は
あ
ま
り

好
き
で
は
な
い
。」
と
い
う
声
ま
で
あ
が
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
生
徒
た
ち
は
、「
ど
ん
な
力
を
付
け
る
た
め
に
学
ん
で
い

る
の
か
」「
今
日
の
学
習
の
ね
ら
い
は
何
で
、
ど
ん
な
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に

な
れ
ば
よ
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
自
覚
し
な
い
ま
ま
学
習
し
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
時
間
の
授
業
が
終
わ
っ
て
も
、
そ
の
時
間
で

ど
ん
な
力
が
付
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
振
り
返
る
こ
と
も
せ
ず
に
、
な
ん
と
な

く
そ
の
教
材
が
終
わ
っ
た
ら
「
終
わ
っ
た
！
」
で
す
ま
せ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は

小
説
の
学
習
指
導
に
お
け
る
大
き
な
課
題
と
い
え
る
。
ど
の
学
習
に
お
い
て

も
、
生
徒
自
身
が
ね
ら
い
を
明
確
に
持
ち
、
そ
の
時
間
で
ど
ん
な
こ
と
が
身
に

付
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
不
十
分
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

光
村
図
書
の
「
国
語
１
」
で
は
、
小
説
教
材
の
出
会
い
と
し
て
「
に
じ
の
見

え
る
橋
」
が
、
２
番
目
に
「
麦
わ
ら
帽
子
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
公
立
中
学

校
の
第
１
学
年
に
は
、
小
説
の
読
み
取
り
に
対
し
て
興
味
・
関
心
の
度
合
い

も
、
読
み
取
り
の
力
も
様
々
な
生
徒
が
い
る
。「
読
む
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
と
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ん
ど
興
味
が
な
く
、
朝
読
書
で
さ
え
も
な
か
な
か
自
分
の
本
と
出
会
え
な
い
。

ま
し
て
、
家
庭
で
読
書
を
す
る
こ
と
は
全
く
な
い
と
い
う
生
徒
も
い
る
。
そ
う

い
っ
た
生
徒
に
も
「
わ
か
っ
た
。」「
読
め
た
。」
と
い
う
感
覚
を
抱
か
せ
る
こ

と
は
、
中
学
校
に
お
け
る
小
説
の
学
習
の
第
一
歩
と
し
て
、
大
き
な
役
割
が
あ

る
と
考
え
る
。
そ
う
い
う
出
会
い
が
、
次
の
小
説
の
学
習
へ
と
つ
な
が
り
、
最

終
的
に
は
自
ら
の
読
書
生
活
が
豊
か
に
な
る
こ
と
に
結
び
付
く
の
で
あ
る
。

B

生
徒
の
実
態

広
島
市
立
大
州
中
学
校
第
１
学
年
の
生
徒
は
、
全
体
的
に
幼
く
、
表
現
す
る

力
も
拙
い
。
そ
の
た
め
、
友
達
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
取
れ

ず
、
些
細
な
こ
と
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
。
授
業
中
で
も
、
不
規
則
な
発
言
や
荒

い
言
葉
づ
か
い
が
出
る
こ
と
も
あ
り
、
授
業
規
律
の
定
着
に
も
か
な
り
の
努
力

を
要
す
る
。

ま
た
、
生
徒
た
ち
は
「
よ
ぅ
わ
か
ら
ん
け
ぇ
、
嫌
い
。」「
め
ん
ど
く
さ
い
の

は
い
や
。」
と
よ
く
言
う
。
授
業
者
が
「
今
の
説
明
の
仕
方
は
わ
か
り
に
く
か

っ
た
か
な
。」「
学
習
の
流
れ
が
込
み
入
っ
て
い
て
ス
ッ
キ
リ
ま
と
ま
ら
な
か
っ

た
な
ぁ
。」
と
感
じ
た
と
き
に
は
、「
よ
ー
わ
か
ら
ん
か
っ
た
。」「
じ
ゃ
け
ぇ
、
国

語
は
い
や
。」
な
ど
と
い
う
反
応
が
即
座
に
返
っ
て
く
る
。
逆
に
「
今
日
は
ス
ッ

キ
リ
い
っ
た
な
。」「
ポ
イ
ン
ト
が
絞
れ
て
い
た
な
。」
と
感
じ
た
と
き
に
は
「
な

ん
か
、
よ
ぅ
わ
か
っ
た
。」「
わ
か
り
や
す
か
っ
た
。」
と
言
っ
て
く
れ
る
。

生
徒
は
、
わ
か
れ
ば
う
れ
し
い
。
で
も
根
気
強
く
意
味
調
べ
を
し
た
り
、
長

い
文
章
を
読
み
な
が
ら
叙
述
を
見
つ
け
る
こ
と
に
は
抵
抗
を
示
す
。
必
要
に
迫

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
語
句
の
意
味
調
べ
を
す
る
こ
と
も
苦
痛
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
生
徒
た
ち
に
読
み
の
力
を
付
け
る
た
め
に
、
４
月
当
初
か
ら
学

習
内
容
は
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
、
中
学
校
の
国
語
の
学
習
で
は
、
ど
ん

な
力
を
付
け
て
い
く
の
か
。
そ
の
た
め
に
は
ど
う
い
う
こ
と
に
気
を
付
け
た
ら

よ
い
の
か
を
話
し
、
生
徒
が
学
習
の
め
あ
て
を
し
っ
か
り
持
つ
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
留
意
し
た
。

例
え
ば
、
読
む
学
習
で
は
、
文
章
の
種
類
に
応
じ
て
読
み
取
り
方
の
ポ
イ
ン

ト
を
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
示
す
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
学
ん
だ

こ
と
を
印
象
付
け
る
よ
う
な
呼
び
名
を
付
け
る
な
ど
、
次
の
学
習
時
に
想
起
し

や
す
い
工
夫
を
し
て
い
る
。
生
徒
は
「
心
情
を
読
み
取
る
４
つ
の
コ
ツ
」
や

「
小
説
の
三
要
素
」
な
ど
の
呼
び
名
を
聞
け
ば
、
以
前
に
学
習
し
た
事
項
を
思

い
出
し
、
ま
た
思
い
出
せ
な
く
て
も
ノ
ー
ト
を
め
く
っ
て
見
付
け
、
確
か
め
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
読
み
取
れ
た
。」「
で
き
た
。」
と
い
う

感
覚
を
持
ち
、
読
み
取
り
に
慣
れ
る
こ
と
が
、
長
い
文
章
も
「
読
ん
で
み
よ

う
。」
と
思
う
原
動
力
に
な
る
。

学
校
全
体
が
落
ち
着
か
な
い
状
況
の
中
で
は
あ
る
が
、
わ
か
り
や
す
さ
を
常

に
意
識
し
て
指
導
を
工
夫
す
る
よ
う
努
力
し
て
い
る
。

C

指
導
の
工
夫

第
１
学
年
の
生
徒
が
、
中
学
校
の
国
語
科
学
習
で
最
初
に
出
会
う
小
説
（
物

語
）
は
杉
み
き
子
の
「
に
じ
の
見
え
る
橋
」
で
あ
る
。
こ
の
教
材
は
文
章
も
短

く
、「
に
じ
を
見
た
こ
と
」
を
中
心
に
主
人
公
の
心
情
が
マ
イ
ナ
ス
か
ら
プ
ラ

ス
に
鮮
や
か
に
変
化
す
る
。
一
読
し
た
だ
け
で
こ
れ
ら
の
こ
と
が
生
徒
た
ち
に
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も
把
握
で
き
る
と
こ
ろ
が
、
初
め
て
の
小
説
教
材
と
し
て
は
最
適
で
あ
る
と
思

う
。
主
人
公
が
生
徒
と
同
じ
年
で
あ
る
こ
と
、
抱
い
て
い
る
心
情
に
共
感
で
き

る
部
分
が
多
い
と
い
う
の
も
よ
い
。

ま
た
、
２
番
目
に
学
習
す
る
小
説
「
麦
わ
ら
帽
子
」
は
、「
に
じ
の
見
え
る

橋
」
よ
り
は
少
し
複
雑
で
あ
る
。
主
人
公
の
心
情
の
変
化
に
深
く
関
わ
る
も
の

が
２
つ
出
て
く
る
こ
と
、
情
景
描
写
や
こ
と
ば
の
微
妙
な
使
い
分
け
な
ど
、
目

を
向
け
さ
せ
た
い
項
目
が
い
く
つ
か
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
教
材
も
主
人
公
の

成
長
し
て
い
く
姿
と
生
徒
た
ち
と
の
共
通
点
も
多
く
、
生
徒
は
自
分
の
経
験
と

重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
け
る
教
材
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
よ
さ
を
活
か
し
な
が
ら
、
生
徒
に
「
小
説
の
読
み
方
の
コ
ツ
」
を

理
解
さ
せ
る
よ
う
に
学
習
指
導
計
画
を
立
て
た
。
そ
の
際
、
読
み
を
深
め
る
た

め
に
次
の
６
点
を
工
夫
し
た
。

①
　
学
習
の
ね
ら
い
を
明
確
に
す
る
こ
と

「
自
己
評
価
シ
ー
ト
」
を
活
用
し
て
、
そ
の
時
間
の
学
習
内
容
、
ね
ら
い
を

明
ら
か
に
す
る
。
授
業
の
最
後
に
は
本
時
で
学
ん
だ
こ
と
を
振
り
返
り
、
身
に

付
い
た
こ
と
、
不
十
分
だ
っ
た
こ
と
、
発
見
し
た
こ
と
、
今
後
努
力
す
る
こ
と

な
ど
を
２
文
以
上
で
書
か
せ
る
よ
う
に
し
た
。

②
　
小
説
の
読
み
方
を
理
解
さ
せ
る
こ
と

「
小
説
の
三
要
素
」
や
「
心
情
を
読
み
取
る
４
つ
の
コ
ツ
」
の
よ
う
な
印
象

的
な
呼
び
名
を
付
け
て
、
小
説
の
読
み
方
を
パ
タ
ー
ン
と
し
て
理
解
さ
せ
る
よ

う
に
し
た
。

③
　
話
し
合
い
活
動
を
組
み
込
む
こ
と

２
人
組
や
４
人
組
で
話
し
合
う
活
動
を
取
り
入
れ
、
互
い
の
考
え
を
交
流
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
異
な
る
読
み
に
気
付
き
、
自
分
の
読
み
を
深
め
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
し
た
。

④
　
書
く
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と

本
文
か
ら
読
み
取
れ
た
こ
と
を
別
の
表
現
に
置
き
換
え
る
活
動
を
取
り
入
れ
、

自
分
な
り
の
読
み
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

⑤
　
言
語
事
項
に
関
す
る
指
導
を
取
り
入
れ
る
こ
と

語
句
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
類
義
語
に
言
い
換
え
た
り
す
る
こ

と
で
言
語
に
着
目
し
、
言
葉
に
関
す
る
理
解
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。

⑥
　
音
読
の
工
夫
を
す
る
こ
と

声
の
レ
ベ
ル
、
気
を
付
け
る
べ
き
点
を
明
示
し
て
、
読
み
を
深
め
る
た
め
の

音
読
や
、
読
み
取
っ
た
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
の
音
読
な
ど
を
考
え
さ
せ
る
よ

う
に
し
た
。

D

指
導
の
実
際

１．
「
に
じ
の
見
え
る
橋
」
に
お
け
る
学
習
の
展
開

－ 120－

◇
小
説
の
読
解
で
は
、

一
読
後
に
把
握
す
べ

き
こ
と
と
し
て
「
小

説
の
三
要
素
」
が
あ

る
こ
と
を
理
解
し
、

「
三
要
素
」
を
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

《
学
習
の
ね
ら
い
を
明

確
に
す
る
》

Ⅰ

３～１

○
段
落
ご
と
に
リ
レ
ー

読
み
し
、
登
場
人

物
・
背
景
・
事
件
を

と
ら
え
る
。

・
あ
ら
か
じ
め
小
説
に

は
な
く
て
は
な
ら
な

い
三
要
素
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
話
し
て

お
く
。

◎
「
自
己
評
価
シ
ー
ト
」

◎
「
小
説
の
三
要
素
」

と
書
い
た
板
書
カ
ー

ド
＊
「
ハ
リ
ー
ポ
ッ
タ
ー
」

を
例
に
挙
げ
て
説
明

す
る
こ
と
で
、
興
味

を
持
て
る
よ
う
に
す

る
。

学
習
の
ね
ら
い

次

時

学
習
活
動
お
よ
び
工
夫

資
料
・
支
援
な
ど



①
　
学
習
の
ね
ら
い
を
明
確
に
す
る
こ
と

「
自
己
評
価
シ
ー
ト
」
を
使
っ
て
学
習
の
ね
ら
い
を
明
示
し
、
生
徒
が
自
覚

し
て
学
習
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
し
た
。
例
え
ば
、「
今
日
は
小
説
の
三
要
素

を
理
解
す
る
学
習
」
で
あ
る
こ
と
を
生
徒
に
あ
ら
か
じ
め
示
し
、
自
己
評
価
シ

ー
ト
の
目
標
の
欄
に
記
入
さ
せ
る
。
生
徒
は
「
小
説
の
三
要
素
」
と
は
何
だ
ろ

う
？
　
と
い
う
疑
問
を
持
つ
。
そ
れ
が
、
授
業
の
中
で
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
き
、
つ
い
に
は
「
三
要
素
」
の
全
容
が
わ
か
る
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ま
と
め
と
し
て
ノ
ー
ト
の
下
欄
に
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
改
め
て

「
三
要
素
」
を
書
か
せ
る
。
さ
ら
に
授
業
の
終
末
で
、
自
己
評
価
シ
ー
ト
の
感

想
欄
に
「
今
日
学
ん
だ
こ
と
、
発
見
し
た
こ
と
、
課
題
と
し
て
残
っ
た
こ
と
」

な
ど
を
書
き
込
む
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
学
習
の
ね
ら
い
を
も
っ
て
授
業
に
臨

む
こ
と
が
で
き
る
。

②
　
小
説
の
読
み
方
を
理
解
さ
せ
る
こ
と

小
説
の
指
導
に
お
け
る
課
題
の
一
つ
に
、
こ
の
教
材
で
は
読
み
取
れ
た
が
、

別
の
教
材
で
は
ま
た
一
か
ら
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
た

と
え
ば
、「
に
じ
の
見
え
る
橋
」
で
主
人
公
の
少
年
の
心
情
は
読
み
取
れ
た
が
、

少
し
複
雑
な
教
材
で
あ
る
「
麦
わ
ら
帽
子
」
で
は
う
ま
く
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
の
で
は
困
る
。
第
１
学
年
の
最
後
の
小
説
教
材
は
「
少
年
の
日

の
思
い
出
」
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
は
時
代
も
背
景
も
、
心
情
の
変
化
も
複
雑

な
、
生
徒
に
と
っ
て
は
難
解
な
小
説
で
あ
る
。
こ
れ
を
学
習
す
る
時
に
、
ま
た

一
か
ら
小
説
の
読
み
方
を
学
習
す
る
と
い
う
の
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
積
み
重
ね

が
活
か
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
一
つ
の
教
材
が
終
わ
る
ご
と
に
「
終
わ

っ
た
！
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
次
の
小
説
で
も
活
か
さ
れ
る
「
読
み
方
」
が

生
徒
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
る
。

－ 121－

◇
主
人
公
の
心
情
の
変

化
を
読
み
取
る
た
め

に
、
ど
う
い
う
表
現

に
注
目
す
れ
ば
よ
い

か
を
理
解
し
、「
４
つ

の
コ
ツ
」
に
沿
っ
て

叙
述
を
抜
き
出
す
こ

と
が
で
き
る
。

《
小
説
の
読
み
方
を
理

解
す
る
》

Ⅰ

３～１

○
事
件
（
主
人
公
が
大

き
く
変
化
す
る
き
っ

か
け
と
な
る
で
き
ご

と
）
を
挙
げ
る
。

○
事
件
の
前
後
で
主
人

公
の
心
情
は
ど
う
変

化
し
た
か
。
お
お
ま

か
に
と
ら
え
る
。

・
プ
ラ
ス
、
マ
イ
ナ
ス

と
い
う
こ
と
ば
で
簡

潔
に
表
す
。

○
心
情
を
読
み
取
る
手

が
か
り
の
表
現
に
は

ど
ん
な
種
類
が
あ
る

か
考
え
る
。

・
「
心
情
を
読
み
取
る

４
つ
の
コ
ツ
」
と
い

う
呼
び
名
を
付
け
て

印
象
づ
け
る
。

○
「
４
つ
の
コ
ツ
」
に

沿
っ
て
、
マ
イ
ナ
ス

の
心
情
を
読
み
取
る
。

○
同
様
に
し
て
プ
ラ
ス

の
心
情
を
読
み
取
る
。

・
４
つ
の
コ
ツ
に
沿
っ

て
、
整
理
す
る
こ
と

で
目
の
付
け
所
を
理

解
さ
せ
る
。

◎
国
語
辞
典

＊
見
つ
け
に
く
い
生
徒

に
は
、
サ
ン
プ
ル
と

し
て
会
話
や
行
動
な

ど
の
わ
か
り
や
す
い

表
現
を
挙
げ
て
、
個

別
に
確
か
め
る
。

◎
「
心
情
を
読
み
取
る

４
つ
の
コ
ツ
」
と
書

い
た
板
書
カ
ー
ド

＊
机
間
指
導
を
し
な
が

ら
、
つ
ま
ず
い
て
い

る
生
徒
に
は
個
別
に

支
援
す
る
。

学
習
の
ね
ら
い

次

時

学
習
活
動
お
よ
び
工
夫

資
料
・
支
援
な
ど



そ
の
た
め
に
も
、
最
初
の
小
説
学
習
で
は
小
説
を
読
み
取
る
ポ
イ
ン
ト
を
理

解
さ
せ
た
い
と
考
え
、「
小
説
の
三
要
素
」
と
「
心
情
を
読
み
取
る
４
つ
の
コ

ツ
」
を
繰
り
返
し
教
え
た
。

「
三
要
素
」
で
は
、「
ハ
リ
ー
ポ
ッ
タ
ー
」
を
例
に
挙
げ
て
説
明
す
る
こ
と

で
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
わ
く
よ
う
に
し
た
。
生
徒
の
中
に
は
本
を
読
ん
で

い
る
も
の
も
多
か
っ
た
が
、
読
ん
で
い
な
く
て
も
映
画
で
知
っ
て
い
る
生
徒
が

ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
の
で
、
登
場
人
物
や
地
名
な
ど
の
名
前
を
挙
げ
な
が
ら
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
後
、「
三
要
素
」
を
と
ら
え
る
た
め
に
音
読
を
す
る
。
漢
字
の
読
み
の

確
認
と
、
登
場
人
物
を
○
で
囲
む
、
背
景
、
事
件
に
注
目
す
る
こ
と
を
指
示
し

て
、
音
読
さ
せ
る
。
音
読
に
も
い
く
つ
か
の
方
法
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
段
落

ご
と
に
リ
レ
ー
読
み
を
さ
せ
、
音
読
後
に
少
し
時
間
を
取
っ
て
確
か
め
さ
せ
た
。

次
に
事
件
（
主
人
公
が
大
き
く
変
化
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
で
き
ご
と
）
の

前
後
で
主
人
公
の
心
情
が
ど
う
変
化
し
た
か
を
と
ら
え
る
学
習
で
あ
る
。「
心

情
を
読
み
取
る
４
つ
の
コ
ツ
」
を
発
見
す
る
た
め
の
学
習
活
動
で
も
あ
る
。
ま

ず
、「
に
じ
を
見
た
」
前
後
の
心
情
を
プ
ラ
ス
、
マ
イ
ナ
ス
で
表
す
。
前
半
の

マ
イ
ナ
ス
の
心
情
が
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
い
く
つ
か
挙
げ
さ
せ
、

そ
れ
を
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
４
つ
の
コ
ツ
」
に
整
理
し
て
い
く
。

生
徒
は
小
学
校
で
の
学
習
を
活
か
し
て
、
叙
述
を
抜
き
出
す
こ
と
は
で
き
る

が
、
そ
れ
を
「
４
つ
の
コ
ツ
」
に
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
章
全
体
か
ら

心
情
が
表
さ
れ
て
い
る
表
現
を
見
つ
け
る
ポ
イ
ン
ト
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
「
に
じ
の
見
え
る
橋
」
は
「
に
じ
が
出
て
る
よ
。」「
に
じ
だ
、
に

じ
だ
。」
と
い
う
会
話
文
を
は
さ
ん
で
、
前
半
部
分
に
は
マ
イ
ナ
ス
の
心
情
を

表
す
叙
述
が
集
中
し
て
い
る
。
生
徒
か
ら
次
々
と
出
て
く
る
表
現
を
少
し
ず
つ

整
理
し
な
が
ら
板
書
し
、「
行
動
」
と
「
心
情
表
現
」
の
２
つ
を
導
き
出
す
。

後
半
部
分
か
ら
プ
ラ
ス
の
心
情
を
表
す
叙
述
を
抜
き
出
さ
せ
、「
会
話
」
も
付

け
加
え
て
い
く
。
さ
ら
に
前
半
部
分
の
「
黒
く
ぬ
れ
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
」
や
後

半
の
「
赤
、
黄
、
緑
、
太
い
ク
レ
ヨ
ン
で
ひ
と
息
に
引
い
た
よ
う
な
線
」「
こ

の
は
な
や
か
な
橋
」
な
ど
か
ら
「
情
景
描
写
」
も
心
情
を
豊
か
に
表
す
た
め
の

大
切
な
要
素
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
て
、
小
説
を
読
み
取
る
際
に
は
こ
の
よ
う
な
手
順
で
行
な
え
ば
よ
い

こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
ノ
ー
ト
の
下
４
マ
ス
分
を
学
習
の
ポ
イ
ン
ト

な
ど
を
書
く
欄
に
し
て
、
そ
こ
に
「
心
情
を
読
み
取
る
４
つ
の
コ
ツ
」
を
改
め

て
記
録
さ
せ
て
お
き
、
今
後
の
学
習
で
、
す
ぐ
に
め
く
っ
て
思
い
出
せ
る
よ
う

に
し
た
。

２．
「
麦
わ
ら
帽
子
」
に
お
け
る
学
習
の
展
開

－ 122－

◇
「
に
じ
の
見
え
る
橋
」

で
学
習
し
た
こ
と
を

想
起
し
て
、
心
情
の

読
み
取
り
方
を
習
得

す
る
。

《
学
習
の
ね
ら
い
を
明

確
に
す
る
》

《
小
説
の
読
み
方
を
理

解
す
る
》

Ⅱ

５～１

○
教
材
を
部
分
ご
と
に

リ
レ
ー
読
み
し
、
三

要
素
を
と
ら
え
る
。

○
２
つ
の
カ
ギ
と
な
る

も
の
（
麦
わ
ら
帽
子

と
カ
モ
メ
）
と
主
人

公
の
関
わ
り
の
中
で
、

心
情
を
読
み
取
る
。

・
「
４
つ
の
コ
ツ
」
を

使
っ
て
読
み
取
る
よ

う
に
、
常
に
示
し
て

お
く
。

◎
「
自
己
評
価
シ
ー
ト
」

◎
「
心
情
を
読
み
取
る

４
つ
の
コ
ツ
」
を
書

い
た
板
書
カ
ー
ド

◎
キ
ー
ワ
ー
ド
（
麦
わ

ら
帽
子
・
カ
モ
メ
）

の
イ
ラ
ス
ト
カ
ー
ド

学
習
の
ね
ら
い

次

時

学
習
活
動
お
よ
び
工
夫

資
料
・
支
援
な
ど



①
　
学
習
の
ね
ら
い
を
明
確
に
す
る
こ
と

生
徒
は
「
に
じ
の
見
え
る
橋
」
で
「
小
説
の
三
要
素
」
と
「
心
情
を
読
み
取

る
４
つ
の
コ
ツ
」
を
学
習
し
て
い
る
の
で
、「
麦
わ
ら
帽
子
」
の
学
習
に
入
る

前
に
事
前
の
学
習
を
想
起
さ
せ
た
。「
麦
わ
ら
帽
子
」
は
「
に
じ
の
見
え
る
橋
」

よ
り
少
し
長
く
、
心
情
の
変
化
の
仕
方
も
複
雑
な
の
で
、「
麦
わ
ら
帽
子
」
と

「
カ
モ
メ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
と
ら
え
て
分
け
て
読
み
取
る
こ
と
に
し
た
。
学

習
の
ね
ら
い
と
し
て
「
麦
わ
ら
帽
子
と
マ
キ
の
関
わ
り
を
読
み
取
る
」
と
い
う

ふ
う
に
本
時
の
め
あ
て
を
明
示
し
た
。

②
　
小
説
の
読
み
方
を
理
解
さ
せ
る
こ
と

ま
ず
、
主
人
公
の
マ
キ
と
麦
わ
ら
帽
子
の
関
わ
り
に
注
目
し
て
、
第
１
場
面

と
第
３
場
面
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
新
し
い
、
大
き
な
緑
の
、
し
ゃ
れ

す
ぎ
て
い
る
麦
わ
ら
帽
子
」
に
対
し
て
「
恥
ず
か
し
さ
」
を
感
じ
て
い
る
マ
キ

と
「
形
が
く
ず
れ
、
色
も
落
ち
て
、
お
か
し
な
ぷ
か
ぷ
か
の
麦
わ
ら
帽
子
」
を

「
大
い
ば
り
」
で
か
ぶ
っ
て
い
る
マ
キ
の
変
化
が
生
徒
に
も
容
易
に
見
て
取
れ

る
。
そ
の
後
、
主
人
公
マ
キ
と
カ
モ
メ
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
マ
キ
の
心
情
の

変
化
を
、「
４
つ
の
コ
ツ
」
を
活
か
し
て
読
み
取
っ
て
い
く
。
す
る
と
、
カ
モ

メ
と
の
関
わ
り
の
中
で
体
験
す
る
様
々
な
出
来
事
が
マ
キ
を
成
長
さ
せ
、「
麦

わ
ら
帽
子
」
も
「
カ
モ
メ
」
も
マ
キ
に
と
っ
て
は
特
別
な
価
値
の
あ
る
存
在
に

な
っ
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。
初
め
は
「
お
か
し
な
ぷ
か
ぷ
か
の
帽
子
を
大
い

ば
り
で
か
ぶ
っ
て
い
る
マ
キ
」
が
理
解
し
に
く
か
っ
た
生
徒
か
ら
、
最
後
は

「
帽
子
の
形
と
か
そ
ん
な
こ
と
は
関
係
な
い
ん
よ
ね
。」
と
い
う
感
想
が
聞
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
教
材
で
は
「
４
つ
の
コ
ツ
」
を
活
用
し
て
心
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
学

習
の
中
心
だ
っ
た
が
、
発
表
す
る
と
き
に
生
徒
か
ら
「
先
生
、
こ
れ
は
心
情
表
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《
音
読
の
工
夫
を
す

る
》

（
声
の
レ
ベ
ル
）

１．

隣
の
人
と
話
す

２．

班
の
中
で
話
す

３．

教
室
内
で
届
く

４．

体
育
館
で

５．

グ
ラ
ン
ド
で

◇
読
み
取
っ
た
こ
と
を

自
分
な
り
の
言
葉
で

表
現
し
、
読
み
を
深

め
る
。

《
言
語
に
着
目
す
る
》

《
書
く
活
動
》

《
話
し
合
う
活
動
》

Ⅱ

５～１

・
初
め
に
麦
わ
ら
帽
子

と
マ
キ
の
か
か
わ
り

を
読
み
取
り
、
マ
キ

の
変
化
に
気
づ
か
せ

る
。

○
最
後
の
場
面
に
出
て

く
る
「
口
を
き
か
ず
」

と
「
口
を
き
け
ず
」

の
違
い
に
つ
い
て
、

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合

う
。

・
ま
ず
、
言
葉
の
意
味

の
違
い
を
２
人
組
で

話
し
合
い
、
発
表
す

る
。
そ
の
際
、
ど
の

チ
ー
ム
の
説
明
が
最

も
わ
か
り
や
す
か
っ

た
か
を
聞
き
分
け
る

よ
う
に
さ
せ
る
。

○
口
に
出
さ
な
か
っ
た

（
出
せ
な
か
っ
た
）
マ

キ
と
あ
ん
ち
ゃ
の
こ

と
ば
を
想
像
す
る
。

・
４
人
組
で
話
し
合
い
、

セ
リ
フ
化
し
て
発
表

し
考
え
を
深
め
さ
せ

る
。

＊
心
情
を
暗
示
す
る
情

景
描
写
を
見
付
け
る

際
に
は
、
ヒ
ン
ト
に

な
る
こ
と
ば
を
与
え

る
。

◎
話
し
合
い
の
結
果
を

書
き
込
む
枠
（
板
書
）

＊
話
し
合
い
に
行
き
詰

ま
っ
て
い
る
グ
ル
ー

プ
に
は
、
進
ん
で
い

る
グ
ル
ー
プ
の
意
見

を
一
つ
、
参
考
に
紹

介
す
る
。

学
習
の
ね
ら
い

次

時

学
習
活
動
お
よ
び
工
夫

資
料
・
支
援
な
ど



現
で
す
よ
ね
。」「
こ
れ
は
行
動
。」
と
い
っ
た
発
言
が
い
く
つ
も
聞
か
れ
た
。

生
徒
は
「
４
つ
の
コ
ツ
」
と
し
て
頭
の
中
で
整
理
し
、
そ
れ
を
使
っ
て
叙
述
を

抜
き
出
し
て
お
り
、
小
説
の
読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト
が
理
解
で
き
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

③
　
話
し
合
い
活
動
を
組
み
込
む
こ
と

「
麦
わ
ら
帽
子
」
で
は
、
心
情
を
読
み
取
る
学
習
の
最
後
に
、
グ
ル
ー
プ
で

話
し
合
う
活
動
を
取
り
入
れ
て
読
み
取
り
を
深
め
る
工
夫
を
し
た
。
小
説
の
後

半
で
「
小
舟
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
、
や
っ
と
お
ぼ
れ
ず
に
す
ん
だ
マ
キ
は
、
口

を
き
か
ず
、
引
き
上
げ
た
あ
ん
ち
ゃ
た
ち
も
口
が
き
け
ず
、
…
」
と
い
う
叙
述

が
あ
る
が
、
こ
の
傍
線
部
の
意
味
の
違
い
か
ら
両
者
の
心
情
を
よ
り
深
く
考
え

る
学
習
を
行
っ
た
。
ま
ず
、
隣
り
合
わ
せ
て
座
っ
て
い
る
男
女
２
人
組
で
二
つ

の
表
現
の
違
い
を
ど
う
説
明
し
た
ら
他
の
人
に
伝
わ
る
か
、
相
談
し
て
ノ
ー
ト

に
書
か
せ
る
。
次
に
全
部
の
チ
ー
ム
の
代
表
者
に
発
表
さ
せ
る
。
説
明
を
し
っ

か
り
聞
い
て
、
ど
の
チ
ー
ム
の
説
明
が
わ
か
り
や
す
か
っ
た
か
挙
手
を
さ
せ

る
。
そ
の
結
果
、
辞
書
的
な
説
明
よ
り
も
「
麦
わ
ら
帽
子
」
の
内
容
に
即
し
て

説
明
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
た
。

次
に
、
同
じ
場
面
で
「
マ
キ
の
言
い
た
い
言
葉
は
、
ぐ
っ
し
ょ
り
ぬ
れ
た
麦

わ
ら
帽
子
を
抱
き
し
め
る
、
か
細
い
腕
が
語
っ
て
い
た
。」
と
い
う
叙
述
に
も

注
目
し
て
、
マ
キ
の
言
い
た
か
っ
た
言
葉
と
、
言
い
た
か
っ
た
け
ど
言
え
な
か

っ
た
あ
ん
ち
ゃ
た
ち
の
言
葉
を
想
像
し
て
セ
リ
フ
の
形
で
考
え
さ
せ
た
。
男
女

混
合
の
４
人
組
に
し
て
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
話
し
合
っ
た
セ
リ
フ
を
板
書
さ
せ
た

と
こ
ろ
、
グ
ル
ー
プ
同
士
の
共
通
点
や
相
違
点
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ

の
結
果
、
マ
キ
に
と
っ
て
も
あ
ん
ち
ゃ
た
ち
に
と
っ
て
も
、
こ
の
体
験
は
大
き

な
出
来
事
で
あ
り
、
マ
キ
の
成
長
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
よ
り
明
ら
か
に
読
み

取
れ
た
。

今
回
の
学
習
で
ね
ら
い
の
中
心
と
し
て
取
り
上
げ
た
「
４
つ
の
コ
ツ
」
は
、

心
情
を
表
す
叙
述
を
抜
き
出
す
ポ
イ
ン
ト
で
は
あ
る
が
、「
抜
き
出
せ
れ
ば
、

読
み
取
れ
た
。」
で
は
な
く
、
表
現
の
奥
に
隠
さ
れ
て
い
る
思
い
も
想
像
し
て
、

セ
リ
フ
の
形
で
表
し
て
み
る
こ
と
で
、
登
場
人
物
の
心
情
を
よ
り
深
く
考
え
る

こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
思
う
。
さ
ら
に
ま
と
め
の
学
習
に
グ
ル
ー
プ
で
考
え
、

交
流
す
る
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
生
徒
の
読
み
を
深
め
る
の
に
有
効
で

あ
っ
た
。

④
　
書
く
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と

先
に
述
べ
た
、
話
し
合
い
活
動
の
前
段
階
で
は
、
各
自
が
ノ
ー
ト
に
自
分

の
考
え
を
書
き
込
む
よ
う
に
し
た
。
教
科
書
の
叙
述
か
ら
、
自
分
で
考
え
た

セ
リ
フ
と
い
う
別
の
表
現
に
書
き
換
え
る
こ
と
は
、
そ
の
場
面
の
登
場
人
物

の
心
情
を
よ
り
深
く
考
え
な
け
れ
ば
う
ま
く
書
け
な
い
。
説
明
的
な
文
章
に

す
る
の
で
は
な
く
、
セ
リ
フ
の
形
に
す
る
と
い
う
課
題
に
し
た
こ
と
に
よ
り
、

方
言
や
口
調
を
工
夫
す
る
な
ど
、
登
場
人
物
に
寄
り
添
っ
た
読
み
を
し
て
い

た
よ
う
に
思
う
。

ま
た
、
自
己
評
価
シ
ー
ト
を
書
く
活
動
も
学
習
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。「
麦
わ
ら
帽
子
」
の
授
業
感
想
の
欄
に
は
「
４
つ
の
コ
ツ
」
や
「
三

要
素
」
な
ど
の
言
葉
が
書
き
込
ま
れ
、
生
徒
の
印
象
に
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
い
く
つ
か
生
徒
の
感
想
を
紹
介
す
る
。

○
「
小
説
の
三
要
素
」
が
あ
る
ん
だ
と
知
っ
た
。
も
っ
と
読
ん
で
、
他
の
本
で

も
探
し
て
み
た
い
。

○
小
説
に
は
事
件
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
。
今
度
か
ら
は
そ
う
い
う
こ

と
に
気
を
付
け
て
読
ん
で
い
き
た
い
。
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○
４
つ
の
心
情
を
読
み
取
る
コ
ツ
で
、
一
つ
一
つ
の
行
動
な
ど
か
ら
心
情
を
読

み
取
っ
て
い
っ
た
。
と
て
も
細
か
い
心
情
の
変
わ
り
方
だ
っ
た
。

○
今
日
は
カ
モ
メ
と
、
マ
キ
の
気
持
ち
の
変
化
を
読
み
取
っ
た
。
マ
キ
の
気
持

ち
の
変
化
が
４
つ
の
コ
ツ
で
よ
く
わ
か
っ
た
。

○
少
し
の
文
章
で
も
、
そ
こ
か
ら
た
く
さ
ん
の
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
と
思
っ

た
。
心
情
を
読
み
取
る
コ
ツ
が
一
つ
増
え
て
情
景
描
写
が
加
わ
っ
た
。

○
心
情
を
読
み
取
る
こ
と
を
や
っ
た
。
情
景
描
写
に
は
色
や
温
度
、
明
る
さ
な

ど
で
表
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

○
情
景
描
写
の
見
つ
け
方
が
わ
か
っ
た
。
話
し
合
い
は
あ
ま
り
上
手
に
で
き
な

か
っ
た
の
で
、
今
度
は
上
手
に
し
た
い
。

○
「
口
を
き
か
ず
」
と
「
口
を
き
け
ず
」
の
違
い
を
考
え
た
。
自
分
か
ら
話
さ

な
い
、
気
ま
ず
く
て
き
け
な
い
の
違
い
が
わ
か
っ
た
。

○
今
日
は
マ
キ
と
あ
ん
ち
ゃ
の
言
い
た
い
言
葉
を
チ
ー
ム
で
考
え
た
。
マ
キ
と

あ
ん
ち
ゃ
の
気
持
ち
や
言
い
た
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
て
よ
か
っ
た
。

○
麦
わ
ら
帽
子
を
通
し
て
、
小
説
の
読
み
方
が
わ
か
っ
た
。
自
分
の
意
見
も
し

っ
か
り
言
え
た
の
で
よ
か
っ
た
。
も
っ
と
考
え
が
深
ま
れ
ば
よ
い
。

⑤
　
言
語
事
項
に
関
す
る
こ
と

Ⅰ
で
、
読
む
こ
と
の
学
習
で
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
と
し
て
「
文
脈
の
中
に

お
け
る
語
句
の
意
味
を
正
確
に
と
ら
え
、
理
解
す
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。

様
々
な
学
習
場
面
で
語
句
の
習
得
を
さ
せ
た
い
が
、
小
説
の
学
習
指
導
に
お
い

て
は
次
の
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
る
。

ま
ず
、
国
語
辞
典
の
活
用
で
あ
る
。
４
月
当
初
に
辞
書
指
導
を
行
い
、
必
ず

授
業
に
は
辞
書
を
持
参
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
家
か
ら
持
っ
て
き
た
い
ろ

い
ろ
な
種
類
の
辞
書
で
調
べ
さ
せ
た
語
句
の
意
味
を
発
表
さ
せ
、
ど
の
辞
書
の

説
明
が
こ
の
文
脈
で
は
よ
り
適
切
か
を
考
え
さ
せ
る
。
辞
書
を
引
く
ス
ピ
ー
ド

や
、
め
ん
ど
う
が
ら
ず
に
引
く
習
慣
付
け
も
学
習
活
動
の
中
で
で
き
る
だ
け
取

り
入
れ
た
い
と
考
え
て
い
る
。「
○
○
君
、
１
番
。
△
△
さ
ん
、
２
番
。」
と
い

っ
た
ち
ょ
っ
と
し
た
生
徒
へ
の
声
か
け
を
す
る
だ
け
で
も
速
く
引
こ
う
と
す
る

姿
が
見
ら
れ
、
意
欲
付
け
に
な
る
。

意
味
が
わ
か
ら
な
い
語
句
や
、
音
読
し
た
と
き
に
読
み
間
違
え
た
語
句
を
動

作
で
表
す
こ
と
も
効
果
的
で
あ
る
。
わ
か
ら
な
い
語
句
は
常
に
辞
書
で
引
く
と

い
う
の
は
、
国
語
が
苦
手
な
生
徒
に
は
時
と
し
て
苦
痛
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
こ

こ
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
動
作
で
や
っ
て
み
て
。」
と
い
う
と
喜
ん
で
や
っ
て

み
せ
、
み
ん
な
で
納
得
で
き
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、「
ズ
ボ
ン
の
す

そ
を
た
く
し
上
げ
る
」「
手
提
げ
か
ば
ん
を
平
た
く
し
て
頭
に
載
せ
」「
頭
上
の

出
来
事
」「
け
つ
ま
ず
い
て
」「
足
踏
み
し
な
が
ら
待
っ
た
」「
く
る
ぶ
し
」
な

ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
動
作
化
が
心
情
の
読
み
取
り
に
活
か
さ
れ
る
こ
と
も
多

か
っ
た
。

ま
た
、
類
義
語
に
よ
る
言
い
換
え
も
効
果
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
麦
わ

ら
帽
子
」
で
、「
カ
モ
メ
は
無
事
な
片
方
の
翼
で
砂
を
飛
ば
し
て
マ
キ
を
近
づ

け
な
か
っ
た
。」
と
い
う
表
現
を
、
本
文
で
は
「
何
か
に
お
び
え
た
よ
う
な
」

と
表
さ
れ
て
い
る
が
、「
こ
れ
を
二
字
熟
語
で
表
し
た
ら
ど
う
か
ね
？
」
と
問

う
て
み
る
と
「
警
戒
」「
拒
否
」「
拒
絶
」
な
ど
の
表
現
が
出
て
く
る
。
ま
た
、

カ
モ
メ
と
心
が
通
い
合
う
場
面
で
は
「
信
頼
」「
一
体
感
」「
一
心
同
体
」「
運

命
共
同
体
」
な
ど
の
語
句
が
、
最
後
の
「
大
い
ば
り
」「
得
意
」
の
場
面
で
も

「
満
足
」「
自
慢
」「
自
信
」
な
ど
の
表
現
で
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
少

し
の
時
間
で
考
え
さ
せ
発
表
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
叙
述
を
抽
象

的
な
表
現
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
力
も
身
に
付
け
た
い
語
句

－ 125－



の
力
で
あ
る
。

な
お
、
語
句
の
意
味
を
調
べ
た
り
、
言
い
換
え
た
り
し
て
得
た
知
識
は
、
で

き
る
だ
け
ノ
ー
ト
の
下
欄
に
書
か
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

⑥
　
音
読
の
工
夫

小
説
に
限
ら
ず
、
教
材
文
を
音
読
す
る
場
面
は
多
い
。
今
回
の
よ
う
に
小
説

の
読
解
で
は
毎
時
間
、
何
ら
か
の
形
で
音
読
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
た

だ
声
に
出
し
て
読
む
と
い
う
だ
け
で
は
深
い
読
み
取
り
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。

目
指
し
て
い
る
の
は
、
確
か
な
読
み
に
つ
な
が
る
音
読
で
あ
る
。
学
習
の
導
入

部
分
で
は
漢
字
の
読
み
や
三
要
素
を
と
ら
え
る
音
読
を
行
な
う
。
登
場
人
物
の

心
情
を
読
み
取
る
と
き
に
は
、
心
情
を
表
す
叙
述
を
丁
寧
に
読
ま
せ
た
い
。
学

習
の
終
末
部
分
で
は
、
読
み
取
っ
た
こ
と
が
伝
わ
る
よ
う
な
音
読
を
工
夫
さ
せ

た
い
。
こ
れ
ら
の
音
読
の
基
本
と
な
る
、
声
の
レ
ベ
ル
や
明
瞭
な
発
音
を
常
に

意
識
さ
せ
る
た
め
に
も
、
様
々
な
条
件
を
付
け
た
音
読
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

音
読
に
つ
い
て
書
い
た
生
徒
の
自
己
評
価
シ
ー
ト
を
挙
げ
て
み
る
。

○
う
ま
く
音
読
で
き
た
の
で
よ
か
っ
た
。
で
も
自
分
の
声
が
あ
ま
り
わ
か
ら
な

い
の
で
、
声
の
レ
ベ
ル
が
う
ま
く
調
節
で
き
な
い
。

○
音
読
す
る
こ
と
が
不
得
意
だ
っ
た
の
で
、
今
日
は
家
で
も
っ
と
練
習
を
こ
な

そ
う
と
思
い
ま
し
た
。

○
人
が
読
ん
で
い
る
の
を
聞
い
て
、
人
そ
れ
ぞ
れ
工
夫
の
仕
方
が
あ
る
ん
だ
な

と
思
っ
た
。

○
発
音
を
き
れ
い
に
し
て
読
み
た
い
。

○
今
日
は
読
む
と
き
に
つ
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
気
を
つ
け
た
い
。
何
度
も

読
め
ば
直
る
か
な
？
　
と
思
い
ま
し
た
。

○
今
日
の
音
読
は
上
手
く
読
め
た
の
で
よ
か
っ
た
。
な
る
べ
く
つ
ま
ら
な
い
よ

う
に
次
か
ら
も
読
み
た
い
。

こ
れ
は
、「
声
の
レ
ベ
ル
を
３
に
し
て
、
発
音
を
明
瞭
に
し
、
１
分
間
に
300

〜
350
字
く
ら
い
の
速
さ
（
範
読
し
て
示
す
）
で
読
み
な
さ
い
。」
と
い
う
条
件

で
リ
レ
ー
音
読
さ
せ
、
自
己
評
価
シ
ー
ト
に
感
想
を
書
か
せ
た
と
き
の
も
の
で

あ
る
。
生
徒
は
予
想
以
上
に
、
う
ま
く
読
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

何
の
意
識
付
け
も
な
く
音
読
を
さ
せ
て
い
る
と
、
声
の
大
き
さ
や
発
音
な
ど

に
無
頓
着
に
な
る
。
ね
ら
い
に
応
じ
た
条
件
付
け
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生

徒
は
ど
の
よ
う
に
読
む
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

音
読
に
は
１
文
リ
レ
ー
読
み
・
段
落
リ
レ
ー
読
み
・
場
面
ご
と
に
挙
手
し
た

生
徒
へ
の
指
名
読
み
・
会
話
と
地
の
文
を
分
け
た
役
割
読
み
・
自
分
の
ペ
ー
ス

読
み
（
起
立
し
て
声
の
レ
ベ
ル
２
で
自
分
の
ペ
ー
ス
で
読
み
、
読
み
終
わ
っ
た

ら
座
る
）・
速
読
（
ス
ポ
ー
ツ
実
況
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
く
ら
い
の
速
さ
で
し
か

も
明
瞭
に
）
な
ど
様
々
な
条
件
を
付
け
て
、
確
か
に
読
み
取
る
た
め
に
は
音
読

も
大
切
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
た
い
。
ま
た
、
読
み
取
っ
た
こ
と
を
表
現
す

る
た
め
の
音
読
・
朗
読
も
考
え
さ
せ
た
い
。

お
わ
り
に

本
研
究
会
の
趣
旨
文
に
あ
る
「
そ
の
新
教
材
が
生
徒
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
受

容
さ
れ
、
生
徒
た
ち
の
『
こ
と
ば
の
力
』
の
伸
長
に
ど
の
よ
う
に
貢
献
す
る
の

か
と
い
う
こ
と
の
考
察
、
そ
し
て
、
そ
の
新
教
材
を
用
い
て
ど
の
よ
う
な
学
習

指
導
を
構
想
し
、
実
践
」
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
学
習
を
進
め
て
い

き
な
が
ら
生
徒
の
反
応
を
見
て
、「
こ
う
し
た
方
が
生
徒
は
わ
か
り
や
す
い
だ
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ろ
う
。」「
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
反
応
を
す
る
な
ぁ
。
で
は
こ
う
し
た
ら
ど
う

だ
ろ
う
。」
と
考
え
な
が
ら
工
夫
し
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
た
。

小
説
へ
の
興
味
・
関
心
の
度
合
い
も
、
読
み
取
り
の
力
も
様
々
な
生
徒
に
と

っ
て
、
中
学
校
で
最
初
に
出
会
う
小
説
教
材
は
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。「
に
じ
の
見
え
る
橋
」
は
、
小
学
校
で
最
後
に
学
ぶ
小
説

教
材
よ
り
も
ず
い
ぶ
ん
短
く
、
内
容
も
易
し
い
。
辞
書
指
導
も
含
め
て
３
時
間

程
度
で
扱
え
る
長
さ
で
あ
る
。
中
学
生
に
な
っ
て
心
機
一
転
「
小
説
の
読
み
取

り
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
。」
と
思
っ
て
い
る
生
徒
に
と
っ
て
、
短
時
間

で
小
説
の
読
み
取
り
の
ポ
イ
ン
ト
が
つ
か
め
る
教
材
で
あ
る
。
そ
の
上
、
主
人

公
は
生
徒
と
同
じ
年
齢
で
、
そ
の
心
情
に
は
共
感
で
き
る
部
分
が
多
く
、
心
情

の
変
化
も
非
常
に
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
生
徒
が
「
で
き
た
。」「
わ
か
っ
た
。」

と
思
え
る
教
材
だ
っ
た
。

ま
た
、
２
番
目
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
麦
わ
ら
帽
子
」
も
生
徒
に
は
受
け
入

れ
や
す
い
内
容
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
主
人
公
の
心
情
に
思
い
当
た
る
節
が
あ

る
こ
と
、
心
情
の
変
化
に
気
付
く
た
め
の
手
が
か
り
に
な
る
叙
述
が
、
生
徒
の

理
解
し
や
す
い
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
よ
か
っ
た
。
ま
た
、
読
み
取
り

の
過
程
で
話
し
合
い
活
動
や
書
く
こ
と
を
取
り
入
れ
る
際
に
も
、
生
徒
に
と
っ

て
考
え
や
す
い
も
の
だ
っ
た
。
指
導
計
画
を
立
て
る
側
か
ら
言
え
ば
、
読
み
を

深
め
る
手
が
か
り
が
そ
こ
こ
こ
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
教
材
だ
っ
た
こ
と
で
、

様
々
な
学
習
活
動
が
工
夫
で
き
た
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
学
校
に
お
け
る
小
説
の
学
習
の
入
り
口
に
ふ
さ
わ
し
い
教

材
が
、
適
切
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
生
徒
の
側
か
ら
見
て
も
学
び
や
す

く
、
指
導
す
る
側
か
ら
も
指
導
し
や
す
い
。

今
後
は
、
こ
れ
ま
で
行
な
っ
て
き
た
学
習
が
生
徒
に
定
着
し
、
次
の
学
習
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
身
に
付
け
た
力

を
基
礎
に
し
て
次
の
段
階
に
進
ん
で
い
く
こ
と
が
生
徒
自
身
に
も
自
覚
で
き
る

よ
う
な
指
導
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
も
考
え
て
み
た
い
。

生
徒
か
ら
「
わ
か
っ
た
。」「
お
も
し
ろ
か
っ
た
。」「
理
解
で
き
た
。」「
ま
た

や
っ
て
み
た
い
。」
と
い
う
声
が
思
わ
ず
出
て
く
る
よ
う
な
学
習
活
動
を
工
夫

し
て
い
き
た
い
。

（
広
島
市
立
大
州
中
学
校
）
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生徒のノート

自己評価シート

三要素や４つのコツを想起する

ノートの下欄に語句などを書き込む

心情をセリフにして書く


