
１
　
研
究
の
意
義
と
目
的

　
近
年
の
国
語
教
育
の
研
究
と
実
践
で
は
、
古
賀
勝
利
が
「
言
葉
と
変
換
可
能

な
多
様
な
表
現
形
態
に
対
応
す
る
た
め
に
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
教
育

を
国
語
教
育
の
中
に
導
入
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て 

そ
の
必
要
性
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
の
可
能
性
と
課

題
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
中
村
敦
雄
が
「
国
語
科
教
育
は
、
伝

統
的
に
リ
テ
ラ
シ
ー
（
読
み
書
き
能
力
）
育
成
を
自
ら
の
任
務
と
し
て
き
た
。

（
中
略
）
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
と
い
う
新
た
な
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、
範
囲
を
言

語
か
ら
メ
デ
ィ
ア
一
般
へ
拡
張
し
、
批
判
的
な
理
解
を
強
調
し
た
と
こ
ろ
に
特

徴
が 

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
は
、

本
来
国
語
教
育
が
担
っ
て
き
た
リ
テ
ラ
シ
ー
の
範
囲
を
拡
張
し
た
も
の
で
あ
る

た
め
、
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
リ
テ
ラ
シ
ー
の
拡
張
を
め
ざ
し
て
き
た
土
壌
が
あ
り

な
が
ら
、
近
年
の
国
語
教
育
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
の
研
究

は
、
主
に
欧
米
の
先
進
的
な
研
究
の
影
響
を
受
け
た
の
も
の
が
主
体 

、

い
る
。」
と

（
注
１
）

あ
る
。」
と

（
注
２
）

で
あ
り
（
注
３
）

国
語
教
育
の
史
的
検
討
か
ら
現
代
を
捉
え
る
作
業
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な

い
。
有
山
輝
雄
が
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
は
「
現
在
の
メ
デ
ィ
ア
を
歴
史
の
な
か
で

と
ら
え
、
相
対
化
し
て
み
る
メ
デ
ィ
ア
史
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）
過
去
の
問
題

に
い
っ
た
ん
身
を
置
き
、
そ
の
文
脈
の
な
か
で
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
現
在
の
視
点
か
ら
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
新
し
い
問
題
を
発

掘
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
を
相
対
化
し
、
現
在
の
問
題

が
今
ま
で
以
上
に
よ
く
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

メ 

に
関
す
る
研
究
で
は
本
来
、「
現
在
の
メ
デ
ィ
ア
を
歴
史
の
な
か
で
と

ら
え
」
る
振
り
返
り
の
作
業
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
そ
の
振
り
返
り
の
方
法
も
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
「
技
術
進
歩

の
変
遷
の 

と
い
う
方
法
論
や
、
リ
テ
ラ
シ
ー 

と
い
う
細
か
い
枠

組
み
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
。
メ
デ
ィ
ア
に
は
、
社
会
的
諸
条
件
に
よ
る
影

響
に
左
右
さ
れ
や
す
い
と
い
う
事
情
や
従
属
的
で
な
く
て
は
機
能
し
な
い
と
い

う
事
情 

。
そ
の
た
め
、
今
後
は
、
そ
の
時
代
ご
と
に
、
ど
の
よ
う
な
社

会
的
諸
条
件
を
内
包
し
、
何
の
た
め
に
メ
デ
ィ
ア
が
取
入
れ
ら
れ
た
か
と
い
う

目
的
を
包
括
し
た
〈
メ
デ
ィ
ア
教
育
〉
を
確
立
す
る
必
要 

。
国
語
教
育

に
お
い
て
〈
メ
デ
ィ
ア
教
育
〉
と
い
う
史
的
基
盤
を
確
か
な
も
の
と
す
る
こ
と

デ
ィ
ア
（
注
４
）歴

史
」

（
注
５
）

の
変
遷
（
注
６
）

が
あ
る
（
注
７
）

が
あ
る
（
注
８
）

―　　―２０

　

昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
〈
メ
デ
ィ
ア
教
育
〉
の
研
究

―
―
教
材
「
油
蝉
の
一
生
」
の
実
践
を
中
心
に
―
―
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で
、
時
代
の
波
に
翻
弄
さ
れ
た
り
、
現
在
地
を
見
失
っ
た
り
せ
ず
、
そ
の
足
跡

か
ら
メ
デ
ィ
ア
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
よ
り
主
体
的
で
自
覚
的
な

位
置
付
け
が
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
稿
は
、
そ
れ
ら
の
方
法
論
や
リ
テ
ラ
シ
ー
の
歴
史
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な

教
育
内
容
が
見
出
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
国
語
教
育
の
展
開

過
程
か
ら
メ
デ
ィ
ア
教
育
思
潮
を
捉
え
、
現
在
の
国
語
教
育
学
研
究
に
お
け
る

〈
メ
デ
ィ
ア
教
育
〉
の
展
望
を
開
く
研
究
の
一
環
を
な
す
。

　
以
上
の
よ
う
な
目
的
を
果
た
す
た
め
、
本
稿
は
、
国
語
教
育
研
究
分
野
に
お

け
る
〈
メ
デ
ィ
ア
教
育
〉
の
一
端
と
し
て
、
１
９
３
０
年
代
の
読
本
に
取
り
入

れ
ら
れ
、
映
画
化
さ
れ
た
教
材
「
油
蝉
の
一
生
」
の
取
扱
わ
れ
方
に
注
目
し
、

教
材
の
視
覚
化
が
国
語
教
育
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、「
直
観
」
と
い
う
観
点

か
ら
そ
の
実
際
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

２
　
教
材
の
視
覚
化
に
お
け
る
「
直
観
教
育
」
の
推
進

　
教
材
の
視
覚
化
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
１
９
２
０
年

代
、
文
部
省
が
「
教
育
制
度
の 

の
一
環
と
し
て
取
り
組
ん
だ
「
社
会
教

育
行
政
機
構
の
整
備
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
図
書
館
、
博
物
館
、
ラ
イ

ブ
ラ
リ
な
ど
の
設
備
が
整
備
さ
れ
、
視
覚
的
な
教
材
教
具
を
用
い
る
土
壌
が
整

え
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
当
初
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
設
置
さ
れ
て
い
た
教
材
教
具
は
社
会
教
育
に
関
す

る
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
徐
々
に
教
科
書
教
授
の
補
助
に
視
覚
的
な
教
材

を
利
用
す
る
動
き
が
生
ま
れ
は
じ
め
る
。
と
り
わ
け
、
１
９
２
５
（
大
正
　
）
１４

年
青
地
忠
三
・
小
路
玉
一
が
「
な
お
最
後
に
一
言
し
た
い
の
は
、
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア

拡
充
」

（
注
９
）

ル
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
適
訳
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
映
画

教
育
と
訳
せ
ば
至
極
無
事
で
あ
る
が
、
実
際
に
お
い
て
実
物
、
標
本
、
絵
画
、

実
物
写
真
等
の
利
用
は
凡
て
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
に
入

る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
概
に
こ
れ
を
映
画
教
育
と
訳
し
た
が
、
是
亦
甚
苦
し
い

且
つ
不
得
要
領
な
名
前
で 

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
実
物
、
標
本
、

絵
画
、
実
物
写
真
等
の
利
用
」
を
ま
と
め
た
「
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
・
エ
デ
ュ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
を
「
映
画
教
育
と
訳
せ
ば
至
極
無
事
で
あ
る
」
と
す
る
ほ
ど
、
映
画

教
育
は
、
視
覚
的
な
教
材
利
用
の
象
徴
的
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
基
本
理
念
と

な
っ
た
の
が
、「
直
観
主
義
」
で
あ
る
。
石
山
脩
平
「
近
代
近
代
教
育
思
潮
と
映

画
教
育
」
に
は
、「
直
観
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
映
画
は
幻
灯
や
絵
画
や
模
型
な
ど
と
共
に
、
直
観
主
義
・
実
物
主
義
の
教
育

手
段
で
あ
り
、
そ
し
て
一
般
に
こ
れ
ら
は
、（
一
）
実
物
の
な
い
場
合
に
そ
の
代

わ
り
と
な
る
だ
け
で
な
く
、（
二
）
実
物
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
を
一
層
よ
く
学
ば

せ
る
た
め
の
補
助
と 

　
石
山
脩
平
は
、
視
覚
的
な
教
材
が
「
直
観
主
義
・
実
物
主
義
の
教
育
手
段
」

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
理
念
の
影
響
を
受
け
た
実
践
家
の
例
は
複
数
確

認
で
き
る
。
工
藤
政
喜
は
１
９
３
８
年
の
「
全
九
州
映
画
教
育
研
究
大
会
に
お

け
る
研
究
発
表
」
で
、
読
方
の
実
践
に
つ
い
て
、「
実
践
方
途
に
は
設
備
方
面
、

機
械
操
作
等
あ
り
ま
す
が
、
私
は
主
と
し
て
教
壇
上
に
於
け
る
実
践
と
し
て
、

指
導
過
程
に
就
い
て
述
べ
よ
う
と
思
ひ
ま
す
。
此
の
表
は
、
偶
然
午
前
中
御
講

演
下
さ
い
ま
し
た
石
山
先
生
の
御
発
表
と
一
致
し
ま
し
て
大
変
心
強
く
感
じ
て

ゐ
る
次
第
で
す
。
先
生
は
映
画
を
素
材
的
体
験
を
得
さ
せ
る
場
合
に
使
用
す
る

時
と
、
教
材
の
発
展
、
補
充
の
意
味
に
利
用
す
る
場
合
と
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た

が
私
も
左
様
に
考
へ
て
表
の
通
り
、
解
釈
以
前
の
映
画
利
用
を
素
材
体
験
啓
培

あ
る
。」
と

（
注
　
）
１０

な
る
。

（
注
　
）
１１

―　　―２１



の
時
機
と
し
、
解
釈
以
後
の
映
画
利
用
を
教
材
発
展
、
補
充
の
時
機
と
し
て
考

へ
た
の
で
あ
り 

述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
鈴
木
喜
代
松
は
１
９
３
７

年
８
月
に
行
わ
れ
た
「
第
９
回
映
画
教
育
夏
季
講
座
」
で
講
演
し
た
石
山
脩
平
の

説
明
に
つ
い
て
、「
８
月
に
は
石
山
教
授
の
説
を
聞
ゝ
た
い
ば
か
り
に
わ
ざ
柿
鈎

京
都
ま
で
出
張
し
た
く
ら
い
の
熱
心
さ
で
あ
っ
た
。
石
山
氏
は
そ
の
専
攻
さ
れ

た
教
育
史
か
ら
実
学
主
義
就
中
、
感
覚
的
実
学
主
義
に
根
拠
を
求
め
、
映
画
は

実
物
代
用
と
し
て
、
又
、
実
物
と
併
行
し
物
事
の
助
け
と
し
て
、
さ
ら
に
映
画

的
見
方
の
訓
練
上
教
育
的
価
値
が
あ
る
と
述
べ
ら 

記
録
し
て
い
る
。

工
藤
政
喜
や
鈴
木
喜
代
松
の
言
を
見
る
限
り
、
教
科
教
育
に
お
け
る
映
画
利
用

を
理
論
化
し
て
い
っ
た
石
山
脩
平
の
影
響
力
は
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

　
元
来
、「
直
観
」
と
い
う
言
葉
は
、
甲
斐
陸
朗
が
垣
内
松
三
『
国
語
の
力
』
を

挙
げ
、「
理
解
に
お
け
る
直
観
は
、
読
み
手
の
言
語
能
力
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
、
読
解
力
が
直
観
だ
と
い
う
こ
と
が
で 

し
て
い
る
よ
う
に
、

文
章
を
読
ん
で
い
る
段
階
で
生
成
さ
れ
る
理
解
能
力
の
こ
と
を
指
す
場
合
が
多

い
。
し
か
し
、
石
山
脩
平
は
こ
こ
で
、
実
物
や
視
覚
的
な
教
材
を
直
接
み
て
生

成
さ
れ
る
感
覚
的
な
理
解
能
力
を
指
す
場
合
た
め
に
「
直
観
」
と
い
う
言
葉
を

用
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
教
授
法
に
影
響
を
受
け
た
実
践
家
、
鈴
木
喜
代
松

の
指
導
報
告
に
も
以
下
の
よ
う
に
視
覚
化
さ
れ
た
教
材
と
「
直
観
」
を
結
び
つ

け
る
記
述
が
あ
る
。

か
く
て
教
材
は
所
期
の
目
的
を
充
分
に
包
蓄
せ
る
模
式
的
具
体
的
素
材
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
教
師
は
こ
の
具
体
か
ら
原
理
現
象
へ
の
中
間
過
程
に
如
何

な
る
段
階
が
あ
る
か
を
発
生
的
に
研
究
し
、
そ
の
各
段
階
を
児
童
自
身
に
科

学
的
方
法
を
以
て
歩
か
せ
、
結
果
を
急
い
で
は
な
ら
ぬ
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の

ま
す
。」
と

（
注
　
）
１２

れ
た
。」
と

（
注
　
）
１３

き
る
。」
と

（
注
　
）
１４

生
涯
の
苦
心
と
努
力
は
こ
の
直
観
物
の
研
究
と
、
直
観
に
よ
る
法
則
の
発
見

に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
具
体
に
接
し
、
自
発
活
動
を
起
し
、
法
則
を
発
見
す

る
こ
と
は
、
科
学
の
道
で
、
国
民
学
校
が
具
体
と
想
像
と
を
重
視
し
て
い
る

の
は
、
科
学
す
る
心
の
重
要
性
を
織
り
込
ん
で
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
映
画
は
従
来
、
具
体
的
に
与
え
る
こ
と
の
出
来
な
か
つ
た
教
材
を
提
供
し

て
く 

　
鈴
木
は
、「
直
観
に
よ
る
法
則
の
発
見
」
に
よ
り
、
映
画
が
、「
従
来
、
具
体

的
に
与
え
る
こ
と
の
出
来
な
か
つ
た
教
材
を
提
供
し
て
く
れ
る
。」
と
述
べ
て
い

る
。
鈴
木
喜
代
松
は
「
直
観
に
よ
る
法
則
」
を
、
内
容
理
解
を
具
体
化
す
る
た

め
の
法
則
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
直
観
」
に
対
す
る
解
釈

が
実
際
家
の
間
に
浸
透
す
る
際
、
文
章
理
解
の
過
程
を
指
す
も
の
か
ら
視
覚
的

な
教
材
理
解
の
「
直
観
」
と
同
一
視
さ
れ
、
視
覚
的
な
教
材
の
利
用
に
お
い
て

「
直
観
」
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
教
育
観
の
形
成
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

教
材
の
視
覚
化
は
、「
直
観
」
さ
せ
る
こ
と
を
推
進
し
て
い
く
教
育
観
の
も
と
、

発
展
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

３
　
検
討
の
対
象
と
教
材
内
容

　
こ
こ
で
は
、
視
覚
化
さ
れ
た
教
材
の
中
で
「
映
画
」
を
取
り
上
げ
、
国
語
教

育
に
お
け
る
「
直
観
教
授
」
の
実
際
を
検
討
す
る
。

３
の
１
　
検
討
の
対
象

　
稲
田
達
雄
が
「
東
京
市
立
南
海
小
学
校
（
芝
公
田
町
）
の
場
合
は
、
全
く
校

長
西
川
幸
次
郎
氏
（
昭
和
２
年
同
区
赤
羽
小
学
校
校
長
に
転
任
）
の
発
意
と
努

れ
る
。

（
注
　
）
１５

―　　―２２



力
に
よ
る
も
の
で
、
同
志
の
存
在
は
、
そ
の
後
昭
和
十
四
年
、
五
年
頃
に
至
ま

で
、
我
が
国
学
校
映
画
教
育
の
偉
大
な
推
進
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実

で 

述
べ
た
お
り
、「
先
駆
者
」
で
あ
り
「
偉
大
な
推
進
力
」
で
あ
っ

た
と
評
価
さ
れ
る
西
川
幸
次
郎
を
中
心
と
し
た
東
京
市
赤
羽
小
学
校
を
、
映
画

教
育
実
践
の
先
駆
的
存
在
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
西
川
幸
次
郎
は
「
昭
和

七
年
活
映
教
育
会
に
望
む
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
要
望
を
示
し
て
い
る
。

一
、
講
堂
映
画
よ
り
教
室
映
画
へ

　
①
　
学
校
当
事
者
の
研
究
と
実
践

　
②
　
教
室
映
画
制
作

　
③
　
学
校
と
作
者
の
提
携

二
、
教
育
映
画
の
制
作
並
に
取
扱
に
対
す
る
要
望

　
①
　
学
校
に
対
し

　
　
・
　
学
科
の
本
質
を
忘
れ
る
な

　
　
・
　
各
科
映
画
利
用
の
根
本
的
態
度
を
攻
究
せ
よ

　
　
・
　
映
画
細
目
を
完
成
さ
せ
よ

　
②
　
業
者
に
対
し

　
　
協
力
し
、
犠
牲
的
努
力 

　
西
川
幸
次
郎
は
、
教
科
教
育
の
実
践
の
な
か
で
映
画
を
視
聴
さ
せ
る
こ
と
を

「
教
室
映
画
」
と
し
、
娯
楽
や
社
会
教
育
の
一
環
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
き
た
「
講

堂
映
画
会
」
と
区
別
す
る
必
要
性
を
示
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
同
校
職
員
鈴

木
喜
代
松
は
国
語
科
の
授
業
に
お
い
て
映
画
を
取
入
れ
、
研
究
授
業
を
繰
り
返

し
て
い
る
。
鈴
木
喜
代
松
が
「
毎
週
二
回
研
究
授
業
を
校
内
だ
け
で
開
い
た
。」

「
そ
う
し
て
放
課
後
か
ら
夜
に
か
け
て
毎
週
二
回
の
研
究
用
映
画
を
見
つ
け
出
す

映
画
部
員
の
努
力
は
一
通
り
で
は
な
か 

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
赤

あ
る
。」
と

（
注
　
）
１６

を
せ
よ
（
注
　
）
１７

っ
た
。」

（
注
　
）
１８

羽
小
学
校
で
は
、
彼
ら
を
中
心
に
総
勢
三
十
名
の
現
職
教
員
が
教
科
書
教
授
の

た
め
の
映
画
に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
成
果
と
し
て
赤

羽
小
学
校
【
編
】（
１
９
３
５
）『
体
験
に
基
づ
く
映
画
学
習
指
導
書
』（
全
日
本

映
画
教
育
研
究
会
）
に
は
、『
ハ
ナ
ハ
ト 

『
サ
ク
ラ 

を
指
導
す
る

た
め
の
五
年
間
に
わ
た
る
九
十
有
余
の
指
導
記
録
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
、
学
年
ご
と
の
国
語
の
指
導
記
録
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
国
語
教

育
に
お
け
る
映
画
の
授
業
実
践
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
資
料
と

な
っ
て
い
る
。

　
で
は
、
そ
の
な
か
で
ど
の
教
材
を
検
討
の
対
象
と
す
べ
き
か
。
赤
羽
小
学
校

の
指
導
に
お
い
て
実
際
に
用
い
ら
れ
た
フ
ィ
ル
ム
は
現
存
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
山
形
国
際
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
祭
　
」
と
東
京
国
立
近
代
美
術
館 
フ
ィ

’８９

ル
ム
セ
ン
タ
ー 
で
企
画
さ
れ
た
「
フ
ィ
ル
ム
は
記
録
す
る
　
：
日
本
の
文
化
・

’９７

記
録
映
画
作
家
た
ち
」
の
上
映
全
作
品
リ
ス
ト
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
赤
羽

小
学
校
で
も
用
い
ら
れ
た
該
当
フ
ィ
ル
ム
に
つ
い
て
の
記
載
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。

・
蝉
の
一
生
（
　
分
・
　
亜
・
無
声
・
白
黒
） 
　
（
十
六
ミ
リ
映
画
教
育
普
及

１０

１６

’３６

会
）

・
活
魚
列
車
（
　
分
・
　
亜
・
白
黒
）　
（
十
字
屋
文
化
映
画
部
）（
構
）
滋
野

１３

１６

’４０

辰
彦
（
監
修
）
太
田
仁
吉
（
撮
）
丸
子
幸
一
郎
（
解
）
村 

 

蜂
の
話 ［ 
太
田
仁
吉
／
１
９
３
６
］：
も
ん
し
ろ
蝶
の
話
［ 
太
田
仁
吉 
／
１
９

３
６
］：
塩
の
話
［ 
太
田
仁
吉 
／
１
９
３
５
］：
地
層
の
話
［ 
太
田
仁
吉
／
１

９
３
７
］：
習
性
［
１
９
４
０
］
＊ 
… 
小
林
一
茶
［
亀
井
文
夫
／
１
９
４
１
］：

土
地
［
高
周
吉
／
１
９
３
１
］：
蝉
の
一
生 ［
太
田
仁
吉 
／
１
９ 

 

　
こ
の
な
か
で
も
、
両
映
画
会
と
も
共
通
し
て
上
映
さ
れ
て
い
る
「
蝉
の
一
生
」

読
本
』

（
注
　
）
１９

読
本
』

（
注
　
）
２０

上
済
州
（
注
　
）
２１

３
６
］

（
注
　
）
２２

―　　―２３



は
、『
ハ
ナ
ハ
ト
読
本
』
の
「
蝉
の
一
生
」
か
ら
『
サ
ク
ラ
読
本
』
に
引
き
継
が

れ
た
「
油
蝉
の
一
生
」
と
い
う
教
材
で
、
映
画
に
関
す
る
論
考
も
多
く
確
認
す

る
こ
と
が
で 

そ
こ
で
、
以
下
、
東
京
市
赤
羽
小
学
校
の
国
語
教
育
実
践

に
注
目
し
、『
サ
ク
ラ
読
本
』（
巻
７
の
　
）「
油
蝉
の
一
生
」
を
検
討
し
、
１
９

１７

３
０
年
代
の
国
語
実
践
に
お
け
る
「
教
室
映
画
」
の
内
容
を
考
察
す
る
こ
と
と

す
る
。

３
の
２
　
教
材
「
油
蝉
の
一
生
」
と
映
画
「
蝉
の
一
生
」
の
内
容

　『
油
蝉
の
一
生
』
の
本
文
は
、「
油
蝉
の
子
は
、
土
の
中
に
住
ん
で
ゐ
ま
す
。」

と
い
う
文
章
か
ら
始
ま
る
。 
次
に
「
夏
の
末
に
な
る
と
、
親
蝉
は
、
木
の
皮
に

き
ず
を
つ
け
て
、
そ
の
中
に
卵
を
生
み
ま
す
。 
」
と
続
き
、「
天
氣
の
よ
い
夏
の

夕
方
、
油
蝉
の
子
は
、
今
日
こ
そ
と
穴
か
ら
地
上
へ
は
ひ
出
し
ま
す
。 
」
と
あ

り
、
最
後
に
「
油
蝉
は
、
そ
れ
か
ら
二
三
週
間
生
き
て
ゐ
ま
す
。
滿
六
年
と
い

ふ
長
い
地
下
生
活
に
く
ら
べ
て
、
な
ん
と
い
ふ
短
い
地
上
の
命
で
せ
う
。」
と
結

ば
れ
て
い
る
。
全
体
は
、「
幼
虫
―
卵
―
幼
虫
―
脱
皮
―
親
蝉
」
と
い
う
構
成
に

な
っ
て
お
り
、
親
蝉
よ
り
の
こ
と
よ
り
も
土
の
中
の
幼
虫
が
変
容
す
る
段
階
を

中
心
に
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
ハ
ナ
ハ
ト
読
本
』
で
は
、
鈴
木
喜
代
松
が

「
理
科
の
場
合
と
読
方
の 

と
い
う
考
察
を
示
す
し
て
い
る
ほ
ど
、
理
科
的

な
要
素
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
文
章
で
あ
る
。

　
映
画
の
制
作
は
、
映
画
機
材
の
販
売
を
行
な
っ
て
い
た
十
字
屋
映
画
部
と
赤

羽
小
学
校
の
教
員
で
あ
っ
た
太
田
仁
吉
が
代
表
で
行
っ
て
い
る
。
制
作
の
様
子

に
関
し
て
は
、
田
中
純
一
郎
が
「
富
士
山
麓
の
暑
い
梨
畑
で
「
蝉
の
一
生
」
の

撮
影
に
、
日
夜
、
寝
食
を
共 

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
太
田
を
含
む
教

員
た
ち
や
十
字
屋
映
画
部
の
人
々
に
よ
っ
て
本
格
的
に
行
わ
れ
た
模
様
で
あ
る
。

き
た
。

（
注
　
）
２３

場
合
」

（
注
　
）
２４に

し
」

（
注
　
）
２５

　
映
画
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
喜
代
松
が
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

　
先
づ
本
論
に
入
る
前
に
映
書
が
如
何
な
る
構
成
を
も
つ
て
ゐ
る
か
を
想
起

し
て
貰
ふ
た
め
に
大
略
を
書
き
記
し
て
お
く
。

一
　
蝉
取
り
を
し
て
ゐ
る
子
供

二
　
め
す
が
卵
を
産
む

三
　
翌
年
孵
化
し
た
幼
虫
が
地
に
落
ち
る
。

四
　
幼
虫
の
地
中
生
活
（
一
年
後
―
六
年
後
ま
で
）

　
注
　
地
中
生
活
は
人
工
的
に
ガ
ラ
ス
箱
内
に
入
れ
、
ラ
イ
ト
を
あ
て
上
撮

影
し
て
ゐ
る
。
從
つ
て
幼
虫
は
掘
つ
た
土
を
明
る
い
方
へ
持
ち
出
し
て
「
蝋

の
塔
」
を
作
る
習
性
を
も
つ
て
ゐ
る
。
画
面
で
は
ラ
イ
ト
の
方
へ
土
を
運
び

出
す
。「
か
う
し
て
出
来
た
蝉
の
塔
」
と
い
ふ
タ
イ
ト
ル
が
し
つ
く
り
し
な
い

感
の
あ
る
の
は
地
上
へ
出
す
べ
き
土
を
ラ
イ
ト
の
方
即
ち
手
前
の
方
へ
持
ち

出
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
は
「
掘
つ
た
土
を
地
上
へ
は
こ
び
出
す
、

さ
う
し
て
地
上
に
は
蝉
の
塔
が
出
來
ま
す
」
と
い
ふ
様
な
説
明
を
加
ふ
べ
き

で
あ
る
。

五
　
幼
虫
が
木
に
登
る

六
　
脱
皮

七
　
蝉
時
雨
（
梨
畑
）

更
に
之
を
要
約
す
れ
ば
卵
―
幼
虫
―
脱
皮
と
な
る
。

　（
中
略
）
其
の
作
風
に
つ
い
て
は
「
求
心
的
」
で
あ
る
と
か
、「
単
一
的
」

「
統
一
的
」
で
「
素
朴
」
で
あ
る
と
評
さ
れ
て 

　
鈴
木
喜
代
松
の
示
し
て
い
る
制
作
の
構
成
を
見
る
と
、
映
画
で
重
点
が
置
か

れ
た
部
分
は
、
映
像
の
展
開
が
「
注
」
で
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
四
　
幼

ゐ
た 
。

（
注
　
）
２６

―　　―２４



虫
の
地
中
生
活
」
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
ほ
ど
述
べ
た
本
文
同
様
、
映

像
で
も
、
成
虫
に
な
っ
た
状
態
よ
り
土
の
中
で
育
つ
蝉
の
子
の
様
子
を
て
い
ね

い
に
描
写
し
て
い
る
。
制
作
者
は
日
頃
目
に
す
る
機
会
が
少
な
い
「
土
の
中
」

を
表
現
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

４
　
１
９
３
０
年
代
の
国
語
教
育
に
お
け
る
映
画
教
育
の

目
的

　
鈴
木
喜
代
松
の
実
践
で
は
、
国
語
教
育
に
お
い
て
映
画
「
蝉
の
一
生
」
を
ど

の
よ
う
に
取
扱
っ
て
い
た
の
か
。
鈴
木
喜
代
松
は
、
映
画
利
用
が
生
き
る
ポ
イ

ン
ト
は
「
提
示
の
時
期
」
に
あ
る
と
し
、「「
読
方
油
蝉
の
一
生
」
の
時
間
配
当

を
四
時
間
と
し
た
ら
、
映
画
は
何
時
間
目
に
見
せ
る
の
が
至
当
で
あ
る
か
と
い

ふ
問
題
は
一
見
簡
単
な
様
で
中
々
き
ま
ら
な
い
問
題
で 

述
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
鈴
木
喜
代
松
が
「
最
初
に
見
せ
る
の
は
「
読
む
こ
と
を
助
け
る
」

立
場
で
あ
る
の
に
対
し
、
最
後
に
見
せ
る
の
は
「
読
ん
だ
こ
と
を
助
け
る
」
形

を
と
る
。
果
し
て
何
れ
が
よ
り
読
方
的
で
あ
ら 

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

映
画
の
「
提
示
の
時
期
」
に
よ
っ
て
教
育
の
効
果
が
異
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
映
画
の
「
提
示
の
時
期
」
は
教
育
内
容
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て

く
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、
国
語
教
育
に
お
い
て
行
わ
れ
た
映
画
教
育
の
教
育
内

容
と
そ
の
目
的
を
検
討
す
る
。

４
の
１
　
文
字
指
導
の
補
助

　
鈴
木
喜
代
松
は
、「
読
解
以
前
に
映
画
を
観
せ
る
」
場
合
の
目
的
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

あ
る
。」
と

（
注
　
）
２７

う
か
。」
と

（
注
　
）
２８

　
教
育
に
於
け
る
「
想
像
」「
発
見
」
は
私
も
賛
成
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
理

解
の
上
に
立
つ
て
の
想
像
で
あ
り
、
発
見
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。

從
っ
て
直
観
物
を
与
へ
な
け
れ
ば
理
解
の
出
来
な
い
も
の
を
然
も
直
観
さ
せ

得
る
場
合
に
さ
へ
そ
れ
を
さ
せ
な
い
で
お
い
て
想
像
、
発
見
を
尊
が
つ
て
ゐ

る
の
は
教
育
で
は
な
い
。
映
画
を
一
見
す
れ
ば
わ
か
る
こ
と
を
見
せ
ず
に
お

い
て
あ
ゝ
だ
ら
う
か
う
だ
ら
う
と
ひ
ね
く
り
ま
は
し
て
お
い
て
之
此
の
通
り

と
や
る
方
法
は
教
育
で
は
な
く
し
て
手
品
師
の
類
で
あ
る
。「
幼
虫
生
活
」
も

「
産
卵
」
も
「
脱
皮
」
も
そ
れ
を
知
ら
な
い
者
の
想
像
と
知
つ
て
ゐ
る
者
の
想

像
と
何
れ
が
真
実
に
近
い
の
だ
ら
う
か
。
そ
し
て
教
育
は
そ
の
何
れ
を
選
ぶ

べ
き
で
あ
ら
う
か
。
凡
そ
国
語
教
室
の
施
設
経
営
は
読
解
以
前
に
必
要
に
し

て
可
能
な
る
最
高
度
の
経
験
を
得
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
ら
う

か
。
作
者
が
接
し
た
素
材
に
最
も
近
い
経
験
を
持
つ
も
の
が
最
も
よ
く
文
を

読
み
得
る
こ
と
は
動
か
し
難
い
事
実
で
あ
る
。
文
の
事
象
や
文
字
、
語
句
は

最
大
限
ま
で
わ
か
ら
せ
て
か
ら
始
め
て
想
像
も
情
調
も
理
念
も
浮
か
び
上
つ

て
来
る
の
で
あ
る
。
此
の
意
味
で
私
は
読
解
以
前
に
此
の
映
画
を
観
せ
る
こ

と
の
妥
当
さ
を
主
張
す
る
の
で 

　
鈴
木
喜
代
松
は
、「
文
の
事
象
や
文
字
、
語
句
は
最
大
限
ま
で
わ
か
ら
せ
て
か

ら
始
め
て
想
像
も
情
調
も
理
念
も
浮
か
び
上
つ
て
来
る
」
と
し
、「
読
解
以
前
」

の
映
画
視
聴
を
基
本
的
な
用
語
や
語
句
の
習
得
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
と

示
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

文
字
を
媒
介
と
し
て
文
字
の
母
体
を
読
み
と
ら
う
と
す
れ
ば
、
文
字
の
母
体

を
体
験
し
な
く
て
は
十
分
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
全
く
不
可
能
な
場
合
さ
へ

あ
る
。

（
注
　
）
２９
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起
こ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
殊
に
全
国
一
定
の
読
本
を
用
ひ
、
経
験
の
貧
し

い
児
童
を
相
手
と
す
る
読
方
教
育
に
於
て
を
や
で
あ
る
。

　
更
に
又
吾
々
は
読
本
中
の
文
章
を
個
々
の
模
範
文
と
見
て
そ
こ
か
ら
多
く

の
語
と
表
現
法
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
使
用
さ
れ
た
語
が
適
切
で
あ

る
か
否
か
は
ど
う
し
て
も
そ
の
素
材
を
見
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。
又
表
現

方
法
の
適
不
適
も
文
の
素
材
を
見
な
け
れ
ば
わ
か
ら 

　
鈴
木
喜
代
松
は
、
映
画
を
読
解
以
前
に
視
聴
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
文
字

の
母
体
を
体
験
」
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
読

む
こ
と
を
助
け
る
」
場
合
の
「
直
観
物
」
と
は
、
文
字
指
導
の
補
助
を
目
的
と

し
た
映
画
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
児
童
が
文
章
中
の
「
語
と
表
現

法
」
を
学
ぶ
た
め
に
は
「
素
材
」
を
見
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
の
「
素

材
」
を
児
童
に
見
せ
る
た
め
の
媒
体
こ
そ
が
「
映
画
」
で
あ
っ
た
。

４
の
２
　
読
解
の
補
助

　
も
う
一
つ
は
、
読
解
の
補
助
を
目
的
と
し
た
映
画
の
利
用
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
鈴
木
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
従
来
は
か
ゝ
る
場
合
に
写
真
、
絵
図
、
標
本
、
模
型
、
実
物
な
ど
を
示
し

て
想
像
を
助
け
よ
う
と
し
て
ゐ
た
。
菅
笠
一
つ
を
遥
拝
さ
せ
て
「
此
の
菅
笠

か
う
い
ふ
風
に
か
ぶ
つ
て
麦
を
か
う
い
ふ
風
に
つ
か
ん
で
打
台
に
打
つ
ん
で

す
ね
…
…
わ
か
り
ま
し
た
か
…
…
え
ゝ
」
と
い
ふ
具
合
に
読
方
が
行
は
れ
て

ゐ
た
。
又
新
教
育
者
の
読
方
で
は
実
物
蒐
集
が
賞
揚
さ
れ
、
桜
の
一
枝
か
ら

ミ
ノ
、
カ
ラ
カ
サ
に
至
る
ま
で
が
学
校
に
た
用
意
さ
れ
た
が
、
そ
の
討
論
式

な
い
。

（
注
　
）
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の
読
方
は
、
内
容
を
木
葉
微
塵
に
し
な
け
れ
ば
止
ま
ず
、
然
も
討
論
式
の
読

方
は
内
容
の
中
心
を
超
越
し
た
り
、
素
材
を
知
ら
な
い
が
故
の
討
論
な
ど
が

教
室
を
賑
は
す
様
な
こ
と
さ
へ
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
さ
う
し
て
文

を
通
し
て
描
か
れ
た
鑑
賞
段
階
の
絵
は
噴
飯
的
価
値
し
か
持
つ
て
ゐ
な
か
つ

た
で
は
な
い
か
。
映
画
に
よ
る
読
方
で
は
想
像
を
止
め
て
文
の
素
材
を
経
験

さ
せ
よ
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
文
の
素
材
に
直
面
し
た
作
者
の
位
置
に
子
供

を
置
か
う
と
い
ふ
の
で 

　
鈴
木
喜
代
松
は
、
国
語
教
育
に
お
け
る
映
画
利
用
の
目
的
に
つ
い
て
「
全
国

一
定
の
読
本
を
用
ひ
、
経
験
の
貧
し
い
児
童
を
相
手
と
す
る
読
方
教
育
に
於
て
」

「
文
の
素
材
に
直
面
し
た
作
者
の
位
置
に
子
供
を
置
か
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。」

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
文
章
の
読
者
と
し
て
の
子
供
を
「
作
者
の
位
置
」
に

立
た
せ
、「
文
の
素
材
」
に
迫
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
文

の
素
材
」
に
よ
っ
て
知
識
や
経
験
の
不
足
を
補
い
、
読
方
指
導
に
活
か
そ
う
と

す
る
目
的
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
引
用
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
文
章

読
解
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
化
を
児
童
が
円
滑
に
行
な
い
に
く
い
場
合
、
ま
ず
、
映

画
を
読
み
の
対
象
に
据
え
、「
読
方
を
体
験
」
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
メ
ー
ジ

化
の
体
験
を
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
、「
読
ん
だ
こ
と
を
助
け
る
」
目
的
が
あ
る
た
め
、
映
画
を
見
る
タ

イ
ミ
ン
グ
は
学
習
の
最
後
に
く
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
際
注
目
す
べ
き
は
、
教

科
書
自
体
が
読
み
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
場
合
と
、
映
画
自
体
が
読
み
の
対
象

に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
映
画
自
体
が
読
み
の
対
象

に
な
っ
て
る
場
合
に
つ
い
て
西
尾
実
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

あ
る
。

（
注
　
）
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映
画
に
よ
る
日
常
の
経
験
と
の
時
間
的
条
件
の
変
更
に
よ
っ
て
、
植
物
が
真

に
「
い
き
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
直
観
さ
せ
ら
れ
る
驚
異
に
は
、
十
分
に
芸

術
美
の
発
現
が
感
得
せ
ら
れ
る
。
最
近
に
見
た
理
科
映
画
「
蝉
の
一
生
」
に

も
、
記
録
性
す
な
わ
ち
芸
術
性
と
い
っ
て
も
よ
い
画
面
が
い
く
つ
か
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
感
じ
た
。
今
後
、
こ
う
い
う
方
面
を
も
っ
と
意
図
的
に
発
達

さ
せ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
映
画
の
教
育
的
意
義
は
更
に
大
き
い
も
の
が
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
他
の
芸
術
形
体
が
試
み

つ
つ
な
し
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
。
そ
う
い
う
方
面
の
発
達
が
あ

れ
ば
、
文
芸
は
も
と
よ
り
、
国
語
教
育
に
お
い
て
も
、
ど
ん
な
に
大
き
な
刺

激
と
影
響
を
こ
う
む
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
と
期
待
せ
ら
れ
る
。
か

く
て
私
は
、
映
画
の
記
録
性
に
よ
っ
て
直
接
に
理
科
教
育
・
地
理
教
育
そ
の

他
の
進
歩
を
き
た
さ
ん
こ
と
を
願
う
と
共
に
、
映
画
の
芸
術
性
に
よ
る
映
画

教
育
の
独
立
に
よ
っ
て
、
間
接
に
修
身
・
歴
史
・
国
語
・
図
画
等
に
関
す
る

教
育
の
発
展
を
望
む
者
で 

　
西
尾
は
、
映
画
「
蝉
の
一
生
」
に
つ
い
て
、「
記
録
性
す
な
わ
ち
芸
術
性
と

い
っ
て
も
よ
い
画
面
が
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
た
。」
と
述
べ
て

お
り
、
映
画
の
「
記
録
性
」「
芸
術
性
」
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
た
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
教
材
映
画
は
、
国
語
の
学
習
指
導
に
お
い
て
も
、

「
読
方
を
体
験
」
さ
せ
る
た
め
の
目
的
で
使
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

４
の
３
　「
４
」
の
ま
と
め

　
以
上
の
よ
う
な
映
画
の
取
扱
わ
れ
方
は
、
文
章
を
読
む
代
わ
り
に
映
画
に

よ
っ
て
内
容
を
把
握
さ
せ
れ
ば
よ
い
と
か
、
直
観
的
な
理
解
力
を
鍛
え
よ
う
と

あ
る
。

（
注
　
）
３２

か
主
張
し
て
、
文
章
の
読
解
力
を
育
て
る
上
で
の
妨
げ
と
な
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。「
直
観
教
授
」
の
内
実
に
つ
い
て
、
鈴
木
喜
代
松
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

　
元
来
、
読
方
教
育
は
解
釈
学
に
よ
れ
ば
理
念
、
事
象
、
情
調
の
探
究
で
あ

る
。
此
の
限
り
で
は
解
釈
学
も
亦
、
文
字
の
習
錬
を
軽
視
し
た
内
容
主
義
で

あ
る
が
、
従
来
の
読
方
教
育
は
「
内
容
」
と
称
す
る
「
事
象
」
の
想
像
を
最

重
要
事
と
し
て
文
字
や
理
念
や
情
調
の
習
得
を
忘
れ
て
ゐ
た
か
の
観
が
あ
つ

た
。
從
つ
て
「
文
を
読
む
」
こ
と
に
よ
つ
て
「
幼
虫
の
地
中
生
活
」
を
「
十

分
に
想
像
さ
せ
て
」
そ
れ
を
「
映
画
で
」
実
証
し
て
「
尊
い
発
見
」
が
行
は

れ
た
様
に
考
へ
る
人
が
少
く
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
文
字
特
に
象
形
文
字
は
直
観
を
前
提
に
し
て
ゐ
る
。
然
も
「
油
蝉
の
一
生
」

は
直
観
を
基
礎
と
し
て
綴
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
直
観
な
く
し
て
本

文
の
理
解
は
出
来
な
い
し
、
想
像
も
不
確
か
で
あ
る
。
想
像
の
不
確
か
の
た

め
に
想
像
が
多
様
を
極
め
る
の
は
吾
々
の
常
に
経
験
す
る
所
で
あ
る
。（
中

略
）
如
何
に
文
章
が
平
易
で
も
文
字
、
文
章
か
ら
「
幼
虫
の
地
中
生
活
」「
産

卵
の
様
子
」「
脱
皮
の
状
態
」
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
更
に
そ

れ
が
「
尊
い
発
見
」
で
あ
る
と
い
ふ
な
ら
発
見
は
尾
を
巻
い
て
逃
げ
出
す
で

あ 
　
鈴
木
喜
代
松
は
、
映
画
の
直
観
的
理
解
の
機
能
に
つ
い
て
、「
直
観
な
く
し
て

本
文
の
理
解
は
出
来
な
い
し
、
想
像
も
不
確
か
で
あ
る
。」
と
述
べ
、「
本
文
の

理
解
」
に
「
直
観
教
授
」
に
よ
る
補
助
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
具
体
的
に
映
画
「
蝉
の
一
生
」
を
と
り
あ
げ
、「
映
画
を
一
見
す
れ
ば

ら
う
。

（
注
　
）
３３
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わ
か
る
こ
と
を
見
せ
ず
に
お
い
て
」「「
幼
虫
生
活
」
も
「
産
卵
」
も
「
脱
皮
」

も
そ
れ
を
知
ら
な
い
者
の
想
像
と
知
つ
て
ゐ
る
者
の
想
像
と
何
れ
が
真
実
に
近

い
の
だ
ら
う
か
。」
と
し
、「
直
観
」
に
よ
っ
て
「
本
文
の
理
解
」
が
確
か
な
も

の
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
に
つ
い
て
、
石
山
脩
平
は
次
の

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
映
画
が
実
物
の
代
わ
り
に
用
ひ
ら
れ
る
場
合
に
、
映
画
を
通
じ
て
実
物
を

学
習
す
る
の
は
、
想
像
的
直
観
作
用
で
あ
る
。
即
ち
画
面
を
手
掛
か
り
と
し

て
、
想
像
に
よ
つ
て
実
物
を
彷
彿
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
想
像
は
記
録
が

素
材
と
な
つ
て
居
り
、
記
憶
は
感
覚
的
直
観
が
出
発
点
と
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
、

結
局
想
像
的
直
観
は
何
ら
か
の
感
覚
的
直
観
を
素
材
と
し
て
行
は
れ
る
こ
と

に
な
る
。
即
ち
児
童
自
身
が
何
故
か
で
何
か
の
実
物
を
直
観
し
、
そ
れ
を
記

憶
し
て
お
り
、
そ
の
記
録
を
素
材
と
し
て
映
画
面
に
つ
れ
ら
れ
て
、
或
る
想

像
的
直
観
を
構
成
し
、
そ
れ
を
映
画
面
に
置
換
へ
る
の
で
あ
る
。

　
石
山
脩
平
は
「
感
覚
的
直
観
が
出
発
点
と
な
っ
」
た
結
果
、「
想
像
的
直
観
」

が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
時
言
わ
れ
て
い
た
、

文
章
を
読
ん
で
イ
メ
ー
ジ
化
を
図
る
「
直
観
」
段
階
の
前
に
、
石
山
脩
平
は

「
感
覚
的
直
観
」
の
段
階
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
映
画
が
、

文
字
や
読
解
の
補
助
を
目
的
と
し
て
用
い
ら
れ
た
背
景
に
は
、「
直
観
」
に
訴
え

る
こ
と
に
よ
り
、「
読
方
を
体
験
」
し
、
よ
り
深
い
読
解
を
目
指
そ
う
と
し
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

５
　
結
　
　
語

　
本
稿
で
は
、
視
覚
的
な
メ
デ
ィ
ア
教
育
の
実
践
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
し
か

し
、
視
覚
的
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
は
、
国
語
教
育
学
研
究
に
お
い
て
常
に
否
定

的
視
点
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
１
９
３
０
年
代
前
半
に
お
い

て
は
、
視
覚
的
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
議
論
は
そ
れ
ほ
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、

後
半
で
は
視
覚
的
メ
デ
ィ
ア
を
排
除
す
る
姿
勢
が
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
。

　
た
と
え
ば
、
西
尾
実
は
、
１
９
３
８
年
に
発
表
し
た
「
映
画
と
国
語
教
育
」

と
い
う
論
文
の
な
か
で
、「
読
本
の
文
を
そ
の
ま
ま
映
画
に
し
た
よ
う
な
、
い
わ

ば
文
の
複
製
に
す
ぎ
な
い
映
画
を
用
い
て
読
方
を
学
習
さ
せ
よ
う
と
し
た
り
、

ま
た
、
そ
う
い
う
映
画
を
用
い
る
意
義
を
、
文
で
読
ま
せ
る
よ
り
も
い
っ
そ
う

直
接
で
明
確
な
理
解
が
得
ら
れ
る
と
か
、
文
そ
の
も
の
よ
り
も
児
童
の
興
味
を

喚
起
す
る
こ
と
が
著
し
い
と
か
い
う
こ
と
に
見
出
し
て
い
る
類
の
国
語
学
習
指

導
は
、
既
に
教
育
界
に
根
絶
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
問
題
の
外
に
置
く
。」
と
述

べ
、
映
画
を
国
語
の
領
域
の
「
外
に
置
く
」
と
い
う
明
確
な
見
解
を
示
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、「
目
に
見
る
文
字
な
る
も
の
は
、
耳
に
聴
く
言
語
の
表
徴
で
あ
っ

て
、
聴
覚
映
像
と
し
て
の
言
語
表
象
の
外
で
は
あ
り
得 

し
、「
映
像
」

を
初
め
と
す
る
視
覚
的
メ
デ
ィ
ア
は
、
国
語
の
領
域
で
は
な
い
と
い
う
立
場
を

と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
国
語
教
育
は
映
画
と
そ
の
領
域
を
異
に
し
た
営
為
で

あ
る
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。」
と
国
語
教
育
で
の
立
場
を
明
瞭
に
示
し
て
い

る
。
映
画
教
育
雑
誌
『
教
材
映
画
』
に
載
せ
ら
れ
た
論
考
に
示
さ
れ
た
こ
の
視

点
は
、
そ
の
後
の
国
語
教
育
が
視
覚
的
メ
デ
ィ
ア
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
っ

た
の
か
と
い
う
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
見
過
ご
す
わ
け

な
い
。」
と

（
注
　
）
３４

―　　―２８



に
は
い
か
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
探
究
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注１
　
古
賀
勝
利
（
２
０
０
２
）「
放
送
・
通
信
の
利
用
と
教
育
」［
全
国
大
学
国

語
教
育
学
会
『
国
語
科
教
育
学
研
究
の
成
果
と
展
望
』
明
治
図
書
］p.
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２ 
中
村
敦
雄
（
２
０
０
４
）「
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
」［
田
近
殉
一
・
井
上

尚
美
【
編
】『
国
語
教
育
指
導
用
語
辞
典
』
教
育
出
版p.
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］

３
　
国
語
教
育
学
に
お
い
て
は
、
松
山
雅
子
が
１
９
９
０
年
代
か
ら
イ
ギ
リ
ス

の
国
語
教
育
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
の
内
容
を
紹
介
・
検

討
し
て
き
た
。
松
山
の
研
究
を
承
け
な
が
ら
羽
田
潤
は
「
動
画
リ
テ
ラ
シ
ー
」

指
導
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
展
開
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
中
村
敦

雄
・
中
村
純
子
・
奥
泉
香
ら
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
州

で
展
開
さ
れ
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
の
実
際
を
詳
し
く
報
告

し
て
い
る
。

４
　
斎
藤
俊
則
に
よ
る
と
、「
メ
デ
ィ
ア
」
の
定
義
は
「
メ
デ
ィ
ア
（m

edia
 
    
）

と
い
う
言
葉
は
「
二
つ
の
も
の
を
媒
介
す
る
も
の
」
と
い
っ
た
意
味
を
も
つ
、

英
語
の
名
詞
供m

edium

 
     

僑
の
複
数
形
に
由
来
し
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
メ
デ
ィ

ア
と
い
う
言
葉
の
も
っ
と
も
本
質
的
な
意
味
は
何
ら
か
の
理
由
で
隔
た
り
あ

る
二
つ
の
も
の
の
間
に
立
ち
、
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
る
な
に
か
と
表
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。」
と
さ
れ
て
い
る
。
斎
藤
俊
則
（
２
０
０
２
）『
メ
デ
ィ
ア
・

リ
テ
ラ
シ
ー
』
共
立
出
版p.

 
  5  

５
　
市
川
真
文
は
、「
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
と
教
育
の
研
究
史
」
の
な
か
で
「
メ

デ
ィ
ア
は
技
術
の
進
展
と
か
か
わ
り
が
深
い
。」「
授
業
改
善
の
契
機
に
な
り

う
る
機
器
」
と
し
て
い
る
。
市
川
真
文
（
２
０
０
２
）「
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
と

教
育
の
研
究
史
」［
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
『
国
語
科
教
育
学
研
究
の
成
果

と
展
望
』
明
治
図
書
］p.
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６
　
リ
テ
ラ
シ
ー
の
変
遷
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
教
育
を
捉
え
て
い
る
研
究
に
は
、

中
村
敦
雄
（
２
０
０
１
）『
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
育
て
る
国
語
の
授
業

明
治
図
書
』、
井
上
尚
美
（
２
０
０
５
）「
国
語
科
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
教
育
」

［
児
童
言
語
研
究
会
【
編
著
】『
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
伸
ば
す
国
語
の

授
業
　
小
学
校
編
』
一
光
社
］、
渡
辺
通
子
（
２
０
０
８
）『
月
刊
国
語
教
育

　
国
語
科
指
導
開
発
事
典
』
明
治
図
書p.2

 
   0  –  21   

な
ど
が
あ
る
。

７
　
メ
デ
ィ
ア
の
も
つ
特
殊
事
情
に
関
し
て
は
、
瀧
口
美
絵
（
２
０
０
９
予
定
、

印
刷
中
）「
現
代
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
教
育
の
展
開
と
課
題
」『
広
島
大
学
大

学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
で
詳
し
く
述
べ
た
。

８
　
瀧
口
美
絵
（
２
０
０
８
）「
国
語
科
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
教

育
の
課
題
―
戦
後
視
聴
覚
教
育
史
の
検
討
を
手
が
か
り
と
し
て
―
」『
国
語
教

育
研
究
』
第
　
号
で
は
、
日
本
で
は
明
治
よ
り
直
観
教
授
の
教
育
思
潮
が
み

４９

ら
れ
、
メ
デ
ィ
ア
教
育
観
の
変
遷
に
大
き
く
関
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
述

べ
た
。
と
り
わ
け
、
１
９
３
０
年
代
は
、
国
語
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
教

育
思
潮
が
見
ら
れ
る
。

９
　
教
育
制
度
は
、
１
９
１
７
（
大
正
６
）
年
か
ら
１
９
３
６
（
昭
和
　
）
年

１１

に
か
け
て
行
わ
れ
た
「
教
育
拡
充
の
た
め
の
諸
方
策
」
の
展
開
に
よ
っ
て
充

実
し
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
文
部
省
（
１
９
８
１
）『
学
制
百
年
史
』
に
説

明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
青
地
忠
三
・
小
路
玉
一
（
１
９
２
５
）「
モ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ク
チ
ュ
ア
・
イ

１０
ン
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」『
フ
ィ
ル
ム
通
信
』［
再
録
：
稲
田
達
雄p.
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］

　
　
石
山
脩
平
（
１
９
３
７
）「
近
代
近
代
教
育
思
潮
と
映
画
教
育
」『
十
六
ミ

１１

―　　―２９



リ
映
画
教
育
』p.2

 
   2  

　
　
工
藤
政
喜
（
１
９
３
８
）「
全
九
州
映
画
教
育
研
究
大
会
に
お
け
る
研
究
発

１２
表
」
一
六
ミ
リ
映
画
教
育

　
　
鈴
木
喜
代
松
（
１
９
４
１
）『
映
画
教
育
論
』
四
海
書
房

１３　
　
甲
斐
睦
朗
（
２
０
０
４
）「
通
読
」［
田
近
殉
一
・
井
上
尚
美
【
編
】『
国
語

１４
教
育
指
導
用
語
辞
典
』
教
育
出
版p.78

 
    
］

　
　
鈴
木
喜
代
松
　（
１
９
３
５
） 「
体
験
に
基
づ
く
映
画
教
育
」
十
六
ミ
リ
映

１５
画
教
育
［
再
録
：『
映
画
教
育
論
』（
１
９
４
１
）
四
海
書
房p.8

 
   
］

　
　
稲
田
達
雄
『
映
画
教
育
運
動
三
十
年
』
日
本
映
画
教
育
協
会p.5

 
   1  

１６　
　
西
川
幸
次
郎
（
１
９
３
２
）「
昭
和
七
年
の
活
映
教
育
会
に
望
む
」『
映
画

１７
教
育
』
２
月
号
［
再
録
：
鈴
木
喜
代
松
（
１
９
４
１
）p.

 
  155

   

　
　
鈴
木
喜
代
松
（
１
９
４
１
）p.

    157

   

１８　
　
第
３
期
国
定
教
科
書
『
尋
常
小
学
読
本
』
を
指
す
。

１９　
　
第
４
期
国
定
教
科
書
『
小
学
国
語
読
本
』
を
指
す
。

２０　
　
東
京
国
立
近
代
美
術
館
フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー
「
フ
ィ
ル
ム
は
記
録
す
る

２１
　
：
日
本
の
文
化
・
記
録
映
画
作
家
た
ち
」

’９７

http://w
w
w
.m
om
at.go.jp/FC

/N
FC
_C
alend

        
 
 
  
  
           
  
  
  
     ar/sakuhin.1997.2-3.htm

                       

l  

　
　
山
形
国
際
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
祭
　
「
日
本
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映

２２

’８９

画
の
黎
明 
」http://w
w
w
.yidff.jp/89/89list.htm

 
       
 
 
                       

l  

　
　
細
谷
俊
夫
（
１
９
３
５
）、
鈴
木
喜
代
松
（
１
９
３
６
）「
蝉
の
一
生
と
授

２３
業
形
態
」、
配
島
央
二
（
１
９
３
６
）「
諸
権
威
の
見
た
「
蝉
の
一
生
」
西
田

敏
（
１
９
３
８
）「
油
蝉
の
一
生
に
つ
い
て
」

　
　
鈴
木
喜
代
松
（
１
９
４
１
）p.

 
  377

   

２４　
　
田
中
純
一
郎
（
１
９
７
９
）「
十
字
屋
映
画
部
と
理
科
教
育
体
系
」『
日
本

２５

教
育
映
画
発
達
史
』
蝸
牛
社p.82

 
    

に
は
、「
十
字
屋
が
系
統
的
な
教
材
映
画

の
制
作
に
着
手
し
た
の
は
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
で
、
制
作
指
導
に
は

太
田
仁
吉
（
東
京
市
赤
羽
小
学
校
訓
導
）
が
当
り
、
撮
影
は
鈴
木
喜
代
治
、

そ
の
他
が
担
当
し
た
。（
中
略
）
富
士
山
麓
の
暑
い
梨
畑
で
「
蝉
の
一
生
」
の

撮
影
に
、
日
夜
、
寝
食
を
共
に
し
、
一
仕
事
終
わ
っ
て
好
物
の
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
に
、
一
同
苦
労
を
忘
れ
る
ひ
と
と
き
も
あ
っ
た
と
か
。
太
田
以
下
ス
タ
ッ

フ
の
目
標
は
、
第
一
に
自
然
界
を
よ
く
み
つ
め
、
真
な
る
も
の
、
現
実
的
な

も
の
を
カ
メ
ラ
を
通
し
て
刻
明
に
表
現
す
る
そ
の
至
純
な
根
本
精
神
を
つ
ら

ぬ
く
こ
と
で
あ
っ
た
。」
と
あ
る
。

　
　
鈴
木
喜
代
松
（
１
９
４
１
）p  p  .   377

   –  378.

    

２６　
　
鈴
木
喜
代
松
（
１
９
４
１
）p.

 
  378

   

２７　
　
鈴
木
喜
代
松
（
１
９
４
１
）pp.

 
   378

   –  381.

    

２８　
　
鈴
木
喜
代
松
（
１
９
４
１
）p  p.    279

   –  280.

    

２９　
　
鈴
木
喜
代
松
（
１
９
３
５
）pp.

 
   228

   –  229.

    

３０　
　
鈴
木
喜
代
松
（
１
９
４
１
）p.

 
  226

   

３１　
　
西
尾
実
（
１
９
３
８
）「
映
画
と
国
語
教
育
」『
教
材
映
画
』
十
六
ミ
リ
映

３２
画
教
育
協
会p.1

 
   0  

　
　
鈴
木
喜
代
松
（
１
９
４
１
）p  p  .   279

   –  280.

    

３３　
　
西
尾
実
（
１
９
３
８
）「
映
画
と
国
語
教
育
」『
教
材
映
画
』
十
六
ミ
リ
映

３４
画
教
育
協
会p.
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