
は
　
じ
　
め
　
に

　
高
校
の
国
語
で
、
説
明
的
文
章
教
材
に
含
ま
れ
る
文
章
の
多
く
は
、
評
論
文

と
論
説
文
で
あ
る
。
評
論
文
や
論
説
文
は
、
あ
る
話
題
に
つ
い
て
、
書
き
手
が

自
身
の
立
場
か
ら
見
て
と
ら
え
て
、
筋
の
通
る
考
え
方
で
考
え
や
判
断
を
導
き
、

そ
の
考
え
を
読
み
手
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
文
章
で
あ
る
。
読
み
手
は
、
自

身
が
関
心
や
問
題
意
識
を
持
つ
話
題
に
つ
い
て
、
そ
の
書
き
手
が
ど
の
よ
う
な

考
え
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
知
る
た
め
に
、
ま
た
、
そ
れ
ら
知
っ
た
こ
と
を
も

と
に
自
ら
の
考
え
を
広
げ
深
め
る
た
め
に
読
む
。
我
々
が
評
論
文
や
論
説
文
を

読
む
の
は
、
自
分
が
関
心
や
問
題
意
識
を
持
つ
話
題
に
つ
い
て
、
書
き
手
が
自

分
と
は
異
な
っ
た
立
場
か
ら
見
て
と
ら
え
、
異
な
っ
た
考
え
を
持
つ
、
そ
の
異

な
り
が
自
分
を
ゆ
さ
ぶ
り
考
え
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
考
え
を
広
げ
深
め
さ
せ
る

か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
評
論
文
や
論
説
文
を
読
む
こ
と
は
、
あ
る
話
題
に
つ

い
て
様
々
に
考
え
る
行
為
と
、
切
り
離
す
こ
と
が
難
し
い
。

　
教
科
書
に
載
せ
ら
れ
た
状
態
で
評
論
文
や
論
説
文
を
見
る
と
、
あ
る
話
題
に

つ
い
て
様
々
に
考
え
る
行
為
の
中
に
評
論
文
や
論
説
文
が
位
置
づ
い
て
い
る
こ

と
に
は
、
気
づ
き
に
く
い
。
し
か
し
、
学
校
の
授
業
で
、
説
明
的
文
章
教
材
と

し
て
評
論
文
や
論
説
文
を
扱
う
場
合
に
も
、
こ
の
在
り
よ
う
を
踏
ま
え
た
上
で

扱
い
た
い
。
も
し
、
評
論
文
や
論
説
文
を
読
む
こ
と
に
の
み
焦
点
化
し
た
授
業

を
し
て
、
あ
る
話
題
に
つ
い
て
様
々
に
考
え
る
と
い
う
点
を
軽
視
し
た
な
ら
、

そ
れ
は
評
論
文
や
論
説
文
を
読
む
意
味
や
楽
し
み
を
軽
視
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。

　
私
は
説
明
的
文
章
を
読
む
授
業
で
は
、
読
む
こ
と
を
取
り
巻
く
こ
と
と
し
て
、

次
の
四
点
を
踏
ま
え
た
授
業
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
一
つ
め
に
、
話
題
を
設
定
す
る
こ
と
。
こ
の
話
題
は
、
教
師
が
学
習
者
に
ぜ

ひ
考
え
て
も
ら
い
た
い
こ
と
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
関
心
を
持
つ
こ
と
と
す
る
。

話
題
に
つ
い
て
様
々
に
考
え
る
行
為
の
中
に
説
明
的
文
章
は
位
置
づ
く
の
だ
か

ら
、
単
元
を
通
じ
て
考
え
る
、
そ
の
話
題
が
必
要
で
あ
る
。

　
二
つ
め
に
、
学
習
者
を
ゆ
さ
ぶ
り
、
考
え
さ
せ
る
文
章
を
教
材
と
す
る
こ
と
。

そ
の
た
め
に
は
、
彼
ら
の
考
え
と
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
考
え
を
論
じ
て
い
る
、

彼
ら
の
着
目
す
る
で
あ
ろ
う
面
と
は
異
な
る
面
に
着
目
し
て
い
る
と
い
っ
た
文

―　　―９１

【
第
　
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
　
研
究
協
議
】
２

４９

高
等
学
校
に
お
け
る
説
明
的
文
章
教
材
の
学
習
指
導

―
―
単
元
「
こ
と
ば
と
我
々
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
る
」
を
中
心
に
―
―

重
　
永
　
和
　
馬



章
を
、
教
材
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
三
つ
め
に
、
複
数
の
文
章
を
教
材
と
し
て
扱
う
こ
と
。
異
な
っ
た
書
き
手
に

よ
る
文
章
と
接
す
る
こ
と
は
、
話
題
に
つ
い
て
の
様
々
な
考
え
、
考
え
方
や
見

方
と
接
す
る
こ
と
で
あ
り
、
話
題
に
つ
い
て
の
考
え
、
考
え
方
や
見
方
を
広
げ

深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

　
四
つ
め
に
、
考
え
を
文
章
に
書
き
、
学
習
者
ど
う
し
の
考
え
の
交
流
を
す
る

こ
と
。
教
材
と
学
習
者
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
ど
う
し
に
も
、
話
題
に
つ
い
て

の
考
え
、
考
え
方
や
見
方
の
違
い
が
あ
る
。
表
現
活
動
と
そ
の
交
流
を
通
じ
て
、

こ
の
よ
う
な
違
い
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
は
、
自
ら
を
ゆ
さ
ぶ
る
こ
と
と
な
り
、

話
題
に
つ
い
て
よ
り
深
く
考
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
さ
ら
に
、
書
く
に
あ

た
っ
て
、
教
材
を
よ
り
深
く
読
み
直
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

　
ま
た
、
説
明
的
文
章
を
読
む
こ
と
そ
の
も
の
と
し
て
、
次
の
二
点
を
踏
ま
え

た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
一
つ
め
に
、
話
題
に
つ
い
て
の
書
き
手
の
考
え
を
読
む
こ
と
。
説
明
的
文
章

の
読
み
は
考
え
る
行
為
の
中
に
位
置
づ
く
の
だ
か
ら
、
書
き
手
が
ど
う
考
え
て

い
る
の
か
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
二
つ
め
に
、
そ
の
考
え
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
で
導
か
れ
て
い
る
の
か
を
読

む
こ
と
。
説
明
的
文
章
の
書
き
手
は
、
納
得
を
得
る
た
め
に
筋
の
通
っ
た
考
え

方
で
考
え
を
導
く
。
考
え
を
読
む
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
ど
う
導
い
て
い
る
の

か
、
考
え
方
に
つ
い
て
も
読
む
必
要
が
あ
る
。

　
私
は
、
こ
の
春
か
ら
、
高
校
一
年
生
の
国
語
総
合
（
現
代
文
と
漢
文
）
を
担

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
次
に
述
べ
る
の
は
、
以
上
に
述
べ
た
諸
点
を
踏
ま
え

つ
つ
、
４
月
当
初
か
ら
５
月
半
ば
ま
で
に
実
践
し
た
授
業
に
つ
い
て
で
あ
る
。

１
　
授
業
の
概
要

■
１
　
単
元
設
定
の
理
由

　
高
校
一
年
生
の
一
学
期
、
学
習
者
は
三
年
間
の
高
校
生
活
の
入
口
に
立
つ
。

こ
れ
か
ら
三
年
間
に
わ
た
っ
て
高
校
の
国
語
を
学
ぶ
入
口
で
も
あ
る
。

　
国
語
は
、
こ
と
ば
と
強
く
関
わ
る
教
科
で
あ
る
。
こ
と
ば
は
常
に
我
々
と
関

わ
り
を
持
つ
。
そ
の
た
め
、
逆
に
、
こ
と
ば
に
つ
い
て
落
ち
着
い
て
考
え
る
こ

と
は
ま
ず
な
い
。
国
語
の
授
業
に
お
い
て
も
、
こ
と
ば
と
我
々
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。

　
高
校
の
国
語
の
入
口
と
い
う
場
に
立
つ
学
習
者
に
、
こ
と
ば
と
我
々
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
い
。
彼
ら
の
多
く
は
、
こ
と
ば
は
他
者
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
際
に
用
い
る
も
の
、
文
章
を
読
む
と
き
に
関
わ
る
も
の
な
ど
、

こ
と
ば
は
自
ら
の
外
に
存
在
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、
こ
と
ば
は
認
識
や
思
考
と
も
関
わ
る
。
こ
の
よ
う
な
我
々
の
内

に
存
在
す
る
こ
と
ば
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
考
え
た
こ
と
の
あ
る

学
習
者
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
の
在
り
よ
う
を
知

る
こ
と
は
、
彼
ら
既
有
の
こ
と
ば
観
を
ゆ
さ
ぶ
り
、
こ
と
ば
と
我
々
と
の
か
か

わ
り
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
さ
ら
に
、
こ
と
ば
が

自
身
の
存
在
の
根
底
と
関
わ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
は
、
受
験
勉
強
を
通
じ
て
、

形
式
上
の
操
作
に
慣
れ
る
こ
と
が
国
語
の
学
習
で
あ
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
、

彼
ら
の
国
語
授
業
観
を
見
直
さ
せ
る
こ
と
に
も
結
び
つ
く
。

　
こ
と
ば
を
認
識
や
思
考
と
の
関
わ
り
の
面
か
ら
と
ら
え
て
、
こ
と
ば
と
我
々

と
の
関
わ
り
を
論
じ
て
い
る
説
明
的
文
章
を
読
み
つ
つ
、
考
え
て
い
く
単
元
を

―　　―９２



設
定
し
た
い
。

■
２
　
単
元
の
目
標

臼
認
識
や
思
考
と
こ
と
ば
が
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
を
知
る
。
そ
の
こ
と
を
通
じ

て
、
こ
と
ば
と
我
々
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
関
心
を
持
ち
、
改
め
て
考
え
る
。

渦
書
き
手
の
考
え
と
、
そ
の
考
え
を
導
く
考
え
方
に
注
目
し
つ
つ
、
説
明
的
文

章
を
読
む
。

■
３
　
教
　
　
材

　
本
単
元
で
は
、
こ
と
ば
と
人
間
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
説
明
的

文
章
二
編
を
扱
っ
た
。

　
野
元
菊
雄
「
言
語
は
色
眼
鏡
で

は
、
人
は
世
界
を
言
語
に
よ
っ
て
認

識
す
る
こ
と
、
多
く
の
言
語
を
知
る
こ
と
は
寛
容
の
精
神
を
身
に
つ
け
る
こ
と

に
な
る
こ
と
な
ど
を
論
じ
る
。
論
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
具
体
例
を
多
く
用
い

て
お
り
、
分
か
り
や
す
い
文
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
野
元
は
、
言
語
が
認
識
と
関

わ
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
経
験
の
な
い
読
み
手
を
想
定
し
て
、
論
を
述
べ
て

い
る
。
こ
の
読
み
手
と
学
習
者
と
は
重
な
る
。
本
文
章
は
学
習
者
の
現
状
に
即

し
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
に
訴
え
る
力
を
持
つ
も
の
だ
と
考
え
る
。

　
丸
山
圭
三
郎
「
言
語
と

は
、
未
分
化
の
世
界
を
分
節
し
事
物
を
認
識

す
る
た
め
に
働
く
言
語
と
、
予
め
分
節
さ
れ
て
い
る
事
物
の
名
づ
け
に
働
く
言

語
と
い
う
、
言
語
の
働
き
の
二
側
面
を
対
比
的
に
論
じ
る
。
こ
の
う
ち
、
丸
山

は
前
者
の
働
き
に
注
目
し
、
言
語
は
人
間
の
認
識
や
思
考
と
関
わ
る
の
だ
か
ら
、

人
間
の
生
み
出
し
た
諸
物
・
文
化
の
根
底
に
は
言
語
の
存
在
が
あ
る
こ
と
を
述

べ
る
。
本
文
章
は
、
認
識
と
関
わ
る
こ
と
ば
に
つ
い
て
論
じ
る
点
で
「
言
語
は

あ
る
」

（
注
１
）

記
号
」

（
注
２
）

色
眼
鏡
で
あ
る
」
と
重
な
り
、
人
間
の
営
み
の
根
底
に
こ
と
ば
が
存
在
す
る
こ

と
を
論
じ
る
点
で
発
展
で
あ
る
。
こ
こ
で
丸
山
が
自
説
と
対
比
的
に
論
じ
る
、

予
め
分
節
さ
れ
て
い
る
事
物
の
名
づ
け
の
た
め
に
言
語
は
存
在
す
る
と
い
う
考

え
は
、
学
習
者
の
考
え
と
重
な
る
。
学
習
者
の
考
え
と
は
異
な
る
考
え
が
、
そ

れ
と
対
比
し
つ
つ
述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
彼
ら
に
訴
え
る
力
を
持
つ
文
章
だ

と
考
え
る
。

　
こ
と
ば
と
我
々
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
、「
言
語
は
色
眼
鏡

で
あ
る
」
と
「
言
語
と
記
号
」
と
は
、
学
習
者
に
訴
え
る
力
を
持
つ
文
章
で
あ

り
、
彼
ら
を
ゆ
さ
ぶ
る
こ
と
の
で
き
る
文
章
で
あ
る
。
本
単
元
の
教
材
と
し
て

適
切
な
文
章
だ
と
考
え
る
。

■
４
　
単
元
の
展
開

　
単
元
は
次
の
よ
う
に
展
開
し
た
。
全
６
ま
た
は
７
時
間
ほ
ど
で
あ
る
。

１
次
　〈
導
入
〉（
１
時
間
）

　
我
々
と
こ
と
ば
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
考
え
を
書
く
。　

２
次
　〈
展
開
〉（
４
ま
た
は
５
時
間
）

　
意
見
の
交
流
を
す
る
。「
言
語
は
色
眼
鏡
で
あ
る
」
を
読
む
。
そ
の
上
で
、

我
々
と
こ
と
ば
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
を
書
く
。
意
見
の
交
流
を
す
る
。

「
言
語
と
記
号
」
を
読
む
。
そ
の
上
で
、
我
々
と
こ
と
ば
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

考
え
を
書
く
。

３
次
　〈
ま
と
め
〉（
１
時
間
）

―　　―９３



　
意
見
の
交
流
を
す
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
。

２
　
授
業
の
実
際

■
１
　
１
　
　
次
　

　
こ
こ
で
は
、
こ
と
ば
と
我
々
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
説
明
的
文
章
を
読
む

前
の
、
現
在
の
自
身
の
考
え
を
書
き
、
明
確
に
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
単
元
の
話

題
を
意
識
さ
せ
る
た
め
だ
け
に
行
う
の
で
は
な
い
。
説
明
的
文
章
を
読
む
こ
と

を
通
じ
て
、
書
き
手
の
考
え
と
自
ら
の
考
え
と
を
比
較
し
、
双
方
を
評
価
し
考

え
る
こ
と
に
つ
な
げ
る
た
め
に
行
っ
た
。
次
に
、
学
習
者
が
書
い
た
文
章
を
分

類
し
、
引
用

人
と
人
と
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る

　
こ
と
ば
と
関
わ
る
と
き
、
そ
れ
は
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
と
き

で
す
。
／
な
ぜ
な
ら
、
こ
と
ば
は
一
人
で
は
使
え
ま
せ
ん
。〔
中
略
〕
／
集
団

で
生
活
す
る
人
間
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
と
ば
が
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
た
め
に
関
わ
っ
て
く
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。（
Ａ
君
）

　
人
間
は
、
人
間
と
関
わ
る
と
同
時
に
こ
と
ば
と
関
わ
る
。
こ
と
ば
の
一
番

の
働
き
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
道
具
と
い
う
点
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
番
の
道
具
は
こ
と
ば
で
は
な
い
と
思
う
。

こ
と
ば
は
人
間
に
よ
り
作
り
出
さ
れ
、
使
わ
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
自
分
の
考
え

と
は
違
う
こ
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
う
そ
を
伝
え
ら
れ
る
こ
と
だ
っ
て
多
く
あ
る
。

だ
か
ら
、
こ
と
ば
は
薄
っ
ぺ
ら
い
と
思
う
。（
Ｂ
さ
ん
）

す
る
。

（
注
３
）

思
考
す
る
・
考
え
を
整
理
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る

　
私
は
、
自
分
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
時
、
何
か
感
動
し
た
り
、
不
満
が

あ
っ
た
り
、
感
情
が
大
き
く
波
立
っ
た
時
、
書
き
た
い
と
い
う
衝
動
に
突
き

動
か
さ
れ
、
何
枚
も
の
紙
に
自
分
の
思
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
ま
ま
を
書
き

な
ぐ
る
こ
と
が
あ
る
。
ふ
と
、
気
づ
く
と
２
時
間
以
上
、
書
い
て
い
た
り
す

る
。
別
に
誰
か
に
強
制
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
…
。
／
で
も
、
そ
ん
な

時
は
、
必
ず
、
書
い
た
後
は
気
持
ち
が
す
っ
き
り
し
、
自
分
の
中
で
も
考
え

が
整
理
さ
れ
、
何
ら
か
の
形
の
あ
る
答
え
が
で
き
あ
が
る
。
私
は
、
人
間
は
、

書
い
て
あ
る
の
を
読
む
だ
け
で
な
く
、
書
く
こ
と
で
も
大
き
な
何
か
を
得
て

い
る
と
思
う
。（
Ｃ
さ
ん
）

学
習
者
の
大
半
が
、
Ａ
・
Ｂ
の
よ
う
に
、
人
と
人
と
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

す
る
際
に
働
く
も
の
と
し
て
こ
と
ば
を
と
ら
え
て
い
た
。
Ｂ
は
こ
と
ば
を
「
薄
っ

ぺ
ら
い
」
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
も
の

と
と
ら
え
て
い
る
点
で
は
、
Ａ
と
同
様
で
あ
る
。
Ｃ
の
よ
う
に
、
思
考
す
る
・

考
え
を
整
理
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
こ
と
ば
を
と
ら
え
る
者
は
、
少
数
で
あ
っ

た
。

■
２  
２
　
　
次
　

　
ま
ず
、
意
見
の
交
流
と
問
い
か
け
を
行
っ
た
。
学
習
者
の
書
い
た
文
章
を
分

類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
代
表
的
な
文
章
を
い
く
つ
か
集
め
、
プ
リ
ン
ト
に
し
て
配
り
、

皆
で
読
ん
だ
。
多
く
の
人
が
、
こ
と
ば
は
人
と
人
と
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

す
る
た
め
の
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
が
、
こ
と
ば
と
我
々
の
関
わ
り
は
そ
れ
だ

け
だ
ろ
う
か
、
何
人
か
の
人
が
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
う
で
は
な
い
関
わ
り
も
あ

―　　―９４



る
の
で
は
な
い
か
と
問
い
か
け
た
。

　
問
い
か
け
に
続
け
て
、「
言
語
は
色
眼
鏡
で
あ
る
」
を
読
ん
だ
。
ま
ず
は
、
書

き
手
が
こ
と
ば
と
我
々
と
の
関
わ
り
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
言

語
が
も
の
の
見
方
と
関
わ
る
こ
と
、
だ
か
ら
他
の
言
語
を
学
ぶ
こ
と
が
世
界
を

よ
り
豊
か
に
見
せ
た
り
、
寛
容
の
精
神
を
身
に
つ
け
た
り
す
る
の
に
資
す
る
こ

と
を
読
ん
だ
。
次
に
、
多
く
の
具
体
例
か
ら
帰
納
し
つ
つ
考
え
を
導
く
考
え
方

に
つ
い
て
押
さ
え
た
。
次
に
示
す
の
は
、「
言
語
は
色
眼
鏡
で
あ
る
」
を
読
ん
だ

際
の
学
習
指
導
の
展
開
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
言
語
は
色
眼
鏡
で
あ
る
」
の
読
み
に
続
け
て
、
再
度
、
こ
と
ば
と
我
々
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
、
自
身
の
考
え
を
書
か
せ
た
。
次
に
、
学
習
者
が
書
い
た
文
章

を
分
類
し
、
引
用
す
る
。

こ
と
ば
を
認
識
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
（
教
材
に
賛
成
）

　
た
し
か
に
我
々
は
「
言
語
」
と
い
う
色
眼
鏡
を
通
し
て
世
界
を
見
て
い
る
。

そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
だ
。
言
語
と
い
う
も
の
の
補
助
な
し
で
は
、
世

界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
言

葉
で
言
い
表
せ
な
い
も
の
も
あ
る
、
と
言
う
が
、
全
て
が
そ
う
だ
と
言
っ
て

い
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
は
っ
き
り
と
し
た
意
味
を
持
た
な
く
な
り
、
バ
ラ
バ
ラ

に
な
っ
て
し
ま
う
。
／
型
に
は
め
て
し
ま
う
と
言
え
ば
あ
ま
り
い
い
感
じ
で

は
な
い
が
、
最
低
限
そ
う
す
る
こ
と
は
必
要
だ
。
そ
れ
が
、
国
や
文
化
に

よ
っ
て
異
な
っ
て
し
ま
う
の
は
多
少
は
仕
方
が
無
い
。〔
以
下
略
〕（
Ｄ
さ
ん
）

　
私
は
筆
者
に
賛
成
だ
。
私
た
ち
は
実
際
に
、
今
、
も
の
を
見
る
と
き
、
名

前
を
用
い
て
そ
れ
ら
を
分
類
し
て
い
る
。
見
る
も
の
全
て
に
名
前
を
つ
け
て
、

頭
で
感
じ
る
。
名
前
の
つ
い
て
い
な
い
知
ら
な
い
も
の
は
、
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
し
、
見
よ
う
と
も
し
な
い
。
私
た
ち
が
普
段
使
っ
て
い
る
「
机
」、

「
い
す
」。
私
た
ち
に
と
っ
て
そ
れ
は
単
な
る
机
と
い
す
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ

れ
を
様
々
な
部
類
に
分
け
て
考
え
る
専
門
職
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
れ

ら
は
他
に
い
ろ
ん
な
細
か
い
名
前
を
持
っ
て
い
る
別
の
も
の
に
見
え
る
。
だ

か
ら
、
そ
の
専
門
職
の
人
た
ち
は
、
私
た
ち
よ
り
も
、
も
っ
と
多
く
も
の
を
、

世
界
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
小
さ
い
頃
、
道
端
に
咲
い
て
い
る
の
が

み
ん
な
「
花
」
だ
っ
た
の
か
ら
、「
た
ん
ぽ
ぽ
」
や
「
シ
ロ
ツ
メ
グ
サ
」
に
な

―　　―９５

学
　
習
　
活
　
動

・
文
章
の
通
読

・
書
き
手
の
考
え
を
押
さ
え

る
。

・
書
き
手
の
考
え
方
を
押
さ

え
る
。

・
書
き
手
の
考
え
を
理
解
す

る
。

指
導
上
の
留
意
点

・
具
体
例
を
述
べ
て
い
る
部
分
と
考
え
を
述
べ
て

い
る
部
分
と
を
分
け
る
。

・
考
え
を
述
べ
て
い
る
部
分
に
注
目
し
、
書
き
手

の
考
え
を
押
さ
え
る
。
書
き
手
の
考
え
と
し
て
、

次
の
も
の
を
押
さ
え
た
。「
言
語
は
も
の
の
見

方
と
関
わ
る
」、「
単
一
の
世
界
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
」、「
言
語
間
に
優
劣
は
な
い
」、「
他
言

語
を
学
ぶ
こ
と
は
、
寛
容
の
精
神
を
育
む
こ
と

に
な
る
」。

・
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
の
関
わ
り
を
押
さ
え
る
。

・
考
え
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
い
く
つ
か
の
具

体
例
を
も
と
に
そ
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
こ
と

を
押
さ
え
る
。

・
帰
納
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

・
具
体
例
と
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
考
え
と
を
あ

わ
せ
て
読
み
、
ま
た
、
指
導
者
の
側
か
ら
も
具

体
例
を
話
し
、
書
き
手
の
考
え
を
理
解
す
る
。



る
の
と
同
じ
こ
と
。
見
え
る
も
の
が
増
え
て
、
世
界
が
広
が
る
。
思
考
が
、

自
分
が
、
成
長
し
て
い
く
。
／
も
し
も
私
た
ち
が
も
っ
と
多
く
の
ほ
か
の
言

語
を
学
ん
だ
ら
、
き
っ
と
世
界
が
変
わ
る
だ
ろ
う
。
鮮
や
か
に
な
っ
て
い
く

の
だ
ろ
う
。〔
中
略
、
５
ヶ
国
語
な
ど
を
操
る
人
に
見
え
る
世
界
〕
そ
ん
な
世

界
を
、
私
は
少
し
だ
け
見
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、
た
く
さ
ん

の
知
識
を
蓄
え
て
使
用
で
き
る
、
高
機
能
な
頭
が
ほ
し
い
。（
Ｅ
さ
ん
）

認
識
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
つ
つ
も
、
意
見
を
加
え
る
も
の
（
教
材
に

賛
成
し
つ
つ
反
論
）

　
言
語
を
通
し
て
物
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
と
ば
は
人
間
の
深
い
と
こ

ろ
ま
で
染
み
付
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
う
生
ま
れ
た
頃

か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
等
し
い
。
だ

か
ら
こ
そ
、
他
の
言
語
に
は
他
の
言
語
な
り
の
論
理
が
あ
る
と
い
う
こ
と
や
、

寛
容
精
神
を
学
ぶ
こ
と
は
大
切
だ
と
思
う
。
／
し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
、
同

じ
言
語
の
中
で
で
も
そ
の
と
ら
え
方
に
は
差
が
あ
る
は
ず
だ
。
日
本
人
な
ら

同
じ
論
理
を
持
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
な
い
。
多
少
似
通
っ
た
も
の
で
も
同
じ

で
は
な
い
、
と
な
る
と
、
日
常
的
に
人
間
は
他
者
と
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

寛
容
精
神
を
学
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
語
学
と
し
て
他
言
語
を
学

ぶ
に
お
い
て
も
、
対
す
る
人
に
よ
っ
て
は
、
習
っ
た
こ
と
が
当
て
は
ま
ら
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
／
私
は
、
他
言
語
を
学
ぶ
前
に
、
寛
容
精
神
を
学
ぶ
た

め
な
ら
、
ま
ず
、
多
く
の
人
と
話
を
し
て
み
る
ほ
う
が
有
効
だ
と
思
う
。（
Ｆ

さ
ん
）

Ｄ
・
Ｅ
の
よ
う
に
、
こ
と
ば
は
我
々
の
認
識
に
影
響
を
与
え
る
と
す
る
教
材
に
、

賛
成
す
る
者
が
多
か
っ
た
。
Ｅ
は
こ
と
ば
が
世
界
の
認
識
と
関
わ
る
こ
と
を
認

め
た
上
で
、
教
材
と
は
異
な
る
自
分
な
り
の
具
体
例
を
あ
げ
つ
つ
考
え
を
述
べ

て
い
る
。
他
方
、
認
識
と
の
関
わ
り
を
認
め
る
だ
け
で
な
い
者
も
い
た
。
Ｆ
は

言
語
が
認
識
と
関
わ
る
こ
と
は
認
め
た
上
で
、
書
き
手
の
考
え
に
潜
む
危
険
性

を
見
抜
き
、
そ
こ
か
ら
自
身
の
考
え
を
述
べ
る
。

　
次
に
、
意
見
の
交
流
を
行
っ
た
。

　
意
見
の
交
流
に
続
き
、「
言
語
と
記
号
」
を
読
ん
だ
。
ま
ず
、
書
き
手
が
、
予

め
分
節
さ
れ
て
い
る
事
物
の
名
づ
け
の
た
め
の
言
語
と
、
未
分
化
の
世
界
を
分

節
し
認
識
す
る
た
め
の
言
語
と
い
う
言
語
の
二
側
面
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
を

読
ん
だ
。
次
に
、
こ
の
二
側
面
を
対
比
し
つ
つ
、
そ
の
う
ち
言
語
の
認
識
に
関

わ
る
面
を
重
視
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
た
。
次
に
示
す
の
は
、「
言
語

と
記
号
」
を
読
ん
だ
際
の
学
習
指
導
の
展
開
に
つ
い
て
で
あ
る
。

―　　―９６

学
　
習
　
活
　
動

・
文
章
の
通
読
。

・
言
語
の
二
側
面
を
理
解
す

る
。

・
書
き
手
の
考
え
方
を
理
解

す
る
。

・
書
き
手
の
考
え
を
理
解
す

る
。

指
導
上
の
留
意
点

・
言
語
に
は
、「
一
般
記
号
」
と
し
て
の
側
面
と
、

言
語
独
自
の
「
本
性
」
の
側
面
の
二
側
面
が
あ

る
こ
と
を
理
解
す
る
。

・「
一
般
記
号
」
と
し
て
の
言
語
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
部
分
と
、
言
語
独
自
の
「
本
性
」
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
部
分
と
を
分
け
る
。

・
二
側
面
を
比
べ
つ
つ
論
を
進
め
て
い
る
こ
と
を

押
さ
え
る
。

・
比
較
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

・「
一
般
記
号
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
理
解
す
る
。

・
二
側
面
の
う
ち
、「
一
般
記
号
」
と
し
て
の
側

面
を
一
般
論
と
し
、
書
き
手
自
身
は
「
本
性
」



「
言
語
と
記
号
」
の
読
み
に
続
け
て
、
再
々
度
、
こ
と
ば
と
我
々
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
、
自
身
の
考
え
を
書
か
せ
た
。
次
に
、
学
習
者
が
書
い
た
文
章
を
分
類

し
、
引
用
す
る
。

こ
と
ば
を
認
識
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
（
教
材
に
賛
成
）

　
私
は
丸
山
さ
ん
の
意
見
に
賛
成
す
る
。
私
は
こ
と
ば
を
知
っ
た
り
、
あ
る

物
事
〔
こ
の
「
物
事
」
は
、
差
異
化
さ
れ
る
前
の
未
分
化
の
世
界
の
意
味
か
〕

を
こ
と
ば
に
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
物
事
を
認
識
す
る
こ
と
が
本
当
に
よ
く

あ
る
と
思
う
。
こ
と
ば
を
知
る
と
、
新
し
い
考
え
が
で
き
て
、
新
し
い
世
界

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
不
安
な
こ
と
、
い
や
な
こ
と
を
誰
か
に

話
す
と
楽
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
不
安
な
対
象
物
を
こ
と

ば
に
す
る
こ
と
で
、
自
分
自
身
が
そ
れ
を
認
識
で
き
、
不
安
が
軽
く
な
る
と

い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
こ
と
ば
は
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
時
に

使
う
と
最
初
に
書
い
た
が
、
こ
う
い
う
風
に
も
使
う
ん
だ
と
分
か
っ
た
。（
Ｇ

さ
ん
）

認
識
と
こ
と
ば
と
の
関
わ
り
を
疑
う
も
の
（
教
材
に
反
論
）

　〔
前
略
〕
内
部
の
世
界
で
は
そ
う
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
い
い
例
が
、

感
情
で
、
自
分
の
中
に
存
在
し
て
い
る
と
認
識
で
き
る
も
の
だ
。
し
か
し
、

あ
る
感
情
に
近
い
も
の
は
こ
と
ば
で
表
せ
て
も
、
そ
の
感
情
を
完
全
に
こ
と

ば
に
あ
ら
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
世
に
は
、
こ
と
ば
に
で
き
な
い
も

の
も
あ
る
の
だ
。（
Ｈ
君
）

こ
と
ば
と
我
々
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
問
い
を
見
つ
け
る
も
の

　
僕
は
丸
山
さ
ん
の
主
張
に
は
ほ
ぼ
賛
成
だ
。
道
具
も
文
化
も
「
こ
と
ば
」

か
ら
産
み
出
さ
れ
る
と
い
う
の
は
と
て
も
納
得
し
た
。
／
で
も
、
こ
と
ば
は

ど
う
や
っ
て
生
ま
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
物
事
を
考
え
る

の
に
、
こ
と
ば
が
必
要
な
ら
、
ど
う
や
っ
て
こ
と
ば
を
考
え
た
の
だ
ろ
う

か
？
／
こ
と
ば
の
元
と
な
る
さ
ら
に
根
源
的
な
も
の
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し

た
。（
Ｉ
君
）

こ
こ
で
は
、
こ
と
ば
と
我
々
と
の
関
わ
り
に
関
し
て
、
分
類
す
る
の
が
難
し
い

ほ
ど
多
く
の
考
え
が
出
さ
れ
た
。
Ｇ
の
よ
う
に
、
こ
と
ば
が
我
々
の
認
識
と
関

わ
る
こ
と
を
認
め
る
者
が
多
く
い
た
。
し
か
し
、
Ｈ
の
よ
う
に
反
論
す
る
者
や
、

Ｉ
の
よ
う
に
問
い
を
見
つ
け
る
ま
で
に
深
く
考
え
る
者
も
、
同
様
に
多
か
っ
た
。

Ｇ
は
書
き
手
の
考
え
に
賛
成
し
つ
つ
、
自
分
な
り
の
具
体
例
を
用
い
て
述
べ
る
。

Ｈ
は
、
言
語
の
網
を
か
ぶ
せ
る
以
前
の
対
象
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る

書
き
手
の
考
え
に
対
し
て
、
感
情
は
自
身
の
内
部
に
あ
る
と
分
か
る
も
の
だ
が
、

き
れ
い
に
こ
と
ば
に
は
で
き
な
い
と
す
る
点
か
ら
反
論
す
る
。
Ｉ
は
書
き
手
の

考
え
に
触
れ
る
中
で
、
こ
と
ば
と
我
々
と
の
関
わ
り
に
関
す
る
自
分
な
り
の
問

い
を
見
つ
け
る
。
書
き
手
は
こ
と
ば
が
あ
る
か
ら
我
々
は
世
界
を
認
識
し
思
考

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
、
で
は
、
そ
の
こ
と
ば
は
ど
う
や
っ
て
生
ま
れ
た

の
か
。
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の
方
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
る
。

・
言
語
の
「
本
性
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
理
解

す
る
。



■
３  
３
　
　
次

　
３
次
で
は
、
学
習
者
の
書
い
た
文
章
を
プ
リ
ン
ト
に
し
て
配
布
し
、
皆
で
読

ん
だ
。

　
次
に
、
単
元
の
ま
と
め
と
し
て
、
単
元
を
ふ
り
か
え
り
つ
つ
、
記
名
の
ア
ン

ケ
ー
ト
を
書
い
て
も
ら
っ
た
。

・「
評
論
文
を
読
む
に
あ
た
っ
て
、
話
題
に
向
け
て
の
主
張
に
注
目
す
る
こ

と
が
大
切
だ
と
思
う
」

①
「
思
わ
な
い
」　
１
人
　
　
②
「
あ
ま
り
思
わ
な
い
」　
３
人
　
　
③

「
そ
う
思
う
」　
　
人
　
④
「
確
か
に
そ
う
思
う
」　
　
人
〔
①
～
④
は
以

８９

１０７

下
同
じ
〕

・「
評
論
文
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
、
主
張
と
そ
の
他
の
要
素
（
具
体
例
な
ど
）

と
の
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
読
む
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
」

　
　
①
０
人
　
　
②
７
人
　
　
③
　
人
　
　
④
　
人
　

８９

１０４

・「
こ
と
ば
と
我
々
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た

と
思
う
」

　
　
①
２
人
　
　
②
　
人
　
　
③
　
人
　
　
④
　
人

１４

９７

８７

・「
学
習
を
す
る
以
前
と
以
後
と
で
は
、
こ
と
ば
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が

変
わ
っ
た
と
思
う
」

　
　
①
　
人
　
　
②
　
人
　
　
③
　
人
　
　
④
　
人

１３

４８

８３

５６

３
　
本
実
践
の
課
題

　
本
実
践
の
課
題
を
、
発
表
時
に
い
た
だ
い
た
御
意
見
を
参
考
に
し
つ
つ
、
次

の
よ
う
に
ま
と
め
た
い
。

　
一
つ
め
に
、
書
き
手
の
文
章
構
成
に
注
目
す
る
こ
と
。
説
明
的
文
章
教
材
は
、

書
き
手
が
あ
る
話
題
に
つ
い
て
自
身
の
考
え
を
述
べ
る
文
章
で
あ
る
。
単
に
考

え
を
述
べ
る
の
み
で
は
、
読
み
手
を
理
解
・
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
。
そ

の
た
め
、
読
み
手
を
理
解
・
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
、
文
章
構
成
が
用
い
ら
れ
る
。

今
回
の
実
践
で
は
、
内
容
面
を
扱
う
こ
と
に
注
目
が
偏
っ
て
お
り
、
文
章
構
成

へ
の
注
目
が
弱
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
意
見
文
を
書
く
活
動
の
際
に
、
書
き
手

の
文
章
構
成
を
参
考
に
し
つ
つ
書
く
活
動
を
取
り
入
れ
る
な
ど
、
書
き
手
の
文

章
構
成
に
よ
り
注
目
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
二
つ
め
に
、
意
見
文
を
書
く
活
動
の
際
に
、
相
手
意
識
を
明
確
に
も
た
せ
る

こ
と
。
相
手
の
論
に
反
応
し
つ
つ
自
身
の
考
え
を
書
く
こ
と
や
、
相
手
に
自
身

の
考
え
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
工
夫
し
つ
つ
書
く
こ
と
は
、
教
室
に
話
題
を
め

ぐ
っ
て
の
議
論
の
場
を
創
出
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
議
論
の
場
を
創
出
す
る

こ
と
は
、
学
習
者
の
言
語
活
動
を
活
性
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
実
践
で
も

議
論
の
場
を
創
出
し
よ
う
と
心
が
け
た
が
、
表
現
活
動
の
際
に
相
手
意
識
を
明

確
に
持
た
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
活
発
な
議
論
の
場
を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
考
え
る
。

　
三
つ
め
に
、
単
元
の
内
容
と
学
習
者
の
日
常
と
に
接
点
を
持
た
せ
る
こ
と
。

ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、
教
材
文
を
読
む
こ
と
で
、「
こ
と
ば
と
我
々
の
関
わ
り

に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
」
学
習
者
は
多
い
。
し
か

し
、「
学
習
を
す
る
以
前
と
以
後
と
で
は
、
こ
と
ば
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
変

わ
っ
た
」
と
は
、
あ
ま
り
思
っ
て
い
な
い
。
考
え
る
こ
と
が
そ
の
時
だ
け
に
と

ど
ま
り
、
そ
の
後
に
響
き
の
弱
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
一
因
と
し
て
、
学
習
者
の
具
体
的
な
日
常
生
活
と
単
元
の
内
容
と
の
関
わ

り
の
弱
さ
が
あ
る
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
単
元
の
導
入
段
階
で
、
学
習
者
の
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日
常
の
一
コ
マ
を
と
り
あ
げ
て
問
題
提
起
す
る
な
ど
、
単
元
の
内
容
と
、
彼
ら

の
具
体
的
な
日
常
生
活
と
の
接
点
を
持
た
せ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

注注
１
　
野
元
菊
雄
、
２
０
０
３
、「
言
語
は
色
眼
鏡
で
あ
る
」『
新
編
国
語
総
合
』、

三
省
堂
。

注
２
　
丸
山
圭
三
郎
、
２
０
０
４
、「
言
語
と
記
号
」『
現
代
文
２
』、
東
京
書
籍
。

注
３
　
以
下
に
引
用
す
る
学
習
者
の
文
章
は
、
私
が
読
ん
だ
上
で
プ
リ
ン
ト
し
、

皆
で
読
ん
だ
も
の
の
中
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
プ
リ
ン
ト
す
る
に
あ
た
り
、

誤
字
脱
字
は
訂
正
し
て
い
る
た
め
、
引
用
に
お
い
て
も
私
の
手
が
加
わ
っ
て

い
る
。

（
広
島
大
学
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校
）
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