
一
　
問
題
設
定

　
現
在
の
読
む
こ
と
の
学
習
指
導
で
は
、
生
産
的
な
読
み
手
を
育
て
る
こ
と
を

目
指
し
て
い
る
。
説
明
的
文
章
は
単
に
情
報
を
伝
達
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

書
き
手
は
、
読
み
手
を
議
論
の
場
に
引
き
込
み
、
認
識
の
変
革
を
う
な
が
し
、

と
き
に
現
実
的
な
行
動
へ
と
誘
う
。
一
方
の
読
み
手
は
、
こ
う
し
た
筆
者
の
修

辞
や
論
証
に
反
応
し
、
評
価
し
、
納
得
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。
説
明
的

文
章
の
読
み
は
、
説
得
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
国
語
科
の
授
業
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
読
み
の
行
為
が
、

教
師
と
学
習
者
、
学
習
者
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
行
わ
れ
る
。

学
習
者
は
、
教
師
の
問
い
や
指
示
に
応
じ
た
り
、
学
習
者
同
士
関
わ
り
合
っ
た

り
し
な
が
ら
、
筆
者
と
の
説
得
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
読
み
を

進
め
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
国
語
科
に
お
け
る
読
み
の
授
業
は
、
二
重
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
寺
井
正
憲
は
、
一
九
八
〇
年
頃
登
場
し
た
説
明
的
文
章
指
導
論

を
「
修
辞
学
的
な
読
み
」
と
し
て
特
徴
づ
け
て 

そ
れ
ら
は
「
レ
ト
リ
ッ

い
る
。

　
一

ク
を
特
定
の
言
語
表
現
技
法
に
限
定
せ
ず
、
む
し
ろ
言
語
表
現
一
般
に
存
在
す

る
も
の
、
言
語
表
現
の
本
質
に
か
か
わ
る
も
の
と
み
る 

に
立
ち
、
説
明

的
文
章
の
読
み
を
、
文
章
表
現
に
積
極
的
に
反
応
し
、
そ
の
有
効
性
を
吟
味
し

評
価
す
る
行
為
と
し
て
と
ら
え
、
段
落
の
要
点
把
握
か
ら
文
章
構
成
の
理
解
へ

と
進
む
説
明
的
文
章
の
固
定
化
し
た
目
標
設
定
や
指
導
過
程
か
ら
脱
却
す
る
こ

と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
そ
の
方
向
性
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
中
で
、
説
明
的
文
章
の
読
み
の
指
導
に
お
い
て
は
、
井
上
尚
美
に

よ
る
「
論
理
的
思
考
」
と
い
う
用
語
の
用
い
ら
れ
方
の 

従
え
ば
第
三
の

意
味
す
な
わ
ち
「
分
析
、
総
合
、
抽
象
、
比
較
関
係
づ
け
な
ど
、
広
く
直
感
や

イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
思
考
に
対
し
て
「
概
念
的
」
思
考
一
般
の
こ
と
（
広
義
）」
を

対
象
と
し
て
「
論
理
」
の
学
習
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
一
方
で
、「
論
理
」
の
中
核
を
第
二
の
意
味
す
な
わ
ち
「
論
証
」

に
据
え
直
す
論
も
示
さ
れ
て 

「
論
証
」
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の
一
領
域
で
も

あ
り
、
中
等
教
育
と
い
う
学
校
段
階
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
説
明
的
文
章
の
読

み
の
指
導
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

　
で
は
、
国
語
科
の
授
業
過
程
と
り
わ
け
学
習
者
同
士
の
話
し
合
い
と
い
う
協

同
的
過
程
に
お
い
て
、
学
習
者
は
ど
の
よ
う
に
論
証
を
と
ら
え
る
の
か
。
ま
た

立
場
」

　
二

分
類
に

　
三

い
る
。

　
四

　

説
明
的
文
章
の
読
み
に
お
け
る
論
証
理
解
の
協
同
性

間
　
瀬
　
茂
　
夫
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そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
生
産
的
な
読
み
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

こ
れ
ま
で
に
も
、
説
明
的
文
章
の
「
論
理
」
の
協
同
的
な
学
習
の
過
程
を
明
ら

か
に
す
る
優
れ
た
研
究
が
見
ら 

し
か
し
、
小
学
校
段
階
を
対
象
と
し
た

も
の
で
も
あ
り
、
必
ず
し
も
論
証
を
対
象
と
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
論
証
を
軸

と
し
た
説
明
的
文
章
教
材
の
分
析
や
学
習
指
導
論
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
協
同

的
な
過
程
を
そ
の
研
究
の
範
囲
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
中
学
校
の
説
明
的
文
章
の
読
み
の
授
業
の
中
で
行
わ

れ
た
小
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
話
し
合
い
の
録
音
デ
ー
タ
の
分
析
を
通
し
て
、
協
同

的
な
読
み
の
過
程
に
お
い
て
学
習
者
が
論
証
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
を

事
例
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
研
究
課
題
と
し
て
設
定
す
る
。

二
　
論
証
モ
デ
ル
の
比
較
検
討

　
こ
こ
で
は
、
日
常
言
語
に
よ
る
論
証
を
と
ら
え
る
た
め
の
二
つ
の
モ
デ
ル
を

比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
説
明
的
文
章
の
論
証
構
造
お
よ
び
協
同
的
な
読
み
の

過
程
を
分
析
す
る
際
の
観
点
を
設
定
し
た
い
。

　
一
つ
目
は
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
に
よ
る
モ
デ
ル
で
あ
る
（
下
図
参
照
）。
す
で
に

様
々
な
文
献
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
六
つ

の
要
素
は
次
の
よ
う
な
も
の
で 

　「
デ
ー
タ
」
は
「
根
拠
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
要
す
る
に

「
主
張
」
の
出
発
点
の
「
事
実
」
だ
。
提
出
さ
れ
た
「
事
実
」
が
十
分
強
力

で
あ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
「
主
張
」
を
導
い
て
も
よ
い
。
日
常
の
会
話
で
は

こ
の
ケ
ー
ス
が
多
い
。

　
デ
ー
タ
だ
け
で
は
説
得
力
が
不
足
す
る
場
合
に
初
め
て
「
理
由
づ
け
」

れ
る
。

　
五

あ
る
。

　
六

が
必
要
に
な
る
。
デ
ー
タ
か
ら
ど
う
し
て
主
張
が
出
て
く
る
の
か
、
デ
ー

タ
が
主
張
の
根
拠
に
な
る
理
由
を
提
示
す
る
わ
け
で
あ
る
。
日
常
の
議
論

で
は
相
手
が
「
な
ぜ
」
と
質
問
し
て
く
る
場
合
に
当
た
る
。「
理
由
づ
け
」

を
説
明
し
て
も
ま
だ
相
手
が
納
得
し
な
い
場
合
に
は
さ
ら
に
強
力
な
理
由

づ
け
が
必
要
で
、
そ
れ
を
「
裏
づ
け
」
と
呼
ぶ
。

　「
限
定
」
は
「
必
ず
」「
お
そ
ら
く
」「
た
ぶ
ん
」
な
ど
の
修
飾
語
で
表
さ

れ
、「
議
論
の
強
さ
」
を
表
す
。

　「
反
証
」
は
付
帯
条
件
、
例
外
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。

 
　
二
つ
目
は
野
矢
茂
樹
に
よ
る
モ
デ
ル
で
あ
り
、
論
証
の
構
造
は
次
の
よ
う
に

示
さ
れ
て 

【
図
】

　七

い
る
。

　
八
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データ 限　定 主　張

反　証

裏づけ

理由づけ



Ａ
　
…
　
根
拠

↓
　
…
　
導
出
　
　
論
証

Ｂ
　
…
　
結
論

　
野
矢
は
、
論
証
に
お
け
る
「
導
出
」
の
重
要
性
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
あ
り
方
の
違
い
に
よ
り
、「
単
純
論
証
」「
結
合
論
証
」「
合
流
論
証
」
の
三
種

に
分
類
で
き
る
と
す
る
。「
単
純
論
証
」
は
一
つ
の
根
拠
か
ら
一
つ
の
結
論
を
導

く
も
の
で
あ
る
と
し
、
他
の
二
種
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
例
題
を
挙
げ
て

そ
の
違
い
を
説
明
し
て 

例
３
　
①
彼
女
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
だ
。
だ
か
ら
、
②
豚
肉
は
食
べ
な
い
。

だ
っ
て
、
③
イ
ス
ラ
ム
教
徒
っ
て
、
豚
肉
食
べ
な
い
ん
だ
ろ
。

例
７
　
①
子
供
の
教
育
に
と
っ
て
は
テ
レ
ビ
な
ん
か
な
い
方
が
い
い
。
②

家
族
の
会
話
の
時
間
が
少
な
く
な
る
し
、
そ
れ
に
、
③
子
供
が
受
動

的
な
人
間
に
育
ち
が
ち
だ
。

　
例
３
は
「
結
合
論
証
」
の
例
で
あ
り
、「
①
と
③
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
ひ
と
つ

の
根
拠
を
作
り
、
そ
こ
か
ら
②
が
導
出
さ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、

例
７
は
「
合
流
論
証
」
の
例
で
あ
り
、「
結
論
①
を
支
持
す
る
の
に
、
②
と
③
が

そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
根
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
」
と
さ 

さ
ら
に
野
矢

は
、
論
証
に
お
け
る
「
根
拠
」
の
種
類
と
し
て
、「
意
味
規
定
」「
事
実
認
識
」

「
価
値
評
価
」
の
三
つ
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
下
位
の
分
類
を
試
み
て

 

「
事
実
認
識
」
に
関
し
て
は
「
個
別
的
主
張
」
と
「
一
般
的
主
張
」
の

二
分
類
を
示
し
て 

こ
れ
に
従
え
ば
、
例
３
に
お
け
る
①
は
個
別
的
、
③

は
一
般
的
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
野
矢
の
モ
デ
ル
は
、
言
語
表
現
に
よ
る
明
示
的
な
要
素
と
し

て
は
根
拠
と
結
論
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
簡
潔
な
も
の
で
、
適
用
の
範
囲
が
広

い
る
。

　
九

れ
る
。

　
一
〇

い
る
。

　
一
一

い
て
、

　
一
二

い
。
一
方
の
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
の
モ
デ
ル
は
「
法
律
の
論
証
手
続
き
（
立
証
活

動
）」
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
と 

要
素
が
多
く
複
雑
で
あ
る
。「
デ
ー

タ
・
理
由
づ
け
・
主
張
」
の
三
要
素
の
み
に
注
目
し
、「
三
角
ロ
ジ
ッ
ク
」
と
簡

略
化
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
を
野
矢
の
提
示
す
る
概
念
で
説
明
す
る
な

ら
ば
、
論
証
が
常
に
「
結
合
論
証
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
モ
デ
ル
を
用
い
る
と
、「
個
別
的
主
張
」
と
し
て
の

「
デ
ー
タ
」
と
、「
一
般
的
主
張
」
で
あ
る
「
理
由
づ
け
」
が
合
わ
さ
っ
て
「
主

張
」
が
導
か
れ
る
と
い
う
考
え
方
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
説
明
的
文
章
の
論
証
構
造
の
分
析
に
ど
ち
ら
の
モ
デ
ル
が
よ
り
有
効

で
あ
る
の
か
。
こ
の
こ
と
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
日
常
言
語
で
書
か
れ
た
説

明
的
文
章
教
材
に
お
け
る
論
証
的
表
現
の
特
徴
を
考
慮
す
る
必
要
が 

説

明
的
文
章
教
材
に
お
い
て
は
、
論
証
は
明
示
的
で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。

し
か
し
、
論
証
を
全
て
明
示
す
る
こ
と
が
説
得
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

お
い
て
常
に
有
効
な
わ
け
で
は
な
く
、
意
図
的
に
、
あ
る
い
は
暗
黙
の
う
ち
に

「
前
提
」
が
省
略
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
読
み
手
は
さ
ま
ざ
ま
な
推
論
を
行
い

な
が
ら
文
章
の
読
み
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
言
語
理
解
の
一
般
的

な
特
徴
と
も
重 

　
こ
う
し
た
説
明
的
文
章
の
読
み
に
お
い
て
、
適
用
す
る
二
つ
の
モ
デ
ル
の
違

い
に
よ
っ
て
論
証
が
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
か
を
考
え
て
み
た

い
。
野
矢
の
モ
デ
ル
で
は
、
一
方
の
根
拠
が
十
分
に
明
示
さ
れ
な
い
、
暗
黙
の

結
合
論
証
で
あ
っ
て
も
、
一
つ
の
根
拠
に
よ
る
論
証
と
い
う
分
析
が
な
り
立
つ
。

一
方
の
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
の
モ
デ
ル
に
し
た
が
え
ば
、
そ
う
し
た
暗
黙
性
に
対
し

て
、
デ
ー
タ
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
、
理
由
づ
け
あ
る
い
は
裏
づ
け
が
隠
さ
れ

て
い
る
の
か
と
い
う
よ
う
に
、
必
要
な
情
報
の
欠
如
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と

さ
れ
、

　
一
三

あ
る
。

　
一
四

な
る
。

　
一
五
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と
も
に
、
何
を
補
え
ば
よ
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
分
析
が
う
な
が
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
本
研
究
で
は
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
の
モ
デ
ル
を
用
い
る
。

　
論
証
モ
デ
ル
の
選
択
は
、「
批
判
的
読
み
」
や
「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン

グ
」
と
い
っ
た
論
証
理
解
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
側
面
に
照
ら
し
て
も
重
要
で

あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
う
少
し
検
討
し
た
い
。
批
判
的
読
み
に
つ
い

て
は
、
早
く
に
提
唱
さ
れ
な
が
ら
学
校
現
場
で
は
依
然
と
し
て
浸
透
し
に
く
い

と
い
う
史
的
現
状
が
あ
る
。
学
習
者
に
批
判
的
な
態
度
に
終
始
し
て
ほ
し
く
な

い
と
い
う
の
が
教
師
の
抱
く
率
直
な
感
覚
で
あ
る
。
こ
う
し
た
感
覚
は
、
米
国

の
大
学
教
育
に
お
け
る
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
教
育
に
関
す
る
議
論
の

中
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
岩
崎
豪
人
は
次
の
よ
う
に
述 

　
非
形
式
論
理
学
で
は
、
日
常
的
な
議
論
を
扱
う
た
め
、
形
式
論
理
学
の

よ
う
な
基
礎
か
ら
一
歩
一
歩
積
み
上
げ
て
い
く
と
い
う
手
法
は
と
れ
な
い
。

現
実
の
複
雑
な
議
論
を
分
析
す
る
典
型
的
な
方
法
の
一
つ
が
、
陥
り
や
す

い
過
ち
を
見
つ
け
、
分
類
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は

伝
統
的
に
誤
謬
論
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
よ
く
あ
る
過
ち
を
識
別
し
、
避
け

る
方
法
を
教
え
る
こ
と
は
、
非
形
式
論
理
学
や
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ

ン
グ
の
手
法
と
し
て
代
表
的
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
誤
謬

論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
批
判
も
あ
る
。

　
ま
ず
、H

itchco

 
        

謬
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ

ン
キ
ン
グ
の
コ
ー
ス
の
進
め
方
と
し
て
採
用
し
な
い
方
が
よ
い
と
言
う
。

そ
れ
は
次
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

１
　
あ
る
議
論
の
タ
イ
プ
を
使
う
の
が
い
つ
正
当
で
、
い
つ
正
当
で
な

い
か
を
決
め
る
こ
と
は
難
し
い
。

２
　
誤
謬
の
研
究
に
主
と
し
て
基
礎
を
置
く
よ
う
な
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・

べ
る
。

　
一
六

ck   

は
誤

一
七

シ
ン
キ
ン
グ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
、
学
生 
を 
過
度
に
批
判
的
な
態
度

マ
マ

を
育
み
、
よ
い
議
論
も
誤
謬
と
判
断
さ
せ
て
し
ま
う
。

３
　
誤
謬
を
よ
く
知
る
こ
と
は
、
議
論
を
構
成
す
る
こ
と
を
教
え
る
際

に
は
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
。

　
そ
こ
で
、H

itchcock

 
        

は
、
悪
い
推
論
の
種
類
の
特
徴
を
教
え
る
誤
謬
論

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り
も
、
よ
い
推
論
の
基
準
を
教
え
る
こ
と
に
時
間
を

か
け
る
べ
き
で
あ
る
、
と
言
う
。

　
説
明
的
文
章
教
材
に
は
、「
推
論
の
よ
い
基
準
」
が
示
さ
れ
る
こ
と
も
期
待
さ

れ
る
が
、
現
実
の
教
材
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
日
常
言
語
の
特
徴
を
反

映
し
暗
黙
性
や
欠
落
を
多
分
に
含
む
。
そ
う
し
た
教
材
に
対
し
て
い
わ
ゆ
る

「
批
判
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
読
み
の
観
点
は
設
定
で
き
な
い
か
。

　
道
田
泰
司
は
、「
批
判
的
思
考
」
に
関
す
る
一
連
の
検
討
の
中
で
、
そ
の
本
質

が
文
字
通
り
の
「
批
判
」
に
あ
る
と 

し
か
し
一
方
で
、「
強
い
意
味
の
批

判
的
思
考
」
あ
る
い
は
「softheart

          
」
と
い
う
概
念
を
提
示
し
、
批
判
的
思
考
に

お
け
る
「
好
意
の
原
則
」「
共
感
的
理
解
」
の
重
要
性
を
次
の
よ
う
に
述 

　
し
た
が
っ
て
、
批
判
的
思
考
を
行
う
た
め
に
は
、「
好
意
に
基
づ
く
理

解
」、
つ
ま
り
、
相
手
を
正
し
い
と
み
な
し
、
相
手
の
言
う
こ
と
を
つ
じ
つ

ま
が
合
う
よ
う
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
共
感
的
理

解
」
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
結
局
、
相
手
を
批
判
す
る
前
に

自
分
の
理
解
自
体
を
批
判
の
対
象
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
説
明
的
文
章
の
論
証
の
理
解
に
引
き
つ
け
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
暗

黙
性
を
含
め
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
、

こ
う
し
た
側
面
か
ら
も
説
明
的
文
章
教
材
の
論
証
構
造
お
よ
び
学
習
者
に
よ
る

協
同
的
な
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

す
る
。

　
一
八

べ
る
。

　
一
九
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三
　
説
明
的
文
章
教
材
に
お
け
る
論
証
の
構
造
と
理
解

　
こ
こ
で
は
、
次
項
で
取
り
上
げ
る
授
業
実
践
に
お
い
て
扱
わ
れ
た
説
明
的
文

章
教
材
で
あ
る
河
合
雅
雄
稿
「
若
者
が
文
化
を
創
造
す
る
」（
中
学
二
年
・
学
校

図
書
）
に
つ
い
て
、
次
の
三
つ
の
観
点
か
ら
分
析
を
行
う
。

・
ど
の
よ
う
な
明
示
的
な
論
証
構
造
を
備
え
て
い
る
か
（
明
示
的
読
み
）

・
欠
落
し
た
要
素
、
不
十
分
な
点
は
な
い
か
（
批
判
的
読
み
）

・
ど
の
よ
う
な
要
素
を
補
え
ば
十
分
な
論
証
と
な
る
か
（
推
論
的
読
み
）

　
こ
の
教
材
は
、
動
物
生
態
学
者
の
筆
者
が
、
サ
ル
の
食
文
化
に
関
す
る
創

出
・
分
有
・
伝
承
の
説
明
か
ら
、
人
間
に
お
け
る
相
互
理
解
の
可
能
性
、
若
者

の
創
造
性
に
つ
い
て
主
張
を
行
う
文
章
で
あ
る
。
本
論
部
に
お
い
て
、
宮
崎
県

幸
島
の
サ
ル
の
新
し
い
食
文
化
、
海
に
入
る
と
い
っ
た
文
化
的
行
動
に
つ
い
て
、

若
い
サ
ル
に
よ
る
創
出
・
分
有
・
伝
承
の
過
程
と
、
年
老
い
た
リ
ー
ダ
ー
の
サ

ル
た
ち
と
の
断
絶
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
た
後
、
結
論
部
に
お
い
て
、
次
の

よ
う
に
主
張
が
述
べ
ら
れ
る
。

⑳
　
岩
の
上
の
リ
ー
ダ
ー
と
海
の
中
の
若
い
サ
ル
た
ち
の
構
図
か
ら
、
人
間

社
会
で
の
大
人
と
子
供
の
関
係
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
教
訓
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
構
図
は
、
そ
っ
く
り
サ
ル
を
人
間
に
置
き

換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
年
が
い
く
と
保
守
的
に
な
り
、

若
い
者
の
行
動
型
や
思
考
様
式
が
理
解
で
き
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
若
者

と
の
間
に
価
値
観
の
上
で
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
で
き
、
お
互
い
に
相
手
の

行
動
を
非
難
し
合
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
な
る
と
、
も
は
や
水

と
油
の
関
係
に
な
り
、
相
互
の
疎
外
感
を
深
め
る
だ
け
で
あ
る
。

蔚
　
サ
ル
た
ち
の
間
で
は
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
、
埋
め

合
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
性
質
の
も
の
だ
。
だ
が
、
人
間
は
そ
う
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
し
、
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
て
相
互
理
解
の
土
俵
を
築
く
こ
と
が

で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
年
が
い
っ
て
も
、
柔
軟
な
思
考
と
深
い
理
解
を
持

つ
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
人
間
の
特
性
で
あ
る
。
そ
れ
が
で
き
ず
、
保
守

頑
迷
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
の
頭
脳
は
サ
ル
並
み
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

鰻
　
も
う
一
つ
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
だ
が
、
い
た
ず
ら
に
危
険
を

恐
れ
て
い
て
は
、
新
し
い
発
見
や
地
平
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
だ
。
冒
険
心
こ
そ
若
者
の
特
権
で
あ
る
。

　
終
末
の
二
つ
の
段
落
で
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
た
筆
者
の
主
張
の
論
証
構
造
は

次
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
本
文
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
、
稿
者

が
補
っ
た
情
報
は
括
弧
に
入
れ
て
示
す
。
以
下
同
じ
）。

蔚
段
落
に
お
け
る
論
証

　
根
拠
：
若
い
サ
ル
と
年
寄
り
の
サ
ル
は
新
し
い
文
化
的
行
動
の
分
有
に
お

い
て
対
立
し
て
い
る
。

　
論
拠
：
人
間
は
サ
ル
よ
り
高
度
な
動
物
だ
（
サ
ル
並
み
の
レ
ベ
ル
で
と
ど

ま
っ
て
は
な
ら
な
い
）。

　
主
張
：
人
間
は
対
立
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
相
互
理
解
の
土
俵
を
築
く
こ
と

が
で
き
る
。

蔚
段
落
に
お
け
る
論
証

　
根
拠
：
新
し
い
文
化
は
若
い
サ
ル
が
創
出
し
た
。

　
論
拠
：（
文
化
の
創
出
に
お
い
て
）
人
間
と
サ
ル
は
似
て
い
る
。

　
主
張
：
若
者
の
冒
険
心
が
新
し
い
発
見
や
地
平
を
開
く
。
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こ
の
よ
う
に
筆
者
の
論
証
を
と
ら
え
る
と
、
二
つ
の
主
張
を
支
え
る
論
拠
に

は
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
専
門
家
で
あ
る
筆
者
は
、
サ
ル
と
人
間
の
関

係
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
理
論
し
か
有
し
て
い
な
い
の
か
。
そ
う
思
っ
て
論
拠

を
探
す
範
囲
を
文
章
の
全
体
に
広
げ
る
と
、
次
の
段
落
が
目
に
留
ま
る
。

④
　
下
等
な
動
物
は
生
得
的
な
も
の
に
よ
っ
て
行
動
が
支
配
さ
れ
て
い
く
が
、

高
等
に
な
る
に
従
っ
て
、
外
界
へ
の
適
応
の
幅
が
大
き
く
な
り
、
個
体
の

行
動
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
学
習
に
よ
っ
て
行
動
の
自
由
度
が

大
き
く
な
る
。
そ
の
中
で
、
個
体
が
創
り
出
す
行
動
が
あ
る
。
創
出
さ
れ

た
行
動
、
そ
れ
が
文
化
の
母
体
に
な
る
。

　「
下
等
な
動
物
」
と
は
、
サ
ル
を
指
し
て
い
な
い
。
サ
ル
と
人
間
を
下
等
か
高

等
か
と
二
分
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の
関
係
を
「
高
等
に
な
る
に
従
っ
て
、

外
界
へ
の
適
応
の
幅
が
大
き
く
な
り
、
個
体
の
行
動
に
変
化
が
見
ら
れ
る
」
も

の
と
み
な
せ
ば
、
二
つ
の
主
張
は
矛
盾
す
る
論
拠
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
な
る
。
そ
れ
を
論
証
形
式
に
し
た
が
っ
て
表
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

蔚
・
鰻
段
落
に
お
け
る
論
証

　
根
拠
：
若
い
サ
ル
が
創
出
し
た
食
文
化
は
、
年
寄
り
の
サ
ル
に
分
有
さ
れ

な
い
。

　
論
拠
：「
高
等
に
な
る
に
従
っ
て
、
外
界
へ
の
適
応
の
幅
が
大
き
く
な
り
、

個
体
の
行
動
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。」

　
主
張
：
若
者
が
文
化
を
創
造
す
る
と
い
う
創
出
の
部
分
で
は
サ
ル
も
人
間

も
同
じ
だ
が
、
人
間
は
相
互
理
解
の
土
俵
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
こ
に
は
、
批
判
的
な
読
み
が
推
論
的
な
読
み
を
導
く
過
程
、
批
判
か
ら
推

論
へ
の
読
み
の
志
向
の
転
換
の
過
程
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
話
し
合
い
に
お
け
る
論
証
理
解
の
協
同
性

　
で
は
、
現
実
の
読
み
手
で
あ
る
学
習
者
は
、
説
明
的
文
章
の
論
証
を
ど
の
よ

う
に
と
ら
え
、
批
判
的
に
、
あ
る
い
は
推
論
的
に
読
む
の
か
。
こ
こ
で
は
、
宮

本
浩
治
（
広
島
大
学
附
属
中
・
高
等
学
校
）
に
よ
る
「
若
者
が
文
化
を
創
造
す

る
」
を
扱
っ
た
授
業
に
お
け
る
学
習
者
の
話
し
合
い
過
程
を
分
析 

　
宮
本
は
、
筆
者
の
論
証
に
関
す
る
話
し
合
い
を
行
わ
せ
る
ま
で
に
、
次
の
よ

う
な
授
業
過
程
を
た
ど
っ
て
い
る
。
第
一
時
で
は
、
初
読
後
「
筆
者
の
主
張
に

納
得
す
る
か
」
と
い
う
課
題
で
Ｂ
６
カ
ー
ド
に
短
い
作
文
を
書
か
せ
た
（
ク
ラ

ス
全
体
で
納
得
す
る
が
四
分
の
三
、
し
な
い
が
四
分
の
一
）。
第
二
時
で
は
、
そ

の
う
ち
の
何
枚
か
を
集
め
て
プ
リ
ン
ト
に
し
た
も
の
を
配
布
し
、
黙
読
さ
せ
た

（
プ
リ
ン
ト
に
お
け
る
納
得
す
る
・
し
な
い
の
割
合
は
約
半
々
）。
そ
し
て
、
筆

者
に
よ
る
文
化
の
定
義
お
よ
び
一
般
的
な
文
化
の
形
成
過
程
を
確
認
し
た
後
、

プ
リ
ン
ト
の
中
の
「
納
得
し
な
い
」
と
し
た
学
習
者
の
短
作
文
を
軸
に
、
次
の

よ
う
な
問
い
に
よ
っ
て
、
話
し
合
い
に
よ
る
読
み
の
課
題
を
提
示
し
た
。

Ｑ
：
筆
者
の
主
張
に
納
得
し
な
い
人
は
な
ぜ
納
得
し
な
い
か
。

　
こ
れ
は
、
終
末
部
の
本
文
の
主
張
の
矛
盾
、
筆
者
と
読
者
の
関
係
に
つ
い
て
、

学
習
者
同
士
の
協
同
的
な
行
為
を
通
し
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
、
四
～
六
人
の
小
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い

を
行
わ
せ
た
。
稿
者
は
全
グ
ル
ー
プ
の
話
し
合
い
を
録
音
し
、
文
字
に
起
こ
し

た
。
こ
こ
で
は
あ
る
班
の
話
し
合
い
過
程
を
分
析
・
考
察
す
る
。

　〈
ス
ク
リ
プ
ト
１
〉

ｍ
１
：
え
、
納
得
で
き
な
い
っ
て
い
う
ん
は
さ
。
じ
ゃ
け
え
、
若
い
人
ら

す
る
。

　
二
〇
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が
文
化
を
創
っ
た
ん
じ
ゃ
。

ｆ
２
：
あ
の
四
角
で
囲
ん
で
あ
る
図
（
稿
者
注
：
板
書
の
こ
と
）
に
、
納

得
で
き
な
い
。

ｍ
１
：
あ
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
。
は
い
。

ｆ
１
：
そ
の
、
書
い
て
あ
る
や
つ
で
、
み
ん
な
、
だ
い
た
い
同
じ
よ
う
な

こ
と
言
い
よ
る
け
ど
。
あ
の
、
何
か
い
ね
。
あ
の
、
若
者
が
や
っ
と

る
の
は
文
化
じ
ゃ
な
く
て
流
行
で
。

ｆ
２
：
若
者
が
文
化
を
創
造
す
る
っ
て
。
若
者
だ
け
で
。

ｆ
１
：
じ
ゃ
な
い
よ
。
だ
か
ら
、
保
守
的
に
。
あ
の
、
何
。
年
取
っ
た
人

の
保
守
的
な
思
想
も
一
緒
に
、
そ
れ
も
協
力
し
て
文
化
っ
て
な
っ
て

い
く
っ
て
い
う
の
を
書
い
て
あ
る
よ
ね
。
み
ん
な
同
じ
よ
う
な
ん
で

統
一
し
て
。

ｆ
２
：
年
寄
り
を
置
き
去
り
に
し
て
。

ｆ
３
：
置
き
去
り
じ
ゃ
な
い
よ
。
ふ
ふ
ふ
。

ｆ
１
：
か
わ
い
そ
う
、
そ
れ
。

ｆ
２
：
ん
ー
。
意
見
と
い
う
か
。
納
得
で
き
な
い
。

ｆ
１
：
矛
盾
な
ん
じ
ゃ
な
い
。
矛
盾
な
ん
じ
ゃ
け
ど
。

ｆ
２
：
う
ん
。
ど
こ
と
ど
こ
が
。

ｆ
１
：
矛
盾
で
も
な
い
ん
だ
け
ど
。

　
ス
ク
リ
プ
ト
１
は
、
文
化
に
対
す
る
自
分
た
ち
の
考
え
と
筆
者
の
考
え
と
の

対
立
点
を
確
認
す
る
過
程
で
あ
る
。
ｆ
１
は
、「
若
者
が
や
っ
と
る
の
は
文
化

じ
ゃ
な
く
て
流
行
で
。」
と
、
人
間
の
若
者
の
行
動
を
「
流
行
」
と
定
義
す
る
。

さ
ら
に
、
ｆ
２
の
本
文
を
確
認
す
る
発
言
を
「
じ
ゃ
な
い
よ
。」
と
否
定
し
た
う

え
で
、「
年
取
っ
た
人
の
保
守
的
な
思
想
も
一
緒
に
、
そ
れ
も
協
力
し
て
文
化
っ

て
な
っ
て
い
く
っ
て
い
う
の
を
書
い
て
あ
る
よ
ね
。」
と
、
人
間
の
文
化
形
成
過

程
に
は
年
を
取
っ
た
人
も
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
、
短
作
文
に
示
さ

れ
た
級
友
の
論
と
、
筆
者
の
論
の
対
立
点
を
見
出
し
て
い
る
。

　〈
ス
ク
リ
プ
ト
２
〉

ｆ
１
：
な
ん
か
さ
、
こ
こ
に
さ
、
年
が
い
く
と
保
守
的
に
な
り
っ
て
書
い

て
あ
る
じ
ゃ
ん
か
。

ｆ
２
：
う
ん
。

ｆ
１
：
で
、
こ
こ
に
さ
、
え
っ
と
、
年
が
い
っ
て
も
柔
軟
な
思
考
と
深
い

理
解
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
が
人
間
の
特
性
で
あ
る
と
か
書
い
て

あ
る
じ
ゃ
ん
か
。

ｆ
２
：
あ
～
。

ｆ
１
：
ど
っ
ち
な
ん
っ
て
感
じ
じ
ゃ
ん
か
。

ｆ
３
：
は
は
。

ｆ
１
：
で
、
そ
れ
が
で
き
ず
保
守
頑
迷
、「
が
ん
め
い
」
っ
て
読
む
ん
か
い

ね
、
頑
迷
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
の
頭
脳
は
猿
並
の
レ
ベ
ル
で
、
と
か

ひ
ど
い
じ
ゃ
ん
か
。

ｆ
３
：
ひ
で
ー
。
ひ
で
ー
。

ｆ
２
：
ひ
ど
い
ね
え
。

ｆ
１
：
ど
っ
ち
な
ん
て
感
じ
や
ん
か
。

ｆ
２
：
あ
ー
だ
か
ら
、
そ
う
よ
ね
。
猿
を
そ
っ
く
り
人
間
に
置
き
換
え
る

こ
と
が
で
き
て
な
い
よ
ね
。

ｆ
１
：
そ
う
そ
う
そ
う
。

ｆ
３
：
置
き
換
え
る
の
に
失
敗
し
て
る
よ
ね
。
な
ん
か
。

ｍ
１
：
辛
口
チ
ェ
ッ
ク
み
た
い
な
。
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ｆ
３
：
若
者
が
文
化
を
創
造
し
て
る
っ
て
と
こ
ろ
は
書
い
と
る
け
ど
。

ｍ
１
：
発
言
が
無
駄
す
ぎ
る
っ
て
。

　
ス
ク
リ
プ
ト
２
は
、
本
文
の
中
の
矛
盾
を
確
認
す
る
過
程
で
あ
る
。
ｆ
１
は

「
こ
こ
に
さ
、
年
が
い
く
と
保
守
的
に
な
り
っ
て
書
い
て
あ
る
じ
ゃ
ん
か
。」「
こ

こ
に
さ
、
え
っ
と
、
年
が
い
っ
て
も
柔
軟
な
思
考
と
深
い
理
解
を
持
つ
こ
と
が

で
き
る
の
が
人
間
の
特
性
で
あ
る
と
か
書
い
て
あ
る
じ
ゃ
ん
か
。」「
ど
っ
ち
な

ん
っ
て
感
じ
じ
ゃ
ん
か
。」
と
い
う
一
連
の
発
言
に
よ
り
、
矛
盾
を
指
摘
す
る
。

ま
わ
り
の
ｆ
２
、
ｆ
３
は
そ
れ
に
同
意
し
て
い
る
。

　〈
ス
ク
プ
ト
３
〉

　
Ｔ
：
ど
な
い
な
っ
と
る
、
話
し
合
い
。

ｍ
１
：
今
ね
。
な
ん
か
。

ｆ
１
：
こ
こ
に
保
守
的
に
な
り
っ
て
書
い
て
あ
っ
て
、
こ
っ
ち
で
、
な
ん

か
柔
軟
な
思
考
や
理
解
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
が
人
間
の
特
性
で
、

そ
れ
が
で
き
ず
保
守
的
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
の
頭
脳
は
猿
並
を
持
っ

て
い
る
と
か
、
な
ん
か
ど
っ
ち
な
ん
み
た
い
な
。

　
Ｔ
：
で
、
こ
れ
が
あ
る
か
ら
な
ん
や
。

ｆ
１
：
い
や
、
な
ん
か
ど
っ
ち
な
ん
み
た
い
な
。
え
ー
。

　
Ｔ
：
ハ
ハ
ハ
。
な
ん
で
、
こ
こ
を
と
ら
え
た
時
に
納
得
で
き
な
い
っ
て

い
う
ふ
う
に
言
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
か
っ
て
考
え
た
ら
ど
う
な
る
。
筆

者
は
、
何
し
と
る
ん
や
、
こ
こ
で
。

ｍ
１
：
え
、
じ
ゃ
例
に
し
ち
ゃ
だ
め
な
ん
じ
ゃ
な
い
ん
。

　
Ｔ
：
そ
こ
に
対
し
て
疑
問
を
抱
い
た
か
も
し
れ
ん
じ
ゃ
ろ
。
じ
ゃ
あ
、

な
ん
で
筆
者
は
置
き
換
え
た
ん
か
な
。

ｆ
２
：
感
情
を
無
視
し
て
。

　
Ｔ
：
え
？
感
情
を
無
視
し
て
？

ｆ
２
：
え
、
だ
っ
て
、
人
間
っ
て
さ
、
気
持
ち
が
あ
る
じ
ゃ
ん
。

ｆ
１
：
昔
猿
だ
っ
て
こ
と
。
お
、
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
。

　
Ｔ
：
は
い
、
よ
く
話
し
合
っ
て
ご
ら
ん
。

ｆ
１
：
進
化
し
た
っ
て
こ
と
だ
よ
ね
。

ｆ
２
：
そ
う
、
進
化
し
た
。

ｆ
１
：
人
間
は
進
化
し
た
ん
だ
よ
っ
て
。

ｆ
２
：
進
化
し
た
時
点
で
置
き
換
え
ち
ゃ
だ
め
だ
よ
ね
。

ｆ
１
：
そ
う
そ
う
そ
う
。
っ
て
い
う
の
が
大
事
よ
ね
。

ｆ
２
：
そ
う
よ
ね
。
大
事
よ
ね
。

ｆ
１
：
っ
て
か
な
ん
か
、
同
盟
が
組
め
そ
う
。
進
化
同
盟
み
た
い
な
。

ｆ
２
：
そ
う
な
ん
よ
。
こ
れ
書
い
と
け
ば
さ
あ
。

ｍ
１
：
じ
ゃ
け
、
要
す
る
に
譬
え
が
間
違
っ
て
る
っ
て
こ
と
。
譬
え
る
も

の
が
。

ｆ
１
：
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う
。

ｆ
３
：
な
ん
か
言
っ
て
る
こ
と
が
全
部
で
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
な
っ
と
る
。

ｆ
２
：
う
ん
。

ｆ
１
：
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
な
ん
だ
っ
て
。

ｆ
２
：
だ
っ
て
、
柔
軟
な
思
考
と
深
い
理
解
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、

こ
う
人
間
が
猿
よ
り
え
ら
く
な
っ
た
の
に
。

ｆ
３
：
同
じ
こ
と
に
な
っ
と
る
よ
。

　
ス
ク
リ
プ
ト
３
は
、
先
の
過
程
で
確
認
し
た
矛
盾
が
な
ぜ
認
め
ら
れ
な
い
も

の
な
の
か
を
説
明
す
る
過
程
で
あ
る
。
机
間
巡
視
で
訪
れ
た
教
師
の
問
い
を
受

け
、
こ
こ
で
も
ｆ
１
が
リ
ー
ド
す
る
。
彼
女
の
「
人
間
は
進
化
し
た
」
と
い
う
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発
言
に
よ
り
、
人
間
と
サ
ル
と
の
関
係
を
確
定
す
る
。
ｆ
２
は
そ
れ
を
受
け
、

「
進
化
し
た
時
点
で
置
き
換
え
ち
ゃ
だ
め
だ
よ
ね
。」
と
筆
者
の
論
の
運
び
の
問

題
点
を
指
摘
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
ｆ
１
は
、
さ
ら
に
「
同
盟
が
組
め
そ
う
。
進

化
同
盟
み
た
い
な
。」
と
感
覚
的
な
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
サ
ル
と
人
間
の
類
似
性

を
見
出
し
て
い
る
。

　〈
ス
ク
リ
プ
ト
４
〉

ｆ
２
：
矛
盾
し
て
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
ん
。
あ
、
で
も
。

ｆ
１
：
矛
盾
で
は
な
い
ん
じ
ゃ
け
ど
ね
。

ｆ
３
：
矛
盾
で
は
な
い
ん
じ
ゃ
け
ど
。

ｆ
２
：
だ
っ
て
、
猿
た
ち
の
間
で
は
埋
め
合
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
性
質

だ
け
ど
、
人
間
は
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
。
あ
ー
わ
か
ら
ん
。

ｆ
３
：
だ
か
ら
な
ん
か
。

ｆ
１
：
矛
盾
と
ま
で
は
い
か
な
い
よ
ね
。

ｆ
３
：
う
ん
、
そ
う
だ
よ
ね
。
若
者
が
考
え
出
し
た
も
の
は
、
老
人
が
な

ん
か
受
け
入
れ
て
ど
う
こ
う
す
る
み
た
い
な
。

ｆ
３
：
若
者
派
な
ん
じ
ゃ
な
い
ん
。
顔
は
ど
う
か
知
ら
ん
け
ど
。

ｆ
２
：
筆
者
若
者
派
じ
ゃ
ん
。

　
ス
ク
リ
プ
ト
４
は
、
矛
盾
と
と
ら
え
た
二
つ
の
主
張
の
論
拠
を
つ
な
ご
う
と

す
る
過
程
で
あ
る
。
ｆ
２
の
発
話
「
矛
盾
し
て
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
ん
。」
に
、

ｆ
１
、
ｆ
３
は
と
も
に
呼
応
す
る
が
、
そ
の
先
に
た
ど
り
着
く
こ
と
は
で
き
て

い
な
い
。「
矛
盾
で
は
な
い
ん
じ
ゃ
け
ど
。」
と
い
う
直
感
に
よ
り
、
両
者
を
矛

盾
な
く
つ
な
ぐ
も
の
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
先
は
、
教
師
と
学
習
者

の
協
同
が
必
要
な
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、「
な
ぜ
納
得
し
な
い
か
」
と
い
う
話
し
合
い
課
題
は
、

は
じ
め
（
ス
ク
リ
プ
ト
１
か
ら
２
の
過
程
で
）
批
判
的
な
読
み
を
駆
動
さ
せ
る

の
に
十
分
な
働
き
を
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
ス
ク
リ
プ
ト
３
の
過
程
で
は
、「
進

化
」
と
い
う
枠
組
み
を
形
成
す
る
こ
と
で
、
矛
盾
の
統
合
に
向
か
う
。
批
判
的

な
読
み
は
、
推
論
的
な
読
み
へ
の
志
向
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
読
み
の
志
向
の
転
換
は
、
こ
の
場
合
結
論
を
見
出
し
て
は
い
な
い
。
そ
こ

に
至
る
に
は
教
師
の
支
援
を
必
要
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　
他
の
グ
ル
ー
プ
の
話
し
合
い
で
も
、
批
判
的
な
読
み
は
成
立
し
て
い
た
。
し

か
し
、
そ
こ
か
ら
推
論
的
な
読
み
の
転
換
が
起
こ
っ
て
い
た
の
は
本
稿
で
取
り

上
げ
た
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
読
み
の
志
向
性
の
転
換
と
い
う
点

に
お
い
て
も
、
教
授
・
学
習
過
程
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五
　
研
究
成
果
と
課
題

　
以
上
、
説
明
的
文
章
教
材
の
論
証
構
造
お
よ
び
協
同
的
な
読
み
の
過
程
の
分

析
の
観
点
を
提
示
し
、
現
実
の
学
習
者
の
小
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
話
し
合
い
過
程

の
分
析
を
行
っ
た
。
研
究
の
成
果
と
し
て
は
、
次
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

・
説
明
的
文
章
教
材
の
論
証
に
お
け
る
明
示
的
な
根
拠
と
暗
黙
的
な
理
由
づ

け
と
の
関
係
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
推
論
に
、
読
み
の
生
産
性
が
発
揮
さ

れ
る
と
い
う
構
造
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
。

・
現
実
的
な
読
み
の
授
業
に
お
い
て
、
批
判
的
な
読
み
が
生
産
的
な
論
証
理

解
の
駆
動
力
と
し
て
有
効
に
働
き
得
る
こ
と
。

・
現
実
的
な
学
習
者
の
読
み
に
も
、
批
判
的
な
読
み
か
ら
推
論
的
な
読
み
へ

の
志
向
の
転
換
が
見
出
さ
れ
、
そ
れ
が
協
同
的
な
過
程
と
し
て
実
現
し
て

い
る
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
た
こ
と
。
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課
題
と
し
て
は
次
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
今
後
、
読
み
の
事
例
の
収
集
と
分

析
を
重
ね
、
さ
ら
に
探
究
し
た
い
。

・
現
実
的
な
読
み
手
に
よ
る
読
み
の
過
程
の
分
析
が
、
一
事
例
に
と
ど
ま
っ

り
、
他
の
読
み
の
可
能
性
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

・
授
業
過
程
と
の
関
連
の
分
析
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。

〈
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一
八
　
道
田
泰
司
「
強
い
意
味
の
批
判
的
思
考
に
関
す
る
覚
書
」『
琉
球
大
学
教

育
学
部
紀
要
』
第
六
六
集
　
七
五
～
九
一
頁
　
他

一
九
　
道
田
泰
司
「
批
判
的
思
考
に
お
け
るsoft

heart

 
         

の
重
要
性
」『
琉
球
大

学
教
育
学
部
紀
要
』
第
六
〇
集
　
一
六
二
頁

二
〇
　
宮
本
は
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
開
催
の
第
一
一
五
回
全
国
大
学
国
語
教

育
学
会
（
福
岡
大
会
）
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
「
発
達
を
ふ
ま
え
た
話
し

合
い
学
習
指
導
―
小
学
校
と
中
学
校
と
を
つ
な
ぐ
―
」
で
実
践
報
告
を

行
っ
て
い
る
。
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