
思
考
の
論
理
・
思
想
の
論
理
を
問
題
化
す
る
読
み
の
学
習

｜
｜
小
説
教
材
「
夏
の
葬
列
」
を
例
に
｜
｜

思
考
の
論
理
・
思
想
の
論
理
を
問
題
化
す
る
こ
と

本
稿
は
、
「
思
考
の
論
理
・
思
想
の
論
理
を
獲
得
す
る
読
み
の
学
習
｜
説
明

王
－

文
教
材
を
例
に
｜
」
の
続
編
と
し
て
、
小
説
教
材
を
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
、
思
考
活
動
の
過
程
で
働
い

て
い
る
、
童
日
き
手
が
も
の
を
考
え
た
り
感
じ
た
り
し
て
い
る
と
き
に
使
用
し
て

い
る
、
科
学
的
な
思
考
の
や
り
方
や
社
会
的
・
文
化
的
な
認
識
の
や
り
方
・
知

の
枠
組
み
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
思
考
の
論
理
・
思
想
の
論
理
」

と
呼
ぶ
の
は
、
便
宜
上
の
こ
と
で
あ
る
。
「
も
の
の
見
方
や
考
え
方
、
感
じ
方
」

と
い
う
言
葉
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
焦
点
は
、
書
き
手
の
意
図
や
音
い
見
と
い
っ

任

2

た
顕
在
的
な
も
の
で
は
な
く
、
潜
在
的
に
働
い
て
い
る
し
く
み
「
そ
う
見
え
て

し
ま
う
、
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
、
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
」
時
に
働
い
て
い
る
認

識
の
す
じ
み
ち
で
あ
る
。
そ
の
す
じ
み
ち
は
、
パ
タ
ー
ン
化
し
て
使
わ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
我
々
は
、
書
き
手
を
理
解
し
た
り
、
読
者

同
士
が
互
い
に
読
み
を
交
流
し
た
り
で
き
る
と
感
じ
て
い
る
が
、
共
有
で
き
る

の
は
社
会
シ
ス
テ
ム
の
産
出
物
で
あ
る
コ
ー
ド
と
し
て
の
認
識
の
や
り
方
の

信

木

市
中，4

l
 

詑

3

パ
タ
ー
ン
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
学
力
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
思
考
・

思
想
の
論
理
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
自
分
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て

変
形
し
つ
つ
編
み
込
ま
れ
、
自
身
の
思
考
や
表
現
と
し
て
活
か
せ
る
こ
と
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

思
考
・
思
想
の
論
理
の
レ
ベ
ル
で
批
評
活
動
を
行
う
こ
と
は
、
生
徒
自
身

の
問
題
と
教
材
が
提
示
し
て
い
る
問
題
と
の
接
点
が
生
じ
、
ア
ク
チ
ユ
ア
リ

テ
ィ
ー
が
立
ち
上
が
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
今
回
取

り
上
げ
る
小
説
教
材
の
読
み
に
お
い
て
は
、
対
話
的
な
読
み
を
成
立
さ
せ
る
た

め
に
、
潜
在
的
な
レ
ベ
ル
で
の
思
考
・
思
想
の
論
理
の
接
触
・
交
流
を
問
題
化

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
他
の
文
章
を
理
解
し
た
り

思
考
す
る
際
、
以
前
の
学
習
で
組
み
込
ん
だ
思
考
・
思
想
の
論
理
を
批
評
的
に

活
用
し
て
い
く
と
い
う
サ
イ
ク
ル
を
育
て
て
い
く
こ
と
も
ね
ら
い
で
あ
る
。
読

み
の
学
力
が
向
上
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
の
内
に
は
、
参
照
項
と
し
て
働
く
手

持
ち
の
枠
組
み
を
増
や
し
て
い
く
と
い
う
要
素
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。小

説
教
材
で
思
想
の
論
理
を
問
題
化
す
る
に
際
し
、
個
々
の
教
材
に
応
じ
た

修
正
は
必
要
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
読
み
の
視
点
を
仮
構
し
て
い
る
。
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①
語
り
手
の
位
置
と
語
り
の
対
象
。
（
そ
こ
で
期
待
さ
れ
て
い
る
読
者
の

反
応
）

②
話
題
の
中
心
は
何
か
、
そ
れ
が
何
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
（
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
か
て
そ
の
際
、
ど
ん
な
意
味
づ
け
（
価
値
判
断
や
も

の
の
見
方
の
方
向
付
け
）
を
し
て
い
る
の
か
。

③
書
き
手
の
視
点
や
現
象
の
と
ら
え
方
に
は
ど
の
よ
う
な
特
質
が
あ
る
の

か
。
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
ど
ん
な
こ
と
か
。

④
読
者
に
ど
の
よ
う
な
も
の
の
見
方
を
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
る
の

ふ川
N
O

小
説
教
材
で
思
考
の
論
理
・
思
想
の
論
理
を
問
題
化

す
る
山
川
方
夫
「
夏
の
葬
列
」
の
場
合
｜

1
．
「
夏
の
葬
列
」
の
思
考
の
論
理
・
思
想
の
論
理

こ
の
作
品
は
、
事
実
・
真
相
を
知
る
と
い
う
出
来
事
が
、
登
場
人
物
の
認
識

を
変
容
さ
せ
る
と
い
う
構
造
を
持
つ
も
の
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
新
た
な
事

実
・
真
相
と
以
前
の
認
識
と
の
情
報
の
差
異
は
、
自
分
の
と
っ
た
行
動
が
も
う

一
人
の
死
に
も
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
同
種
の
因
子
の
追
加
で
し
か
な
い
。
む

し
ろ
彼
の
認
識
を
揺
さ
ぶ
っ
て
い
る
の
は
、
い
っ
た
ん
自
分
が
直
接
ヒ
ロ
子
さ

ん
の
死
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
と
い
う
思
い
込
み
に
よ
っ
て
自
ら
を
苛

む
記
憶
か
ら
解
放
さ
れ
た
幸
福
感
が
一
転
、
ヒ
ロ
子
さ
ん
と
そ
の
母
親
の
人
生

及
び
死
に
関
す
る
自
ら
の
責
任
を
思
い
知
る
と
い
う
落
差
に
よ
っ
て
生
ず
る
衝

撃
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
作
品
展
開
の
構
造
に
、
登
場
人
物
の
認
識
を
変
容

さ
せ
た
も
の
の
正
体
が
あ
る
。

山
元
隆
春
は
、
「
〈
自
己
の
残
余
〉
の
発
見
か
ら
世
界
の
つ
な
が
り
へ
｜
教

注
4

材
と
し
て
の
『
夏
の
葬
列
』
｜
」
に
お
い
て
、
こ
の
作
品
の
教
材
と
し
て
の

問
題
と
可
能
性
の
考
察
を
通
し
て
、
〈
自
己
の
残
余
〉
と
出
会
う
〈
読
み
の
出

来
事
〉
が
教
室
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
。
〈
自
己
の
残
余
〉
と
は
、

ふ
だ
ん
意
識
化
さ
れ
て
い
な
い
自
己
の
姿
と
出
会
う
こ
と
と
一
言
っ
て
良
か
ろ

う
か
。
そ
れ
は
、
読
ん
だ
と
き
に
は
何
か
あ
る
と
い
う
感
じ
が
あ
り
な
が
ら
、

放
っ
て
お
け
ば
す
ぐ
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
原
理
的
に
は
言

語
化
し
よ
う
と
し
て
も
必
ず
こ
ぼ
れ
落
ち
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
人
間
の

思
考
・
認
識
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
学
習
者
の
反
応
を
違
和
感
と
共
感
と
い
う
枠
で
と
ら

え
る
こ
と
を
切
り
込
み
口
に
し
て
、
何
か
あ
る
と
い
う
感
じ
の
正
体
を
意
識
さ

せ
る
学
習
を
構
想
し
た
。
山
元
は
、
「
他
人
事
と
し
て
受
け
取
っ
て
し
ま
う
の

か
、
そ
れ
と
も
、
読
者
の
自
己
に
つ
な
が
る
問
題
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
が
、
こ
の
小
説
の
読
者
と
し
て
大
切
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
」
（
前
掲
書

p
m）
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
読
ま
せ
る
た
め
に

は
、
教
室
で
は
次
の
二
点
が
読
み
の
中
で
焦
点
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

i
「
彼
」
が
ヒ
ロ
子
さ
ん
を
突
き
飛
ば
し
た
こ
と
に
は
、
意
識
で
操
作
で
き

な
い
生
存
の
た
め
の
反
射
行
動
が
あ
る
点
。

H

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
我
々
は
引
き
受
け
て
生
き
て
い
け
る
の
か
と
い

う
、
我
々
が
ふ
だ
ん
見
な
い
で
済
ま
せ
て
い
る
こ
と
、
意
識
の
外
に
追
い

や
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
ぶ
り
出
さ
れ
て
い
る
点
。

特
に
、
「
も
は
や
逃
げ
場
所
は
な
い
の
だ
と
い
う
意
識
が
、
彼
の
足
ど
り
を
ひ

ど
く
確
実
な
も
の
に
し
て
い
た
o
」
と
語
る
こ
の
作
品
の
出
来
事
の
意
味
づ
け

方
に
は
、
室
田
き
手
の
人
生
観
や
人
間
観
と
い
っ
た
思
想
の
論
理
が
表
れ
て
い

る
。
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
引
き
受
け
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
と
し
て
あ
る

- 33 



の
か
を
考
え
さ
せ
る
読
み
が
実
現
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
書
き
手
の
提
示
す
る
問

い
か
け
に
読
者
と
し
て
応
答
す
る
読
み
に
な
る
だ
ろ
う
。

教
材
と
し
て
扱
う
際
、
登
場
人
物
の
「
彼
」
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
と

い
う
の
と
、
童
聞
き
手
の
認
識
の
や
り
方
と
対
話
す
る
と
い
う
の
と
で
は
、
「
と

り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
」
「
人
の
不
幸
に
自
分
が
関
与
し
て
し
ま
う
こ
と

の
責
任
」
と
い
う
題
（
1
に
つ
い
て
）
は
共
通
で
あ
る
も
の
の
、
問
題
化
の
次

元
が
異
な
る
。
前
者
は
、
「
彼
」
と
い
う
他
人
の
こ
と
へ
の
批
評
に
な
り
や
す

い
。
後
者
は
、
「
彼
」
の
描
か
れ
方
の
も
と
に
あ
る
人
間
に
つ
い
て
の
見
方
や

考
え
方
と
自
分
が
前
提
に
し
て
い
る
そ
れ
と
を
対
置
し
て
、
自
分
の
問
題
と
し

て
反
応
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
行
い
た
い
対
話
的
な
読
み
は
後
者
で
あ

る。
な
お
、
書
き
手
に
と
っ
て
の
問
題
と
対
話
す
る
た
め
に
は
、
一
旦
、
書
き
手

の
論
理
を
受
け
入
れ
る
段
階
を
経
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
段
階
で
は
、
発
問
に

よ
っ
て
表
現
に
注
目
し
読
み
を
焦
点
化
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

2
．
「
夏
の
葬
列
」
の
読
み
の
交
流
か
ら

室
田
き
手
と
学
習
者
の
間
で
ど
の
よ
う
な
思
考
の
論
理
・
思
想
の
論
理
レ
ベ
ル

で
の
反
応
が
起
こ
る
の
か
を
取
り
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
尾
道
大
学
芸
術

文
化
学
部
日
本
文
学
科
三
年
生
別
名
を
対
象
に
、
次
項
に
一
亦
す
「
（
1
）
初
読

の
記
録
、
（
2
）
読
み
の
交
流
」
の
学
習
活
動
を
行
い
、
記
録
し
た
。

（1
）
初
読
の
記
録

初
読
段
階
で
読
み
焦
点
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
の
か
を
取
り
出

す
こ
と
、
室
田
き
手
を
意
識
さ
せ
る
聞
い
や
テ
キ
ス
ト
を
客
観
視
す
る
聞
い
で
刺

激
し
た
際
の
反
応
を
取
り
出
す
こ
と
、
以
上
二
点
を
ね
ら
い
と
し
て
、
学
習
者

に
次
の
よ
う
な
記
録
を
と
ら
せ
た
。

①
読
み
な
が
ら
の
記
録
。

問
次
の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
な
が
ら
、
共
感
し
た
り
疑
問
や
違
和
感
を
感
じ
た

り
な
ど
、
自
分
が
注
目
し
た
箇
所
に
傍
線
を
引
い
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
思
い

浮
か
ん
だ
考
え
や
感
じ
の
内
容
を
上
欄
に
書
き
込
ん
で
い
っ
て
く
だ
さ
い
。

②
一
読
後
の
ま
と
め

問
l

自
分
が
、
こ
の
作
品
を
読
み
な
が
ら
共
感
あ
る
い
は
違
和
感
を
感
じ
た

理
由
は
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
つ

問
2

書
き
手
は
、
何
を
問
題
に
し
て
い
ま
す
か
。
そ
し
て
、
こ
の
話
題
に
ど

の
よ
う
な
意
味
を
与
え
て
い
ま
す
か
。

問
3

あ
な
た
は
、
こ
の
作
品
を
、
ど
う
思
い
ま
す
か
？
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（2
）
読
み
の
交
流

読
み
の
交
流
は
、
各
場
面
ご
と
に
、
「
読
み
の
記
録
」
（
以
下
「
記
録
」
と
表

記
）
に
記
述
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
各
自
の
意
見
を
出
し
合
う
と
い
う

形
式
。
以
下
、
ピ
テ
オ
撮
影
に
よ
る
記
録
を
も
と
に
話
し
合
わ
れ
た
内
容
を
要

約
の
形
で
記
述
。
記
録
内
容
の
確
認
を
し
て
い
る
部
分
は
省
略
。
T
は
授
業
者

の
発
言
、

md
は
学
習
者
の
発
言
。
※
部
は
考
察
と
説
明
。

【第
1
場
面
】
（
現
在
の
出
来
事
）
（
叙
述
を
確
認
す
る
内
容
の
み
。
）

｛第
2
場
面
】
（
過
去
の
出
来
事
・
回
想
）

：
・
大
柄
な
ヒ
ロ
子
さ
ん
は
、
い
つ
も
彼
を
か
ば
っ
て
く
れ
、
弱
虫
の
彼
を
離
れ

な
か
っ
た

「
離
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
た
叩
の
記
録
を
取
り
上
げ
、
「
ヒ



ロ
子
さ
ん
も
内
心
心
細
か
っ
た
」
と
い
う
読
み
に
つ
い
て
考
え
た
。
T
は
、

こ
の
読
み
は
、
銃
撃
時
に
ヒ
ロ
子
さ
ん
が
な
ぜ
助
け
に
来
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
つ
な
が
る
と
補
足
。
他
の
見
解
と
し
て
、
回
「
弟
の
よ
う
に
思
っ
て
お

り
、
自
分
が
守
っ
て
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
読
み
が
出
さ
れ

た
。
T
は
、
こ
の
読
み
を
受
け
て
、
そ
う
思
う
こ
と
が
ヒ
ロ
子
さ
ん
自
身
に

と
っ
て
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
と
問
い
、
ヒ
ロ
子
さ
ん
を
親
切
な
面

倒
見
の
良
い
人
物
に
設
定
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
誰
か
を
守
ろ
う
と
す
る

こ
と
で
同
時
に
自
分
を
強
く
保
つ
人
の
あ
り
ょ
う
を
読
ん
で
い
る
と
補
足
。

ま
た
、
叩
が
、
厳
粛
な
は
ず
の
葬
式
の
列
に
鰻
頭
を
求
め
て
駆
け
寄
る
る
子

供
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
も
の
の
組
み
合
わ
せ
に
子
供
の
無
邪
気
さ
と
同
時
に

残
酷
さ
・
不
謹
慎
さ
が
読
み
と
れ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
T
は
こ
の
作

品
の
描
き
方
を
読
ん
だ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

※
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
人
物
像
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
ヒ
ロ
子
さ
ん
が
な
ぜ
銃
撃

の
中
で
彼
に
駆
け
寄
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
の
説
明
、
つ
ま
り
人
間
に

つ
い
て
の
理
解
の
し
か
た
（
論
理
）
に
つ
な
が
る
。

T
は
、
読
み
取
っ
た
人

物
像
を
、
人
間
の
描
か
れ
方
と
し
て
と
ら
え
直
す
よ
う
に
方
向
付
け
て
い

る。
「
ょ
せ
1

向
こ
う
へ
行
け
！
目
立
つ
ち
？
っ
じ
ゃ
な
い
か
よ
1
」

ま
ず
、
白
「
彼
は
自
分
が
助
か
る
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
い
」
、
部

「
自
分
は
第
三
者
の
視
点
で
ド
ラ
マ
を
見
る
よ
う
に
ち
ょ
っ
と
引
い
た
と
こ

ろ
か
ら
読
ん
だ
。
ヒ
ロ
子
さ
ん
も
自
分
が
狙
わ
れ
や
す
い
と
分
か
っ
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
駆
け
寄
っ
て
き
て
く
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、

こ
の
言
葉
は
非
道
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
た
」
と
い
う
彼
の
行
動
に
批

判
的
な
読
み
を
発
表
。
こ
れ
に
対
し
て
、
間
「
私
は
彼
目
線
で
読
ん
だ
こ

「
人
間
の
本
能
と
し
て
自
然
な
行
動
と
し
て
理
解
で
き
る
」
と
彼
に
共
感
的

な
意
見
が
出
さ
れ
た
。

T
は
、
こ
の
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
、
発
言
中
の

「
彼
目
線
で
」
「
第
三
者
の
視
点
で
：
・
ち
ょ
っ
と
引
い
た
と
こ
ろ
か
ら
」
と
い

う
表
現
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
読
者
が
彼
に
同
化
で
き
た
か
ど
う
か
で
分
か

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
補
足
。
こ
の
後
、
「
記
録
」
で
批
判
的
だ
っ
た
者
も
、

白
「
人
間
の
本
能
と
い
わ
れ
た
ら
、
確
か
に
そ
う
思
う
」
の
よ
う
な
理
解
の

仕
方
を
示
し
て
い
る
。

※
批
判
的
な
者
と
共
感
的
な
者
と
の
感
じ
方
の
差
異
は
、
彼
に
ど
れ
だ
け
同

化
で
き
た
か
ど
う
か
と
い
う
登
場
人
物
と
の
距
離
感
に
よ
る
と
言
え
る
。
最

終
的
に
は
彼
の
行
動
を
理
解
で
き
る
と
し
た
も
の
が
多
い
が
、
彼
の
行
動
が

説
明
で
き
る
と
い
う
意
味
で
の
理
解
。

彼
の
手
で
あ
お
む
け
に
突
き
飛
ば
さ
れ
た
ヒ
ロ
子
さ
ん
が
ま
る
で
ゴ
ム
ま
り
の

よ
う
に
弾
ん
で
空
中
に
浮
く
の
を
見
た
。

幻
「
子
供
に
も
容
赦
し
な
い
、
簡
単
に
人
が
殺
さ
れ
る
。
む
ご
い
。
」
は
、

戦
争
の
悲
惨
さ
と
い
う
意
味
づ
け
。
戦
争
に
焦
点
を
あ
て
た
の
は
一
名
。

【第
3
場
面
】
（
現
在
の
心
中
）

：
・
そ
れ
も
、
助
け
に
来
て
く
れ
た
少
女
を
、
わ
ざ
わ
ざ
銃
撃
の
下
に
突
き
飛
ば

し
た
あ
の
夏
、

問
「
一
緒
に
逃
げ
て
い
た
ら
自
分
も
撃
た
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
突
き

飛
ば
し
た
の
は
「
わ
ざ
わ
ざ
』
で
な
く
『
た
ま
た
ま
』
じ
ゃ
な
い
？
」
の
記

録
に
つ
い
て
、
T
「
そ
れ
な
の
に
「
俺
』
が
「
わ
ざ
わ
ざ
』
と
言
う
の
は
な

ぜ
か
」
と
問
わ
れ
、
問
「
罪
の
意
識
を
感
じ
て
い
る
か
ら
」
と
応
答
。

※
こ
の
や
り
と
り
で
、
「
俺
」
が
そ
う
感
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
焦
点
化
さ
れ
た
。
表
現
へ
の
違
和
感
を
手
が
か
り
と
し
て
、
事
実
の
記
述
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と
し
て
で
は
な
く
登
場
人
物
に
と
っ
て
の
出
来
事
の
意
味
と
し
て
メ
タ
レ
ベ

ル
の
読
み
に
な
っ
て
い
く
。

自
分
に
は
夏
以
外
の
季
節
、
が
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
：
・
彼
は
彼
女
の

そ
の
後
を
聞
か
ず
に
こ
の
町
を
去
っ
た
。

日
は
「
彼
は
ヒ
ロ
子
さ
ん
が
死
ん
だ
の
か
生
き
て
い
る
の
か
も
聞
か
ず
、
真

実
か
ら
逃
げ
て
い
る
。
」
と
自
ら
の
記
録
を
説
明
し
、
「
夏
以
外
の
季
節
が
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
彼
が
気
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
の
か
」
と
質
問
さ
れ
て
、
日
「
彼
は
『
夏
以
外
の
季
節
が
な
か
っ
た
よ
う

な
』
と
言
う
こ
と
で
許
さ
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
」
と
答
え
て
い
る
。

T
は
刊
の
発
言
を
「
気
に
は
か
か
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
か
と
言
っ
て
正
面
か

ら
受
け
止
め
て
は
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
」
と
補
足
。

※
こ
の
場
面
で
、
彼
は
真
に
向
き
合
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
読
み
が

確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
後
の
展
開
で
衝
撃
的
な
真
相
を
知
る
こ
と
が
覚
悟
を

決
め
さ
せ
る
と
い
う
論
理
と
噛
み
合
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

【第
4
場
面
｝
（
現
在
の
出
来
事
：
・
真
相
）

お
れ
は
、
人
殺
し
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。

j
お
れ
に
直
接
の
責
任
が
な
い
の
は

確
か
な
の
だ
。

「
記
録
」
を
も
と
に
、
幻
「
相
手
の
死
よ
り
も
自
分
の
責
任
の
方
が
大
事
」
、

日
「
結
果
で
は
な
く
自
分
が
し
た
こ
と
自
体
が
問
題
」
o

師
「
ヒ
ロ
子
さ
ん

が
死
ん
で
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
た
め
に
良
か
っ
た

で
は
な
く
、
自
分
の
た
め
に
良
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
な
ど
、
批
判

的
な
読
み
を
確
認
。

T
は
、
叩
「
露
骨
に
彼
の
責
任
を
免
れ
た
喜
び
に
つ
い

て
書
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
記
録
を
取
り
上
げ
、
「
『
露
骨
に
」
書
い
た
の

は
？
」
と
問
う
て
い
る
。
次
に
、
日
「
気
に
な
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
た
と

い
う
安
堵
感
は
理
解
で
き
る
」
と
い
う
、
共
感
的
な
記
録
を
と
り
あ
げ
た
。

仰
は
「
彼
は
自
分
の
行
動
さ
え
も
許
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
」
と
言
い
、

T
は
「
作
品
の
最
後
で
は
、
彼
は
、
自
分
の
行
動
の
責
任

を
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
自
分
の
し
た
こ
と
を
受
け
止
め
る
こ
と
に

な
る
の
か
」
と
い
う
問
う
て
い
る
。
仰
は
答
え
に
窮
し
、
結
論
を
出
さ
ず
に

次
の
場
面
へ
進
む
。

※
「
彼
」
へ
の
批
判
的
な
読
み
と
共
感
的
な
読
み
は
、
理
屈
と
し
て
の
理
解

に
お
い
て
は
同
時
に
許
容
さ
れ
る
の
だ
が
、
読
み
手
の
焦
点
の
当
て
方
に

よ
っ
て
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
前
景
化
す
る
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
。

葬
列
は
確
実
に
一
人
の
人
聞
の
死
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
れ
を
前
に
、
い
さ
さ

か
不
謹
慎
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
：
：
：
も
し
か
し
た
ら
、
そ
の
有
頂
天
さ
が
、

彼
に
そ
ん
な
よ
け
い
な
質
問
を
口
に
出
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い

j

書
き
手
が
彼
を
不
謹
慎
に
描
い
て
い
る
と
い
う
記
録
を
確
認
。
「
『
へ
え
。
失

恋
で
も
し
た
の
』
と
い
う
軽
さ
に
違
和
感
を
感
じ
た
」
と
記
録
し
た
回
は
、

「
浮
い
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
地
の
文
の
語
り
口
調
が
先
に
落
と
し
穴
が
あ

る
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
よ
う
」
と
説
明
。
T
は
「
こ
こ
で
表
明
さ
れ
た
『
普

通
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
』
と
い
う
違
和
感
は
、
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー

ト
で
鮮
や
か
に
落
ち
の
あ
る
展
開
を
や
っ
て
見
せ
よ
う
と
仕
掛
け
た
こ
と
で

生
じ
た
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
欠
如
で
は
な
い
か
」
と
補
足
。
一
方
で
、
制
は

「
自
分
も
一
緒
に
な
っ
て
ハ
ラ
ハ
ラ
ド
キ
ド
キ
し
ま
し
た
」
と
同
化
し
て
読

ん
で
い
る
。

※
本
文
に
「
い
さ
さ
か
不
謹
慎
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
弁
明
が
入
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
不
謹
慎
に
過
ぎ
る
と
い
う
の
学
習
者
が
多
い
。
こ
の
違
和

感
は
、
学
習
者
の
「
普
通
は

1
し
な
い
」
と
い
う
発
言
や
日
「
自
重
す
べ

36 -



き
」
凶
「
悲
し
む
は
ず
の
」
と
い
う
記
録
の
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
学

習
者
の
価
値
意
識
・
価
値
規
範
に
照
ら
し
た
ズ
レ
か
ら
生
じ
て
い
る
の
だ

が
、
後
の
展
開
の
衝
撃
を
強
く
す
る
た
め
に
登
場
人
物
の
幸
福
感
を
盛
り
上

げ
る
演
出
（
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
の
巧
み
な
仕
掛
け
）
が
、
結
果
と
し
て
リ

ア
リ
テ
ィ
ー
を
欠
如
さ
せ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
一
方
、
同
化
す
る
者
は
、

気
が
か
り
な
こ
と
を
抱
え
た
重
圧
か
ら
の
解
放
感
と
い
う
自
ら
の
経
験
に
照

ら
し
て
、
感
情
移
入
し
て
い
る
。

【第
5
場
面
】
（
現
在
の
心
中
）

こ
の
二
つ
の
死
は
、
結
局
お
れ
の
な
か
に
埋
葬
さ
れ
る
ほ
か
な
い
の
だ
。

記
録
に
は
、
制
と
仰
が
「
こ
の
表
現
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
い
う
疑
問
を

呈
し
て
お
り
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
検
討
し
た
。

U
H

「『埋

葬
す
る
』
が
自
分
の
中
に
ち
ゃ
ん
と
留
め
て
お
く
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
自
分

が
非
道
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
て
不
幸
に
な
っ
た
人
が
い
る
こ
と
を
忘
れ
な

い
と
い
う
意
味
だ
と
思
う
」
o
m
「
受
け
止
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
覚
え
て

お
く
と
い
う
だ
け
の
こ
と
な
の
か
っ
そ
う
い
う
も
の
で
よ
い
の
か
？
」
o

M

「
う
ー
ん
・
」
と
答
え
に
窮
す
o
m
m

「
埋
ま
っ
た
ら
そ
こ
か
ら
動
か
な
い
と

い
う
印
象
が
あ
る
の
で
、
ゃ
っ
ち
ゃ
た
こ
と
と
し
て
落
ち
着
い
た
と
い
う
こ

と
だ
と
思
う
」
o
T
「
実
際
に
は
ど
う
す
る
こ
と
が
埋
葬
し
た
こ
と
に
な
る

の
か
、
何
を
し
た
ら
受
け
止
め
た
こ
と
に
な
る
の
か
」

0

（
思
考
時
間
）
o
m
m

「
結
局
、
自
分
の
身
を
軽
く
す
る
こ
と
と
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に

思
う
」
o
U
「
毎
夏
、
何
度
も
思
い
出
す
こ
と
で
は
な
い
か
」
o
T
「
何
回
も

思
い
出
す
と
：
何
回
も
？
」
o
U
「
（
胸
が
）
痛
い
」
o
m
「
一
生
、
罪
の
意

識
を
持
ち
続
け
る
こ
と
」
o

M
「
こ
れ
か
ら
は
、
重
く
受
け
止
め
続
け
る
こ

と
が
、
続
い
て
い
く
ん
だ
と
い
う
気
持
ち
」
。

T

「
ど
こ
か
で
終
わ
る
だ
ろ

、
っ
と
思
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
か
ら
も
続
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
悟
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
ね
」
o
m
「
心
の
中
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
本
当
に
ヒ
ロ
子
さ

ん
が
死
ん
だ
、
自
分
が
殺
し
た
と
い
う
事
が
確
か
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

実
感
が
な
か
っ
た
人
の
死
が
、
募
が
で
き
る
と
本
当
に
死
ん
じ
ゃ
っ
た
ん
だ

な
と
思
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
」
o
T
「
像
が
明
確
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
だ
ね
」
o

幻
「
確
実
に
自
分
の
せ
い
だ
と
分
か
っ
て
、
自
分
が

こ
の
罪
を
背
負
っ
て
い
く
ん
だ
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
固
め
よ
う
と
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
」
o

回
「
『
埋
葬
』
と
は
、
深
い
と
こ
ろ
で
腹
の
底
か
ら
罪
悪
感

を
感
じ
続
け
る
こ
と
」
o
T
「
こ
こ
ま
で
で
出
た
の
は
、
罪
悪
感
を
受
け
止

め
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
で
は
、
実
際
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
こ
と
に
な
る

の
か
？
『
彼
』
が
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
今
日
か
ら
始
ま
る
が
、

シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
で
も
あ
り
そ
れ
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
あ
と
は
、

読
者
の
み
な
さ
ん
が
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」

※
こ
の
作
品
が
読
者
に
罪
を
背
負
う
と
い
う
問
題
を
差
し
出
し
て
い
る
と
い

う
理
解
で
終
わ
ら
ず
、
ど
の
よ
う
に
深
く
掘
り
下
げ
て
い
る
の
か
を
問
題
に

し
た
い
が
、
こ
こ
で
は
未
だ
そ
こ
ま
で
に
至
ら
な
い
。

で
も
、
な
ん
と
い
う
皮
肉
だ
ろ
う

1
・
：
全
く
、
何
と
い
う
偶
然
の
皮
肉
だ

ろ
う
。
（
こ
こ
は
、
「
記
録
」
の
内
容
確
認
の
み

0

）

風
が
騒
ぎ
、
芋
の
葉
の
に
お
い
が
す
る
。
よ
く
晴
れ
た
空
が
青
く
、
太
陽
は
あ

い
変
わ
ら
ず
ま
ぶ
し
か
っ
た
。

こ
の
表
現
を
、
回
「
音
叫
外
に
さ
わ
や
か
」
と
評
し
た
記
録
に
、
多
く
の
者
が

領
く
。
こ
の
表
現
に
つ
い
て
、
問
「
映
画
で
一
一
二
口
う
と
、
主
人
公
を
引
き
の
景

色
か
ら
写
し
て
い
る
感
じ
」
と
い
う
意
見
が
出
た
が
、
T
か
ら
「
芋
の
葉
の

匂
い
を
か
い
だ
の
は
誰
？
」
と
間
わ
れ
、
仰
「
そ
れ
は
『
俺
』
」
と
答
え
て
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い
る
o

T
は
、
「
空
が
青
い
と
感
じ
た
の
も
、
太
陽
を
ま
ぶ
し
い
と
感
じ
た

の
も
彼
。
さ
わ
や
か
な
情
景
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
な
ら
、
彼
は
あ
る
意
味

『
さ
わ
や
か
』
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
書
き
手
は

そ
う
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
次
の
『
確
実
』

な
『
足
ど
り
」
と
関
連
し
て
い
る
」
と
コ
メ
ン
ト
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
他
に
臼
が
「
な
ん
か
す
っ
き
り
し
た
感
じ
が
情
景
描
写
か
ら
も
・
：
。
な

ん
か
終
わ
っ
た
と
い
う
感
じ
」
と
述
べ
て
い
る
。

※
「
音
ω
外
に
さ
わ
や
か
」
と
い
う
評
の
「
意
外
に
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、

期
待
や
予
想
の
形
成
に
働
い
た
論
理
と
の
相
違
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
こ
れ
は
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
の
形
成
に
つ
い
て
の
パ
タ
ー
ン
認
識

の
ず
れ
を
感
知
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

彼
は
、
ふ
と
今
と
は
違
う
時
間
、
た
ぶ
ん
未
来
の
中
の
別
な
夏
に
、
自
分
は
ま

た
今
と
同
じ
風
景
を
眺
め
、
今
と
閉
じ
音
を
聞
く
の
だ
ろ
う
と
い
う
気
が
し

た。
記
録
に
「
ど
う
い
っ
た
理
由
で
ま
た
こ
こ
を
訪
れ
る
の
だ
ろ
う
か
つ
」
と
書

い
た
剖
は
「
痛
み
・
罪
悪
感
を
持
ち
続
け
る
た
め
」
と
自
分
な
り
の
答
え
を

述
べ
て
い
る
。

も
は
や
逃
げ
場
は
な
い
の
だ
と
い
う
意
識
が
、
彼
の
足
ど
り
を
ひ
ど
く
確
実
な

も
の
に
し
て
い
た
。

T
「
仰
の
『
重
い
も
の
で
は
な
い
？
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
つ
」

o
m
「罪

を
感
じ
て
い
た
ら
、
普
通
足
ど
り
が
ず
ー
ん
と
重
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

『
確
実
』
と
い
う
の
は
、
き
わ
や
か
と
い
う
か
、
希
望
あ
ふ
れ
る
感
じ
が
し

た」
o

T
「
先
程
の
風
景
描
写
と
同
じ
だ
ね
。
刊
の
『
確
実
な
も
の
』
に

な
っ
た
と
い
う
の
は
？
」
o

M
「
「
逃
げ
場
所
は
な
い
の
だ
』
と
い
う
意
識

で
、
確
実
な
も
の
な
っ
た
の
か
な
あ
と
」
o

T
「
き
わ
や
か
と
い
う
の
で
は

な
く
て
、
ぶ
れ
て
な
い
と
い
う
こ
と
か
な
」
o

こ
こ
で
制
の
「
逃
げ
ら
れ
な

い
と
悟
っ
た
瞬
間
、
初
め
て
彼
は
自
分
の
罪
と
向
き
合
う
意
識
に
な
っ
た
」

と
い
う
読
み
を
確
認
。

T

「
制
は
、
『
（
こ
れ
ま
で
の
）
逃
げ
場
所
は
ど
こ

だ
っ
た
の
か
』
と
問
う
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ど
こ
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ

ろ
う
？
」

o
m
「
ヒ
ロ
子
さ
ん
が
本
当
は
生
き
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
思

う
と
こ
ろ
」
o

T
「
自
分
が
真
相
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
逃
げ
場
所

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ね
」
o

部
『
厳
し
く
て
重
厚
感
が
あ
る
』
と
い
う
感

想
を
確
認
。
間
『
過
去
の
罪
悪
感
か
ら
逃
れ
て
よ
う
と
す
る
こ
と
は
誰
に
で

も
あ
る
』
と
い
う
意
見
を
確
認
。
T
「
今
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
問
、
日
の
読

み
に
加
え
て
、
問
3
の
記
録
で
回
も
「
重
い
印
象
を
受
け
る
。
自
分
た
ち

に
、
こ
の
男
の
よ
う
な
、
自
分
の
都
合
の
悪
い
こ
と
か
ら
目
を
背
け
る
こ
と

は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
』
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
が
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
我
々
は
普
段
自
分
が
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
生
き
て

い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
比
べ
れ
ば
、
そ
れ
を
覚
え
て
い
よ
う
と
い
う
の
は
厳

し
い
姿
勢
だ
と
一
吉
守
え
る
。
こ
の
『
厳
し
さ
」
は
誰
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
つ
」
o

回
「
書
い
た
人
の
」

※
「
き
わ
や
か
」
な
情
景
や
「
確
か
な
足
取
り
」
に
違
和
感
を
感
じ
た
者
は
、

「
彼
」
の
覚
悟
と
い
う
一
つ
の
答
え
を
得
た
か
ら
と
言
っ
て
、
異
物
感
が
消

失
し
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
疑
問
に
つ
い
て
説
明
が
つ
く
と
い
う
こ
と

と
実
感
的
に
分
か
る
こ
と
と
は
違
う
。
し
か
し
、
当
初
の
読
み
で
見
ら
れ

た
「
彼
」
と
い
う
人
物
を
突
き
放
す
閉
ざ
し
た
批
判
に
終
始
せ
ず
、
表
現
さ

れ
た
こ
と
ば
か
ら
、
了
解
で
き
な
い
ま
で
も
「
彼
」
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る

こ
と
に
分
け
入
ろ
う
と
す
る
関
心
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
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た
い
。
そ
し
て
、
「
彼
」
の
像
を
と
ら
え
る
こ
と
の
次
の
展
開
は
、
そ
の
よ

う
に
描
く
書
き
手
の
存
在
に
意
識
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
問
1

の
記
録
内
容
に
関
連
す
る
も
の
が
多
い
の
で
、
そ
れ
と
合
わ
せ
て
検
討
し

た
間
1

自
分
が
、
こ
の
作
品
を
読
み
な
が
ら
共
感
あ
る
い
は
違
和
感
を
感
じ
た

理
由
は
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
つ

共
感
と
違
和
感
の
理
由
と
し
て
記
録
さ
れ
た
こ
と
の
う
ち
に
は
、
こ
こ
ま
で

の
場
面
ご
と
の
読
み
の
中
で
す
で
に
扱
わ
れ
た
も
の
と
共
通
の
も
の
も
多
い
。

こ
こ
で
は
、
各
自
の
記
録
を
元
に
し
て
、
教
材
と
自
分
と
の
対
話
的
な
読
み
へ

さ
ら
に
向
か
う
こ
と
を
ね
ら
い
に
し
て
、
次
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
意
見
交

流
を
行
っ
た
。
以
下
、
発
一
一
言
内
容
の
要
旨
。
こ
の
部
分
の
記
録
は
当
時
の
メ
モ

に
よ
る
。
発
言
者
不
明
の
も
の
は
幻
と
表
記
。

口
「
人
間
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
」
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て

T

「
『
疑
問
が
確
信
に
変
わ
っ
た
の
で
、
逆
に
足
ど
り
は
ひ
ど
く
不
安
定
に

な
り
そ
う
な
も
の
な
の
に
』
と
い
う
記
録
が
あ
る
け
れ
ど
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
ど
う
思
う
？
」
o

幻
「
自
分
の
感
覚
で
は
、
「
た
し
か
な
『
彼
』
の

よ
う
に
こ
う
は
な
れ
な
い
」
o

釘
「
こ
の
よ
う
に
反
応
で
き
る
の
は
、
タ
フ

あ
る
い
は
厚
か
ま
し
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
と
い
う
こ
と
か
」

o
m
「何

を
す
る
か
、
決
ま
っ
た
か
ら
、
し
っ
か
り
し
た
の
だ
」
o

幻
「
罪
の
意
識

は
、
本
物
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
こ
れ
は
謝
罪
の
気
持
ち
で
は
な
い
」
o

m
「
彼
は
逃
避
す
る
タ
イ
プ
。
も
と
も
と
9
割
は
自
分
の
せ
い
だ
と
分
か
っ

て
い
て
も
、
ー
割
が
揺
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
こ
う
い
う
考
え
に
な
る
こ
と

で
、
結
果
と
し
て
楽
に
な
る
。
そ
れ
は
行
き
場
の
な
さ
か
ら
の
逃
げ
道
で

も
あ
る
。
あ
る
音
ル
味
、
開
き
直
り
で
あ
る
」
o

剖
「
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
死
の
確

証
を
得
、
罪
を
背
負
う
決
心
を
し
た
厚
み
と
か
重
み
の
表
現
で
あ
る
」
。
町

「
彼
は
自
殺
す
る
の
で
は
な
い
か

o」
o
m
「
『
彼
』
が
死
ん
だ
の
で
は
、
誰
も

こ
の
こ
と
を
覚
え
て
い
る
も
の
が
い
な
く
な
り
、
自
分
の
中
に
埋
葬
し
た
こ

と
に
な
ら
な
い
」
o

幻
「
未
来
の
中
の
：
・
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
だ
か
ら
、

こ
れ
か
ら
も
生
き
て
い
る
は
ず
」
o

幻
「
ヒ
ロ
子
さ
ん
が
死
ん
だ
と
い
う
こ

と
が
、
確
か
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
」
o

幻
「
確
か
な
足
ど
り
が
表

し
て
い
る
の
は
、
彼
の
人
生
の
内
容
的
な
部
分
」
。
幻
「
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
重
み
に
耐
え
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
『
ひ
ど
く
確
実
』
は
自
分
を
鼓

舞
し
た
も
の
で
、
こ
れ
か
ら
度
々
揺
ら
ぐ
だ
ろ
う
」
。
幻
「
そ
う
簡
単
に
終

わ
れ
な
い
は
ず
」

※
初
読
段
階
の
記
録
で
は
「
彼
」
の
人
間
性
を
一
方
的
に
批
判
す
る
も
の
が

多
か
っ
た
が
、
交
流
を
通
し
て
、
「
彼
」
と
い
う
人
間
の
内
面
を
説
明
し
よ

う
と
す
る
発
言
に
な
っ
て
い
る
。
引
が
言
、
つ
よ
う
な
「
罪
を
背
負
う
決
心
を

し
た
厚
み
や
重
み
」
は
、
量
百
き
手
の
論
理
の
読
み
と
し
て
こ
の
場
で
共
有
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
確
か
な
足
ど
り
が
表
し
て
い
る
の
は
、
彼
の

人
生
の
内
容
的
な
部
分
」
は
、
こ
れ
が
実
際
の
歩
く
調
子
を
表
し
た
と
い
う

ば
か
り
で
な
く
、
逃
げ
回
る
の
を
止
め
た
人
生
の
歩
み
方
を
象
徴
的
に
表
現

し
た
も
の
と
い
う
音
ω
味
で
あ
る
。
こ
う
し
た
読
み
を
理
解
し
た
上
で
表
出
さ

れ
た
「
こ
の
よ
う
な
重
み
に
耐
え
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
『
ひ
ど
く
確
実
』

は
自
分
を
鼓
舞
し
た
も
の
も
の
で
、
こ
れ
か
ら
度
々
揺
ら
ぐ
だ
ろ
う
」
「
そ

う
簡
単
に
終
わ
れ
な
い
は
ず
」
は
、
そ
の
実
現
可
能
性
や
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
自

体
を
問
題
に
し
て
い
る
。
こ
の
場
の
学
習
者
の
行
為
は
、
登
場
人
物
を
話
題

に
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
書
き
手
の
思
考
や
思
想
の
論
理
に

対
し
て
の
批
評
と
近
似
で
あ
る
。

- 39ー



口
「
罪
を
背
負
う
」
と
い
う
も
の
の
見
方
・
考
え
方
に
つ
い
て

T
「
皆
は
『
罪
は
自
ら
が
背
負
っ
て
受
け
止
め
る
し
か
な
い
」
と
い
う
考
え

方
で
描
か
れ
て
い
る
と
読
ん
だ
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
考
え
方
に
は
ど

ん
な
も
の
が
あ
る
？
」
o
幻
「
人
に
話
す
こ
と
で
浄
化
さ
れ
る
」
o

T

「
他
に

は
？
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
で
は
？
」
幻
「
反
省
機
悔
し
て
神
に
許
さ
れ
る
」
o

T

「
仏
教
な
ら
？
」
。
幻
「
報
い
を
受
け
る
」
o

T

「
も
し
こ
の
話
題
を
「
人

に
話
す
こ
と
で
浄
化
さ
れ
る
」
と
い
う
考
え
方
で
描
く
な
ら
、
ど
う
い
う
語

り
の
構
造
に
な
る
だ
ろ
う
か
か
？
」
o

幻
「
『
彼
』
が
自
ら
の
罪
を
語
り
、
誰

か
に
そ
れ
を
聴
い
て
も
ら
う
と
い
う
構
造
に
な
る
だ
ろ
う
o
」

※
「
彼
」
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
厳
し
い
語
り
を
顕
在
化
さ
せ
る
や
り
と

り
。
こ
こ
で
の
発
問
は
、
書
き
手
が
前
提
に
し
て
い
る
も
の
の
見
方
・
考
え

方
を
相
対
化
す
る
た
め
の
も
の
。
「
自
分
の
し
た
こ
と
は
自
分
が
責
任
を
と

る
し
か
な
い
」
と
い
う
の
は
、
問
2
の
記
録
に
も
散
見
さ
れ
る
も
の
で
、
生

徒
が
住
ま
う
社
会
的
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
沿
っ
た
馴
染
み
の
良
い
も

の
。
そ
れ
だ
け
に
、
「
人
に
聞
い
て
も
ら
っ
て
楽
に
な
る
」
、
「
神
に
許
し
を

請
う
」
、
「
罰
を
受
け
る
」
な
ど
の
異
質
な
も
の
を
対
置
し
な
け
れ
ば
意
識
化

さ
れ
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
「
人
に
聞
い
て
も
ら
う
」
と
は
、
彼

が
語
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
言
え
そ
う
だ
が
、
今
回
は
扱
っ
て
い
な

、ν
3
．
総
括

初
読
段
階
で
の
記
録
（
問
3
）
に
剖
が
「
正
直
、
読
み
終
わ
っ
て
ス
ツ
キ
リ

し
な
い
作
品
。
、
だ
か
ら
こ
そ
授
業
で
扱
う
と
面
白
く
な
り
そ
う
。
何
故
、
も
や

も
や
す
る
の
か
、
そ
れ
が
分
か
れ
ば
す
ご
く
充
実
し
た
授
業
に
な
る
と
思
う
o
」

と
書
い
て
い
る
。
記
録
を
残
し
た
り
そ
の
記
録
に
説
明
を
加
え
る
こ
と
は
、
今

起
こ
っ
て
い
る
何
か
あ
る
感
じ
に
こ
と
ば
を
与
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

正

5

こ
と
に
よ
る
言
語
能
力
向
上
の
意
義
お
よ
び
「
読
み
の
領
有
」
の
危
険
性
を
認

め
つ
つ
、
こ
こ
で
は
、
他
人
の
読
み
と
の
交
流
の
中
で
、
自
分
の
感
じ
た
「
も

や
も
や
」
を
説
き
明
か
し
つ
つ
、
同
時
に
新
し
く
意
味
を
作
っ
て
い
く
と
い
う

創
出
の
面
を
取
り
上
げ
た
い
。
教
室
で
の
交
流
と
個
人
の
読
み
と
の
関
係
に
つ

い
て
、
オ
ー
ト
ポ
イ
エ

l
シ
ス
論
で
説
明
す
る
な
ら
ば
、
教
室
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
で
産
出
さ
れ
る
意
味
が
、
個
人
に
お
け
る
音
山
味
生
成
運

注
6

動
の
構
成
素
と
し
て
使
わ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
読
み
が
変

わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
認
識
運
動
の
仕
方
が
刺
激
を
受
け
て
変
容
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
室
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
、
教
材
の
提
示
す
る

思
想
の
論
理
と
自
分
が
そ
の
と
き
依
拠
し
て
い
る
そ
れ
と
の
差
異
、
ま
た
読
者

同
士
の
そ
れ
の
差
異
を
問
題
化
・
焦
点
化
す
る
こ
と
が
、
こ
の
刺
激
に
有
効
な

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
問
題
化
・
焦
点
化
の
方
法
と
し
て
描
か

れ
方
へ
の
違
和
感
に
注
目
し
た
の
は
、
主
目
き
手
と
自
己
と
の
思
想
の
ず
れ
に
気

付
か
せ
て
い
く
端
緒
と
な
る
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。

「
夏
の
葬
列
」
を
教
材
と
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
他
者
と
自
己
と
の
思
想

の
論
理
が
出
会
う
可
能
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
登
場
人
物
の
「
彼
」
が
出

会
っ
た
の
は
、
「
事
実
」
「
真
相
」
以
外
に
は
な
い
と
言
え
る
、
だ
ろ
う
。
彼
が
覚

悟
を
決
め
て
い
く
展
開
は
、
自
己
の
既
存
の
思
想
に
ま
す
ま
す
深
く
捉
え
ら
れ

て
い
く
人
間
の
姿
で
あ
り
、
自
己
内
で
完
結
す
る
物
語
で
あ
る
と
も
言
え
よ

う
。
し
か
し
、
作
品
内
の
登
場
人
物
が
〈
他
者
〉
と
出
会
わ
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
学
習
者
が
〈
他
者
〉
と
出
会
う
か
ど
う
か
と
は
ま
た
別
次
元
の
こ
と
で
あ

る
。
主
目
き
手
の
思
考
・
思
想
と
読
者
の
そ
れ
は
、
常
に
対
立
項
と
し
て
対
置
し
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得
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
学
習
者
が
、
作
品
の
言
語
構
造
に
働
い
て

い
る
認
識
の
や
り
方
を
、
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
る
巽
物
と
し
て
、
〈
自
己
〉
の

内
に
そ
し
て
広
く
人
間
の
内
に
パ
タ
ー
ン
と
し
て
見
出
す
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う

な
内
な
る
〈
他
者
〉
と
出
会
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
交
流
後
、
仰

が
「
私
は
今
回
の
作
品
を
読
ん
だ
際
、
『
彼
』
に
対
し
て
嫌
悪
感
を
覚
え
る
ば

か
り
だ
っ
た
。
し
か
し
、
読
み
の
交
流
に
お
い
て
『
自
分
に
も
こ
の
よ
う
な
面

が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
嫌
悪
感
を
覚
え
る
の
で
は
な
い
か
』
と
い
う
音
山
見
を
聞

い
て
は
っ
と
し
た
o
」
と
い
う
感
想
を
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
自
分
の

中
に
も
あ
る
考
え
ら
れ
方
や
感
じ
ら
れ
方
を
異
物
と
し
て
発
見
し
た
と
い
う
こ

と
で
も
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
仰
の
感
想
自
体
は
、
あ
く
ま
で
登
場
人
物
評

で
あ
り
、
思
想
の
論
理
を
問
題
化
し
た
も
の
で
は
な
い
。
「
彼
」
の
人
間
性
を

そ
の
時
自
分
が
依
拠
し
て
い
る
論
理
で
一
方
的
に
批
判
す
る
読
み
か
ら
転
換
し

て
、
「
彼
」
「
お
れ
」
と
い
う
人
間
の
内
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
書
き
手
に

よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
化
す
る
読
み
を

行
う
な
ら
ば
、
こ
の
と
き
自
分
の
考
え
ら
れ
方
や
感
じ
ら
れ
方
を
対
置
せ
ざ
る

を
得
ず
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
他
人
事
」
で
な
く
自
己
に
関
わ
り
を
も
っ
事
と

し
て
思
考
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
お
れ
」
の
語
り
を
批
評
的
に
聞
き
届
け
る
こ

と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
教
材
で
、
学
習
者
は
、
人
間
の
描
か
れ
方
と

そ
の
元
に
あ
る
人
間
へ
の
理
解
の
仕
方
に
お
い
て
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
観
点
か

ら
批
評
を
行
い
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
は
、
他
人
の
自
分
へ
の
思
い

や
り
を
仇
で
返
す
後
ろ
め
た
さ
を
極
度
に
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
責
任
罪
悪
感
を
感
じ
る
こ
と
自
体
が
、
す
で
に
特
定
の
文
化
的
社

会
的
な
認
識
の
や
り
方
の
一
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
人
の
死

に
対
す
る
責
任
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
な
が
ら
逃
げ
切
れ
ず
に
い
た
主
体
が
一
旦

救
わ
れ
た
喜
び
か
ら
一
転
し
て
二
人
の
死
に
対
す
る
責
任
を
突
き
つ
け
ら
れ
て

観
念
す
る
と
い
う
、
人
の
認
知
構
造
へ
の
認
識
が
提
示
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
う

し
た
構
造
の
う
ち
に
も
、
読
者
は
無
意
識
の
う
ち
に
違
和
感
を
感
じ
取
る
余
地

が
あ
る
。
何
か
し
ら
引
っ
か
か
り
を
残
す
と
こ
ろ
が
、
読
者
の
認
識
シ
ス
テ
ム

が
作
動
の
あ
り
方
を
変
え
る
た
め
の
外
乱
と
な
り
得
る
。
そ
こ
に
、
こ
の
作
品

の
教
材
と
し
て
の
内
容
的
価
値
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
問
2
・
問
3
は
、
読
み
の
交
流
の
前
に
、
思
考
を
整
理
さ
せ
る
こ
と

を
ね
ら
っ
た
も
の
で
、
交
流
の
中
で
は
一
部
し
か
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
こ
こ

で
は
、
記
述
の
傾
向
に
つ
い
て
の
み
報
告
す
る
。
問
2
「
室
田
き
手
は
、
何
を
問

題
に
し
て
い
ま
す
か
。
そ
し
て
、
こ
の
話
題
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
与
え
て
い

ま
す
か
。
」
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
者
が
、
「
や
っ
て
し
ま
っ
た
取
り
返
し

の
つ
か
な
い
こ
と
に
ど
う
向
き
合
う
か
」
や
「
罪
を
ど
う
背
負
っ
て
い
く
か
」

と
い
う
よ
う
な
問
題
設
定
を
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
で
は
、
戦
争
の
罪
を
取
り

出
そ
う
と
し
た
者
が
一
人
あ
る
の
み
で
あ
る
。
問
3
に
つ
い
て
は
、
展
開
の
技

巧
を
評
価
す
る
者
が
多
い
こ
と
と
、
読
後
に
嫌
悪
感
を
感
じ
る
者
が
多
い
こ
と

と
が
、
こ
の
教
材
の
特
性
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
展
開
の
意
外
性
に
つ
い
て

は
、
以
前
に
こ
の
教
材
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
叩
が
問
3
の
記
録
で
「
過
去

に
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
の
で
客
観
的
に
読
ん
で
み
よ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
同

化
し
て
読
ん
で
い
た
部
分
が
多
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一
度
読
ん

で
筋
が
分
か
れ
ば
そ
れ
以
上
何
も
な
い
と
い
う
教
材
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う

言
え
る
の
は
、
簡
単
に
解
決
の
つ
か
な
い
問
題
を
読
者
の
中
に
喚
起
す
る
こ
と

に
お
い
て
、
で
あ
る
。

ま
た
、
も
の
の
見
方
・
考
え
方
が
、
語
ら
れ
方
に
表
れ
る
こ
と
い
う
こ
と
を

学
ぶ
こ
と
は
、
こ
と
ば
の
働
き
に
つ
い
て
の
学
習
と
し
て
意
味
が
あ
る
と
考
え

41 



て
い
る
。

展
望

童
日
き
手
を
〈
対
話
〉
の
相
手
と
し
て
想
定
す
る
よ
う
な
読
み
を
教
室
で
実
現

し
、
批
評
的
な
読
み
の
力
を
育
成
し
た
い
と
い
う
企
て
に
は
、
表
現
か
ら
ぎ
り

ぎ
り
ま
で
〈
他
者
〉
に
迫
ろ
う
と
す
る
能
動
的
な
読
み
の
行
為
を
一
言
語
生
活
の

態
度
と
し
て
習
慣
化
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

読
み
に
は
労
力
（
コ
ス
ト
）
が
か
か
る
。
実
現
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
技
能
的
な
難

し
さ
よ
り
も
、
学
習
者
に
コ
ス
ト
に
見
合
う
達
成
感
・
知
的
満
足
感
を
実
感
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
価
値
規
範
や
認
識
の

や
り
方
を
思
想
の
論
理
と
呼
ん
で
取
り
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う

な
も
の
な
ら
何
で
も
取
り
出
せ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
、
読
む
価
値
・
考
え
る
価

値
が
学
習
者
に
感
じ
ら
れ
る
問
題
を
対
象
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
る
。
ど
の
よ
う
な
問
題
を
ど
の
教
材
で
扱
え
る
の
か
の
検
討
を
重
ね
る
必
要

が
あ
る
。

向
き
合
う
相
手
と
し
て
の
「
書
き
手
」
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
今
回
の
事
例

で
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
学
習
者
が
物
語
世
界
を
生
き
る
モ
l
ド
の
時
に
は

出
て
き
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
今
後
、
具
体
的
な
単
元
展
開
の
。
フ
ラ
ン
と
授
業

で
の
教
員
の
役
割
と
働
き
方
を
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
る
。
そ
の
中
で
、
一
章
末
に
示
し
た
読
み
の
視
点
を
学
習
者
に
方
法
と
し
て

獲
得
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

注

信
木
伸
一
「
思
考
の
論
理
・
思
想
の
論
理
を
獲
得
す
る
読
み
の
学
習
｜

説
明
文
教
材
を
例
に
｜
」
（
『
国
語
教
育
研
究
』
第
五
十
三
号
広
島
大
学
国
語

教
育
会
．

2
0
1
1）

2

難
波
博
孝
は
、
テ
ク
ス
ト
の
マ
ク
ロ
構
造
に
顕
在
的
な
も
の
と
潜
在
的
な

も
の
が
あ
る
と
し
、
前
者
に
文
章
構
成
、
後
者
に
思
考
構
造
を
あ
て
て
い
る
。

（
難
波
博
孝
「
説
明
文
テ
ク
ス
ト
の
顕
在
的
構
造
と
潜
在
的
構
造
｜
母
語
教
育

の
た
め
の
分
析
」
（
『
表
現
研
究
』
第
刊
号
・

1
9
9
9）

3
「
読
み
」
（
意
味
）
に
は
、
他
人
と
共
有
で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
り
な
が
ら
、

他
人
と
一
致
す
る
こ
と
が
お
そ
ら
く
偶
然
以
外
に
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ

る
。
前
者
は
社
会
的
・
文
化
的
な
意
味
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
ろ
う
し
、
後
者
は

「
私
に
と
っ
て
の
実
感
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
相
を

動
的
な
認
識
シ
ス
テ
ム
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
前
者
を
元
に
し
つ
つ
後
者
と
し
て

の
認
識
が
生
起
す
る
事
態
を
表
象
し
て
「
私
に
と
っ
て
の
読
み
」
と
感
知
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
オ
ー
ト
ポ
イ
エ

l
シ
ス
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な

社
会
と
個
人
と
の
シ
ス
テ
ム
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
作
動
と
見
な
し
、
シ
ス
テ
ム

聞
の
関
連
を
影
響
関
係
と
し
て
説
明
す
る
。
ニ
ク
ラ
ス
・
ル

l
マ
ン
は
、
個
と

社
会
の
影
響
関
係
を
、
相
互
浸
透
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

L
機
能
の

I
機
能
へ
の
相
互
浸
透
、
つ
ま
り
「
潜
在
的
パ
タ
ー
ン
維

持
」
と
「
統
合
」
の
相
互
浸
透
、
あ
る
い
は
文
化
の
社
会
シ
ス
テ
ム
へ
の

相
互
浸
透
は
、
た
と
え
ば
「
制
度
化
」
を
通
し
て
起
こ
り
ま
す
。
文
化
は

制
度
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
社
会
的
に
選
別
さ
れ
、
社
会

的
に
適
用
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
文
化
の
パ
ー
ソ

ナ
リ
テ
ィ
・
シ
ス
テ
ム
へ
の
相
互
浸
透
は
「
社
会
化
」
を
通
し
て
起
こ
り
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ま
す
。
人
格
は
、
社
会
的
接
触
の
中
で
社
会
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
に
よ
っ
て
行
為
シ
ス
テ
ム
へ
の
貢
献
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
（
ニ
コ
ラ
ス
・
ル
l
マ
ン
、
土
方
透
訳
『
シ
ス
テ
ム
理
論

入
門
ニ
コ
ラ
ス
・
ル

l
マ
ン
講
義
録
【
l
】
』
、
引
頁
新
泉
社

2

0
0
7
．
Z
E
g
F
Z
F
B
S
F
E巴ロコ
E
E口問
5
ι
呂
田
万
円
四
ヨ
号

g
コ向
J
n
R「

〉
口
町
司
自
由

3
8
5
n
〈
mユ
印
刷
切

M

。。N
・）

田
中
実
／
須
貝
千
里
編
『
文
学
の
力
×
教
材
の
力
中
学
校
編
2
年
」
（
教

育
出
版
。

2
0
0
1）

5

山
元
隆
春
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
放
っ
て
お
け
ば
暖
味
な
ま

ま
に
膨
ら
ん
で
い
く
は
ず
の
〈
読
み
の
出
来
事
〉
を
、
敢
え
て
学
習
者
や
教
師

の
手
持
ち
の
こ
と
ば
で
き
口
語
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
豊
穣
な
は
ず
の
〈
読
み

の
出
来
事
〉
を
あ
る
意
味
で
領
有
し
て
い
こ
う
と
す
る
営
み
な
の
で
あ
る
。
」

（
前
掲
『
文
学
の
力
×
教
材
の
力
中
学
校
編
2
年』

p
お）

6

教
室
に
お
け
る
各
種
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
も
、
社
会
的
・
文
化
的

な
意
味
付
与
実
践
も
、
学
習
者
個
人
の
認
識
シ
ス
テ
ム
と
は
別
の
社
会
シ
ス
テ

ム
の
作
動
。
社
会
シ
ス
テ
ム
と
い
う
「
環
境
」
の
産
出
し
た
意
味
は
、
個
人
の

認
識
シ
ス
テ
ム
の
「
構
成
素
」
と
し
て
使
わ
れ
る
。

4 
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