
作
文
教
育
に
お
け
る
中
学
生
の
自
己
認
識
力
の
形
成

｜
｜
文
種
に
よ
る
書
き
換
え
を
と
お
し
て
見
え
て
く
る
中
学
生
の
自
己
対
象
化
の
特
徴
に
つ
い
て
｜
｜

は
じ
め
に

生
活
文
は
、
学
習
者
が
生
活
の
中
で
体
験
し
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
再
現
し

な
が
ら
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
述
べ
る
文
章
で
あ
る
。
自
分
自
身
の
こ
と
を

表
現
す
る
（
自
己
表
出
す
る
）
た
め
に
、
書
き
終
え
て
読
み
返
す
と
、
そ
の
文

章
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
自
分
自
身
を
実
感
し
や
す
い
。
そ
れ
は
指
導
者
の

側
か
ら
見
る
と
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
見
つ
め
自
己
を
対
象
化
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
点
で
大
き
な
教
育
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。
一
方
で
、
中
学
校
で
多
く
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
意
見
文
な

ど
の
文
章
は
、
自
分
自
身
の
こ
と
を
生
活
文
の
よ
う
に
直
接
的
に
は
書
か
な

い
。
そ
の
た
め
、
自
分
が
書
い
た
意
見
文
を
読
み
返
し
、
そ
こ
に
書
き
手
と
し

て
の
自
分
の
姿
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
と
、
簡
単
に
は
い
か
な
い
。
自
己
を
ど

の
よ
う
に
対
象
化
さ
せ
る
か
、
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
生
活

文
と
違
っ
て
、
書
き
手
自
身
が
直
接
的
に
は
表
れ
な
い
よ
う
な
文
章
で
は
、
学

習
者
は
ど
の
よ
う
に
白
己
を
対
象
化
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
も
そ
も
、
中
学
生
は
自
分
自
身
を
直
接
お
も
て
に
出
さ
な
い
よ
う
な

木

本

成

文
章
を
ど
の
よ
う
に
書
く
か
、
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

研
究
の
目
的
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本
研
究
の
目
的
は
、
中
学
生
が
自
己
表
出
型
で
な
い
文
章
を
書
く
際
に
、
ど

の
よ
う
に
自
己
を
対
象
化
す
る
の
か
、
そ
の
特
徴
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
対
象
化
の
過
程
そ
の
も
の
を
顕
在
化
す
る
こ
と
は
簡
単

に
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
条
件
を
課
し
て
文
章
を
書
き
替
え
さ
せ
、
ど
の
よ

う
に
文
章
が
変
化
し
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
き
手
の
意
識
が
ど

こ
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
推
測
す
る
と
い
う
方
法
で
明
ら
か
に
し

て
み
た
い
。

実
際
に
は
、
自
己
表
出
型
で
な
い
文
章
と
し
て
小
説
と
意
見
文
を
書
か
せ
る

こ
と
と
し
た
。
も
と
の
文
章
と
し
て
用
い
る
の
は
、
一
人
称
主
語
「
わ
た
し
」

の
視
点
で
書
か
れ
た
短
い
生
活
文
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
「
わ
た
し
」
と
い
う
言

葉
を
使
用
し
な
い
と
い
う
条
件
を
課
し
て
、
小
説
と
意
見
文
に
書
き
替
え
さ
せ

て
み
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
も
と
の
文
章
の
中
の
自
己
「
わ
た
し
」
は
、
小
説
や



意
見
文
の
中
で
別
な
形
に
置
き
換
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
消
し
去
っ
た
「
わ

た
し
」
は
、
ど
の
よ
う
に
消
え
て
い
き
、
ど
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
文
章
の
中

に
表
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
書
き
手
の
自
己
対
象
化
の

可
能
性
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

2 

研
究
方
法

（1
）
調
査
に
用
い
た
も
と
の
文
章

も
と
の
文
章
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
小
学
校
5
年
の
教
科
書

所
収
の
児
童
作
文
「
わ
た
し
の
考
え
」
の
一
部
分
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る

（
「
小
学
校
国
語
5
年
下
』
学
校
図
書
、
昭
和
田
年
）
。
こ
の
児
童
作
文
の
全
文

の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

－
書
こ
う
と
し
た
動
機
と
問
題
点
（
書
き
出
し
）

2

意
見
を
述
べ
る
た
め
の
事
実
（
実
際
に
自
分
が
見
た
出
来
事
）

3

意
見
を
述
べ
る
た
め
の
資
料
（
「
学
校
に
お
け
る
災
害
事
故
」
）

4

事
故
原
因
に
つ
い
て
の
考
え
と
意
見
（
結
び
）

本
調
査
で
使
用
し
た
の
は
、
「
2

意
見
を
述
べ
る
た
め
の
事
実
」
の
部
分

で
あ
る
。

（2
）
書
き
換
え
の
内
容

①

調

査

1

次
の
条
件
を
課
し
て
、
も
と
の
文
章
を
小
説
風
に
書
き
替
え
さ
せ
る
o

a

で
き
る
だ
け
小
説
ら
し
く
な
る
よ
う
に
工
夫
す
る
こ
と
。

b

話
の
内
容
は
変
更
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
新
し
い
内
容
を
書
き
加

え
た
り
、
ま
た
反
対
に
一
部
を
削
る
の
は
か
ま
わ
な
い
。

《
ち
と
の
文
章
》

わ
た
し
が
前
に
通
っ

τい
た
小
学
校
は
、
鉄
き
ん
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
リ
で
し
た
。

あ
れ
は
、
た
ぶ
ん
、
十
月
の
運
働
舎
の
前
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
．
嗣
朝
の
体
け
い
が

す
ん
で
、
授
業
の
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
リ
ま
し
た
。

コ
ン
、
キ
ン
、
カ
ン
、
コ
ン
：
：
：
a

チ
ャ
イ
ム
と
い
っ
し
ょ
に
、
み
ん
な
は
、
遊
異
か
ら
ど
ぴ
？
り
た
リ
、
ポ
ー
ル

を
し
ま
っ
た
リ
し
て
、
い
っ
せ
い
に
教
室
に
向
十
い
ま
し
た
。
ろ
う
下
も
階
段
も

大
混
雑
で
す
。
そ
の
中
に
、
五

e
六
人
の
高
学
年
の
男
子
が
、
ポ
ー
ル
を
殺
げ
合
っ

た
リ
、
ふ
ざ
け
た
り
し
な
が
ら
、
階
段
を
登
っ
て
い
ま
し
た
．

「
あ
て
あ
ぶ
な
い
U

ふ
ざ
け
て
金
っ

T
い
た
な
か
ま
の
一
人
が
、
低
学
年
の
女
の
子
に
ぶ
つ
か
リ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
ニ
人
ピ
も
よ
ろ
け
ま
し
た
・
ヒ
、
よ
ろ
け
た
ひ
ょ
う
し
に
、
ム
官

の
子
は
、
階
段
の
よ
の
方
か
ら
下
ま
で
、
転
げ
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
で
す
・

「
あ
っ
U

そ
ば
に
い
た
人
た
ち
が
集
ま
り
，
ま
し
た
。
先
生
も
か
け
つ
け
ま
し
た
．
士
の
子

の
頻
は
、
ム
血
で
だ
ん
だ
ん
真
っ
傘
に
な
っ

T
い
き
ま
す
．
ぐ
っ
た
り
ど
し
て
い
て
、

意
識
は
す
で
に
な
い
か
の
よ
う
で
す
。
掴
酬
も
、
み
る
み
る
骨
ざ
め

τい
き
ま
す
。

け
た
た
ま
し
い
サ
イ
レ
ン
の
音
ピ
共
に
、
士
の
子
は
、
救
急
車
で
病
院
に
運
ば

れ
て
い
き
ま
し
た
．

事
故
の
よ
く
目
、
保
健
の
先
生
が
、
い
つ
も
よ
ワ
速
い
口
調
で
、
こ
う
宮
わ
れ

ま
し
た
a

み
ん
な
、
し
い
ん
と
し
て
聞
き
ま
し
た
。

吋
け
が
を
し
た
女
の
子
は
、
幸
い
に
も
命
を
取
リ
止
め
ま
し
た
。
け
れ
ど
、
頭
を

強
〈
打
っ
て
、
八
は
リ
も
ぬ
っ
た
そ
う
で
す
：
・
日

事
故
の
a
h
r
ら
、
し
ば
ら
く
の
閥
、
そ
の
女
の
子
の
す
が
た
を
見
か
け
ま
せ
ん

．4k
’レ
trma
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登
場
人
物
の
呼
び
方
を
次
の
よ
う
に
す
る
こ
と
。

「
ふ
ざ
け
て
登
っ
て
い
た
な
か
ま
の
一
人
」
↓
ひ
ろ
し

「
低
学
年
の
女
の
子
」
↓
低
学
年
の
女
の
子

「
先
生
」
↓
高
橋
先
生

「
わ
た
し
」
↓
「
わ
た
し
」
は
小
説
の
中
に
登
場
さ
せ
な
い

d

字
数
は
側
字
1
側
字

②

調

査

2

次
の
条
件
を
課
し
て
、
も
と
の
文
章
を
意
見
文
に
書
き
替
え
さ
せ
る
。

a

で
き
る
だ
け
意
見
文
ら
し
く
な
る
よ
う
に
工
夫
す
る
こ
と
。

b

「
人
ご
み
で
ふ
ざ
け
る
の
は
良
く
な
い
」
と
い
う
意
見
を
述
べ
る
文

章
に
す
る
こ
と
o

c

「
人
ご
み
で
ふ
ざ
け
る
人
」
を
読
み
手
と
し
て
想
定
し
て
文
章
を
書

く
こ
と
。

c 

も
と
の
文
章
の
中
の
出
来
事
を
材
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
。

「
わ
た
し
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

字
数
は
制
字
1
側
字

（3
）
対
象

H
県
内
の
大
学
の
附
属
中
学
校
の
生
徒

（4
）
実
施
時
期

第
l
回
平
成
初
年
3
月
日
日

第

2
回
平
成
初
年
3
月
口
日

d e d 

2 
年

38 
名

調
査
l
を
実
施
（
1
時
間
）

調
査
2
を
実
施
（
1
時
間
）

3 

分
析
方
法

も
と
の
文
章
は
生
活
文
で
あ
り
、
作
者
が
見
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
主

語
は
、
特
定
の
何
か
を
明
示
し
た
も
の
を
除
く
と
、
基
本
的
に
は
作
者
で
あ

り
、
「
わ
た
し
」
の
視
点
か
ら
見
て
書
い
た
一
人
称
視
点
の
作
文
で
あ
る
。

調
査
l
で
、
「
わ
た
し
」
を
登
場
さ
せ
ず
に
小
説
を
書
く
に
は
、
登
場
人
物

の
誰
か
を
主
人
公
（
視
点
人
物
）
に
す
る
の
が
書
き
や
す
い
。
条
件
で
固
有
名

詞
を
付
し
た
の
が
二
人
で
、
そ
の
う
ち
書
き
手
に
と
っ
て
同
化
し
や
す
い
人
物

で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
主
人
公
に
は
お
そ
ら
く
「
ひ
ろ
し
」
を
選
ぶ
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
主
人
公
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
出
来
事
は
女
の
子
と
ぶ
つ
か
る

場
面
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
「
ひ
ろ
し
」
の
動
揺
・
後
悔
を
主
題
に
し
た
三
人

称
視
点
の
作
文
を
書
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
。

調
査
2
の
意
見
文
は
、
学
習
者
に
と
っ
て
な
じ
み
の
あ
る
文
種
で
あ
り
、
童
日

き
替
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
抵
抗
感
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
意
見
と
理
由
を

分
け
て
書
い
た
り
、
比
較
や
仮
定
な
ど
の
論
理
的
な
展
開
で
表
現
す
る
か
も
し

れ
な
い
。
た
だ
し
、
自
分
の
意
見
・
考
え
を
主
張
す
る
文
章
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
「
わ
た
し
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
学
習
者

に
と
っ
て
不
便
で
あ
ろ
う
。

分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
書
き
換
え
に
よ
っ
て
も
と
の
文
章
か
ら
変
化
し
た
部

分
に
着
目
し
、
内
容
、
言
葉
・
表
現
、
意
識
の
対
象
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
抽
出

す
る
。
そ
の
際
に
併
せ
て
、
も
と
の
文
章
か
ら
取
り
除
く
よ
う
に
指
示
さ
れ
た

「
わ
た
し
」
が
、
小
説
や
意
見
文
の
中
で
ど
の
よ
う
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る

か
を
推
測
す
る
こ
と
に
す
る
。
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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① 

も
と
の
文
章
と
の
比
較

削
除
さ
れ
た
内
容
・
追
加
さ
れ
た
内
容
は
何
か
。

修
正
・
追
加
さ
れ
た
内
容
は
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
や
表
現
で
記
述
さ

れ
て
い
る
か
。

同
一
生
徒
が
書
き
直
し
た
小
説
と
意
見
文
の
比
較

書
き
換
え
ら
れ
た
内
容
・
表
現
か
ら
、
小
説
や
意
見
文
の
そ
れ
ぞ
れ

に
お
い
て
、
学
習
者
の
意
識
は
ど
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ

る
か
。小

説
と
意
見
文
と
で
、
意
識
の
仕
方
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
。

a b 
② 

a b 4 

調
査
結
果

（1
）
生
活
文
か
ら
小
説
へ
の
書
き
替
え

①
主
人
公
の
設
定

全
体
的
に
見
て
、
小
説
風
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。
そ
れ
は
、
主
人

公
が
設
定
で
き
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
た
と
え
ば
、
文
章
中
に
お
け

る
「
ひ
ろ
し
」
と
い
う
言
葉
の
出
現
頻
度
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

2
回
以
下
・
・
・
・
お
名
日

O
回
（
l
名）、

l
回
（
凶
名
）
、

2
回
（
8
名）

3
回
以
上
・
・
・
・
店
名
H
4
回
（
l
名）、

5
回
（
5
名）、

6
回
（
2
名）

7
回
（
l
名）、

8
回
（
1
名）、

9
回
以
上
（
5
名）

主
人
公
を
中
心
に
書
い
て
い
こ
う
と
い
う
意
識
が
あ
れ
ば
、
短
い
文
章
と
い

え
ど
も
主
人
公
の
名
前
は
そ
れ
な
り
に
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

使
用
頻
度
が
1
回・

2
回
の
も
の
が
、
全
体
の
半
数
以
上
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は

ほ
と
ん
ど
、
文
中
の
「
ふ
ざ
け
て
登
っ
て
い
た
な
か
ま
の
一
人
」
と
い
う
部
分

を
単
純
に
「
ひ
ろ
し
」
に
置
き
換
え
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
た
だ
け
で

も
、
小
説
風
に
書
き
替
え
ら
れ
た
も
の
が
少
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

②
追
加
さ
れ
た
内
容

書
き
換
え
に
よ
っ
て
詳
し
く
な
っ
た
の
（
追
加
さ
れ
た
内
容
）
は
、
次
の
箇

所
で
あ
る
。

男
の
子
た
ち
が
グ
ラ
ン
ド
で
遊
ん
で
い
る
様
子
。

「
ひ
ろ
し
」
が
女
の
子
と
ぶ
つ
か
る
と
き
の
様
子
。

女
の
子
と
ぶ
つ
か
っ
た
直
後
の
「
ひ
ろ
し
」
の
様
子
。

保
健
の
先
生
の
話
を
聞
い
た
後
の
み
ん
な
や
「
ひ
ろ
し
」
の
様
子
。

起
こ
っ
た
出
来
事
の
印
象
の
大
き
さ
の
度
合
い
か
ら
か
、

b
と
c
の
箇
所
を

詳
し
く
書
い
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
二
人
が
ぶ
つ
か
り
、
「
ひ
ろ
し
」
が

動
揺
す
る
場
面
が
、
こ
の
話
の
中
心
に
な
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た

だ
し
、
ど
の
よ
う
に
詳
し
く
書
こ
う
と
し
て
い
る
か
と
い
う
点
で
見
る
と
、
小

説
風
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
違
い
は
顕
著
で
あ
る
。

③
「
ひ
ろ
し
」
の
様
子
の
描
写

様
子
を
詳
し
く
書
こ
う
と
す
る
と
き
、
描
写
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
何
を

描
写
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
。
小
説
風
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
ぶ
つ
か
っ
た

時
の
様
子
を
漫
然
と
詳
し
く
す
る
の
で
は
な
く
、
女
の
子
を
見
た
と
き
の
「
ひ

ろ
し
」
の
様
子
を
詳
し
く
書
こ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
ひ
ろ
し
」
が
動

揺
す
る
様
子
を
描
写
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

「
け
た
た
ま
し
い
サ
イ
レ
ン
の
音
と
共
に
、
女
の
子
は
、
救
急
車
で
病
院

に
運
ば
れ
て
い
っ
た
。
ひ
ろ
し
は
、
そ
の
場
か
ら
動
く
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
o
」

a b c d 
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「
ひ
ろ
し
は
、
そ
の
場
に
立
ち
つ
く
し
た
。
床
が
赤
く
そ
ま
る
。
ま
る
で

場
が
凍
り
つ
い
た
か
の
よ
う
な
沈
黙
。
そ
の
事
実
だ
け
が
ひ
ろ
し
を
痛
め

つ
け
た
o
」

こ
の
よ
う
な
描
写
を
し
て
い
る
も
の
が
ロ
例
見
ら
れ
た
。

④
視
点
の
転
換

も
と
の
文
章
で
「
わ
た
し
」
と
い
う
一
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
書
き
出
し
の
部

分
だ
け
で
あ
る
が
、
た
と
え
「
わ
た
し
」
と
い
う
言
葉
が
書
か
れ
て
な
く
て

も
、
本
文
は
「
わ
た
し
」
が
見
て
い
る
と
い
う
設
定
（
「
わ
た
し
」
の
視
点
）

で
書
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
箇
所
で
あ
る
。

「
女
の
子
の
頭
は
、
血
で
だ
ん
だ
ん
真
っ
赤
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
ぐ
っ

た
り
と
し
て
い
て
、
意
識
は
す
で
に
な
い
か
の
よ
う
で
す
。
顔
も
、
み
る

み
る
青
ざ
め
て
い
き
ま
す
o
」

設
定
し
た
条
件
に
沿
っ
た
小
説
に
す
る
に
は
、
こ
の
場
面
の
様
子
を
、
誰
が

見
て
、
誰
が
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
の
か
、
「
わ
た
し
」
で
は
な
い
も
の
の
視

点
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
視
点
を
意
識
し
た
も
の
は
少
な
く
、

次
の
よ
う
な
表
現
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。

「
女
の
子
の
周
り
に
数
人
の
人
が
集
ま
り
ま
し
た
。
高
橋
先
生
が
か
け
つ

け
ま
し
た
。
み
る
み
る
う
ち
に
女
の
子
の
頭
は
血
で
真
っ
赤
に
な
っ
て
い

き
ま
す
。
ぐ
っ
た
り
と
し
て
い
て
、
意
識
は
す
で
に
な
い
と
思
い
ま
す
。

顔
も
、
だ
ん
だ
ん
と
青
ざ
め
て
き
て
い
ま
す
o
」

「
わ
た
し
」
が
見
た
話
で
は
な
く
、
「
ひ
ろ
し
」
が
体
験
す
る
小
説
に
す
る
た

め
に
は
、
語
り
手
は
主
人
公
「
ひ
ろ
し
」
の
近
く
に
寄
り
添
っ
て
、
あ
た
か
も

見
た
り
感
じ
た
り
す
る
よ
う
に
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
ゴ
一
人

称
の
視
点
を
設
定
し
、
出
来
事
を
「
ひ
ろ
し
」
が
見
て
い
る
と
い
う
設
定
で
描

く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
次
に
あ
げ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
書
き
方
を
し

よ
う
と
し
て
い
る
作
文
の
例
で
あ
る
。

「
ひ
ろ
し
は
す
か
さ
ず
少
女
の
も
と
へ
行
き
、
体
を
ゆ
す
っ
た
。
そ
の
時
、

ひ
ろ
し
は
自
分
の
手
の
ひ
ら
に
生
温
か
い
感
覚
を
感
じ
た
。
血
だ
。
少
女

は
ひ
ろ
し
と
ぶ
つ
か
り
、
階
段
か
ら
落
ち
た
こ
と
で
、
頭
を
強
く
打
ち
ケ

ガ
を
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
／
少
女
の
額
か
ら
は
真
っ
赤
な
血
が
流
れ
、

顔
も
青
ざ
め
て
い
る
。
も
う
す
ぐ
授
業
が
始
ま
る
の
で
、
ま
わ
り
に
は
だ

れ
も
い
な
い
。
／
ど
う
し
よ
う
・
・
・
・
。
」

こ
の
作
文
で
、
「
ひ
ろ
し
」
の
視
点
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
の
は
、
「
ひ
ろ
し

は
自
分
の
手
の
ひ
ら
に
生
温
か
い
感
覚
を
感
じ
た
よ
の
文
で
あ
る
。
て
の
ひ

ら
に
感
じ
た
、
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
読
者
は
、
「
ひ
ろ
し
」
の
外
側
か
ら

見
て
い
た
視
点
か
ら
一
気
に
「
ひ
ろ
し
」
の
内
側
か
ら
見
る
視
点
に
立
た
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
、
「
わ
た
し
」
と
い
う
存
在
は
完
全
に
消
し
去
ら

れ
て
い
る
。

（2
）
生
活
文
か
ら
意
見
文
へ
の
書
き
替
え

①
削
除
・
追
加
の
内
容

小
説
へ
の
書
き
替
え
に
比
べ
て
、
も
と
の
文
章
か
ら
の
変
化
が
大
き
い
。
顕

著
な
変
化
は
、
時
間
の
順
序
か
ら
論
理
の
順
序
へ
の
転
換
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
内
容
の
面
で
も
、
も
と
の
文
章
は
「
事
実
」
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て

簡
略
化
さ
れ
、
新
た
に
「
意
見
」
と
「
根
拠
」
が
追
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

問
い
か
け
る
表
現
な
ど
、
読
み
手
を
意
識
し
た
書
き
方
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

る。
削
除
さ
れ
た
主
な
も
の
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ぶ
つ
か
っ
た
直
後
に
先
生
が
駆
け
つ
け
た
こ
と
。
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事
故
後
、
当
分
の
問
、
そ
の
女
の
子
の
姿
を
見
か
け
な
か
っ
た
こ
と
。

内
一
言
「
あ
っ
、
あ
ぶ
な
い
」
「
あ
っ
」

追
加
さ
れ
た
の
は
、
次
の
よ
う
に
出
来
事
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
抽
象
化
さ
れ

た
内
容
で
あ
る
。

け
が
を
し
た
の
は
、
不
運
や
偶
然
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

危
険
に
つ
い
て
予
測
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

当
事
者
だ
け
で
な
く
、
周
囲
か
ら
の
注
意
も
必
要
だ
っ
た
と
い
う
こ

ト」。

こ
れ
ら
の
追
加
さ
れ
た
内
容
は
、
実
際
に
は
次
の
よ
う
に
書
き
替
え
ら
れ
で

し
た

「
こ
の
事
故
が
起
き
た
の
は
た
ま
た
ま
だ
。
自
分
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
に

な
る
わ
け
が
な
い
、
と
思
う
人
も
た
く
さ
ん
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

の
よ
う
な
不
注
意
や
気
の
ゆ
る
み
が
、
こ
の
よ
う
な
事
故
を
生
み
出
す
の

だ。」
「
し
か
も
、
そ
こ
は
大
混
雑
し
て
い
た
そ
う
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
件

も
あ
る
程
度
予
測
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
な
の
に
お
か
ま
い
な
し
に
遊
ん
で

い
た
ひ
ろ
し
達
、
彼
ら
は
愚
か
で
あ
る
。
」

②
「
思
う
」

内
容
面
で
の
大
き
な
変
化
は
、
言
葉
や
表
現
の
面
に
も
表
れ
て
く
る
。
た
と

え
ば
、
も
と
の
文
章
と
比
べ
て
、
「
思
う
」
と
い
う
言
葉
が
多
く
出
て
く
る
よ

う
に
な
る
。
「
思
う
」
の
出
現
頻
度
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

0
回
（
4
名）、

1
回
（
7
名）、

2
回
（
凶
名
）
、

3
回
（
9
名）、

4
回
（
O
名）、

5
回
以
上
（
8
名）

「
思
う
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
見
る
と
、
断
定
的
な
表

現
で
言
い
切
る
の
を
避
け
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

文
法
的
に
は
「
思
う
」
の
主
語
は
、
童
日
き
手
で
あ
る
「
わ
た
し
」
で
あ
る
。

「
わ
た
し
」
と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
童
百
き
手
で
あ
る

「
わ
た
し
」
が
文
章
の
中
に
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
。

③
「
わ
た
し
」
と
読
み
手
と
の
関
係

主
目
き
替
え
ら
れ
た
意
見
文
に
、
書
き
手
で
あ
る
「
わ
た
し
」
が
顕
在
化
し
て

く
る
と
い
う
様
子
は
、
他
の
言
葉
や
表
現
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
出
現
頻
度
は
き
わ
め
て
低
い
が
、
「
あ
な
た
」
「
み
な
さ
ん
」
と
い

う
言
葉
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。

《
あ
な
た
》

O
回
（
お
名
）
、

1
回
（
6
名）、

2
回
（
2
名）、

3
回
（
1
名）、

4
以
上
回
（
l
名）

《
み
な
さ
ん
》

O
回
（
お
名
）
、

1
回
（
5
名）、

2
回
以
上
（
O
名）

作
文
で
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

「
み
な
さ
ん
は
、
そ
ん
な
こ
と
し
て
い
ま
せ
ん
か
？
し
て
い
る
な
ら
、
危

な
い
の
で
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
o
」

文
章
の
中
で
「
あ
な
た
」
「
み
な
さ
ん
」
と
呼
び
か
け
る
こ
と
は
、
読
者
の

側
か
ら
振
り
返
れ
ば
、
「
あ
な
た
」
に
対
応
す
る
「
わ
た
し
」
を
音
山
識
す
る
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
音
山
見
文
へ
の
書
き
換
え
は
、
書
き
手
で
あ
る
「
わ
た

し
」
が
読
み
手
と
向
き
合
う
関
係
に
立
た
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と

の
文
章
と
比
べ
て
、
自
分
と
読
み
手
と
の
関
係
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。
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（

3
）
閉
じ
生
徒
の
書
き
直
し
た
「
小
説
」
と
「
意
見
文
」
の
比
較

童
日
か
れ
た
文
章
か
ら
は
対
照
的
な
書
き
手
の
姿
が
推
察
さ
れ
る
。
小
説
に
お

い
て
は
、
仮
想
の
「
わ
た
し
」
を
作
り
だ
し
、
主
人
公
の
そ
ば
に
寄
り
添
っ
て

新
し
い
「
見
え
」
を
創
造
す
る
「
わ
た
し
」
に
な
っ
て
い
る
。
意
見
文
で
は
、

自
分
の
考
え
を
述
べ
る
現
実
の
「
わ
た
し
」
が
文
章
の
表
面
に
登
場
す
る
よ
う

に
な
り
、
読
み
手
に
対
峠
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
相
対
化
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
を
、
書
き
換
え
に
よ
っ
て
変
化
し
た
学
習
者
の
意
識
の
向

け
方
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
少
し
具
体
的
に
患
い
描
い
て
み
た
い
。

①
寄
り
添
う
「
わ
た
し
」
・
向
き
合
う
「
わ
た
し
」

小
説
で
は
主
人
公
に
寄
り
添
う
「
わ
た
し
」
が
意
識
さ
れ
、
意
見
文
で
は
読

み
手
と
向
き
合
う
「
わ
た
し
」
が
意
識
さ
れ
る
。

小
説
に
書
き
替
え
始
め
た
「
わ
た
し
」
は
、
音
ω
識
す
る
対
象
を
主
人
公
に
向

け
始
め
る
。
「
ぶ
つ
か
っ
た
瞬
間
、
ひ
ろ
し
は
き
っ
と
慌
て
て
動
揺
し
た
だ
ろ

う
な
。
こ
の
と
き
の
ひ
ろ
し
の
内
面
を
表
現
す
る
に
は
、
外
か
ら
漫
然
と
ひ
ろ

し
の
様
子
を
眺
め
た
の
で
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
な
い
。
ひ
ろ
し
の
側
に
立
っ

て
、
ひ
ろ
し
が
感
じ
た
こ
と
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
書
い
た
方
が
い
い
。
」
こ
の
よ

う
に
学
習
者
が
考
え
た
と
す
る
な
ら
ば
、
学
習
者
の
意
識
は
、
仮
想
さ
れ
た
主

人
公
の
内
側
か
ら
外
へ
と
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
次
の
よ
う

な
表
現
が
生
ま
れ
て
く
る
。

「
ふ
ざ
け
て
い
た
ひ
ろ
し
が
、
低
学
年
の
女
の
子
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
二

人
と
も
よ
ろ
け
た
。
と
、
よ
ろ
け
た
ひ
ょ
う
し
に
、
女
の
子
の
姿
が
彼

の
視
界
か
ら
消
え
た
。
女
の
子
は
、
階
段
の
上
か
ら
下
ま
で
転
げ
落
ち

て
し
ま
っ
た
の
だ
o
」

こ
れ
に
対
し
て
、
意
見
文
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
書
き
手
が
意
識
す
る
対
象

は
、
小
説
の
場
合
と
違
っ
て
か
な
り
具
体
的
で
あ
る
。
「
あ
な
た
た
ち
は
ど
う

思
い
ま
す
か
？
」
と
い
う
問
い
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
問
い
か
け
る
存

在
と
し
て
の
「
わ
た
し
」
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
「
反
省
す
べ
き
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？
」
と
少
し
軟
ら
か
い
表
現
で
言
っ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
は
相

手
を
諭
そ
う
と
す
る
自
分
自
身
の
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。
い
ず
れ
の
場
合

も
、
書
き
手
が
読
み
手
に
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
相
手
に
向

き
合
う
「
わ
た
し
」
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

「
あ
な
た
た
ち
は
ど
う
思
い
ま
す
か
？
何
が
い
け
な
か
っ
た
の
か
を

し
っ
か
り
考
え
て
、
反
省
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
今
後
は
二
度

と
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
、
白
分
達
で
気
を
つ
け
る
と
共
に
、

ほ
か
の
生
徒
達
に
も
呼
び
か
け
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
」

②
消
え
て
い
く
「
わ
た
し
」
・
立
ち
上
が
っ
て
く
る
「
わ
た
し
」

小
説
の
中
で
、
書
き
手
が
主
人
公
に
寄
り
添
え
ば
寄
り
添
う
ほ
ど
、
文
章
の

中
か
ら
「
わ
た
し
」
の
存
在
は
消
え
て
い
く
。
「
わ
た
し
」
は
、
ほ
と
ん
ど
主

人
公
に
な
っ
て
「
見
た
こ
と
」
や
「
感
じ
た
こ
と
」
を
語
る
存
在
に
な
る
。

「
よ
ろ
け
た
ひ
ょ
う
し
に
、
女
の
子
は
、
階
段
の
上
の
方
か
ら
下
ま
で

転
げ
落
ち
、
ひ
ろ
し
の
視
界
か
ら
消
え
た
。
ひ
ろ
し
は
、
何
が
起
こ
っ

た
の
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
た
だ
ぼ
う
ぜ
ん
と
立
っ
て
い
た
。
し
か

し
、
下
の
ざ
わ
つ
く
声
を
聞
き
、
ひ
ろ
し
は
下
を
向
い
た
。
そ
こ
に

は
、
ぶ
つ
か
っ
た
女
の
子
が
血
を
流
し
て
、
ぐ
っ
た
り
と
し
て
い
た
。

ひ
ろ
し
は
頭
が
真
っ
白
に
な
っ
た
。
や
っ
と
白
分
の
お
こ
し
た
事
の
重

大
さ
に
気
付
い
た
。
「
ど
、
・
・
・
ど
う
し
よ
う
。
』
ひ
ろ
し
は
何
を
す
れ

ば
良
い
の
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
た
だ
立
っ
て
い
た
o
」

「
ひ
ろ
し
は
下
を
向
い
た
。
」
の
一
文
を
書
き
加
え
た
た
め
に
、
そ
の
後
に
続
く
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「
血
を
流
し
て
、
ぐ
っ
た
り
し
て
い
た
。
」
の
を
見
た
の
は
、
も
う
「
わ
た
し
」
で

は
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
主
人
公
の
そ
ば
に
寄
り

添
う
「
わ
た
し
」
を
は
っ
き
り
意
識
す
る
こ
と
で
も
あ
る
（
そ
う
し
な
け
れ
ば
、

「
ひ
ろ
し
は
下
を
向
い
た
」
の
文
を
作
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
）
。

意
見
文
で
向
き
合
う
存
在
と
し
て
の
「
わ
た
し
」
へ
の
意
識
が
強
く
な
っ
て

く
る
と
、
相
手
か
ら
見
ら
れ
る
「
わ
た
し
」
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
。
次
の

例
で
は
、
一
方
的
に
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
相
手
の
こ
と
を
考
慮
し
た
上
で

主
張
を
し
よ
う
と
す
る
「
わ
た
し
」
の
姿
が
う
か
が
え
る
。

「
皆
さ
ん
は
都
会
ゃ
、
テ
1
マ
パ

1
ク
な
ど
、
人
が
た
く
さ
ん
集
ま
る

場
所
へ
行
っ
た
こ
と
が
何
回
か
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
人
ご
み
の
中
に

い
る
と
き
は
き
ゅ
う
く
つ
で
、
イ
ラ
イ
ラ
す
る
と
思
い
ま
す
。
」

「
本
人
は
、
軽
い
気
持
ち
で
や
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
被

害
者
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
腹
立
た
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
o
」

5 

考
察
と
課
題

本
調
査
に
よ
っ
て
、
生
活
文
か
ら
小
説
や
意
見
文
に
書
き
替
え
る
こ
と
で
、

学
習
者
が
対
象
化
す
る
こ
と
に
な
る
自
己
の
姿
が
ど
れ
だ
け
幅
広
い
も
の
に
な

る
の
か
、
そ
の
特
徴
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ

う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

小
説
へ
の
書
き
換
え
に
よ
っ
て
、
生
活
文
の
中
で
顕
在
化
し
て
い
た
「
わ
た

し
」
は
文
章
の
表
面
か
ら
消
え
て
な
く
な
り
、
代
わ
っ
て
主
人
公
に
寄
り
添
う

存
在
と
し
て
の
「
わ
た
し
」
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
学
習

者
は
、
主
人
公
に
寄
り
添
う
「
わ
た
し
」
を
対
象
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
一

方
、
意
見
文
へ
の
書
き
換
え
で
は
、
読
者
に
向
き
合
う
よ
う
に
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
現
実
の
「
わ
た
し
」
が
よ
り
強
く
顕
在
化
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結

果
、
読
者
と
相
対
す
る
存
在
と
し
て
の
「
わ
た
し
」
を
対
象
化
す
る
こ
と
に
な

る。

こ
の
報
告
は
、
第
臼
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
で
の
発
表
に

基
づ
い
て
作
成
し
た
。
学
会
で
は
、
参
会
の
先
生
方
か
ら
貴
重
な
ご
助
言
を

い
た
だ
い
た
。
本
調
査
の
材
料
と
し
て
取
り
上
げ
た
文
章
が
適
切
で
あ
っ
た

か
ど
う
か
、
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
作
者
と
し
て
の
わ
た
し
、
テ
キ
ス
ト
に

描
か
れ
た
わ
た
し
、
現
実
の
わ
た
し
な
ど
、
「
わ
た
し
」
の
概
念
に
混
乱
が

見
ら
れ
、
整
理
が
必
要
で
あ
る
。
寄
り
添
う
、
向
き
合
う
と
い
う
表
現
が
比

聡
的
で
あ
り
、
か
え
っ
て
対
象
化
の
姿
が
見
え
に
く
く
な
り
は
し
な
い
か
。

小
説
の
表
現
は
多
様
で
あ
り
、
三
人
称
視
点
の
作
文
だ
け
で
は
と
ら
え
ら
れ

な
い
。
自
己
対
象
化
の
検
証
の
方
法
と
し
て
、
作
文
と
と
も
に
振
り
返
り
を

書
か
せ
デ
1
タ
化
し
て
分
析
す
る
と
良
い
。
こ
れ
ら
の
ご
助
言
を
賜
っ
た
こ

と
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
問
題
点
や
課
題
が
少
し
で
も
解
明
で
き
る
よ
う

努
め
て
い
き
た
い
。

小
説
へ
の
室
田
き
替
え
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
考
と
し
た
。
西

郷
竹
彦
「
西
郷
竹
彦
文
芸
・
教
育
全
集
m
凶
作
文
の
授
業
E
』
（
恒
文
社
、

1
9
9
7
年）

な
お
、
本
調
査
は
、
平
成
問
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
奨
励
研
究
）
を

受
け
て
実
施
し
た
。
（
課
題
番
号
－
喝
さ
N
C
ヨ）
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島
経
済
大
学
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