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

2 

高
等
学
校
学
習
指
導
に
お
け
る

は
じ
め
に

高
等
学
校
で
は
、
新
学
習
指
導
要
領
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
「
習
得
・
活
用
・

探
究
」
を
ど
の
よ
う
に
授
業
過
程
の
中
に
組
み
入
れ
て
い
く
の
か
、
そ
の
対
応

に
迫
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
「
習
得
・
活
用
・
探
究
」
と
は
何
か
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
、
高
木
（
二

O
O
八
）
は
、
「
ど
こ
ま
で
が
『
習
得
』
で
、
ど
こ
か

ら
が
『
活
用
』
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
境
界
を
引
く
こ
と
は
難
し
い
場

也
A
T
1
ム

合
も
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
習
得
・
活
用
・
探
究
」
を
授
業
過

程
の
う
ち
の
三
段
階
と
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
各
段
階
を
ど
の
よ
う
に
分
け
て
扱

え
ば
よ
い
の
か
が
不
明
確
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
発
表
で
は
、
こ
の
三
段
階
の
う
ち
、
特
に
「
習
得
・
活
用
」
に
焦

点
を
当
て
、
「
習
得
・
活
用
」
を
授
業
に
組
み
込
む
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
に

つ
い
て
、
さ
ら
に
は
「
習
得
・
活
用
」
の
聞
に
ど
の
よ
う
に
境
界
を
引
く
こ
と

が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
、
授
業
実
践
の
報
告
を
通
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

「
習
得
・
活
用
」

の
位
置
付
け

難

波

主
口

健

2 

「
習
得
・
活
用
」

の
類
型

（1
）
学
習
指
導
要
領
に
見
る
「
習
得
・
活
用
」

ま
ず
、
学
習
指
導
要
領
は
「
習
得
・
活
用
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の

か
。
こ
れ
に
つ
い
て
平
成
一
八
年
二
月
の
中
教
審
答
申
で
は
、
次
の
よ
う
に
説

明
さ
れ
て
い
る
。
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①
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
確
実
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
を
基
本
と
す

る
。
②
こ
う
し
た
理
解
・
定
着
を
基
礎
と
し
て
、
知
識
・
技
能
を
実
際
に
活
用

す
る
力
の
育
成
を
重
視
す
る
。

習
得
段
階
と
し
て
「
知
識
・
技
能
を
確
実
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
」
が
、
活
用

段
階
と
し
て
「
知
識
・
技
能
を
実
際
に
活
用
す
る
力
の
育
成
」
が
目
標
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
の
は
習
得
段
階
で
あ
ろ
う
。
文
末
に
「
基

本
と
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
段
階
が
疎
か
に
な
っ
て
は
、
次

の
活
用
段
階
に
進
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
実
、
活
用
段
階
に
触
れ
た
箇
所
で



も
「
こ
う
し
た
理
解
・
定
着
を
基
礎
と
し
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
活

用
段
階
と
は
、
学
習
者
の
知
識
・
技
能
習
得
を
促
進
さ
せ
る
た
め
に
あ
る
と
捉

え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
習
得
・
活
用
」
を
捉
え
る
際
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
を
区
別
し
つ
つ
も
、
知
識
・
技
能
の
習
得
を
核
と
し
た
一
連
の
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

で
は
、
三
段
階
を
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
と
見
な
が
ら
も
、
両
者
を
ど
の
よ
う
に

区
別
す
べ
き
か
。
平
成
三
十
年
一
月
の
中
教
審
答
申
の
う
ち
、
国
語
科
の
改
善

の
基
本
方
針
の
箇
所
で
は
、
こ
れ
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る。

基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
活
用
し
て
課
題
を
探
究
す
る
こ
と

の
で
き
る
国
語
の
能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
資
す
る
よ
う
、
実
生
活
の

様
々
な
場
面
に
お
け
る
言
語
活
動
を
具
体
的
に
内
容
に
示
す
。

こ
こ
で
は
、
「
習
得
・
活
用
・
探
究
」
を
達
成
す
る
に
は
、
「
実
生
活
の
様
々

な
場
面
に
お
け
る
言
語
活
動
」
が
資
源
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
言
語

活
動
と
は
「
習
得
・
活
用
・
探
究
」
の
ど
の
段
階
を
指
す
も
の
な
の
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
堀
江
（
二

O
O
八
）
は
「
一
言
語
活
動
こ
そ
が
「
活
用
型
学

習
活
動
」
で
あ
る
」
と
し
、
指
導
要
領
に
言
語
活
動
例
が
一
不
さ
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
配
置
に
変
わ
っ
た
の
は
、
指
導
事
項
が
示
す
こ
と
が
ら
が

身
に
付
い
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
言
語
活
動
を
通
し
て
確
認
す
る
と

＊
2
 

い
う
「
相
互
補
完
性
」
を
強
め
る
た
め
で
あ
る
。

こ
う
し
た
言
語
活
動
に
つ
い
て
指
摘
は
、
知
識
・
技
能
の
習
得
を
補
完
す
る

と
い
う
意
味
合
い
に
お
い
て
、
中
教
審
答
申
の
活
用
に
つ
い
て
の
指
摘
と
付
合

＊
3
 

し
て
い
る
。
ま
た
、
同
様
の
見
解
は
、
長
崎
（
二

O
O
八
）
に
も
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
答
申
や
そ
の
他
の
論
考
を
手
が
か
り
と
す
れ
ば
、
学
習
指
導
要

領
が
一
不
す
「
活
用
」
段
階
と
は
、
言
語
活
動
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
よ
さ
そ

う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
習
得
・
活
用
」
は
、
①
知
識
・
技

能
を
習
得
す
る
段
階
、
②
言
語
活
動
に
よ
っ
て
知
識
・
技
能
の
習
得
を
促
進
す

る
段
階
と
の
二
段
階
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

（2
）
「
リ
l
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
に
見
る
「
習
得
・
活
用
」

米
国
の
取
り
組
み
で
あ
る
「
リ
I
デ
イ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
に
は
、

学
習
指
導
要
領
と
は
異
な
る
「
習
得
・
活
用
」
の
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

＊
4
 

カ
ル
キ
ン
ズ
（
二

O
一
O
）
に
よ
れ
ば
、
リ
l
デ
イ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

の
授
業
は
、
子
ど
も
が
読
む
こ
と
を
好
き
に
な
る
た
め
の
実
践
で
あ
り
、
「
ミ

＊
5
 

ニ
・
レ
ッ
ス
ン
↓
読
む
時
間
↓
共
有
の
時
間
」
と
い
う
流
れ
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
、
「
ミ
ニ
・
レ
ッ
ス
ン
」
の
流
れ
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
細

分
化
さ
れ
て
い
る
。

一78ー

①
「
導
入
」
・
今
か
ら
ミ
ニ
・
レ
ッ
ス
ン
で
何
を
教
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
の
要
点
を
教
師
が
話
す
。

②
「
提
示
」
－
あ
る
読
み
方
を
教
師
が
や
っ
て
み
せ
た
り
、
子
ど
も
た
ち
が

や
っ
て
い
た
読
み
方
を
応
用
で
き
る
よ
う
な
言
葉
に
言
い
換
え
た
り
し
て
、

し
っ
か
り
と
定
着
す
る
よ
う
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
提
示
す
る
。



ブ
ッ
ク
パ
ー
ト
ナ
ー
と
と
も
に
、
学
ん
だ
こ
と
を
試
し

③
「
実
際
に
試
す
」

て
み
る
。

④
「
つ
な
が
る
」
・
ミ
ニ
・
レ
ッ
ス
ン
で
学
ん
だ
こ
と
が
、
そ
の
後
の
リ
l

デ
イ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
読
書
生
活
と
つ
な
が
る
よ
う
に
す
る
。

⑤
「
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
」
・
そ
の
町
の
リ
i
デ
イ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の

最
後
で
、
ミ
ニ
・
レ
ッ
ス
ン
で
学
ん
だ
こ
と
を
確
認
し
、
使
っ
て
み
た
人
が

い
れ
ば
話
し
を
さ
せ
る
。

こ
の
五
つ
の
段
階
を
「
習
得
・
活
用
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
整
理
す
る
な

ら
ば
、
ま
ず
、
①
「
導
入
」
・
②
「
提
示
」
は
、
教
え
る
こ
と
学
ば
せ
る
こ
と

を
学
習
者
に
理
解
さ
せ
る
と
い
う
点
で
「
習
得
」
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
次

に
、
③
「
実
際
に
試
す
」
・
④
「
つ
な
が
る
」
は
、
習
得
段
階
で
身
に
つ
け
た

こ
と
を
試
し
て
み
た
り
、
次
の
単
元
以
降
も
応
用
さ
せ
て
み
る
こ
と
を
期
し
て

い
る
点
で
「
活
用
」
と
捉
え
て
よ
い
。
最
後
の
⑤
「
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
」
は
、

全
体
の
流
れ
の
う
ち
「
共
有
の
時
間
」
に
当
た
る
よ
う
で
あ
り
、
活
用
の
様
子

を
評
価
す
る
段
階
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
ょ
う
か
。

ミ
ニ
・
レ
ッ
ス
ン
の
授
業
過
程
を
「
習
得
・
活
用
」
と
い
う
枠
組
み
で
捉
え

て
み
る
と
、
リ
l
デ
イ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
「
活
用
」
段
階
は
、
言
語

活
動
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
例
え
ば
、
③
「
実
際
に
試
す
」
が

ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
の
効
果
的
な
読
み
方
に
焦
点
を
あ
て
た
あ
と
に
、
子
ど
も
た
ち
の

ブ
ァ
ク
フ
ォ
ル
ダ
l
に
入
っ
て
い
る
本
を
使
っ
て
、
今
学
習
し
た
読
み
方

を
使
う
よ
う
に
指
示
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
教
師
が
や
っ

て
み
せ
た
効
果
的
な
方
法
を
子
ど
も
た
ち
が
選
ん
だ
本
で
試
し
て
み
る
よ

う
に
一
言
う
こ
と
で
、
あ
る
本
で
使
え
た
読
み
方
は
、
そ
の
本
に
限
ら
ず
に

使
え
る
と
い
う
こ
と
が
教
え
ら
れ
る
の
で
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
ミ
ニ
・

レ
ッ
ス
ン
で
学
ん
だ
こ
と
を
、
そ
の
本
か
ら
離
れ
て
ほ
か
の
本
で
も
使
っ

て
み
て
初
め
て
、
ほ
か
の
本
に
も
使
う
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
と
い
う
こ
と

を
実
感
し
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
リ
l
デ
イ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
「
活
用
」
で
は
、
「
子

ど
も
た
ち
が
選
ん
だ
本
で
試
し
て
み
る
」
こ
と
で
、
「
あ
る
本
で
使
え
た
読
み

方
は
、
そ
の
本
に
限
ら
ず
に
使
え
る
と
い
う
こ
と
」
を
教
え
、
習
得
し
た
読
み

方
が
汎
用
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
転
移
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ

と
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
身
に
つ
け
た
能
力
が
転
移

可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
で
、
能
力
の
定
着
・
習
得
を
促
進

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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（

3
）
「
習
得
・
活
用
」
の
類
型

以
上
の
よ
う
に
「
習
得
・
活
用
」
を
捉
え
て
み
る
と
、
特
に
「
活
用
」
の

捉
え
方
に
は
二
通
り
の
方
法
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
一
つ
日
は
、
「
活
用
H

言

語
活
動
」
と
捉
え
る
学
習
指
導
要
領
の
場
合
。
二
つ
日
は
、
「
活
用
H
ミ
ニ
・

レ
ッ
ス
ン
で
学
ん
だ
こ
と
を
練
習
す
る
場
」
と
捉
え
る
リ
l
デ
イ
ン
グ
・
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
違
い
は
、
習
得
し
た
知
識
・
技
能
を

ど
の
よ
う
な
目
的
で
活
用
さ
せ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
前
者
で
は
実
際
の
生
活
の
な
か
で
生
き
て
働
く
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
目

的
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
方
法
が
転
移
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理



解
さ
せ
る
目
的
で
「
活
用
段
階
」
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
ど
ち
ら
も

習
得
内
容
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
を
音
山
図
し
た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
ど
ち
ら
か

と
言
え
ば
、
後
者
の
方
が
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
二
通
り
の
「
習
得
・
活
用
」
の
捉
え

方
を
踏
ま
え
、
ご
つ
の
実
践
を
報
告
す
る
。

3 

実
践
①
j
転
移
を
意
識
し
た
リ
｜
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
型
の
活
用
j

（1
）
単
元
の
基
本
情
報

①
学
年
一
玉
野
高
校
一
年
生

②
時
期
二
一

O
一
一
年
一
一
月

③
単
元
名
一
寓
話
を
読
み
、
現
実
世
界
と
関
連
づ
け
る
読
み
方
を
学
ぶ

④
学
習
材
・
「
良
識
派
」
安
部
公
房

『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
』
中
務
哲
郎
訳
、
岩
波
書
店

（2
）
単
元
の
ね
ら
い

学
習
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
の
う
ち
、
小
説
教
材
（
「
羅
生
門
」
）
を
扱
っ

た
授
業
に
お
い
て
特
に
興
味
を
示
し
た
。
ま
た
、
帯
単
元
と
し
て
実
施
し
て
い

る
「
カ
キ
ナ
l
レ
」
に
お
い
て
は
、
詩
的
な
表
現
方
法
を
採
用
し
て
い
る
同
級

生
の
作
品
に
触
れ
、
多
く
の
学
習
者
が
「
自
分
も
こ
ん
な
文
章
が
書
き
た
い
」

と
感
嘆
の
芦
を
漏
ら
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
学
習
者
の
多
く
は
、
文
学
的

文
章
に
触
れ
る
こ
と
に
強
く
関
心
を
抱
い
て
い
る
。
し
か
し
、
か
と
い
っ
て
、

彼
ら
が
文
学
的
文
章
を
読
み
解
く
た
め
の
力
に
富
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

事
実
、
「
羅
生
門
」
の
初
読
の
感
想
で
は
、
「
難
し
い
」
と
い
う
感
想
が
多
か
っ

た
。
つ
ま
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
文
学
的
文
章
は
、
憧
れ
つ
つ
も
手
の
届
か
な

い
対
象
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

文
章
を
効
果
的
に
読
む
方
略
の
一
つ
に
、
「
関
連

ε
つ
け
る
」
と
い
う
方
略
が

あ
る
。
説
明
的
文
章
に
せ
よ
文
学
的
文
章
に
せ
よ
、
何
か
と
何
か
を
関
連

ε
つ
け

る
こ
と
は
、
読
み
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
手
段
で
あ
る
。
そ
し

て
、
読
み
の
目
的
が
一
貫
性
を
形
成
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
文
章
内
の

情
報
ど
う
し
を
関
連
づ
け
る
こ
と
に
な
り
、
現
実
世
界
と
重
ね
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
文
章
内
の
情
報
と
文
章
外
の
情
報
を
関
連
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。
学
習
者

た
ち
は
、
こ
の
「
関
連
づ
け
る
」
と
い
う
読
み
の
方
略
の
う
ち
、
前
者
の
読
み

方
は
既
に
学
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
文
章
の
内
外
を
関
連
づ
け
る
と
い
う
後
者

の
読
み
の
方
法
は
十
分
に
学
ん
で
い
な
い
。

以
上
の
背
景
に
鑑
み
、
本
単
元
で
は
次
の
よ
う
に
目
標
設
定
を
行
っ
た

0

・
自
分
な
り
の
考
え
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
【
関
心
・
意
欲
・
態
度
】

－
教
訓
を
読
み
取
り
、
自
分
た
ち
が
生
き
る
現
実
世
界
と
関
連
づ
け
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
【
読
む
能
力
｝
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（

3
）
便
業
過
程

【
第
一
次
H

習
得
】
（
1
時
間
）

①
「
亀
と
兎
」
「
粉
屋
と
そ
の
息
子
、
そ
し
て
ロ
パ
」
を
読
み
、
教
訓
を
考
え

る
と
と
も
に
、
そ
の
教
訓
が
現
実
世
界
に
ど
う
役
に
立
っ
か
を
考
え
る
。

｛
第
二
次
H
活
用
】
（
3
時
間
）

②
「
良
識
派
」
を
通
読
し
、
あ
ら
す
じ
を
整
理
す
る
。

③
ワ
l
ク
シ
l
ト
「
体
験
者
は
語
る
」
を
記
述
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
な

り
に
教
訓
に
つ
い
て
考
え
る
。



④
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
言
動
の
性
質
を
読
み
取
り
、
読
み
取
っ
た
こ
と
を
踏

ま
え
て
改
め
て
教
訓
を
考
え
る
。

⑤
教
訓
を
現
実
世
界
と
関
連

ε
つ
け
て
考
え
る
。

（4
）
授
業
の
実
際

本
単
元
で
は
、
各
時
間
の
終
わ
り
に
、
「
学
習
ロ
グ
」
と
い
う
自
己
評
価

シ
l
ト
を
書
か
せ
た
。
市
川
（
二

O
O
ご
で
は
、
活
用
を
中
心
と
し
た
授
業

を
行
う
際
に
は
、
学
習
者
に
自
己
評
価
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
指
摘
さ
れ
て

＊
8
 

い
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
単
元
に
お
い
て
習
得
さ
せ
る
べ
き
能
力
が
本
当
に
学

習
者
に
身
に
つ
い
て
い
る
か
を
教
師
が
見
取
り
、
授
業
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す

る
と
い
う
形
成
的
評
価
の
た
め
で
あ
る
。
「
習
得
・
活
用
」
を
組
み
込
ん
だ
授

業
過
程
に
お
い
て
、
も
し
評
価
活
動
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
学
習

者
が
能
力
を
習
得
し
た
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
状
態
で
活
用
の
授
業
が
行
わ
れ

て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
仮
に
そ
う
な
れ
ば
、
活
用
の
大
原
別
で
あ
る
習
得

を
促
進
す
る
と
い
う
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

「
学
習
ロ
グ
」
に
よ
っ
て
学
習
者
の
学
習
状
況
を
見
取
る
よ
う
努
め
た
。

ま
ず
、
第
一
次
で
は
、
読
み
の
方
法
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
足
場
掛
け
と
し

て
、
「
亀
と
兎
」
を
読
ま
せ
た
。
こ
の
物
語
の
教
訓
に
つ
い
て
は
、
有
名
な
話

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
多
く
の
学
習
者
が
同
じ
よ
う
な
教
訓
を
考
え
る
と
想
定

し
て
い
た
。
し
か
し
、
学
習
者
の
反
応
を
見
て
み
る
と
、
大
別
し
て
次
の
＝
一
つ

の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

①
亀
に
焦
点
を
当
て
る
者

例
「
亀
の
よ
う
に
あ
き
ら
め
な
い
で
、
何
事
に
も
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
ら
、

成
功
す
る
こ
と
。
」

②
兎
に
焦
点
を
当
て
る
者

例
「
才
能
が
あ
っ
て
も
使
わ
な
い
と
意
味
が
な
い
よ

③
亀
と
兎
の
関
係
性
に
焦
点
を
当
て
る
者

例
「
生
ま
れ
つ
き
持
っ
て
い
る
才
能
に
溺
れ
て
い
て
は
、
努
力
し
て
い
る
人

に
抜
か
さ
れ
て
し
ま
う
。
」

つ
ま
り
、
学
習
者
ご
と
に
、
登
場
人
物
の
誰
に
寄
り
添
っ
て
教
訓
を
考
え
る

の
か
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
ら
の
人
生
観
を
、
無
意
識
の
う

ち
に
教
訓
の
読
み
取
り
に
反
映
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
傾
向
は
ど
の

ク
ラ
ス
で
も
見
ら
れ
た
た
め
、
学
習
者
に
考
え
を
発
表
さ
せ
な
が
ら
、
教
訓
を

考
え
る
際
に
は
登
場
人
物
に
着
目
す
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
と
即
興
的
に
指

導
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
単
元
で
は
学
習
者
の
反
応
に
よ
っ
て
習
得
す
る
べ

き
能
力
が
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
登
場
人
物
ご
と
に
読
み
取
れ
る
教
訓
に
差
が
出
る
の

は
、
登
場
人
物
が
複
数
で
あ
り
、
尚
か
っ
そ
れ
ら
の
人
物
が
異
な
る
性
質
を
持

つ
物
語
に
限
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
寓
話
な
ら
な
ん
で
も
登
場
人
物
に
着
目
す
れ

ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
幸
い
に
も
本
単
元
で
扱
う
「
良
識

派
」
は
、
こ
の
条
件
を
満
た
し
た
物
語
で
あ
っ
た
た
め
、
次
時
以
降
の
学
習
に

お
い
て
も
、
登
場
人
物
に
着
目
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
教
訓
を
考
え
さ
せ
る
よ

う
計
画
を
改
め
た
。

最
後
に
、
い
ず
れ
か
の
類
型
に
合
わ
せ
て
、
「
そ
の
教
訓
は
実
際
の
生
活
に

ど
の
よ
う
に
役
立
つ
か
」
と
問
い
か
け
、
現
実
世
界
と
関
連
づ
け
さ
せ
た
。
本

校
の
生
徒
は
多
く
が
運
動
部
に
所
属
し
て
い
る
た
め
、
「
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
は
、
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練
習
を
さ
ぼ
っ
た
ら
下
手
に
な
っ
て
、
他
の
人
に
抜
か
さ
れ
て
し
ま
う
。
」
と

い
う
よ
う
な
考
え
が
多
か
っ
た
。
教
訓
が
身
近
な
生
活
と
関
連
づ
け
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
学
習
ロ
グ
の
自
己
評
価
を
見
て
も
、
理
解
で
き

た
と
評
価
し
た
者
が
大
半
で
あ
っ
た
。

次
に
、
読
み
の
方
法
を
理
解
し
た
か
ど
う
か
の
確
認
課
題
と
し
て
、
「
粉
屋

と
そ
の
息
子
、
そ
し
て
ロ
パ
」
を
読
ま
せ
た
。
既
に
読
み
の
方
法
は
学
ん
で
い

た
た
め
、
多
く
の
学
習
者
が
自
ら
活
動
を
進
め
て
い
た
。
し
か
し
、
予
め
用
意

し
て
い
た
こ
の
文
章
は
、
登
場
人
物
が
異
な
る
性
質
を
持
っ
た
も
の
で
は
な

＊
9
 

か
っ
た
た
め
、
学
習
者
が
考
え
る
教
訓
も
同
じ
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
教
訓
を
読
み
取
り
現
実
世
界
と
関
連
づ
け
る
方
法
の
確
認
に
は
な
っ
た

が
、
登
場
人
物
に
着
目
し
て
教
訓
を
考
え
る
方
法
の
確
認
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
習
得
す
る
べ
き
能
力
が
、
学
習
者
に
と
っ
て
不
明
確
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
き
ら
い
が
あ
っ
た
。

第
三
次
で
は
、
習
得
し
た
読
み
の
方
法
を
活
用
さ
せ
る
た
め
に
、
安
部
公
房

「
良
識
派
」
を
読
ま
せ
た
。
通
読
後
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
教
訓
を
考

え
さ
せ
た
の
で
は
低
調
に
な
る
と
考
え
、
「
体
験
者
は
語
る
」
と
い
う
表
現
活

動
を
通
し
て
教
訓
を
考
え
さ
せ
た
。
こ
の
活
動
は
、
「
良
識
派
」
と
い
う
事
件

＊
刊

の
回
顧
護
を
童
日
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
登
場
人
物
の
誰
か
に
な

り
き
っ
て
書
く
よ
う
に
指
示
を
し
た
。
改
め
て
、
教
訓
を
考
え
る
際
に
登
場
人

物
に
注
目
す
る
と
い
う
方
法
を
意
識
化
さ
せ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
目
論
み

通
り
、
学
習
者
か
ら
は
多
様
な
考
え
が
提
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
学
習
ロ
グ
に
よ

る
学
習
者
の
反
応
を
見
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
、
既
に
現
実
世
界
と
関
連
づ

け
て
考
え
て
い
る
者
も
見
ら
れ
た
。

・
良
い
よ
う
に
言
い
く
る
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
権
力
者
に
従
っ
て
し

ま
っ
た
ら
、
自
分
の
自
由
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

・
日
本
の
政
治
家
と
国
民
の
現
在
の
よ
う
な
構
図
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に

も
見
え
る
。
（
お
い
し
い
話
H

マ
ニ
フ
エ
ス
ト
／
現
在
H
税
金
の
無
駄

港地い）

こ
う
し
た
学
習
者
の
反
応
は
稀
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
反
応
が
見
ら
れ

た
の
は
、
習
得
段
階
に
お
い
て
目
標
設
定
を
明
確
に
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
特
段
、
現
実
世
界
と
関
連
、
づ
け
る
よ
う
指
示
は
し
て
い
な
い
が
、
自
ら
の

判
断
で
学
習
を
先
取
り
し
た
の
で
あ
る
。

以
降
の
授
業
で
は
、
多
様
な
教
訓
の
リ
ソ
ー
ス
と
な
っ
た
各
登
場
人
物
の
言

＊

u
 

動
の
性
質
を
読
み
取
る
こ
と
を
中
心
に
進
め
た
。
し
か
し
、
登
場
人
物
の
性
質

＊ロ

を
読
み
取
ら
せ
る
た
め
に
発
問
を
重
ね
た
せ
い
か
、
読
解
が
予
想
以
上
に
長
引

き
冗
長
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
学
習
者
に
は
、
ど
の
人
物
に
注
目

す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
教
訓
を
考
え
ら
れ
る
の
か
が
暖
昧
な
ま
ま
に
、
現
実
世
界

と
関
連
づ
け
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
い
、
多
く
の
学
習
者
が
考
え

＊
日

あ
ぐ
ね
て
し
ま
っ
た
。
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（5
）
単
元
を
振
り
返
っ
て

【
即
興
的
思
考
に
つ
い
て
】

本
単
元
で
は
、
学
習
者
の
反
応
を
即
興
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
早
い

段
階
で
目
標
と
な
る
読
み
の
方
法
を
具
体
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か

し
、
い
く
ら
読
み
の
方
法
を
具
体
化
さ
せ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
活
用

段
階
で
使
え
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
今
回
は
偶
然
に
も
活
用
で
き
た
わ
け
だ



が
、
即
興
的
思
考
を
行
う
際
に
も
、
単
元
全
体
を
見
通
し
て
そ
の
方
法
が
有
効

で
あ
る
か
を
判
断
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
事
実
、
そ
の
判
断
を
見
誤
っ
た
た
め

に
、
確
認
課
題
と
し
て
用
意
し
た
「
粉
屋
と
そ
の
息
子
、
そ
し
て
ロ
バ
」
の
物

語
で
は
人
物
に
着
目
す
る
読
み
の
方
法
を
確
認
で
き
ず
、
目
標
が
暖
昧
な
ま
ま

に
活
用
段
階
に
な
だ
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

【
現
実
世
界
と
関
連
づ
け
る
た
め
に
】

学
習
者
の
第
二
次
の
様
子
（
読
解
が
冗
長
に
な
っ
た
部
分
）
に
鑑
み
る
と
、

第
三
次
と
し
て
リ
ラ
イ
ト
活
動
を
取
り
入
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。
例
え
ば
、
登
場
人
物
を
実
際
の
人
物
に
置
き
換
え
て
物
語
を
創
作
さ

せ
る
な
ど
の
活
動
を
取
り
入
れ
る
と
、
現
実
世
界
と
関
連
づ
け
て
考
え
や
す

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

4 

実
践
②

i
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
た
学
習
指
導
要
領

型
の
活
用
j

（1
）
単
元
の
基
本
情
報

①
学
年
・
玉
野
高
校
一
年
生

②
時
期
・
三

O
一
三
年
二
月

③
単
元
名
・
言
葉
に
つ
い
て
考
え
る

④
学
習
材
俵
万
智
「
短
歌
を
訳
す
言
葉
の
壁
を
越
え
て
」

池
上
嘉
彦
「
一
言
葉
に
つ
い
て
の
新
し
い
認
識
」

（2
）
単
元
の
ね
ら
い

本
単
元
に
先
だ
っ
て
、
二
学
期
後
半
に
「
レ
ト
リ
ッ
ク
感
覚
を
養
う
」
と
い

う
単
元
を
実
施
し
た
。
こ
の
単
元
で
は
、
物
事
に
対
し
て
新
た
な
見
方
を
す
る

力
を
養
う
こ
と
を
目
標
と
し
、
擬
人
法
を
用
い
た
創
作
文
の
指
導
を
行
っ
た
と

こ
ろ
、
多
く
の
学
習
者
が
熱
心
に
創
作
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
さ
ら
に
、

単
元
終
了
後
も
、
帯
単
元
と
し
て
実
施
し
て
い
た
創
作
活
動
の
場
に
お
い
て
、

擬
人
化
作
文
を
披
露
す
る
学
習
者
が
散
見
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
校
本

学
年
の
学
習
者
は
、
物
事
に
対
し
て
新
た
な
見
方
を
す
る
こ
と
に
強
い
関
心
を

抱
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
論
理
的
文
章
を
読
解
す
る

こ
と
に
大
き
な
苦
手
意
識
を
持
っ
て
お
り
、
論
の
展
開
を
読
み
取
る
力
が
乏
し

い
と
い
う
課
題
が
あ
る
。
ま
た
、
論
理
的
文
章
を
記
述
す
る
こ
と
も
苦
手
と
感

じ
て
お
り
、
多
く
の
学
習
者
が
「
小
論
文
の
書
き
方
が
分
か
ら
な
い
」
と
い
う

課
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
単
元
で
は
学
習
者
の
興
味
・
関
心
を
生
か
し
つ
つ
、
論
展
開
を

意
識
し
て
文
章
を
読
み
書
き
す
る
力
を
養
う
こ
と
を
ね
ら
い
、
次
の
よ
う
な
目

標
を
立
て
て
単
元
を
構
成
し
た
。

－
物
事
に
対
し
て
新
た
な
見
方
を
す
る
こ
と
の
面
白
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き

る
。
【
関
心
・
意
欲
・
態
度
】

－
接
続
語
を
手
が
か
り
と
し
、
文
章
の
論
展
開
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
読
む
能
力
】

・
文
章
か
ら
読
み
取
っ
た
論
展
開
の
工
夫
を
手
が
か
り
と
し
て
、
意
見
文
を
書

く
こ
と
が
で
き
る
。
【
書
く
能
力
｝

内
く
U

Q
D
 

（

3
）
授
業
過
程

【
第
一
次
H
導
入
｝
（
2
時
間
）

①
俵
万
智
の
短
歌
に
つ
い
て
感
想
を
書
く
（
文
章
へ
の
導
入
）

0

「
短
歌
を
訳

す
」
の
前
半
部
を
読
解
す
る
。



②
「
短
歌
を
訳
す
」
の
後
半
部
を
読
解
す
る
。
前
半
部
と
後
半
部
が
並
立
の
関

係
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
接
続
詞
を
手
が
か
り
に
読
み
取
る
。

【
第
二
次
H

習
得
】
（
4
時
間
）

③
名
付
け
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
行
い
、
文
章
の
内
容
に
関
す
る
予
備
知
識
を

得
る
（
文
章
へ
の
導
入
）

0

④
「
言
葉
に
つ
い
て
の
新
し
い
認
識
」
を
読
み
、
第
一
部
の
対
比
関
係
を
、
接

続
語
を
手
が
か
り
に
読
み
取
る
。

⑤
第
二
部
の
並
立
関
係
を
、
接
続
語
を
手
が
か
り
に
読
み
取
る
。

⑥
第
三
一
部
の
譲
歩
関
係
を
、
接
続
語
を
手
が
か
り
に
読
み
取
る
。

【
第
三
次
H

活
用
】
（
1
時
間
）

⑦
「
言
葉
に
つ
い
て
の
新
し
い
認
識
」
で
読
み
取
っ
た
文
章
構
成
を
手
が
か
り

に
、
意
見
文
を
記
述
す
る
。

（4
）
授
業
の
実
際

第
一
次
で
は
、
導
入
と
し
て
、
文
章
内
容
が
平
易
で
あ
り
、
並
立
の
関
係
を

用
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
「
短
歌
を
訳
す
」
を
読
ま
せ
る
こ
と
に
し
た
。
論
展

開
の
読
み
方
が
分
か
ら
な
い
学
習
者
に
対
し
て
、
始
め
か
ら
ま
と
ま
っ
た
量
の

論
理
的
文
章
を
読
ま
せ
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
実

際
の
授
業
で
は
、
学
習
者
は
発
問
に
対
し
て
適
切
に
答
え
、
授
業
後
の
自
己
評

価
も
概
ね
良
好
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
接
続
詞
に
注
目
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
認

識
す
る
こ
と
も
で
き
た
。

第
二
次
は
、
導
入
段
階
で
理
解
し
た
、
接
続
語
に
注
目
し
て
論
展
開
を
読
み

取
る
と
い
う
方
法
を
習
得
す
る
た
め
、
「
言
葉
に
つ
い
て
の
新
し
い
認
識
」
を

読
解
し
た
。
こ
の
文
章
は
、
具
体
例
が
抱
負
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴

が
あ
る
が
、
一
言
語
論
的
転
回
を
テ
ー
マ
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
学
習
者
に
と
っ

て
は
内
容
的
に
理
解
し
づ
ら
い
と
判
断
し
た
。
そ
の
た
め
、
文
章
へ
の
導
入
と

し
て
、
名
前
の
付
い
て
い
な
い
物
事
に
名
前
を
付
け
る
と
い
う
活
動
を
行
い
、

予
め
文
章
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
て
お
い
た
。
学
習
者
は
、
カ
ー
テ
ン
を

ま
と
め
る
た
め
の
布
を
、
「
ぺ
り
ん
」
と
名
付
け
た
り
、
黒
板
の
外
枠
に
名
前

を
付
け
た
り
と
、
意
欲
的
に
活
動
し
て
い
た
。

文
章
の
読
解
の
際
は
、
教
科
書
の
分
け
方
に
従
っ
て
文
章
を
三
部
構
成
と

し
、
各
部
ご
と
に
論
展
開
を
読
み
取
っ
て
い
っ
た
。
第
一
部
の
対
比
関
係
の
読

み
取
り
に
つ
い
て
は
、
既
に
一
般
論
と
筆
者
の
論
と
の
対
比
を
学
習
し
て
い
た

た
め
、
そ
れ
を
活
用
し
、
加
え
て
接
続
詞
に
注
目
す
る
よ
う
指
導
し
た
。

第
二
部
の
並
立
関
係
の
読
み
取
り
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
で
学
ん
だ
こ
と
を

活
用
す
る
よ
う
指
導
し
た
。
こ
の
辺
り
か
ら
、
学
習
ロ
グ
に
お
い
て
、
「
接
続

詞
に
注
目
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
た
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
増
え
て
き
て

お
り
、
学
習
内
容
の
習
得
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
た
。

第
三
部
の
譲
歩
関
係
の
読
み
取
り
に
つ
い
て
は
、
譲
歩
が
新
た
に
学
習
す
る

事
項
で
あ
っ
た
た
め
、
ま
ず
は
譲
歩
の
説
明
か
ら
入
っ
た
。
日
常
会
話
レ
ベ
ル

で
用
い
る
よ
う
な
内
容
的
に
分
か
り
ゃ
す
い
文
例
を
示
し
、
反
論
の
想
定
を
導

く
「
確
か
に
・
も
ち
ろ
ん
」
や
、
再
主
張
を
導
く
「
し
か
し
」
と
い
っ
た
接
続

詞
に
注
目
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
の
た
め
か
、
「
譲
歩
に
つ
い
て
理
解
で

き
た
。
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
普
段
の
会
話
で
も
、
譲
歩
を
使
っ
て
い
る
と

思
っ
た
o
」
と
自
己
評
価
の
コ
メ
ン
ト
を
し
た
学
習
者
も
い
た
。
し
か
し
、
接

続
詞
に
注
目
す
る
と
い
う
意
識
が
強
く
な
り
す
ぎ
た
せ
い
か
、
文
章
の
内
容
を

考
慮
せ
ず
に
、
接
続
詞
ば
か
り
を
追
い
か
け
て
譲
歩
を
捉
え
よ
う
と
す
る
学
習

＊
H
 

者
が
散
見
さ
れ
た
。
そ
の
せ
い
か
、
第
三
部
の
読
解
に
お
け
る
学
習
者
の
自
己
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評
価
で
は
、
難
し
か
っ
た
と
コ
メ
ン
ト
す
る
者
が
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状

況
か
ら
、
論
展
開
の
読
み
取
り
が
内
容
の
把
握
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
と
判
断

し
、
名
付
け
の
活
動
を
振
り
返
ら
せ
な
が
ら
第
三
部
を
読
ま
せ
る
こ
と
で
内
容

＊
日

を
把
握
さ
せ
た
。

第
三
次
で
は
、
こ
れ
ま
で
読
み
取
っ
た
論
展
開
（
対
比
・
並
立
・
譲
歩
）
を

活
用
し
て
、
自
ら
の
意
見
文
を
記
述
さ
せ
る
活
動
を
行
っ
た
。
た
だ
し
、
「
読

み
取
っ
た
こ
と
を
手
が
か
り
と
し
て
書
き
な
さ
い
」
だ
け
で
は
記
述
す
る
こ
と

＊
同

が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
た
め
、
田
中
ご
九
九
八
）
の
実
践
を
手
が
か
り
と

し
、
＝
一
つ
の
論
展
開
そ
れ
ぞ
れ
に
書
き
出
し
モ
デ
ル
を
示
し
た
。
ま
た
、
意
見

＊
口

文
の
テ
l
マ
と
し
て
「
ら
抜
き
言
葉
の
是
非
」
を
設
定
し
、
意
見
生
成
の
た
め

に
「
ら
抜
き
言
葉
」
に
関
す
る
補
助
資
料
を
付
け
た
。
ま
た
、
机
問
指
導
中
、

書
き
出
し
例
を
手
が
か
り
に
し
で
も
な
お
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
学
習
者
に
対

し
て
は
、
第
二
次
で
学
習
し
た
池
上
嘉
彦
の
文
章
を
読
み
返
し
、
そ
れ
に
倣
っ

て
書
く
よ
う
指
導
を
行
っ
た
。

学
習
者
の
記
述
し
た
も
の
を
見
て
み
る
と
、
多
く
の
者
が
「
並
立
関
係
」
を

用
い
て
記
述
し
て
い
た
。
理
由
が
思
い
浮
か
ば
な
い
者
は
積
極
的
に
補
助
資
料

を
活
用
す
る
よ
う
に
指
導
し
た
の
で
、
資
料
か
ら
理
由
を
抜
き
出
し
て
並
べ
れ

ば
よ
い
論
展
開
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
一
番
負
担
に
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
「
譲
歩
関
係
」
と
「
並
立
関
係
」
を
組
み
合
わ
せ
て
記
述
を
行
っ
て

い
る
者
も
い
た
。
よ
っ
て
、
論
展
開
が
活
用
で
き
て
い
る
か
と
い
う
視
点
で
見

れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
学
習
者
が
型
を
踏
ま
え
て
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
て
い

た
。
し
か
し
、
学
習
ロ
グ
に
よ
る
自
己
評
価
を
見
て
み
る
と
、
お
よ
そ
8
割
の

者
が
「
文
章
を
書
く
の
は
難
し
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
型
を
踏

ま
え
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
書
け
た
と
い
う
実
感
な
り
達
成
感
な
り
が
得
ら
れ

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
、
授
業
後
、
何
人
か
に
話

を
聞
い
て
み
る
と
「
ら
抜
き
言
葉
が
何
な
の
か
あ
ま
り
よ
く
分
か
ら
な
か
っ

た
」
と
い
う
反
応
が
返
っ
て
き
た
。
教
師
と
し
て
は
、
「
ら
抜
き
言
葉
」
は
よ

く
取
り
沙
汰
さ
れ
る
問
題
で
あ
り
、
補
助
資
料
に
も
あ
る
程
度
の
解
説
が
示
さ

れ
て
い
た
た
め
適
切
な
テ
l
マ
だ
と
判
断
し
て
い
た
が
、
学
習
者
に
と
っ
て
は

白
明
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
学
習
者
に
と
っ
て
は
、

論
展
開
に
意
味
の
分
か
ら
な
い
言
葉
を
当
て
は
め
た
だ
け
で
、
自
分
が
ど
の
よ

う
な
意
見
を
書
い
て
い
る
の
か
自
分
で
も
よ
く
分
か
ら
な
い
状
態
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
第
三
次

は
、
論
展
開
の
活
用
に
固
執
し
す
ぎ
て
、
学
習
者
の
書
く
意
欲
を
な
お
ざ
り
に

し
て
い
た
と
言
え
る
。
学
習
者
が
書
き
や
す
い
よ
う
に
と
様
々
な
手
引
き
を
施

し
た
わ
け
だ
が
、
学
習
者
に
と
っ
て
身
近
で
な
い
テ
l
マ
を
取
り
上
げ
、
さ
ら

に
テ
1
マ
に
つ
い
て
十
分
な
理
解
を
さ
せ
な
い
ま
ま
に
書
き
始
め
さ
せ
た
こ
と

で
、
学
習
者
の
書
く
意
欲
を
減
退
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
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（5
）
単
元
を
振
り
返
っ
て

？
こ
一
レ
ッ
ス
ン
の
重
要
性
｝

第
三
次
第
三
部
の
譲
歩
関
係
の
読
み
取
り
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
通
り
、
学

習
者
は
接
続
詞
ば
か
り
に
注
意
を
向
け
、
文
章
の
内
容
を
読
み
取
る
と
い
う
こ

と
に
関
心
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
つ
ま
ず
き
の
要
因
は
、
文
例
の

一
不
し
方
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
学
習
者
に
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
と
非
常

に
単
純
な
例
を
示
し
た
の
だ
が
、
こ
の
例
が
単
純
す
ぎ
た
た
め
、
主
張
と
反
論

を
読
み
分
け
る
こ
と
や
、
主
張
と
再
主
張
を
読
み
つ
な
ぐ
こ
と
な
ど
、
内
容
面

か
ら
譲
歩
を
読
み
取
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
疎
か
に
な
っ



て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
学
習
者
が
譲
歩
関
係
に
触
れ
る
こ

と
が
初
め
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
、
日
常
会
話
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
あ
る

程
度
論
理
的
に
記
述
さ
れ
た
短
文
を
用
い
た
ミ
ニ
レ
ッ
ス
ン
を
実
施
し
て
か
ら

本
文
に
入
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

一
言
語
活
動
を
さ
せ
る
際
に
留
意
す
べ
き
こ
と
｝

先
述
の
通
り
、
第
三
次
で
は
習
得
し
た
こ
と
の
活
用
に
ば
か
り
目
を
取
ら

れ
、
言
語
活
動
を
学
習
者
に
と
っ
て
魅
力
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
む
ろ
ん
、
一
言
語
活
動
本
位
と
な
っ
て
、
習
得
内
容
が
置
き
去
り
に
さ

れ
て
し
ま
っ
て
は
意
味
が
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
習
得
内
容
本
位

と
な
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
て
も
、
学
習
者
の
活
動
意
欲
を
疎
外
し
て
し
ま
う
た

め
、
結
果
的
に
活
動
を
通
し
て
習
得
内
容
を
十
分
に
確
認
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
言
語
活
動
を
扱
う
際
に
は
、
習
得
内
容

の
活
用
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
学
習
者
が
意
欲
的
に
取
り
組
め
る
よ
う
考
慮

す
る
と
い
う
思
考
法
が
、
教
師
に
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

5 

「
習
得
・
活
用
」
を
基
盤
と
し
た
授
業
過
程
を
構
想

す
る
際
に

以
上
、
転
移
を
意
識
し
た
場
合
と
言
語
活
動
を
意
識
し
た
場
合
の
二
つ
の
授

業
実
践
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
違
い
を
比
べ
て
み
る
と
、
前
者
の
ス
タ
イ
ル
で

は
目
標
が
同
一
領
域
内
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
、
後
者
の
ス
タ
イ
ル
で
は
必
然

的
に
他
領
域
の
目
標
に
発
展
す
る
と
い
う
差
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
三
つ
の
授
業
ス
タ
イ
ル
が
折
り
合
わ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
例
え
ば
実
践
②
を
捉
え
直
し
て
み
る
と
、
第
一
次
の
導
入
は
、
第
二
次
の

た
め
の
ミ
ニ
レ
ッ
ス
ン
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
実

践
②
を
音

り
、
第
二
次
は
読
み
の
能
力
の
活
用
の
場
、
第
三
次
は
読
み
の
能
力
を
他
領
域

に
発
展
さ
せ
る
場
と
で
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ま
た
、
実
践
①
に
つ

い
て
も
、
単
元
の
振
り
返
り
で
述
べ
た
よ
う
に
、
単
元
の
最
後
に
シ
ョ
ー
ト
ス

ト
ー
リ
ー
を
書
か
せ
る
活
動
を
行
え
ば
、
同
様
の
授
業
過
程
と
な
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
ス
タ
イ
ル
の
授
業
を
組
み
合
わ
せ
た
場
合
、

次
の
よ
う
な
授
業
過
程
（
読
む
こ
と
）
を
構
想
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

I
．
読
み
の
方
法
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
ミ
ニ
レ
ッ
ス
ン
を
行
、
っ
o

E

理
解
し
た
読
み
の
方
法
を
、
他
の
文
章
に
も
応
用
さ
せ
て
み
る
。

E

読
み
取
っ
た
内
容
や
読
み
の
方
法
を
、
言
語
活
動
を
通
し
て
使
っ
て
み
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
習
得
の
質
が
関
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

一
回
き
り
し
か
使
え
な
い
方
法
を
教
え
る
の
で
は
な
く
、
転
移
可
能
な
方
法
を

身
に
つ
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
文
学

的
文
章
を
読
解
し
て
読
後
の
感
想
を
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
た
」
だ
け
で
は
、
単

に
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
て
い
る
だ
け
で
、
何
が
習
得
さ
れ
た
の
か
が
明
確
で

は
な
い
。
未
だ
現
場
で
は
、
国
語
科
（
特
に
現
代
文
）
は
文
章
を
読
む
経
験
を

積
ま
せ
る
た
め
の
教
科
だ
、
と
い
う
偏
見
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、
国
語
科
は
、

読
み
書
き
話
し
開
く
技
能
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
の
教
科
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
技
能
が
転
移
可
能
で
な
け
れ
ば
、
経
験
を
積
ま
せ
る
だ
け
の
教
科
だ

と
い
う
誇
り
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
何
よ
り
学
習
者
に
学
力
を
身
に

つ
け
た
と
は
言
え
な
い
。

一
方
、
二
つ
の
実
践
を
反
省
的
に
捉
え
直
し
て
み
れ
ば
、
技
能
の
転
移
を
狙
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う
に
せ
よ
、
言
語
活
動
の
充
実
を
狙
う
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
目
標
に
固
執
し
て

し
ま
う
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
つ
の
実
践

は
、
確
か
に
技
能
の
転
移
・
言
語
活
動
の
組
織
と
い
っ
た
面
で
は
、
意
図
し
た

指
導
を
明
確
に
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、
い
ず
れ
の
実
践
に
お
い
て
も
、

学
習
者
に
と
っ
て
魅
力
的
な
授
業
で
あ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は

な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
原
因
は
、
彼
ら
の
目
の
前
の
文
章
に
対
す
る
興

味
・
関
心
と
い
っ
た
学
習
者
の
実
態
を
考
慮
で
き
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。

む
ろ
ん
、
学
習
者
の
内
発
的
動
機
付
け
を
喚
起
す
る
こ
と
は
学
習
目
標
を
達

成
さ
せ
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
そ
れ
白
体
が
自
己
目
的
化
し
て
し
ま
っ
て
は

な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
今
回
の
実
践
が
示
し
て
い
る
は
、
「
こ
の
文
章
を
読

ん
で
み
た
い
」
と
か
「
次
は
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
知
り
た
い
」
と
か
、

〈
学
習
者
が
つ
い
つ
い
読
み
た
く
な
っ
て
し
ま
う
状
況
〉
を
等
闘
に
し
た
授
業

で
は
、
い
く
ら
転
移
可
能
な
技
能
や
言
語
活
動
を
綿
密
に
組
み
込
ん
で
い
た
と

し
て
も
、
技
能
の
習
得
は
有
効
に
働
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
「
習
得
・
活
用
」
を
基
盤
と
し
た
授
業
過
程
を
構
想
す
る
際
に
は
、

習
得
さ
せ
る
技
能
を
転
移
可
能
な
も
の
と
し
て
学
習
者
に
指
導
す
る
た
め
、
ミ

ニ
レ
ッ
ス
ン
や
言
語
活
動
を
効
果
的
に
組
織
し
な
が
ら
、
学
習
者
の
意
欲
を
喚

起
さ
せ
る
よ
う
な
工
夫
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

6 

お
わ
り
に

本
校
の
生
徒
た
ち
は
「
先
生
、
評
論
文
っ
て
ど
う
や
っ
て
読
め
ば
い
い

ん
？
」
と
い
う
よ
う
に
、
実
に
素
直
に
知
識
・
技
能
を
求
め
て
く
る
。
先
日
も

「
先
生
、
読
書
感
想
文
の
書
き
方
が
分
か
ら
ん
！
」
と
言
っ
て
職
員
室
に
入
っ

て
き
た
者
が
い
た
。
こ
う
し
た
生
徒
た
ち
を
日
の
前
に
し
て
、
私
は
、
彼
ら
は

な
ん
と
見
事
に
自
分
に
足
り
て
い
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
、
と
感
心
し
た
。
彼
ら
は
こ
れ
ま
で
、
方
法
が
身
に
付
か
な
い
ま
ま
に
、
授

業
と
い
う
経
験
を
積
ん
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
経
験
か
ら
方

法
を
帰
納
す
る
力
を
十
分
に
持
っ
て
い
な
い
の
だ
。

私
た
ち
教
師
は
、
も
っ
と
素
直
に
彼
ら
の
求
め
に
応
じ
て
や
れ
ば
よ
い
と
思

う
。
方
法
が
知
り
た
い
と
い
う
生
徒
に
は
、
方
法
を
教
え
て
や
れ
ば
よ
い
。
殊

に
、
本
校
に
い
る
よ
う
な
生
徒
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
「
習
得
・
活
用
」
型
の

授
業
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。

注2 

高
木
展
郎
（
二

O
O
八
）
「
『
活
用
』
と
い
う
能
力
育
成
の
意
味
」
（
「
教

育
科
学
国
語
教
育
」
六
九
二
号
）

堀
江
祐
爾
（
二

O
O
八
）
「
言
語
活
動
こ
そ
が
『
活
用
型
学
習
活
動
』
で

あ
る
」
（
「
教
育
科
学
国
語
教
育
」
六
九
二
号
）

長
崎
伸
仁
（
二

O
O
八
）
「
『
活
用
型
』
学
力
を
育
て
る
要
件
」
（
「
教
育

科
学
国
語
教
育
」
六
九
三
号
）

「
活
用
型
」
学
力
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
表
現
力
で
あ
る
。
授
業
の
ま
と

め
で
、
自
分
の
考
え
を
書
か
せ
る
こ
と
は
、
習
得
し
た
こ
と
を
定
着
さ
せ

る
だ
け
で
な
く
、
学
習
者
の
成
長
の
実
感
ま
で
も
期
待
で
き
る
。

ル
l
シ
l
・
カ
ル
キ
ン
ズ
（
一
一

O
一
O
）
「
リ
1
デ
イ
ン
グ
・
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
』
新
評
論

「
ミ
ニ
・
レ
ッ
ス
ン
」
は
効
果
的
な
読
み
方
や
読
む
と
き
に
大
切
な
価
値

観
を
伝
え
る
場
、
「
読
む
時
間
」
は
子
ど
も
た
ち
が
夢
中
に
な
っ
て
本
を
読
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む
時
間
で
あ
り
、
こ
の
時
間
に
教
師
は
「
カ
ン
フ
ア
ラ
ン
ス
」
や
「
ガ
イ
ド

読
み
」
な
ど
、
ミ
ニ
・
レ
ッ
ス
ン
の
よ
う
な
指
導
を
行
う
と
さ
れ
て
い
る

0

6

「
カ
キ
ナ
1
レ
」
と
は
、
学
習
者
の
表
現
意
欲
を
掻
き
立
て
る
た
め
及

ぴ
、
コ
メ
ン
ト
カ
を
育
成
す
る
た
め
の
帝
単
元
で
あ
る
o

（
深
谷
純
一
一
編

（二

0
0
こ
『
カ
キ
ナ
l
レ
女
子
高
生
は
表
現
す
る
』
東
方
出
版
）

7

「
羅
生
門
」
を
学
習
材
と
し
た
授
業
に
お
い
て
、
「
境
界
・
間
」
と
い
う

キ
イ
ワ
l
ド
で
、
舞
台
設
定
・
下
人
の
心
理
を
関
連
づ
け
な
が
ら
読
ま
せ

た。
8

市
川
伸
一
（
二

O
O
二
「
「
教
え
て
考
え
さ
せ
る
授
業
」
を
創
る
』
図

書
文
化

9

「
全
て
の
人
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
し
た
ら
失
敗
す
る
」
と
い
う
類
の
も
の
o

m
「
良
識
派
」
に
は
「
一
羽
の
ニ
ワ
ト
リ
」
「
良
識
派
の
ニ
ワ
ト
リ
」
「
そ

の
他
の
ニ
ワ
ト
リ
た
ち
」
「
人
間
」
の
四
人
の
人
物
が
登
場
す
る
。
む
ろ
ん
、

そ
れ
ぞ
れ
の
言
動
の
性
質
に
は
差
が
見
ら
れ
る
。

日
読
み
取
ら
せ
た
の
は
、
各
登
場
人
物
の
次
の
よ
う
な
性
質
で
あ
る
。
「
人

間
」
は
、
白
ら
の
主
張
を
す
る
際
に
必
ず
理
由
を
付
け
て
お
り
、
も
っ
と
も

ら
し
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
よ
く
読
む
と
理
由
は
正
当

な
も
の
で
は
な
い
。
「
良
識
派
の
ニ
ワ
ト
リ
」
は
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
で
い
い

と
こ
取
り
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
問
題
の
本
質
を
見
失
っ
て
い

る
。
「
一
羽
の
ニ
ワ
ト
リ
」
は
、
問
題
の
本
質
に
気
づ
き
か
け
て
い
る
が
、

そ
れ
を
考
え
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
他
の
ニ
ワ
ト
リ
た
ち
」
は
、
本
能

的
に
行
動
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
た
め
、
理
屈
に
は
従
う
こ
と
し
か
で
き

ず
、
周
り
に
追
従
す
る
し
か
な
い
。

ロ
「
ニ
ワ
ト
リ
た
ち
は
な
ぜ
人
聞
を
疑
い
き
れ
な
か
っ
た
の
か
」
「
一
羽
の

ニ
ワ
ト
リ
が
仲
間
は
ず
れ
に
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
」
な
ど
。

日
最
後
は
、
教
師
が
板
書
に
よ
っ
て
教
訓
を
ま
と
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
現
実

世
界
と
関
連
づ
け
て
考
え
る
よ
う
指
示
し
た
が
、
な
か
な
か
考
え
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。

リ
け
主
張
の
再
提
示
が
行
わ
れ
る
際
に
は
、
「
し
か
し
」
と
い
う
接
続
語
が
用

い
ら
れ
る
と
指
導
し
た
結
果
、
全
く
関
係
な
い
「
し
か
し
」
を
抜
き
出
す
学

習
者
が
多
か
っ
た
。

日
「
肩
こ
り
」
の
例
（
肩
こ
り
と
い
う
語
を
用
い
る
日
本
人
は
肩
が
凝
る
が
、

こ
の
語
を
用
い
な
い
欧
米
人
は
肩
が
凝
ら
な
い
と
い
う
例
）
を
提
示
す
る
な

ど
、
補
助
的
な
説
明
も
加
え
た
。

凶
田
中
宏
幸
（
一
九
九
八
）
『
発
見
を
導
く
表
現
指
導
』
右
文
書
院

ロ
学
習
材
と
し
た
文
章
が
言
語
論
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
と
で
き
る
だ
け
関

わ
る
よ
う
に
と
思
い
、
言
語
の
問
題
で
あ
る
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
テ
l
マ
と

し
て
採
り
上
げ
た
。
特
に
「
ら
抜
き
言
葉
」
は
、
そ
の
存
在
の
如
何
が
現
象

の
区
別
に
関
わ
っ
て
く
る
と
い
う
点
で
、
本
文
の
内
容
と
重
な
る
点
が
あ
る

た
め
、
本
文
の
内
容
理
解
を
深
め
る
と
い
、
エ
恩
味
で
も
有
効
な
テ
l
マ
で
あ

る
と
考
え
た
。

- 88-

（
岡
山
県
立
玉
野
高
等
学
校
）


