
｛第
M
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
ま
と
め

小
・
中
・
高
等
学
校
に
お
け
る
学
び
の
接
続
性
・

系
統
性
の
構
築
を
目
指
し
て

は
じ
め
に

学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
、
小
学
校
（
平
成
お
年
度
か
ら
）
、
中
学
校
（
平

成
担
年
度
か
ら
）
に
引
き
続
き
、
高
等
学
校
で
も
、
本
年
度
（
平
成
お
年
度
）

か
ら
学
年
進
行
で
新
し
い
学
習
指
導
要
領
準
拠
の
教
科
書
を
用
い
た
学
習
指
導

が
始
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、
本
会
で

は
、
平
成
お
年
度
よ
り
三
年
間
に
わ
た
っ
て
「
新
し
い
学
習
指
導
要
領
と
国
語

科
授
業
」
を
柱
と
し
て
研
究
協
議
を
進
め
、
「
言
語
活
動
の
充
実
を
ど
う
図
る

か
」
、
「
習
得
・
活
用
・
探
究
を
ど
う
扱
う
か
」
に
引
き
続
き
、
本
年
度
（
平
成

お
年
度
）
は
、
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
を
ど
う
扱
う
か
」
を
サ
ブ
テ
l
マ
に
据
え

る
こ
と
に
し
た
。

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
は
、
新
し
い
指
導
要
領
の
三
領
域
（
「
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
」
・
「
書
く
こ
と
」
・
「
読
む
こ
と
」
）
を
支
え
る
「
事
項
」
の
名
称
に
用

い
ら
れ
て
い
る
フ
レ
ー
ズ
で
あ
り
、
初
等
・
中
等
教
育
段
階
を
一
貫
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
て

田

宏

幸

中

い
け
ば
よ
い
の
か
。
従
来
の
中
学
校
・
高
等
学
校
で
の
「
古
典
」
と
ど
の
よ
う

な
関
係
に
あ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
さ
ら
に
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
授
業

づ
く
り
を
行
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
が
喫

緊
の
諜
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
の
下
、
今
回
は
、
学
習
指
導
要
領
改
訂
前
か
ら
「
伝
統

的
言
語
文
化
を
尊
重
す
る
教
育
」
に
先
進
的
に
取
り
組
ん
だ
宗
像
郁
子
氏
（
東

広
島
市
立
八
本
松
小
学
校
主
幹
教
諭
）
、
「
小
・
中
の
学
び
を
つ
な
ぐ
授
業
づ
く

り
」
を
目
指
し
実
証
的
に
授
業
開
発
を
進
め
て
い
る
浜
岡
恵
子
氏
（
広
島
大
学

附
属
東
雲
中
学
校
教
諭
）
を
ゲ
ス
ト
と
し
て
迎
え
、
さ
ら
に
「
考
え
る
授
業
づ

く
り
」
に
意
欲
を
燃
や
す
岡
田
真
由
氏
（
広
島
県
立
広
島
皆
実
高
等
学
校
教

諭
・
本
会
会
員
）
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
・
中
・
高
の
連
続
性
・
系
統

性
を
視
野
に
入
れ
た
協
議
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

以
下
、
三
氏
の
提
案
の
特
徴
と
意
義
を
整
理
し
、
今
後
の
実
践
へ
の
展
望
を

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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実
践
報
告
・
提
案
の
特
徴

宗
像
都
子
氏
の
実
践
提
案

宗
像
氏
の
前
任
校
・
東
広
島
市
立
原
小
学
校
で
は
、
平
成
四
年
度
か
ら
東
広

島
市
伝
統
文
化
教
育
推
進
校
の
指
定
を
受
け
、
続
い
て
平
成
却
・
幻
年
度
に
は

国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
課
程
研
究
セ
ン
タ
ー
の
「
我
が
国
の
伝
統
文
化
を

尊
重
す
る
教
育
に
関
す
る
実
践
モ
デ
ル
事
業
」
指
定
校
と
し
て
、
先
進
的
な
授

業
開
発
を
進
め
て
き
た
。
授
業
構
想
を
立
て
る
に
当
た
っ
て
は
、
「
育
て
た
い

力
」
の
構
造
を
明
確
化
し
、
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
学
習
系
統
表
」
を

作
成
し
、
さ
ら
に
「
教
材
の
特
質
に
応
じ
た
授
業
の
流
れ
」
を
整
理
す
る
な
ど
、

理
論
的
な
研
究
も
意
欲
的
に
進
め
ら
れ
た
。
平
成
却
・
幻
年
度
に
は
、
各
学
年

で
二

1
三
単
元
が
開
発
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
か
ら
、
本
研
究
協
議
会
で
は
、
第

五
学
年
に
お
け
る
単
元
「
な
る
ほ
ど
1
昔
の
お
話
か
ら
（
名
人
編
こ
と
単
元

「
漢
詩
の
世
界
に
ふ
れ
オ
リ
ジ
ナ
ル
五
言
絶
句
を
作
ろ
う
1
」
を
中
心
に
、
実
践

内
容
と
そ
の
成
果
が
報
告
さ
れ
た
。

単
元
「
な
る
ほ
ど
1
昔
の
お
話
か
ら
（
名
人
編
）
」
は
、
徒
然
草
一

O
九
段

「
高
名
の
木
登
り
」
と
一
一

O
段
「
双
六
の
上
手
と
言
ひ
し
人
に
」
を
教
材
と
し

て
、
「
登
場
人
物
や
場
面
の
描
写
を
と
ら
え
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
」
こ
と

や
「
昔
の
人
の
も
の
の
考
え
方
や
感
じ
方
を
知
る
」
こ
と
を
目
標
と
し
て
組
ま

れ
た
学
習
で
あ
る
。
「
音
読
」
を
重
視
し
、
ま
ず
全
体
像
を
把
握
し
て
か
ら
、
自

分
の
考
え
を
持
ち
、
そ
れ
を
「
新
聞
」
に
ま
と
め
さ
せ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。

新
聞
づ
く
り
に
際
し
で
も
、
児
童
の
負
担
感
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
一
時
間

ご
と
の
学
習
記
録
が
そ
の
ま
ま
新
聞
紙
面
と
し
て
生
か
せ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ

て
い
る
。
第
一
次
、
第
二
次
（
各
二
時
間
）
に
お
い
て
は
、
「
兼
好
が
た
ず
ね
た

こ
と
」
「
名
人
の
答
え
」
「
自
分
が
考
え
た
意
味
」
「
感
想
」
の
四
項
目
に
つ
い
て

全
体
の
三
分
の
一
の
大
き
さ
の
用
紙
に
書
か
せ
て
お
き
、
第
三
次
（
一
時
間
）

で
は
、
二
つ
の
段
を
比
べ
て
考
え
た
こ
と
を
書
か
せ
、
さ
ら
に
「
他
の
名
人
の

お
話
」
を
取
材
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
全
五
時
間
の
授
業
が
終
了
し
た
時
点

で
、
そ
の
三
枚
を
貼
り
合
わ
せ
る
と
自
動
的
に
新
聞
が
で
き
あ
が
る
と
い
う
仕

組
み
で
あ
る
。

単
元
「
漢
詩
の
世
界
に
ふ
れ
オ
リ
ジ
ナ
ル
五
言
絶
句
を
作
ろ
う
！
」
で
は
、

身
近
な
漢
文
（
和
語
と
漢
語
、
格
言
・
四
字
熟
語
）
を
探
す
こ
と
か
ら
始
め
、

「
春
暁
」
（
孟
浩
然
）
と
「
絶
句
」
（
社
甫
）
を
読
ん
だ
後
、
五
言
絶
句
の
創
作
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
さ
せ
て
い
る
。
中
学
生
で
も
困
難
な
学
習
課
題
だ
と
恩
わ
れ
る
が
、

「
絶
句
」
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
自
分
の
体
験
を
も
と
に
情
景
と
心
情
の
対
比
に
留

意
し
な
が
ら
書
き
上
げ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
漢
詩
は
、
と
て
も
小
学
生
が
書
い
た
も

の
と
は
思
え
な
い
出
来
栄
え
と
な
っ
て
い
る
。

古
典
を
理
解
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
指
導
上
の
工
夫
に
よ
っ
て
、
伝

統
的
な
言
語
文
化
に
対
す
る
親
し
み
が
深
ま
り
、
言
葉
や
文
に
着
目
し
て
読
む

力
が
高
ま
っ
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か
る
。
読
む
力
の
み
な
ら
ず
、
表
現
す
る
力

も
高
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
実
践
の
す
ぐ
れ
た
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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浜
岡
恵
子
氏
の
実
践
提
案

浜
岡
氏
は
、
「
生
徒
自
身
が
主
体
的
に
関
わ
る
授
業

J

つ
く
り
」
を
心
が
け
、

小
・
中
の
学
び
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
、
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
へ
の
親
し
み
」
を
実

感
で
き
る
よ
う
に
、
意
欲
的
に
授
業
開
発
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
お
け
る
小
・
中
9
年
間
の
学
び
の
つ
な
が
り
モ
デ

2 



ル
」
を
構
想
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
全
体
を
三
期
に
分
け
て
い
る
。
第
I
期

「
出
会
い
楽
し
む
」
段
階
（
小
1
1
4
）
で
は
、
「
自
由
に
想
像
す
る
」
こ
と
を

大
事
に
し
て
い
く
。
第
E
期
「
興
味
・
関
心
を
広
げ
る
」
段
階
（
小

5
1中
l
）

で
は
、
「
豊
か
に
想
像
す
る
」
（
根
拠
を
も
っ
て
推
論
・
想
像
す
る
）
こ
と
を
重

視
す
る
。
そ
し
て
、
第
E
期
「
ふ
れ
る
機
会
を
自
ら
求
め
る
」
段
階
（
中
2
・

3
）
で
は
、
「
深
く
想
像
す
る
」
こ
と
を
目
指
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
児
童
・
生

徒
の
心
理
に
即
し
て
言
え
ば
、
「
こ
ん
な
の
が
あ
る
ん
だ
」
↓
「
お
も
し
ろ
い

な
」
↓
「
も
っ
と
読
み
た
い
」
↓
「
く
わ
し
く
読
み
た
い
」
と
い
う
ふ
う
に
レ

ベ
ル
ア
ッ
プ
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

報
告
さ
れ
た
授
業
実
践
は
、
「
百
人
一
首
」
を
鑑
賞
す
る
学
習
（
配
当
時
間
全

六
時
間
）
で
あ
る
。
和
歌
の
「
情
」
（
作
者
の
心
情
）
と
「
景
」
（
和
歌
の
風
景
）

を
深
く
読
み
取
ら
せ
る
に
は
、
「
歌
日
記
を
書
く
」
と
い
う
言
語
活
動
を
取
り
入

れ
る
こ
と
が
効
果
的
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
授
業
仮
説
を
立
て
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
を
検
証
す
る
た
め
に
、
「
歌
日
記
」
を
も
と
に
交
流
さ
せ
る
「
処
遇

群
」
と
「
ワ
！
ク
シ
l
ト
」
を
も
と
に
交
流
さ
せ
る
「
対
照
群
」
に
分
け
、
そ

れ
ぞ
れ
に
鑑
賞
文
を
書
か
せ
た
と
き
、
よ
り
深
く
共
感
的
に
鑑
賞
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
ど
ち
ら
か
を
確
か
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
評
価
A
に
該
当
す
る
生
徒
は
、
処
遇
群
が
対
照
群
の
ほ
ぼ
倍
に

相
当
す
る
人
数
と
な
っ
た
。
「
歌
日
記
」
を
書
く
と
い
う
学
習
が
、
作
者
に
同
化

す
る
こ
と
を
促
し
、
作
者
の
心
情
に
即
し
て
共
感
的
に
鑑
賞
す
る
を
姿
勢
を
導

き
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
「
ワ
1
ク
シ
1
ト
」
に
よ
っ
て
学
習
を
進
め
た

対
照
群
の
生
徒
た
ち
は
、
読
者
と
し
て
客
観
的
な
立
場
を
維
持
し
、
全
体
を
解

説
す
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
実
践
に
お
い
て
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
「
紀
貫
之
の
歌
日

記
」
と
称
し
て
、
「
教
師
が
創
作
し
た
モ
デ
ル
文
」
を
提
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
作
品
モ
デ
ル
や
文
章
展
開
例
を
示
す
と
、
生
徒
の
自
由
な
発
想
を

妨
げ
る
の
で
は
な
い
か
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
批
判
は
当
た
っ

て
は
い
な
い
。
慣
れ
な
い
学
習
に
取
り
組
む
生
徒
に
と
っ
て
は
、
モ
デ
ル
が
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
学
習
に
見
通
し
が
持
て
る
よ
う
に
な
り
、
表
現
音
ル
欲
を
高
め

て
い
く
の
で
あ
る
。
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
着
眼
点
や
基
本
的
な
展
開
の
仕
方
を
習

得
さ
せ
た
う
え
で
、
他
の
教
材
で
活
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が
大
事

な
の
だ
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
和
歌
の
鑑
賞
に
当
た
っ
て
は
、
①
分
析
の
対
象
を
「
詞
書
」
の
添
え

ら
れ
た
歌
に
絞
り
込
ん
で
い
る
こ
と
、
②
分
析
の
観
点
を
「
作
者
に
よ
る
語
の

選
択
理
由
」
と
「
掛
詞
」
に
絞
り
込
ん
で
い
る
こ
と
、
③
「
詞
書
」
を
手
が
か
り

に
し
て
場
面
を
具
体
的
に
捉
え
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

表
現
を
手
が
か
り
に
作
者
の
置
か
れ
た
状
況
を
正
確
に
捉
え
さ
せ
た
う
え
で
、

観
点
を
絞
っ
て
作
品
分
析
さ
せ
た
こ
と
が
、
作
品
を
深
く
読
む
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

119一

岡
田
真
由
氏
の
実
践
提
案

岡
田
氏
の
問
題
意
識
は
、
「
中
学
校
か
ら
高
校
へ
の
移
行
期
の
差
を
埋
め
る
こ

と
」
と
「
大
学
入
試
問
題
に
対
応
で
き
る
学
力
を
つ
け
て
い
く
こ
と
」
と
を
い

か
に
両
立
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
生
徒
が
「
古
典
の
学
習
は

楽
し
い
」
と
感
じ
つ
つ
、
「
古
典
を
読
む
能
力
」
を
身
に
付
け
て
い
く
授
業
の
開

発
を
志
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
岡
田
氏
は
、
「
文
脈
に
よ
る
語
葉
獲
得
の
場
」
と
「
思
考
の

場
」
の
設
定
に
力
を
注
ぐ
。
例
え
ば
、
「
天
の
羽
衣
」
（
『
竹
取
物
語
』
／
配
当
時

3 



間
八
王
六
時
間
）
で
あ
れ
ば
、
「
今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
を
り
ぞ
君
を
あ
は
れ
と

思
ひ
い
で
け
る
」
の
「
あ
は
れ
」
の
訳
し
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
て
い
く
。
「
し

み
じ
み
と
」
と
い
う
辞
書
的
な
意
味
に
置
き
換
え
て
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、

こ
れ
ま
で
確
か
め
て
き
た
作
品
の
全
体
構
造
や
姫
と
帝
の
関
係
性
に
注
目
さ
せ

な
が
ら
、
ペ
ア
ワ
ー
ク
な
ど
の
作
業
を
通
じ
て
、
文
脈
に
即
し
た
最
も
適
切
な

訳
を
考
え
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
思
考
の
深
ま
り
」
を
促
す
た
め
に
、
『
竹
取
物
語
』
で
は
人
間
世
界

を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
の
に
対
し
て
「
自
分
自
身
は
人
間
世
界
を
「
き
た

な
き
所
』
と
考
え
る
か
ど
う
か
」
に
つ
い
て
、
意
見
文
を
書
か
せ
て
い
る
。
語

り
の
主
体
が
作
品
で
提
示
し
て
い
る
問
題
領
域
（
時
代
の
葛
藤
や
，
語
り
の
主

体
の
思
惟
）
を
共
有
し
、
現
在
を
生
き
る
者
と
し
て
そ
の
聞
い
に
答
え
て
い
く

こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
学
習
過
程
に
ペ
ア
ワ
ー
ク
と
発
表
を
取

り
入
れ
、
「
級
友
と
対
話
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
を
熟
成
さ
せ
て
か
ら
書
か

せ
て
い
く
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
進
学
希
望
者
の
多
い
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
古
典
の
授
業
は

知
識
の
習
得
に
重
点
が
置
か
れ
、
訓
詰
注
釈
に
終
始
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
岡
田
氏
は
、
各
時
間
に
一
題
は
作
品
の
「
読
み
」
に
関
わ
る
問

題
を
提
示
し
、
ペ
ア
ワ
ー
ク
と
発
表
に
よ
っ
て
、
「
作
品
と
対
話
」
す
る
よ
う
に

導
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

協
議
の
実
際

上
記
の
提
案
を
受
け
て
、
次
の
五
点
を
協
議
の
柱
と
し
て
協
議
を
進
め
た
。

l
、
伝
統
的
言
語
文
化
の
授
業
に
対
す
る
問
題
意
識
の
共
有

2
、
各
校
種
で
目
指
す
べ
き
到
達
レ
ベ
ル

3
、
各
校
種
に
お
け
る
教
材
の
質
と
配
置

4
、
言
語
活
動
の
意
義

5
、
実
践
上
の
課
題
解
決
の
た
め
の
手
立
て

参
加
者
か
ら
出
さ
れ
た
主
な
質
問
や
意
見
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

右
の
五
つ
の
柱
に
沿
っ
て
議
論
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
授
業
の

本
質
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（l
）
文
化
の
連
続
性
を
い
か
に
実
感
さ
せ
る
か

協
議
の
冒
頭
に
出
さ
れ
た
の
は
、
「
生
徒
は
、
古
典
作
品
を
縁
遠
い
も
の
と
し

て
受
け
取
り
が
ち
で
あ
る
。
古
典
は
、
私
た
ち
の
中
に
流
れ
込
ん
で
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
ど
う
い
う
形
で
実
感
さ
せ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
。
」

と
い
う
要
望
で
あ
る
。

こ
の
要
望
に
対
し
、
宗
像
氏
は
、
「
『
高
名
の
木
登
り
』
な
ど
は
小
学
生
に

と
っ
て
も
身
近
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
「
古
典
は
人

の
生
き
方
に
役
立
つ
」
と
い
う
受
け
と
め
方
を
し
て
い
る
。
適
切
な
教
材
の
選

択
が
重
要
で
あ
ろ
う
」
と
答
え
た
。

浜
岡
氏
は
、
「
古
語
の
障
壁
は
確
か
に
あ
る
が
、
共
通
点
と
相
違
点
に
気
づ
か

せ
た
り
、
歌
日
記
を
童
日
か
せ
る
こ
と
を
通
し
て
同
化
体
験
を
さ
せ
た
り
す
る
こ

と
を
通
し
て
、
古
典
を
自
分
自
身
に
関
わ
る
も
の
と
い
う
意
識
で
客
観
的
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
考
え
を
示
し
た
。

岡
田
氏
は
、
「
毎
時
間
の
間
い
の
設
定
が
重
要
で
あ
り
、
作
品
が
投
げ
か
け
る

テ
l
マ
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
典
の
世
界
を
自
分
の
問
題

と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
自
分
の

実
践
を
総
括
し
た
。
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伝
統
的
な
言
語
文
化
の
授
業
改
善
の
鍵
と
し
て
「
教
材
の
選
択
」
「
課
題
の
設

定
」
「
表
現
活
動
の
導
入
」
の
三
点
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（2
）
学
習
者
は
こ
の
授
業
を
通
し
て
何
に
出
会
っ
た
の
か

続
け
て
、
話
題
と
な
っ
た
の
は
、
「
こ
の
実
践
を
通
し
て
学
習
者
は
何
に
出

会
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
各
授
業
に
よ
っ
て
到
達
し
え
た
も
の
は

何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

宗
像
氏
は
、
「
『
徒
然
草
』
の
授
業
で
は
、
昔
の
人
の
教
え
は
自
分
を
豊
か
に

し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
、
『
漢
詩
』
の
授
業
で
は
、
漢

字
の
世
界
の
奥
深
さ
に
気
づ
い
て
く
れ
た
」
と
実
践
成
果
を
ま
と
め
た
。

浜
岡
氏
は
、
「
口
語
訳
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
い
う
授
業
で
は
な
く
、
『
情
』
と

「
景
』
の
関
わ
り
に
着
目
し
、
日
記
と
い
う
形
で
作
者
に
寄
り
添
う
こ
と
こ
と
で
、

作
者
の
思
い
に
迫
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
「
作
者
と
の
対
話
」
が
成
立
し
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。

岡
田
氏
は
、
「
生
徒
た
ち
は
、
天
上
界
と
人
間
界
を
『
死
』
と
『
も
の
思
い
』

の
有
無
に
注
目
し
て
、
現
代
と
い
う
時
代
や
他
者
と
の
関
わ
り
ゃ
人
生
の
意
味

に
つ
い
て
考
え
を
深
め
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
自
分
の
認
識
を
言
語
化
し
、

言
葉
を
獲
得
し
た
こ
と
が
大
き
な
成
果
で
あ
る
」
と
答
え
て
い
た
。

各
実
践
に
総
じ
て
言
え
る
こ
と
は
、
学
習
者
た
ち
は
意
欲
的
に
学
習
に
と
り

く
み
、
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
魅
力
や
価
値
に
気
付
き
、
現
代
と
の
共
通
点

と
相
違
点
を
感
じ
な
が
ら
、
語
り
手
（
作
者
）
の
生
き
た
時
代
の
問
題
に
思
い

を
馳
せ
、
最
終
的
に
は
現
代
に
も
繋
が
る
問
題
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
学
習
者
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
、
レ
ベ
ル
の
差
は
あ
る
が
、

こ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
実
践
に
共
通
し
た
も
の
（
系
統
性
）
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

（3
）
思
考
を
深
め
る
た
め
の
論
題
の
立
て
方
に
つ
い
て

議
論
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
徒
の
思
考
が
深
ま
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

が
、
論
題
の
設
定
い
か
ん
で
、
思
考
の
深
さ
は
異
な
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
に

関
し
て
、
「
岡
田
氏
の
「
人
間
界
は
、
『
き
た
な
き
所
』
か
」
と
い
う
二
者
択
一

式
の
論
題
設
定
は
適
切
か
」
と
い
う
問
い
が
フ
ロ
ア
か
ら
出
さ
れ
た
。

質
問
者
が
懸
念
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る

O

｜
｜
物
語
に
登
場

す
る
天
上
界
の
人
々
は
「
人
間
界
」
を
「
き
た
な
き
所
」
と
評
価
し
て
い
る
が
、

か
ぐ
や
姫
は
月
に
帰
り
た
が
ら
な
い
。
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
に
着
目
す
れ
ば
、
物
語

の
語
り
手
は
「
人
間
界
」
を
必
ず
し
も
「
き
た
な
き
所
」
と
は
考
え
て
い
な
い

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
上
で
あ
っ
て
も
、
「
現
代
社
会
を
『
き
た

な
い
所
』
と
評
価
す
る
か
否
か
」
と
い
う
二
者
択
一
式
の
問
題
に
直
結
さ
せ
て

い
く
と
、
こ
の
作
品
構
造
を
踏
ま
え
な
い
ま
ま
で
上
滑
り
の
議
論
を
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
前
提
と
し
て
い
る
解
釈
そ
の
も
の
を
議
論
し

な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
に
対
し
、
生
徒
指
導
上
の
課
題
が
頻
発
す
る
高
等
学
校
に
勤
務
す
る
参

加
者
か
ら
は
、
「
こ
の
よ
う
に
二
者
択
一
式
に
絞
り
込
み
、
論
点
を
明
確
に
す
る

こ
と
で
考
え
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
反
論
も
出
さ
れ
た
。
同

じ
二
者
択
一
式
で
あ
っ
て
も
、
「
A
か
B
か
」
と
い
う
論
題
で
は
な
く
、
「
『
A
』

か
『
非
A
』
か
」
と
い
う
論
題
を
立
て
た
方
が
、
判
断
基
準
を
整
理
し
や
す
く
、

議
論
も
深
ま
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
議
論
に
慣
れ
な
い
生
徒
の
場
合
は
、
簡

明
な
聞
い
に
し
て
議
論
を
重
ね
る
う
ち
に
、
「
A
」
以
外
の
解
釈
や
対
案
が
弁
証

法
的
に
生
ま
れ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

課
題
設
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
か
に
限
定
し
て
し
ま
う
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
学
習
者
の
状
況
、
到
達
口
標
の
違
い
、
教
材
の
質
な
ど
を
総
合

円
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的
に
判
断
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（4
）
学
び
の
系
統
性
・
接
続
性
に
つ
い
て

学
習
指
導
要
領
解
説
に
よ
れ
ば
、
小
中
学
校
の
段
階
で
は
、
「
知
る
こ
と
」

「
親
し
む
こ
と
」
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
高
等
学
校
で
は
「
考
察
す

る
」
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
あ
る
種
の

「
隔
た
り
」
が
あ
る
。
「
知
る
」
「
親
し
む
」
か
ら
「
考
察
す
る
」
に
至
る
た
め
の

段
階
を
ど
う
考
え
て
い
く
か
と
い
う
、
学
び
の
接
続
性
の
問
題
が
最
後
に
提
起

さ
れ
た
。

時
間
が
不
足
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
十
分
に
協
議
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
が
、
高
等
学
校
「
古
典
A
」
の
言
語
活
動
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
音

読
朗
読
」
等
に
よ
っ
て
「
慣
れ
・
親
し
む
段
階
」
、
伝
統
と
文
化
に
関
す
る
表

現
を
集
め
た
り
調
べ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
知
る
段
階
」
、
作
品
を
読
み
比

べ
て
人
物
・
情
景
・
心
情
な
ど
に
つ
い
て
「
考
え
る
段
階
」
と
い
う
三
つ
の
段

階
が
想
定
で
き
る
。
こ
の
流
れ
を
、
小
・
中
学
校
で
も
意
識
し
、
螺
旋
状
式
に

レ
ベ
ル
を
上
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
三
名
の
提
案
者
か
ら
も
、
「
読

ん
で
よ
か
っ
た
、
楽
し
か
っ
た
」
と
思
え
る
単
一
冗
開
発
を
し
な
が
ら
、
一
言
葉
に

こ
だ
わ
り
読
み
を
深
め
て
い
く
な
ど
、
つ
け
た
い
力
を
し
っ
か
り
と
見
据
え
て

授
業
手
つ
く
り
を
し
て
い
き
た
い
と
い
う
感
想
が
述
べ
ら
れ
た
。

四

協
議
の
ま
と
め

以
上
の
協
議
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
今
後
の
実
践
研
究
へ
の
課
題
と
展

望
は
、
＝
一
点
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

第
一
は
、
教
材
の
開
発
と
選
択
で
あ
る
。
今
回
は
、
「
徒
然
草
」
「
百
人
一
首
」

「
竹
取
物
語
」
と
い
う
、
言
わ
ば
定
番
教
材
化
し
て
い
る
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ

た
。
教
材
内
容
と
し
て
も
児
童
・
生
徒
の
発
達
段
階
に
適
し
た
も
の
で
あ
り
、

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
世
界
と
現
代
と
の
繋
が
り
を
実
感
さ
せ
る
の
に
ふ
さ

わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
教
材
選
択
の
確
か
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
の

質
の
高
さ
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
評
価
の

古
向
か
っ
た
作
品
を
読
み
直
し
、
児
童
・
生
徒
の
発
達
段
階
に
応
じ
た
教
材
の
選

択
・
組
み
合
わ
せ
・
配
列
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
く
こ
と
が
、
小
・
中
・
高
の

接
続
性
・
系
統
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。

と
同
時
に
、
こ
れ
か
ら
は
新
た
な
教
材
開
発
に
も
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
裾
野
の
広
さ
を
考
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
困
難
な
時

代
を
懸
命
に
生
き
た
人
々
の
問
題
意
識
や
思
い
に
迫
る
こ
と
の
で
き
る
教
材
は

た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
と

い
う
消
極
的
な
理
由
で
は
な
く
、
新
教
材
の
開
発
や
関
連
教
材
の
発
掘
を
求
め

て
教
師
自
身
が
積
極
的
に
数
多
く
の
古
典
を
読
み
込
ん
で
い
く
こ
と
が
、
生
徒

た
ち
に
「
伝
統
的
な
一
三
口
語
文
化
」
と
の
新
鮮
な
出
会
い
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
に

繋
が
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
言
語
活
動
の
充
実
で
あ
る
。
本
協
議
会
で
提
案
さ
れ
た
実
践
で
は
、

「
新
聞
守
つ
く
り
」
「
漢
詩
の
創
作
（
リ
ラ
イ
ト
）
」
「
歌
日
記
」
、
「
ペ
ア
ワ
ー
ク
」

「
発
表
」
な
ど
、
多
様
な
言
語
活
動
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
も
児

童
・
生
徒
が
「
表
現
者
」
の
側
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
活
動
を
通
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
生
き
た
人
々
の
思
い
を
理
解
す
る
と
共
に
、
現
代
に
生
き

る
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
訓
詰
注
釈
式

知
識
伝
授
中
心
の
授
業
（
基
礎
か
ら
の
積
み
上
げ
型
の
授
業
）
か
ら
脱
皮
し
て

い
く
に
は
、
児
童
・
生
徒
が
「
表
現
者
」
の
側
に
立
つ
よ
う
な
学
習
活
動
を
多
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様
に
仕
組
ん
で
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
そ
の
際
に
、
「
伝
統
的
言
語
文
化
」
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
知
識

を
疎
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
言
語
活
動
を
柱
と
し

な
が
ら
図
っ
て
い
き
な
が
ら
、
基
礎
知
識
の
必
要
性
を
実
感
さ
せ
、
「
基
礎
に
降

り
て
い
く
」
学
び
の
過
程
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
が
問
題
解
決
の
鍵
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

第
三
は
、
課
題
の
設
定
で
あ
る
。
今
回
の
宗
像
実
践
で
は
、
「
な
る
ほ
ど
1
昔

の
お
話
か
ら
新
聞
」
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
物
語
る
よ
う
に
、
「
現
代
の
生
活
に

も
関
係
し
て
い
る
名
人
の
教
え
を
探
そ
う
」
と
い
う
課
題
が
、
児
童
の
「
新
し

い
こ
と
を
知
り
た
い
」
と
い
う
知
的
好
奇
心
を
発
揚
さ
せ
、
学
ぶ
音
ム
欲
に
繋

が
っ
て
い
っ
た
。
浜
岡
実
践
で
は
、
「
日
記
と
い
う
文
体
で
、
作
者
に
同
化
し
て

書
く
」
と
い
う
課
題
が
、
物
語
を
創
作
す
る
気
分
に
つ
な
が
り
、
学
び
の
意
欲

を
高
め
て
い
っ
た
。
更
に
岡
田
実
践
で
は
、
「
物
思
ひ
」
を
表
す
語
（
「
あ
は
れ
」

や
「
か
な
し
」
）
を
最
も
適
切
な
現
代
語
に
言
い
換
え
る
学
習
課
題
や
、
「
人
聞

社
会
は
『
き
た
な
き
所
』
か
』
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
問
い
の
も
と
で
議
論
す
る

と
い
う
学
習
課
題
が
、
自
分
の
問
題
と
し
て
考
え
る
と
い
う
姿
勢
を
生
み
出
し

て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
学
ぶ
意
欲
を
喚
起
す
る
と
と
も
に
、
教
材
を
よ
り

一
層
深
く
読
む
こ
と
に
繋
が
る
課
題
の
開
発
が
、
授
業
の
質
の
深
浅
を
決
定
づ

け
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
課
題
の
具
体
的
な
設
定
方
法
は
、
教
材
ご
と
に
異
な
っ
て
く
る
し
、
学

習
者
の
発
達
段
階
や
学
習
状
況
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
。
こ
こ
に
、
国
語
科

教
育
研
究
の
奥
深
さ
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
奥
深
さ
は
、
個
々
人
の
研
錆

意
欲
だ
け
は
と
う
て
い
極
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
実
践
を
持

ち
寄
り
、
協
議
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
材
分
析
の
質
を
高
め
る
と
と
も
に
、

多
様
な
指
導
法
や
ア
イ
デ
ィ
ア
を
身
に
付
け
、
常
に
新
鮮
な
気
持
ち
で
学
習
者

に
最
も
適
し
た
諜
題
を
設
定
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
も
の
で
あ
る
。

※
協
議
会
に
お
け
る
各
氏
の
発
言
記
録
は
、
稿
者
が
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

文
責
は
稿
者
に
あ
る
。
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。
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