
一
　
本
論
考
の
立
場
と
目
的

─
語
り
合
い
が
読
解
力
を
高
め
る
─

　
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
が
耳
目
を
集
め
て
以
来
、
読
解
力
に
つ
い
て
の
問
い
直

し
が
さ
れ
続
け
て
い
る
。
ま
た
、
今
日
で
は
、
二
一
世
紀
型
能
力
が
提
案
さ
れ
、

学
力
が
、
よ
り
い
っ
そ
う
社
会
の
変
化
に
対
応
し
人
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
生

き
て
い
く
力
に
直
結
す
る
も
の
と
し
て
求
め
ら
れ
て
き
て
い 

こ
れ
ら
を
読

解
力
に
お
い
て
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
目
的
を
持
っ
て
取
り
組
み
、
主
体
的
に

判
断
し
、
行
動
に
移
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
読
む
活
動
を
位
置
づ
け
る
考

え
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
さ
し
た
る
目
的
を
持
っ
て
読
み

は
し
な
い
「
物
語
を
読
む
」
と
い
う
行
為
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
見
い
だ
さ

れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
ま
た
そ
こ
で
育
て
る
読
解
力
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

か
。

　
物
語
を
読
む
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
そ
の
世
界
に
は
ま
り
込
み
、
と
も
に

歩
む
こ
と
で
人
の
心
、
生
き
方
、
社
会
と
自
分
と
の
か
か
わ
り
な
ど
に
つ
い
て

深
く
細
か
く
、
か
つ
リ
ア
ル
に
追
体
験
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て

る
。
１

そ
の
体
験
は
他
者
に
向
か
っ
て
言
葉
に
す
る
こ
と
で
よ
り
は
っ
き
り
と
自
覚
さ

れ
た
も
の
と
な
る
。
語
り
合
い
が
、
読
解
活
動
を
確
か
な
も
の
と
し
、
語
り
合

う
こ
と
で
自
己
自
覚
や
他
者
理
解
、
認
識
の
広
が
り
な
ど
の
開
い
て
い
く
発
見

感
覚
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
の
発
見
感
覚
や
他
者
と
感
情
を
共
有
す
る
喜
び
、

自
分
が
広
が
っ
て
い
く
快
感
覚
に
よ
っ
て
、
物
語
を
読
む
こ
と
自
体
を
目
的
と

す
る
意
識
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
楽
し
い
か
ら
人
は
読
む
の
で
あ
る
。
物
語
を
読
む
と
い
う
行
為
に
価
値
と
喜

び
を
見
い
だ
し
て
い
る
か
ら
読
む
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
快
感
覚
を
国
語
科

教
育
で
は
こ
れ
ま
で
重
要
視
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
。

　
本
論
考
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
っ
て
国
語
科
に
お
け
る
物
語
文
の
扱

い
方
を
捉
え
な
お
し
、
物
語
を
読
み
、
感
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
語
り
合
う
楽
し

み
を
体
得
す
る
国
語
の
授
業
を
構
想
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
も
そ
も
物
語
を
読
ん
で
語
り
合
う
と
い
う
場
合
、
読
み
手
は
ど

ん
な
時
に
語
り
た
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
テ
キ
ス
ト
の
ど
ん
な
部
分
や
内
容
に

注
目
し
た
時
語
り
た
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
こ
の
問
題
に
つ

い
て
、
テ
キ
ス
ト
と
読
み
手
と
の
対
話
過
程
を
た
ど
る
こ
と
を
通
し
て
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
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物
語
を
読
む
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
し
た
読
解
力
の
解
明

─
─
物
語
教
材
を
自
己
表
現
と
語
り
合
い
の
媒
材
と
し
て
扱
う
た
め
に
─
─
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読
み
手
は
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
構
え
を
持
っ
て
読
む
の
か
に
つ

い
て
は
、
近
年
海
外
の
読
者
反
応
研
究
へ
の
注
目
に
よ
り
、
読
者
反
応
の
あ
り

よ
う
が
紹
介
さ
れ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
優
れ
た
読
者
が
読
む
読
み
方
と
し

て
、
７
つ
の
方
略
を
示
し
た
も
の
な
ど
が
あ 

　
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
に
依
り
な
が
ら
、
日
本
の
国
語
教
育
を
受

け
て
育
っ
て
き
た
読
者
（
二
〇
代
前
半
）
が
物
語
を
読
む
時
に
ど
の
よ
う
な
読

解
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
も
の
な
の
か
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
　
読
者
の
反
応
を
捉
え
る
指
標

　
論
者
は
か
つ
て
、
文
学
作
品
を
対
象
に
し
た
読
者
反
応
を
捉
え
る
た
め
の
指

標
を
七
つ
に
設
定
し
た
仮
説
を
提
案
し 

以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

レ
ベ
ル
１
　
楽
し
ん
で
読
む
（
反
応
例
…
お
話
に
親
し
み
、
次
は
ど
う
な
る
ん

だ
ろ
う
と
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
読
む
）。

レ
ベ
ル
２
　
言
葉
か
ら
想
像
を
広
げ
て
読
む
（
反
応
例
…「
こ
の
と
き
ち
い
ち
ゃ

ん
は
つ
ら
か
っ
た
ろ
う
な
あ
」
な
ど
と
人
物
の
気
持
ち
を
想
像
し
、
作
品
世
界

に
没
入
し
て
読
む
）。

レ
ベ
ル
３
　
場
面
を
つ
な
い
で
解
釈
を
作
り
上
げ
な
が
ら
読
む
（
反
応
例
…「
前

に
こ
う
い
う
事
件
が
あ
っ
た
か
ら
こ
う
な
っ
た
ん
だ
な
」
な
ど
と
関
係
づ
け
な

が
ら
解
釈
を
作
る
）。

レ
ベ
ル
４
　
自
分
の
経
験
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
作
品
世
界
に
同
化
・
異
化

し
て
読
む
（
反
応
例
…「
ぼ
く
に
も
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
主
人
公
の
気
持
ち

が
わ
か
る
な
あ
」）。

レ
ベ
ル
５
　
自
分
の
中
で
作
品
の
内
容
を
意
味
づ
け
（
価
値
付
け
）
な
が
ら
読

る
。
２

た
。
３

む
（
反
応
例
…「
こ
の
作
品
は
こ
う
い
う
こ
と
が
言
い
た
か
っ
た
ん
だ
ね
。
こ
の

作
品
か
ら
こ
う
い
う
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
た
よ
。
こ
う
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
よ
」

な
ど
自
分
の
受
け
取
っ
た
も
の
を
対
象
化
し
て
意
味
づ
け
る
）。

レ
ベ
ル
６
　
審
美
的
に
読
む
（
反
応
例
…「
作
品
全
体
に
色
彩
表
現
が
多
く
て
な

ん
だ
か
温
か
い
気
持
ち
に
な
る
な
」
な
ど
表
現
の
美
し
さ
や
巧
み
さ
を
味
わ
い

な
が
ら
読
む
）。

レ
ベ
ル
７
　
内
容
や
表
現
形
式
に
関
し
て
批
評
し
な
が
ら
読
む
（
反
応
例
…「
こ

の
作
品
の
山
場
は
こ
こ
で
、
こ
こ
が
人
物
の
気
持
ち
の
転
換
点
に
も
な
っ
て
い

る
。
主
題
は
つ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
だ
。」「
こ
の
物
語
の
展
開
は
急
す
ぎ
て
わ

か
り
に
く
い
」
な
ど
内
容
や
表
現
を
吟
味
検
討
す
る
）。

　
本
論
考
で
は
、
こ
の
仮
説
を
手
が
か
り
に
、
物
語
に
対
す
る
読
者
の
読
解
プ

ロ
セ
ス
を
調
査
し
、
七
つ
の
指
標
の
妥
当
性
を
検
討
し
、
後
掲
す
る
読
解
プ
ロ

セ
ス
モ
デ
ル
の
精
緻
化
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

三
　
解
明
の
方
法
と
手
続
き

　
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
だ
時
、
読
み
手
の
心
に
浮
か
ん
だ
内
容
を
順
次
書
き
出
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
読
む
過
程
で
ど
の
よ
う
な
思
考
が
働
い
た
か
を
取
り
出
し
て

い
く
。

使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
：「
記
念
写
真
」（
赤
川
次
郎
）　『
新
編
国
語
総
合
』（
平
成

一
七
年
版
　
大
修
館
書
店
／
調
査
対
象
：
福
岡
教
育
大
学
大
学
院
生
一
三
名

（
英
語
教
育
コ
ー
ス
・
国
語
教
育
コ
ー
ス
）／
調
査
日
時
：
二
〇
一
四
年
一
二
月

調
査
方
法
：
テ
キ
ス
ト
を
、
表
紙
（
題
名
と
作
者
名
の
み
書
か
れ
て
い
る
も
の
）、

四
つ
の
場
面
ご
と
に
分
け
て
印
刷
し
た
Ａ
三
用
紙
三
枚
（
計
四
枚
）
の
上
に
、

─　　─６４



思
っ
た
内
容
を
付
箋
紙
に
書
い
た
も
の
を
貼
り
付
け
な
が
ら
読
み
進
め
て
も

ら
っ
た
。
一
枚
読
み
終
わ
っ
た
者
に
は
次
の
用
紙
を
渡
し
て
い
っ
た
。
付
箋
紙

に
書
か
れ
た
内
容
は
資
料
一
に
示
し
て
い
る
。

四
　
テ
キ
ス
ト
の
特
性

　「
記
念
写
真
」
は
、

　
　「
す
み
ま
せ
ん
が
─
。」

　
そ
の
父
親
が
声
を
か
け
て
き
た
時
、
弓
子
は
、
よ
ほ
ど
逃
げ
だ
そ
う
と
思
っ

た
。

と
い
う
文
章
か
ら
始
ま
る
。
主
人
公
で
あ
る
弓
子
の
視
点
か
ら
、
家
族
写
真
を

撮
っ
て
ほ
し
い
と
弓
子
に
求
め
て
き
た
、
と
あ
る
四
人
家
族
の
姿
が
語
ら
れ
る

構
造
の
作
品
で
あ
り
、
短
く
簡
潔
な
文
体
で
、
弓
子
の
内
面
描
写
も
小
出
し
に

さ
れ
な
が
ら
話
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
作
品
の
舞
台
は
ど
こ
な
の
か
、
弓
子
は

ど
ん
な
人
物
な
の
か
、
な
ぜ
そ
こ
に
い
る
の
か
、
家
族
は
な
ぜ
写
真
撮
影
を
頼

む
の
か
、
そ
れ
ら
が
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
謎
解
き
の
お
も
し
ろ
さ

と
、
事
情
が
明
か
さ
れ
た
と
き
の
緊
迫
感
、
そ
し
て
最
後
の
結
末
へ
と
一
気
に

展
開
し
て
い
く
ス
ピ
ー
ド
感
が
あ
り
、
読
者
を
引
き
込
ん
で
い
く
仕
掛
け
が
巧

み
に
設
け
ら
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

　
読
者
は
、
冒
頭
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
弓
子
の
素
性
は
ど
ん
な
も
の
か
を

探
り
、
同
時
に
、
弓
子
の
視
点
か
ら
家
族
を
見
つ
め
た
り
、
弓
子
を
対
象
化
し

て
眺
め
た
り
し
な
が
ら
作
品
を
一
気
に
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
特
質
を
持
つ
作
品
を
一
三
名
の
読
者
は
ど
の
よ
う
に
読
み
進
め

て
い
っ
た
の
か
。
以
下
に
そ
の
実
態
を
報
告
す
る
。

五
　
読
解
プ
ロ
セ
ス
の
分
析

　
題
名
を
読
み
、
終
末
部
に
至
る
ま
で
に
読
者
の
た
ど
る
反
応
プ
ロ
セ
ス
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
①
題
名
か
ら
想
起
す
る
。
②
作
者
に
つ
い
て
の
情
報
を
引
き
出
す
。
③
冒
頭

部
分
で
情
報
の
理
解
と
作
品
世
界
形
成
の
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
す
る
。
④
関

係
づ
け
る
。
⑤
予
測
す
る
。
⑥
予
測
の
修
正
を
す
る
。
⑦
意
味
づ
け
る
。

　
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
反
応
例
を
示
し
な
が
ら
説
明
し
た
い
。

①
題
名
か
ら
想
起
す
る

　
作
品
の
題
名
は
、「
記
念
写
真
」
で
あ
る
。
こ
の
題
名
か
ら
、
何
の
写
真
だ
ろ

う
と
い
う
疑
問
が
起
こ
り
、
旅
行
、
卒
業
式
、
入
学
式
、
友
だ
ち
と
撮
っ
た
写

真
、
思
い
出
等
な
ど
、
写
真
に
写
っ
た
も
の
を
想
像
し
、
そ
の
想
像
か
ら
予
想

さ
れ
る
作
品
の
内
容
を
、
感
動
的
な
話
、
過
去
を
懐
か
し
む
話
で
は
な
い
か
と

推
測
す
る
。

②
作
者
に
つ
い
て
の
情
報
を
引
き
出
す

　
作
者
赤
川
次
郎
に
つ
い
て
は
、
知
っ
て
い
る
情
報
量
が
ま
ち
ま
ち
な
の
で
、

「
た
く
さ
ん
書
い
て
い
る
作
家
」「
有
名
な
作
家
」
と
い
う
情
報
の
想
起
か
ら
、

「
推
理
小
説
」、「
殺
人
事
件
の
ト
リ
ッ
ク
が
記
念
写
真
」
な
の
だ
ろ
う
、
題
材
は

き
っ
と
そ
の
裏
に
潜
む
人
間
関
係
で
あ
ろ
う
」
な
ど
の
内
容
に
関
す
る
予
測
が

な
さ
れ
て
い
る
。

③
冒
頭
部
分
で
情
報
の
理
解
と
作
品
世
界
形
成
の
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
す
る

　
こ
の
作
品
の
冒
頭
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

─　　─６５



「
す
み
ま
せ
ん
が
─
。」

　
そ
の
父
親
が
声
を
か
け
て
き
た
時
、
弓
子
は
、
よ
ほ
ど
逃
げ
だ
そ
う
と
思
っ

た
。

　
冒
頭
部
分
で
の
反
応
に
は
、
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
め
は
、

題
名
の
「
記
念
写
真
」
と
「
す
い
ま
せ
ん
が
」
を
関
係
づ
け
て
、
書
か
れ
て
い

な
い
「
─
」（
ダ
ッ
シ
ュ
）
部
分
を
補
っ
て
「
撮
っ
て
も
ら
っ
て
い
い
で
す
か
」

が
ダ
ッ
シ
ュ
の
意
味
な
の
だ
ろ
う
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、「
そ

の
父
親
」
と
は
誰
な
の
か
と
い
う
疑
問
を
も
つ
反
応
で
あ
る
。
三
つ
め
は
、「
な

ぜ
逃
げ
だ
そ
う
と
し
た
の
か
」
と
い
う
疑
問
で
あ
り
、
こ
の
反
応
が
五
例
と
最

も
多
い
。

　
冒
頭
部
分
で
読
者
に
与
え
ら
れ
る
情
報
は
ま
だ
少
な
い
。
し
か
も
、
作
品
が

弓
子
の
怒
り
を
含
ん
だ
心
内
語
で
始
ま
っ
て
い
る
た
め
、
疑
問
が
自
然
に
生
じ
、

そ
れ
が
次
を
読
も
う
と
す
る
意
欲
と
な
り
、
物
語
の
状
況
を
理
解
す
る
た
め
読

者
は
様
々
な
関
係
づ
け
に
よ
る
推
測
を
め
ぐ
ら
し
て
い
く
。

④
関
係
づ
け
る

　
関
係
づ
け
る
反
応
に
は
、
様
々
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。
題
名
と
冒
頭
の
一
行

「
す
み
ま
せ
ん
が
─
。」
を
関
係
づ
け
て
、
ダ
ッ
シ
ュ
の
内
容
を
推
測
す
る
の
も

そ
の
一
例
で
あ
る
し
、
自
分
と
関
係
づ
け
て
「
同
じ
よ
う
な
写
真
を
撮
ら
れ
た

こ
と
が
あ
っ
た
な
」
と
経
験
を
想
起
す
る
例
や
、
弓
子
に
つ
い
て
、「
弓
子
は
学

生
だ
が
平
日
に
学
校
を
サ
ボ
っ
て
遠
く
ま
で
来
て
い
る
」
と
い
う
情
報
と
、
唯

一
内
面
が
語
ら
れ
る
「
弓
子
」
の
内
言
を
関
係
づ
け
て
、「
学
校
で
何
か
あ
っ

た
？
友
人
ト
ラ
ブ
ル
？
」
と
い
う
推
理
を
し
て
い
る
事
例
も
見
ら
れ
る
。

　
読
者
に
は
、
自
分
の
経
験
や
作
品
か
ら
の
諸
情
報
を
手
が
か
り
に
、
書
か
れ

て
い
な
い
物
事
を
埋
め
よ
う
と
す
る
作
用
、
つ
ま
り
自
分
の
中
に
一
貫
性
や
調

和
を
求
め
る
意
識
が
働
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
諸
情
報
を
関
係
づ
け
よ
う

と
す
る
動
機
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
関
係
づ
け
が
織

り
な
さ
れ
て
い
く
う
ち
に
、
徐
々
に
読
者
の
う
ち
に
物
語
の
心
象
世
界
が
形
成

さ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

⑤
予
測
す
る

　
予
測
す
る
と
い
う
反
応
は
、
そ
れ
ま
で
読
ん
で
構
築
し
て
き
た
物
語
の
心
象

を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
後
の
作
品
の
展
開
を
考
え
て
い
く
作
用
を

指
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
№
２
　
　
行
「
一
家
心
中
か
と
思
っ
て
し
ま
う
の
は

GI
３１

深
読
み
？
」
の
反
応
が
そ
れ
で
あ
る
。

⑥
構
築
世
界
の
修
正
を
す
る

　
№
２
　
　
行
部
分
の
反
応
の
よ
う
に
、
自
分
の
抱
い
て
い
た
最
初
の
場
所
の

CS
１４

イ
メ
ー
ジ
が
町
で
あ
っ
た
も
の
が
、
読
み
進
め
る
に
つ
れ
て
新
し
い
情
報
「
高

い
崖
の
上
の
展
望
台
で
あ
る
」
に
出
会
い
、
修
正
さ
れ
る
。

　
こ
の
事
例
の
場
合
は
明
確
な
場
所
の
提
示
が
な
さ
れ
る
の
で
、
読
者
の
想
像

し
て
い
た
こ
と
は
た
や
す
く
修
正
さ
れ
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
分
の
経
験

や
価
値
観
か
ら
予
測
や
推
測
し
て
い
っ
た
も
の
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

よ
う
な
新
情
報
に
出
会
っ
た
時
な
ど
は
、
読
者
の
中
に
困
惑
や
混
乱
が
生
じ
る

こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
次
を
読
み
進
め
た
く
な
る
原
動
力
に
な
っ
た
り
、
自

分
の
捉
え
直
し
を
促
し
た
り
、
語
り
た
く
な
る
情
動
を
産
み
出
し
た
り
す
る
の

だ
ろ
う
。

　
こ
の
作
品
の
場
合
、
情
報
の
小
出
し
に
よ
る
謎
解
き
め
い
た
読
み
方
を
す
る

よ
う
導
か
れ
、
ど
ん
で
ん
返
し
や
急
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
読
者
は
意

外
に
思
い
、
面
く
ら
い
な
が
ら
、（
№
３
　
　
行
）
次
の
展
開
が
知
り
た
く
な
り

MO
２１
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思
わ
ず
読
み
進
め
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
よ
う
で
あ
る
。

⑦
意
味
づ
け
る

　
こ
の
反
応
に
は
い
く
つ
か
の
層
が
あ
ら
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
人
物
の
行
動
や

言
葉
を
て
が
か
り
に
そ
の
人
物
の
思
い
を
捉
え
る
も
の
。（
例
：
№
１
　
「
文
句

HK

の
付
け
所
が
幸
福
。
→
苦
労
せ
ず
幸
せ
そ
う
な
人
が
嫌
い
だ
が
、
実
は
自
分
も

そ
う
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
」）。
二
つ
目
は
人
物
の
行
動
か
ら
、
人
間
一
般

の
特
性
を
見
い
だ
す
も
の
。（
例
：
№
４
　
５
行
「
弓
子
は
写
真
し
か
頭
に
な
い
。

CS

「
死
ん
じ
ゃ
い
け
な
い
」
が
先
に
来
な
い
。
だ
か
ら
人
間
く
さ
く
て
い
い
人
間

像
」）。
三
つ
め
は
、
作
品
の
テ
ー
マ
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
も
の
。（
例
：
№
４

　
「
弓
子
が
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
が
幸
福
で
あ
る
と
気
づ
く
」）。

ER　
四
つ
め
は
自
分
の
得
た
も
の
、
つ
ま
り
自
分
な
り
の
意
味
を
形
成
し
よ
う
と

し
て
い
る
も
の
。（
例
：
№
２
　
　
行
「
幸
福
っ
て
何
で
し
ょ
う
」。
№
４
　

FK
２１

KD

「
弓
子
は
こ
の
家
族
と
の
一
連
の
出
来
事
を
通
し
て
幸
福
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

気
づ
き
、
成
長
で
き
た
で
あ
ろ
う
」）。
五
つ
め
は
作
品
の
出
来
を
見
定
め
る
も

の
。（
例
：
№
４
　
「
あ
っ
さ
り
し
す
ぎ
て
納
得
で
き
な
い
」。

DM

　
こ
れ
ら
の
反
応
以
外
に
も
、
自
分
が
読
ん
で
き
た
作
品
の
中
で
位
置
づ
け
て

意
味
づ
け
た
り
、
他
者
に
こ
の
作
品
の
特
徴
や
価
値
を
ど
う
伝
え
る
か
考
え
る

た
め
に
意
味
づ
け
る
と
い
う
反
応
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
意
味
づ
け
る
と
い
う
段
階
は
、
作
品
の
終
末
部
の
反
応
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

こ
と
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　
こ
の
調
査
か
ら
は
以
上
①
か
ら
⑦
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
が
見
い
だ
さ
れ
た
。

こ
れ
が
作
品
と
対
話
し
な
が
ら
読
者
が
自
分
の
中
で
作
品
世
界
を
構
築
す
る
と

い
う
読
解
プ
ロ
セ
ス
の
内
実
で
あ
っ
た
。

六
　
読
者
の
反
応
が
生
じ
る
ポ
イ
ン
ト

　
次
に
、
読
者
の
反
応
が
向
け
ら
れ
る
部
分
や
ポ
イ
ン
ト
に
関
す
る
傾
向
を
指

摘
し
た
い
。

　
こ
の
作
品
は
、
主
要
登
場
人
物
「
弓
子
」
の
行
動
に
沿
っ
て
進
ん
で
い
く
展

開
に
な
っ
て
い
る
。
弓
子
は
視
点
人
物
で
あ
り
、
ま
た
時
と
し
て
外
の
目
か
ら

も
描
か
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
作
品
は
弓
子
の
感
情
が
心
内
語
と
し
て
地
の

文
に
多
出
す
る
と
同
時
に
弓
子
の
姿
を
外
か
ら
眺
め
る
視
点
も
取
り
う
る
構
造

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
弓
子
が
出
会
う
四
人
家
族
は
、
対
象
人
物
と
し
て
、

弓
子
の
目
か
ら
み
た
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
性
を
持
つ
作
品

で
あ
る
た
め
、
読
者
の
主
た
る
意
識
は
弓
子
の
思
い
や
境
遇
や
性
格
に
向
け
ら

れ
る
。
例
え
ば
、
初
め
て
描
か
れ
る
弓
子
の
心
内
語
は
「
わ
か
っ
て
る
わ
よ
、

そ
れ
く
ら
い
」
で
あ
る
。
こ
の
弓
子
の
心
の
う
ち
を
示
す
言
葉
に
読
者
は
苛
立

ち
を
読
み
取
り
、「
弓
子
は
冷
た
い
人
間
な
の
か
」「
弓
子
の
性
格
に
難
あ
り
」

「
弓
子
に
は
悩
み
が
あ
る
」
な
ど
の
考
え
が
浮
か
ん
で
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
人
物
に
注
目
す
る
反
応
は
最
も
あ
ら
わ
れ
や
す
く
、
読
者
は
、

弓
子
と
い
う
人
物
を
理
解
し
よ
う
と
し
、
人
と
な
り
を
探
り
、
親
し
み
や
嫌
悪

を
感
じ
な
が
ら
読
み
進
め
る
。
同
時
に
、
弓
子
の
目
か
ら
対
象
人
物
を
眺
め
、

弓
子
と
同
じ
視
点
で
作
品
世
界
を
生
き
て
い
く
。

　
こ
の
よ
う
に
、
読
者
の
関
心
は
、
読
者
が
寄
り
添
っ
て
物
語
に
参
加
し
て
い

く
糸
口
と
な
っ
て
い
る
人
物
に
向
け
ら
れ
る
。

　
作
品
に
使
わ
れ
て
い
る
小
道
具
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
が
生
ま
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
例
を
示
そ
う
。

─　　─６７



　
例
：
自
動
カ
メ
ラ
→
自
動
カ
メ
ラ
に
対
す
る
「
素
っ
気
な
い
品
物
」
と
い
う

表
現
は
時
代
の
流
れ
へ
の
反
感
？
（
№
１
　
　
行
）

AF
２８

　
例
：
旨
く
も
な
い
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
→
一
人
で
食
べ
る
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
は
ま
ず

い
と
思
う
。（
№
２
　
　
行
）

KD
１３

　
こ
れ
ら
作
品
に
配
置
さ
れ
た
小
道
具
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
読
者
は
様
々
な

印
象
や
感
情
を
生
み
出
し
て
い
く
。
自
動
カ
メ
ラ
か
ら
は
作
品
の
時
代
性
を
受

け
取
っ
た
り
、
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
家
族
と
一
緒
で
な
く
一
人
で
食
べ
る
シ
ー
ン

を
想
像
し
、
そ
こ
に
自
己
の
体
験
を
重
ね
て
か
「
一
人
で
食
べ
る
カ
レ
ー
ラ
イ

ス
は
ま
ず
い
と
思
う
」
と
い
う
感
情
を
吐
露
し
て
い
る
。

　
キ
ー
ワ
ー
ド
に
注
目
す
る
反
応
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
物
語
は
、「
幸
福
」
と
い

う
言
葉
が
随
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
弓
子
が
求
め
て
い
る
の
に
得
ら
れ
な
い

で
い
る
と
思
わ
れ
る
「
家
族
の
幸
せ
・
幸
福
」
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
一

見
見
え
て
い
た
四
人
家
族
が
、
実
は
そ
う
で
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
い

た
弓
子
は
、
一
家
心
中
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
家
族
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
、
そ

の
と
き
に
自
分
が
幸
福
だ
と
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
冒
頭
と
結
末

部
で
用
い
ら
れ
て
い
る
幸
福
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
注
目
し
て
物
語
の
意
味
づ

け
を
図
る
反
応
は
多
数
現
れ
た
（
№
２
　
、
№
３
　
、
予
想
　
、
№
４
　
、
№

FK

IE

AF

ER

４
　
）。
KD
　
状
況
を
捉
え
、
作
品
世
界
を
自
分
の
中
で
構
築
す
る
際
の
手
が
か
り
と
な
る

部
分
へ
の
反
応
も
多
く
見
ら
れ
る
。
崖
の
展
望
台
、
セ
ー
ラ
ー
服
に
鞄
、「
弓
子

が
一
六
歳
に
な
っ
て
両
親
が
年
を
と
り
疲
れ
た
」
な
ど
を
手
が
か
り
に
、
作
品

の
舞
台
や
弓
子
の
置
か
れ
た
状
況
を
自
分
の
経
験
や
知
識
を
ひ
き
出
し
な
が
ら

照
ら
し
て
解
釈
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
読
者
が
注
目
す
る
ポ
イ
ン
ト
に
は
、
作
品
世
界
を
紡
ぎ
上
げ

て
い
く
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
小
道
具
や
シ
ー
ン
、
登
場
人
物
、
作
品
の

意
味
を
掴
む
手
が
か
り
と
な
る
キ
ー
ワ
ー
ド
や
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
が
見
い

だ
せ
る
。
読
者
は
自
分
の
関
心
や
読
み
方
の
傾
向
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン

ト
に
立
ち
止
ま
り
な
が
ら
、
作
品
に
は
ま
っ
た
り
、
外
か
ら
眺
め
た
り
、
諸
情

報
を
関
連
づ
け
な
が
ら
意
味
を
見
い
だ
し
て
読
み
進
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

七
　
調
査
の
成
果
─
読
み
の
プ
ロ
セ
ス
モ
デ
ル
に
照
ら
し

て
─

　
論
者
は
こ
れ
ま
で
、
共
同
研 

も
と
に
、
福
岡
教
育
大
学
三
附
属
中
学
校

共
同
研
究
を
通
し
て
、
図
一
の
よ
う
な
読
み
の
プ
ロ
セ
ス
モ
デ
ル
を
作
成
し
て

き
て
い
る
。
こ
の
調
査
を
通
し
て
、
こ
の
モ
デ
ル
の
う
ち
、「
捉
え
る
」
の
部
分

に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
な
内
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
部
分
を
精
緻
化

し
て
示
し
た
も
の
が
図
二
で
あ
る
。

　
読
者
は
、
作
品
世
界
を
人
物
や
人
物
相
互
の
関
係
・
状
況
に
わ
た
っ
て
、
想

像
し
、
解
釈
し
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
く
。
そ
の
際
に
疑
問
が
生
じ
、
そ
れ
を

解
決
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
関
係
づ
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
作

業
の
経
過
で
、
弓
子
（
人
物
）
に
寄
り
添
い
弓
子
の
視
点
か
ら
家
族
を
眺
め
た

り
、
弓
子
を
外
の
目
か
ら
捉
え
た
り
、
さ
ら
に
作
品
を
俯
瞰
す
る
視
点
か
ら
批

評
し
た
り
と
い
う
別
の
身
の
置
き
方
を
し
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
次

元
を
同
時
に
自
在
に
行
き
来
で
き
る
に
は
、
認
知
の
発
達
や
多
様
な
読
み
方
を

体
験
す
る
学
習
の
蓄
積
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
物
語
で
駆
使
さ
れ
る
読
解
力
と
は
、

こ
の
よ
う
な
自
在
な
行
き
来
を
行
い
、
自
分
の
感
じ
た
も
の
を
ま
と
め
て
伝
え

て
い
け
る
能
力
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

究
を
４
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図一　自立した読み手の行う「読むプロセス」モデル

図二　自立した読み手の行う「読むプロセス」モデル　精緻化版



　
そ
し
て
、
さ
ら
に
注
目
し
た
い
こ
と
は
、「
意
味
づ
け
」
に
際
し
て
、
読
者
に

よ
っ
て
意
味
づ
け
の
選
択
と
中
心
化
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
対
し
て
絶
え
ず
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
反
応
し
て
い
る
読
者
も
い
る
。

こ
の
読
者
は
「
が
っ
か
り
」
感
を
覚
え
て
い
る
し
、
別
の
読
者
も
「
あ
っ
さ
り

し
す
ぎ
て
納
得
で
き
な
い
」
と
作
品
を
意
味
づ
け
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
別
の

読
者
は
、
弓
子
の
成
長
と
い
う
価
値
的
な
テ
ー
マ
を
作
品
に
見
い
だ
し
て
い
る
。

な
か
に
は
、「
誰
も
死
な
な
く
て
よ
か
っ
た
」
と
作
品
世
界
の
住
人
と
し
て
安
心

し
て
い
る
読
者
も
い
る
。
こ
の
多
様
さ
を
出
し
合
う
こ
と
が
語
り
合
い
が
始
ま

る
契
機
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

八
　
成
果
と
課
題

　
自
己
表
現
の
媒
材
と
し
て
物
語
を
扱
い
、
語
り
合
う
こ
と
で
物
語
を
楽
し
む

資
質
を
育
て
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
読
書
か
ら
糧
を
得
る
人
間
を
育
て
る
国
語
学

習
を
構
想
し
た
い
と
い
う
の
が
目
指
す
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
基
礎

固
め
と
し
て
、
物
語
を
読
む
行
為
の
内
実
を
捉
え
る
の
が
本
論
考
の
目
的
で

あ
っ
た
。

　
一
三
名
の
読
者
の
反
応
か
ら
共
通
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
そ

れ
ぞ
れ
の
読
者
の
固
有
の
傾
向
も
認
め
ら
れ
た
。

　
こ
の
考
察
か
ら
、
読
者
の
読
解
反
応
プ
ロ
セ
ス
の
内
実
と
、
反
応
が
表
れ
る

ポ
イ
ン
ト
が
見
い
だ
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
ポ
イ
ン
ト
は
『
記
念
写
真
』
と

い
う
作
品
の
特
性
が
作
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
視
点
人
物
の
心
内
語
を
多
用
す

る
手
法
、
小
出
し
に
示
さ
れ
る
情
報
、
隠
さ
れ
て
い
た
も
の
が
明
ら
か
に
な
る

展
開
と
い
う
作
品
の
特
性
が
こ
の
反
応
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
作
品

に
よ
っ
て
は
、
さ
ら
に
異
な
る
ポ
イ
ン
ト
が
み
い
だ
せ
る
だ
ろ
う
。
多
様
な
作

品
に
あ
た
り
、
反
応
の
ポ
イ
ン
ト
を
さ
ら
に
追
究
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

九
　
語
り
合
う
授
業
へ
向
け
て

　
読
者
で
あ
る
生
徒
が
お
互
い
考
え
た
こ
と
を
出
し
合
い
、
違
い
を
話
し
合
い

な
が
ら
、
自
分
な
り
の
意
味
づ
け
を
行
っ
て
い
く
力
を
育
て
る
に
は
、
授
業
が

語
り
合
い
の
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
。

　
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
だ
と
き
に
断
片
的
に
浮
か
ん
だ
自
分
の
漠
と
し
た
思
い
を

見
つ
め
直
し
、
言
語
化
し
て
伝
え
る
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
を
聞
き
合
い
、
第
二

の
情
報
と
し
て
自
分
の
中
に
取
り
入
れ
て
テ
キ
ス
ト
を
再
び
捉
え
直
す
こ
と
。

こ
の
「
読
み
取
り
読
み
あ
い
読
み
直
す
」
過
程
が
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
物
語

の
授
業
ス
タ
イ
ル
と
し
て
望
ま
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
教
師
は
そ
の
活
動

を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
役
割
を
担
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
テ
キ
ス
ト
の
特
性

に
応
じ
た
話
し
合
い
の
ポ
イ
ン
ト
を
見
定
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

授
業
で
は
教
師
が
そ
の
営
み
を
支
え
、
寄
り
添
い
、
価
値
づ
け
る
存
在
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
国
語
の
授
業
が
、
個
を
大
事
に
し
た
自
由
に
考
え
を
出
し
合
え
る
学
習

活
動
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
読
む
こ
と
の
学
習
が
自
分
の
考
え

を
生
み
出
し
て
い
く
、
そ
れ
も
他
者
と
語
り
合
う
こ
と
を
通
し
て
自
分
の
考
え

が
相
対
化
さ
れ
広
が
っ
て
い
く
学
習
に
な
る
と
き
、
物
語
を
読
む
こ
と
は
楽
し

く
な
り
、
物
語
を
読
む
こ
と
に
価
値
を
み
い
だ
す
読
者
と
子
ど
も
た
ち
は
育
っ

て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

─　　─７０



注１「
教
育
課
程
の
編
成
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
報
告
書
５
「
社
会
の
変
化
に
対
応

す
る
資
質
や
能
力
を
育
成
す
る
教
育
課
程
編
成
の
基
本
原
理
」（
平
成
二
四
年

度
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
調
査
研
究
報
告
書
　
研
究
代
表
勝
野
頼
彦
　
国
立
教

育
政
策
研
究
所
教
育
課
程
研
究
セ
ン
タ
ー
長
）、
平
成
二
五
年
三
月

２
ル
ー
シ
ー
カ
ル
キ
ン
ズ
、
吉
田
新
一
郎
・
小
坂
敦
子
訳
『
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
　
読
む
こ
と
が
好
き
に
な
る
教
え
方
・
学
び
方
』（
新
評
論
、

二
〇
一
〇
年
）
で
は
、
次
の
よ
う
な
読
み
方
が
優
れ
た
読
者
の
読
み
方
と
し

て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
登
場
人
物
が
ど
ん
な
人
か
を
考
え
る
。
筆
者
の
書
き

方
に
目
を
留
め
て
そ
れ
を
味
わ
っ
た
り
吟
味
し
た
り
す
る
。
本
全
体
が
何
を

言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
考
え
る
。
展
開
を
予
想
す
る
。
登
場
人
物
の
気
持

ち
に
な
っ
て
登
場
人
物
の
よ
う
に
話
す
。
本
か
ら
自
分
と
の
つ
な
が
り
を
見

い
だ
す
。
今
読
ん
で
い
る
本
と
他
の
本
と
の
つ
な
が
り
を
見
い
だ
す
。（
一
九

四
頁
）

３
藤
原
顕
編
・
浜
本
純
逸
監
修
（
二
〇
一
四
）『
文
学
の
授
業
作
り
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク
』
第
三
巻
　
小
学
校
高
学
年
編
　
単
元
学
習
編
、
渓
水
社
、
一
六
三
頁

４
本
論
稿
は
、「
国
語
科
教
育
改
善
の
た
め
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

の
発
達
に
関
す
る
連
携
的
・
提
案
的
研
究
」（
研
究
代
表
京
都
教
育
大
学
植
山

俊
宏
　
基
盤
研
究
（
Ｂ
）　
課
題
番
号
２
５
２
８
５
２
４
６
　
平
成
二
五
年
度

か
ら
二
七
年
度
）
の
成
果
に
負
う
も
の
で
あ
る
。

謝
辞
　
本
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
資
料
掲
載
を
許
諾
し
て
く
だ
さ
っ
た
福
岡
教
育
大
学
大
学

院
生
の
皆
さ
ん
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
福
岡
教
育
大
学
）
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