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る
。

（
２
）

そ
う
し
た
状
況
を
覆
い
隠
す
か
の
よ
う
に
小
学
校
教
員
を
理
想
化
し
て
語

る
言
説
は
、
教
員
や
そ
の
志
望
者
を
読
者
と
し
て
擁
す
る
教
育
雑
誌
が
得
意
と

す
る
も
の
だ
っ
た
。
（
３
）

こ
の
よ
う
に
、
教
育
言
説
が
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
現
実
を

文
学
言
説
は
い
か
に
描
き
出
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
記
事
か
ら
時
期
は
下
る
が
、
小
学
校
教
員
の
姿
を
描
く
正
宗
白
鳥
の
小

説
に
「
入
江
の
ほ
と
り
」（『
太
陽
』
大
正
四
年
四
月
）
（
４
）

が
あ
る
。
瀬
戸
内
の
寒

村
に
暮
ら
す
一
家
の
物
語
を
描
く
「
入
江
の
ほ
と
り
」
の
中
心
人
物
で
あ
り
代

用
教
員
で
あ
る
辰
男
と
い
う
表
象
、
あ
る
い
は
彼
に
向
け
ら
れ
る
兄
弟
の
言
葉

は
、
右
の
よ
う
に
美
化
さ
れ
た
小
学
校
教
員
イ
メ
ー
ジ
を
徹
底
的
に
相
対
化
す

る
。
白
鳥
の
教
育
言
説
に
対
置
さ
れ
得
る
文
学
言
説
と
し
て
の
「
入
江
の
ほ
と

り
」
が
描
き
出
す
の
は
、
学
校
空
間
に
お
い
て
教
員
と
し
て
振
る
舞
う
辰
男
で

は
な
く
、
家
族
に
「
変
人
」「
低
能
児
」
と
見
な
さ
れ
厄
介
者
扱
い
さ
れ
な
が

ら
も
自
閉
的
な
英
語
学
習
に
没
頭
す
る
彼
の
姿
だ
。

「
独
学
」（
一
）
（
５
）「

独
稽
古
」（
二
）
と
い
っ
た
言
葉
で
語
ら
れ
る
辰
男
の
英
語

は
じ
め
に

明
治
三
六
年
に
読
売
新
聞
社
に
入
社
し
た
正
宗
白
鳥
は
、
文
芸
の
み
な
ら
ず

教
育
に
関
す
る
記
事
も
担
当
し
て
い
た
。
一
方
で
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
教
育
雑

誌
に
白
鳥
の
筆
に
よ
る
も
の
と
思
し
き
記
事
が
い
く
つ
か
掲
載
さ
れ
て
も
い
る

こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
（
１
）

そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
白
鳥
生
「
時
事
雑
感
」（『
教
育
学
術
界
』
明
治

三
七
年
一
〇
月
）
は
、「
凡
庸
生
活
」
す
な
わ
ち
「
学
校
に
あ
つ
て
は
愉
快
に

勉
強
し
、
社
会
に
出
て
は
早
く
健
全
の
家
庭
を
設
け
、
分
相
応
の
暮
ら
し
を
立

て
、
夫
婦
仲
よ
く
、
世
間
の
人
に
も
悪
く
い
は
れ
ず
、
極
め
て
安
楽
に
世
を
渡

る
こ
と
」
を
推
奨
す
る
と
共
に
、「
幸
福
は
博
士
と
か
大
学
教
授
と
か
よ
り
も

小
学
校
の
教
師
が
多
く
占
有
し
て
ゐ
る
」
と
説
く
も
の
だ
。

実
際
に
は
こ
の
時
期
、
待
遇
の
悪
化
な
ど
に
よ
り
小
学
校
教
員
の
社
会
的
地

位
が
著
し
く
下
降
し
て
い
た
こ
と
は
教
育
史
研
究
に
お
い
て
定
説
と
な
っ
て
い

「
変
人
」
あ
る
い
は
〈
田
舎
教
師
〉
の
「
幸
福
」

― 

正
宗
白
鳥
「
入
江
の
ほ
と
り
」
と
「
独
学
」
の
時
代 

―

出

　

木

　

良

　

輔
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た
吉
田
竜
也
は
、
辰
男
を
「『
英
語
世
界
』
の
愚
直
な
ま
で
に
忠
実
な
読
者
で

あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
当
時
の
英
語
研
究
が
孕
ん
だ
問
題
を
極
端
な
形
で
体
現

し
て
い
る
人
物
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
（
９
）

す
な
わ
ち
「
独
学
」
に
励
む
辰
男
は
、

自
身
が
購
読
す
る
英
語
雑
誌
『
英
語
世
界
』
の
編
集
方
針
、
ひ
い
て
は
大
正
初

年
に
「
実
用
と
い
う
観
点
を
欠
き
、
形
而
上
学
と
化
し
た
英
語
研
究
・
教
育
」

の
あ
り
方
を
も
体
現
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

一
方
で
こ
う
し
た
先
行
論
に
お
い
て
は
辰
男
の
教
員
と
し
て
の
側
面
と
「
独

学
」
の
関
係
性
、
あ
る
い
は
「
独
学
」
と
い
う
行
為
を
取
り
巻
く
同
時
代
の
社

会
・
文
化
的
状
況
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
重
く
見
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、「
独
学
」
の
あ
り
方
を
説
く
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
年
の
諸
言
説

に
目
を
向
け
な
が
ら
、
代
用
教
員
・
辰
男
の
「
独
学
」
と
い
う
表
象
に
内
包
さ

れ
た
批
評
性
を
抽
出
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
も
そ
も
、
一
家
の
人
々
の
辰
男

批
判
が
一
定
の
根
拠
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
辰
男
の
「
独
学
」
と
い

う
行
為
に
も
そ
れ
を
支
え
る
何
ら
か
の
論
理
が
存
在
し
て
い
る
は
ず
だ
。
こ
の

よ
う
な
観
点
か
ら
、
人
々
の
言
葉
を
意
に
介
さ
ず
「
独
学
」
を
続
け
る
辰
男
の

あ
り
方
を
再
検
討
し
た
い
。

具
体
的
に
は
ま
ず
、
辰
男
の
「
独
学
」
を
批
判
・
否
定
す
る
家
族
の
言
葉
と

そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
な
思
潮
・
言
説
を
確
認
す
る
と
共
に
、「
独
学
」を
支
え
、

煽
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
同
時
代
の
言
説
や
文
化
的
状
況
を
も
探
っ
て
ゆ
く
。
こ
う

し
た
作
業
に
よ
り
、
栄
一
や
良
吉
、
才
次
ら
の
言
葉
が
持
つ
正
当
性
を
確
認
す

る
一
方
で
、
そ
の
正
当
性
が
揺
ら
ぎ
得
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す

学
習
が
一
家
の
人
々
か
ら
理
解
を
得
ら
れ
ず
辛
辣
な
言
葉
を
差
し
向
け
ら
れ
る

よ
う
に
、
先
行
論
も
時
に
彼
の
営
為
を
批
判
的
に
裁
断
し
て
き
た
。
外
部
に
開

か
れ
る
こ
と
の
な
い
辰
男
の
言
語
表
現
を
早
く
に
問
題
化
し
た
一
柳
廣
孝
の
以

下
の
よ
う
な
指
摘
が
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
（
６
）

彼
は
自
ら
の
感
性
に
よ
っ
て
植
物
に
〈
命
名
〉
し
、
ま
た
単
語
を
構
築

し
、
文
章
化
を
試
み
る
。
し
か
し
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
彼
の
言
語
は
、
自

己
閉
鎖
体
系
内
で
循
環
す
る
言
語
で
あ
る
。
彼
の
行
為
は
自
己
目
的
的
で

あ
り
、
完
結
的
で
は
あ
る
が
、
何
処
に
も
開
か
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
彼

の
営
み
は
、
必
然
的
に
他
者
に
よ
る
価
値
判
断
を
寄
せ
付
け
ず
、
他
者
と

の
精
神
的
、肉
体
的
交
流
を
通
し
て
社
会
内
に
到
達
す
る
回
路
と
し
て
は
、

全
く
機
能
し
て
い
な
い
。
ま
し
て
家
族
と
い
う
ミ
ニ
マ
ム
な
共
同
体
内
に

お
い
て
、
彼
の
行
為
が
自
己
疎
外
化
を
促
進
し
こ
そ
す
れ
、
家
族
に
対
す

る
交
渉
の
手
段
に
な
り
得
な
い
事
は
自
明
で
あ
る
。

物
語
内
で
兄
弟
か
ら
「
役
に
立
た
な
い
」、「
愚
の
極
」（
六
）
と
ま
で
言
わ

れ
る
辰
男
の
「
独
学
」
だ
が
、
こ
の
行
為
は
様
々
な
角
度
か
ら
捉
え
直
さ
れ
て

き
て
も
い
る
。
例
え
ば
柳
井
ま
ど
か
は
「
独
学
」
の
背
後
に
「
辰
男
の
無
意
識

の
要
請
」
を
読
み
取
り
、
（
７
）

ま
た
田
中
俊
男
は
「
独
学
」
と
植
物
採
集
に
共
通
す

る
言
葉
／
モ
ノ
の
「
収
集
│
蓄
積
」
行
為
を
、「
兄
弟
（
妹
）
た
ち
の
内
に
正

し
く
開
花
し
つ
つ
あ
る
植
民
地
主
義
的
な
収
集
＝
簒
奪
的
欲
望
」
を
否
定
す
る

行
為
と
捉
え
る
。
（
８
）

さ
ら
に
、
大
正
初
年
の
英
語
学
習
を
め
ぐ
る
言
説
の
状
況
を
丹
念
に
調
査
し
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明
治
四
二
年
一
〇
月
）
に
も
、や
は
り
代
用
教
員
で
あ
る
林
清
三
に
校
長
が
「
検

定
試
験
」（
小
学
校
教
員
検
定
試
験
）
を
受
け
て
正
規
の
教
員
資
格
を
取
る
こ

と
を
勧
め
る
様
子
が
度
々
描
か
れ
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
明
治
四
三
年
一
〇
月
の
文
部
省
通
牒
が
「
小
学
校

ニ
於
ケ
ル
准
教
員
及
代
用
教
員
ハ
本
科
正
教
員
ノ
職
務
ヲ
助
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ

テ
単
独
ニ
児
童
ノ
教
育
ヲ
担
任
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
」
も
の
と
し
て
、
正

教
員
に
対
す
る
代
用
教
員
の
下
位
性
を
明
文
化
し
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
の
通
達

は
特
に
代
用
教
員
が
自
由
に
授
業
を
す
る
こ
と
や
担
任
を
持
つ
こ
と
を
規
制
す

る
内
容
で
、
各
新
聞
も
「
代
用
教
員
取
締
」
と
い
う
一
様
の
見
出
し
で
こ
の
こ

と
を
取
り
上
げ
た（

11
）
。
つ
ま
り
「
入
江
の
ほ
と
り
」
が
発
表
さ
れ
た
大
正
初
年
、

代
用
教
員
が
置
か
れ
た
状
況
は
「
田
舎
教
師
」
の
時
代（

12
）
以
上
に
過
酷
だ
っ
た

の
だ
。「
正
教
員
」
へ
の
階
層
上
昇
を
辰
男
に
勧
め
る
良
吉
の
発
言
の
背
景
に

こ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
の
発
言
は
妥
当
か
つ
現
実

的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。

辰
男
に
対
し
、
良
吉
以
上
に
手
厳
し
い
言
葉
を
差
し
向
け
る
の
が
長
男
の
栄

一
で
あ
る
。
栄
一
も
ま
た
「
小
学
教
員
の
試
験
課
目
を
勉
強
し
て
、
早
く
正
教

員
の
資
格
を
取
つ
た
方
が
い
ゝ
ぢ
や
な
い
か
」（
六
）
と
良
吉
の
忠
告
を
反
復

す
る
の
だ
が
、
彼
は
辰
男
の
「
独
学
」
を
「
愚
の
極
」
と
し
て
一
方
的
に
切
り

捨
て
る
。
良
吉
が「
田﹅

﹅

﹅

舎
で
語
学
を
勉
強
し
た
つ
て
骨
折
損
だ
」（
二
）と
語
り
、

栄
一
が
英
語
で
は
な
く
「
和
歌
と
か
発
句
と
か
田﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

舎
に
ゐ
て
も
や
れ
て
、
下
手

な
ら
下
手
な
り
に
人
に
見
せ
ら
れ
る
や
う
な
者マ
マ

」（
六
）
を
辰
男
に
勧
め
る
よ

る
。
そ
の
上
で
辰
男
の
「
独
学
」
と
同
時
代
の
文
脈
に
お
け
る
「
独
学
」
の
差

異
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
で
、
前
者
の
特
異
性
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。

こ
う
し
た
作
業
は
、「
独
学
」
す
る
地
方
在
住
の
代
用
教
員
＝
〈
田
舎
教
師
〉

と
い
う
表
象
に
新
た
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
に
も
繋
が
る
だ
ろ
う
。

一
、「
世
間
」
の
論
理

辰
男
を
「
変
人
」
と
称
す
る
家
族
、
と
り
わ
け
男
性
た
ち
は
、
彼
の
閉
鎖
的

な
英
語
学
習
に
対
し
て
特
に
冷
や
や
か
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
。
例
え
ば
「
二

年
間
東
京
の
英
語
学
校
で
正
則
に
仕
上
げ
て
来
た
」
四
男
・
良
吉
は
「
田
舎
で

語
学
を
勉
強
し
た
つ
て
骨
折
損
だ
そ
れ
よ
り
や
早
く
正
教
員
の
試
験
を
受
け
た

方
が
い
ゝ
ぜ
」
と
い
う
「
忠
告
」
を
辰
男
に
行
い
、
彼
は
「
父
や
兄
か
ら
も
そ

れ
を
最
も
賢
い
方
法
と
し
て
説
勧
め
ら
れ
」
る
。
し
か
し
辰
男
は
「
馬
の
耳
に

風
で
聞
流
し
て
、
否
か
応
か
の
返
事
を
さ
へ
し
な
」
い
（
二
）。

代
用
教
員
で
あ
る
辰
男
に
対
し
て
良
吉
が
受
験
を
勧
め
る
「
正
教
員
の
試

験
」
は
、
府
県
単
位
で
実
施
さ
れ
る
小
学
校
教
員
検
定
試
験
を
指
す
。
教
員
の

待
遇
の
悪
化
や
就
学
児
童
数
の
増
加
な
ど
と
い
っ
た
要
因
に
よ
っ
て
明
治
後
期

以
降
生
じ
た
恒
常
的
な
正
教
員
不
足
を
賄
う
た
め
に
な
さ
れ
た
の
が
准
教
員
や

代
用
教
員
の
採
用
だ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
結
果
的
に
教
員
社
会
の
階
層
化
を

進
行
さ
せ
た
と
い
う（

10
）
。
代
用
教
員
は
待
遇
の
面
に
お
い
て
も
賃
金
の
面
に
お

い
て
も
そ
の
よ
う
な
階
層
の
最
下
層
に
位
置
す
る
存
在
で
あ
り
、
日
露
戦
争
期

の
青
年
教
員
像
を
描
く
田
山
花
袋
「
田
舎
教
師
」（
書
き
下
ろ
し
、左
久
良
書
房
、
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験
を
持
つ
彼
ら
の
言
葉
が
、
英
語
学
習
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
同
時
代
の
言
説
や

思
潮
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
つ
ま
り
良
一

や
栄
一
ら
に
よ
る
辰
男
批
判
は
、
こ
う
し
た
社
会
的
な
言
説
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
。

で
は
次
男
の
才
次
は
ど
う
か
。「
わ
し
は
旅
行
し
や
う
と
も
学
問
し
や
う
と

も
思
は
ん
」（
七
）
と
語
り
、
村
で
の
「
事
業
」
経
営
を
目
論
む
才
次
は
、
村

の
外
部
へ
の
進
出
・
拡
大
を
志
向
し
な
い
点
に
お
い
て
栄
一
や
良
吉
ら
学
歴

保
持
者
・
都
市
生
活
経
験
者
と
は
異
質
な
価
値
観
を
持
つ
人
物
の
よ
う
に
も
映

る
。
妻
子
を
持
ち
、
栄
一
に
代
わ
っ
て
実
質
的
に
家
督
権
を
掌
握
し
つ
つ
あ
る

才
次
は
「
東
京
な
り
神
戸
な
り
、
出
て
行
く
以
上
は
、
そ
の
土
地
々
々
に
一
生

落
着
く
こ
と
」
を
兄
弟
（
妹
）
に
要
求
し
、
勝
代
に
も
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に

忠
告
す
る
。

「
他
人
の
こ
と
よ
り
や
、
勝
は
自
分
の
身
に
間
違
ひ
の
な
い
や
う
に
考

へ
と
れ
。
女
子
が
愚
図
々
々
し
て
歳
を
取
つ
て
、
英
語
を
喋
舌
つ
て
学
校

の
先
生
に
な
つ
た
つ
て
、
何
が
面
白
い
こ
と
が
あ
ら
う
ぞ
い
」
才
次
は
、

眼
鏡
を
掛
け
た
妹
の
平
い
顔
を
憐
憫
な
思
ひ
を
し
て
見
入
つ
た
。（
四
）

「
学
校
の
先
生
」
の
職
に
就
く
こ
と
を
「
面
白
」
く
な
い
ば
か
り
か
「
間
違

ひ
」
の
如
く
語
る
才
次
は
、
明
治
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
典
型
的
な
教
員

イ
メ
ー
ジ
を
内
面
化
し
て
い
る
と
言
え
る
。
と
り
わ
け
日
露
戦
争
以
後
か
ら
大

正
期
に
か
け
て
、
待
遇
の
悪
化
に
よ
り
教
員
の
社
会
的
地
位
が
著
し
く
下
降
し

て
い
た
こ
と
は
通
説
と
な
っ
て
い
る
。『
読
売
新
聞
』
の
読
者
投
書
欄
に
寄
せ

う
に
、
二
人
の
主
張
に
共
通
す
る
の
は
、
辰
男
の
英
語
学
習
が
地
方
で
な
さ
れ

る
こ
と
を
問
題
化
し
て
い
る
点
だ
。

同
時
代
の
言
説
状
況
、
例
え
ば
「
地
方
」
で
の
「
独
学
」
を
否
定
的
に
語
る

こ
の
時
期
の
東
京
遊
学
案
内
書
の
類
に
目
を
向
け
た
と
き
、
栄
一
や
良
吉
の
言

説
の
必
然
性
も
確
認
で
き
よ
う
。
中
村
柳
葉
編
『
東
京
遊
学
成
功
法
』（
東
盛

堂
書
店
、
大
正
二
年
八
月
）
は
、「
永
く
地
方
に
住
し
、
殊
に
片
田
舎
に
生
長
し
、

一
生
を
田
畝
の
間
に
終
る
者
は
決
し
て
実
際
的
能
力
あ
る
事
な
し
、
何
と
な
れ

ば
地
方
に
在
り
て
如
何
に
よ
く
読
書
し
、
如
何
に
よ
く
学
ぶ
も
、
終
に
何
事
を

も
為
す
能
は
ざ
れ
ば
也
」
と
断
じ
、「
地
方
」
や
「
片
田
舎
」
で
の
「
独
学
」
の

意
義
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
で
地
方
青
年
を
上
京
へ
と
駆
り
立
て
る
。
こ

れ
ら
東
京
遊
学
案
内
書
は
、
明
治
二
〇
年
代
か
ら
大
正
期
に
わ
た
っ
て
数
多
く

発
行
さ
れ
、
上
京
と
社
会
的
成
功
を
夢
見
る
地
方
の
青
年
層
を
惹
き
つ
け
た
書

物
だ（

13
）
。

ま
た
、
地
方
で
の
英
語
学
習
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
英
語
教
員
た
ち
も
そ
の

困
難
さ
を
痛
感
し
て
い
た
よ
う
だ
。
佐
賀
県
の
中
学
校
教
員
で
あ
っ
た
平
木
熊

一
は
、
教
育
雑
誌
『
教
育
学
術
界
』
に
寄
せ
た
文
章
の
中
で
、「
英
語
の
空
気

が
欠
乏
し
て
居
る
、
否
、
皆
無
な
る
事
」、
具
体
的
に
は
「
生
徒
も
教
師
も
外

国
人
に
接
す
る
機
会
が
殆
ん
ど
無
く
、
何
年
立マ
マ

つ
て
も
実
際
の
必
要
に
迫
つ
て

英
語
を
語
る
機
会
」が
「
全
く
無
い
」こ
と
な
ど
を
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
る（

14
）
。

こ
れ
ほ
ど
具
体
的
な
こ
と
を
良
吉
や
栄
一
が
意
識
し
て
い
た
な
ど
と
言
い
た

い
わ
け
で
は
な
い
が
、
受
験
を
経
て
地
方
か
ら
上
京
し
都
市
生
活
を
送
っ
た
経
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し
た
思
潮
・
言
説
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、栄
一
や
良
吉
、

才
次
が
勝
代
や
辰
男
に
語
る
言
葉
は
、
例
え
ば
正
論
や
常
識
な
ど
と
呼
ば
れ
得

る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
辰
男
が
山
野
で
採
集
し
た
植
物
に
「
出
鱈
目
な
名
前

を
付
け
て
ゐ
た
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
い
た
際
に
、「
世
間
で
極
め
た
名

前
を
知
ら
ず
に
」
行
わ
れ
る
植
物
採
集
に
共
感
で
き
な
い
栄
一
の
態
度
（
九
）

を
鑑
み
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
辰
男
や
勝
代
は
兄
弟

を
通
し
て
「
世
間
」
か
ら
批
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
の
だ
。

二
、「
独
学
」
を
煽
る
言
説
編
制

以
上
の
よ
う
な
家
族
の
忠
告
を
辰
男
は
殆
ど
意
に
介
さ
ず
に
「
独
学
」
を
継

続
し
て
ゆ
く
。
先
に
見
た
栄
一
の
批
判
を
受
け
て
以
降
は
「
今
ま
で
の
や
う
に

傍
ら
人
無
き
が
如
き
態
度
で
は
ゐ
ら
れ
な
く
」（
六
）
な
る
な
ど
些
か
の
動
揺

が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
辰
男
が
彼
ら
の
説
く
正
論
に
耳
を
傾
け
よ
う
と
す
る
姿

は
描
か
れ
な
い
。

こ
こ
で
浮
上
す
る
の
は
、
栄
一
や
良
吉
ら
が
社
会
的
な
言
説
を
纏
っ
て
い
る

よ
う
に
、
辰
男
の
「
独
学
」
に
も
そ
れ
を
支
え
る
文
脈
が
存
在
す
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
先
に
見
た
よ
う
な
も
の
と
は
異
な
り
「
独

学
」
と
い
う
行
為
を
肯
定
す
る
よ
う
な
「
世
間
」
の
言
説
を
確
認
し
、「
独
学
」

と
い
う
行
為
そ
の
も
の
を
無
意
味
か
つ
無
謀
な
行
為
の
如
く
切
っ
て
捨
て
る
栄

一
や
良
吉
の
言
説
の
相
対
化
を
以
下
で
試
み
た
い
。
そ
も
そ
も
書
物
の
み
を
頼

り
に
し
た
「
独
学
」
と
い
う
行
為
自
体
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
可
能
性
が
見
出
さ

ら
れ
た
以
下
の
よ
う
な
投
書
も
、
そ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
よ
う（

15
）
。

▲
お
そ
ら
く
現
代
日
本
の
人
民
の
中
で
最
も
識
見
な
く
、
最
も
意
気
地
な

く
、
最
も
馬
鹿
ら
し
き
は
小
学
校
教
員
な
る
べ
し
彼
等
の
語
る
所
は
婦
女

子
の
品
定
め
な
ら
ず
ん
ば
即
ち
村
長
郡
視
学
に
如
何
に
し
て
気
に
入
ら
れ

如
何
に
し
て
俸
給
を
増
さ
る
べ
き
か
の
一
事
な
り
、
嗚
呼
彼
等
は
遂
に
社

会
の
蛆
虫
た
る
を
免
れ
ざ
ら
ん

さ
ら
に
、
女
性
教
員
が
増
加
し
つ
つ
あ
っ
た
明
治
後
半
以
降
も
、
特
に
地
方

に
お
い
て
彼
女
た
ち
は
特
殊
な
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
唐
沢

富
太
郎
は
、
当
時
女
性
教
員
が
纏
わ
さ
れ
た
社
会
的
イ
メ
ー
ジ
を
以
下
の
よ
う

に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち「
女
子
師
範
学
校
な
ど
に
入
学
す
る
よ
う
な
女
性
は
、

親
の
意
に
叛
い
て
、
婚
期
を
逸
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
考
え
る
よ
う
な
自
我
を

通
す
女
性
か
、
余
程
の
貧
乏
で
、
卒
業
後
の
収
入
目
当
て
に
入
学
す
る
も
の
か
、

或
い
は
ま
た
才
能
が
あ
つ
て
も
悲
し
い
か
な
容
貌
が
伴
わ
な
い
為
め
に
、
学
問

に
よ
つ
て
補
お
う
と
す
る
女
性
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
特
殊
の
女
性
と
し
て
見
ら

れ
て
い
た
」
（
16
）

と
。

受
験
勉
強
に
勤
し
む
勝
代
は
女
子
師
範
学
校
で
な
く
「
東
京
の
何
と
か
い
う

英
語
学
校
」
の
志
望
者
だ
が
、
近
代
日
本
の
女
子
高
等
教
育
が
小
学
校
教
員
を

多
く
輩
出
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば（

17
）
、
才
次
の
忠
告
は
き
わ
め
て

現
実
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
才
次
も
ま
た
、
良
吉
や
栄
一
ら

と
同
様
に
当
時
の
社
会
的
な
通
念
を
内
面
化
し
て
い
る
の
だ
。

こ
れ
ら
新
聞
言
説
や
遊
学
案
内
書
な
ど
と
い
っ
た
当
時
の
社
会
に
広
く
流
布
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る
記
事
を
し
ば
し
ば
掲
載
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
も
実
際
に
「
独
学
」
で
成
功

を
収
め
た
存
在
と
し
て
注
目
に
値
す
る
の
が
、学
習
院
教
授
・
南
日
恒
太
郎
だ
。

明
治
四
年
生
ま
れ
の
南
日
は
中
学
校
を
中
退
後
、
明
治
二
九
年
に
文
部
省
の
教

員
検
定
試
験
の
英
語
科
に
「
独
学
」
で
合
格
（
明
治
二
六
年
に
も
国
語
科
に
合

格
し
て
い
る
）、
東
京
正
則
英
語
学
校
や
第
三
高
等
学
校
を
経
て
学
習
院
で
教

員
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
。
当
時
の
英
語
学
習
者
た
ち
に
対
し
て
南
日
が
有
し

て
い
た
影
響
力
は
、『
英
語
世
界
』
創
刊
号
が
彼
の
写
真
銅
版
（【
図
】）
や
連

載
記
事
を
掲
載
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
れ
る
。

南
日
の
「
独
学
」
に
関
す
る
記
述
を
『
英
語
世
界
』
か
ら
具
体
的
に
見
て
み

よ
う
。
同
誌
第
六
巻
第
一
号
（
大
正
元
年
一
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
南
日
恒
太
郎

談
「
英
語
研
究
談
」
は
、
南
日
が
「
独
学
」
時
代
に
読
ん
だ
書
籍
と
雑
誌
、
お

よ
び
こ
れ
ら
を
利
用
し
た
「
独
学
」
の
方
法
を
紹
介
し
て
い
る
。
明
治
二
〇
年

代
の
「
独
学
」
経
験
者
で
あ
る
南
日
も
、
こ
こ
で
や
は
り
雑
誌
類
が
「
自
分
の

英
語
研
究
に
非
常
に
た
め
に
な
つ
た
」
こ
と
を
強
調
す
る
。

こ
の
記
事
の
記
者
は
南
日
を
「『
英
文
解
釈
法
』
や
『
和
文
英
訳
法
』
等
の

書
を
著
は
し
て
中
学
生
や
専
門
学
校
入
学
者
の
為
に
絶
好
の
指
針
を
与
へ
」
た

人
物
と
し
て
紹
介
し
、
ま
た
竹
内
洋
は
「
明
治
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
参
考
書
」
と

し
て
や
は
り
『
英
文
解
釈
法
』
と
『
和
文
英
訳
法
』
を
挙
げ
て
「
南
日
の
参
考

書
は
昭
和
一
〇
年
代
ま
で
か
な
り
使
用
さ
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
が（

19
）
、『
英

語
世
界
』
は
こ
の
よ
う
に
当
時
の
英
語
学
習
者
に
対
し
影
響
力
を
有
し
て
い
た

南
日
と
い
う
「
独
学
」
者
を
利
用
し
、
い
わ
ば
「
独
学
」
の
可
能
性
を
暗
示
し

れ
る
よ
う
な
状
況
が
無
く
て
は
な
さ
れ
難
い
も
の
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
「
独

学
」
を
通
じ
て
実
際
に
社
会
的
な
成
功
を
収
め
た
先

ロ
ー
ル
モ
デ
ル

人
の
存
在
や
、「
独
学
」

へ
の
意
欲
を
喚
起
す
る
メ
デ
ィ
ア
環
境
な
ど
が
前
提
と
な
っ
て
こ
そ
、
そ
れ
は

な
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。

例
え
ば
、
辰
男
が
購
読
す
る
『
英
語
世
界
』（
博
文
館
、
明
治
四
〇
年
四
月

〜
大
正
七
年
一
二
月
）
の
よ
う
な
雑
誌
の
刊
行
も
そ
う
し
た
環
境
を
構
成
す
る

要
素
の
一
つ
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
定
期
的
に
刊
行
さ
れ
、
中
央
で
形
成

さ
れ
る
新
し
い
英
語
思
潮
を
地
方
に
ま
で
伝
播
さ
せ
る
メ
デ
ィ
ア
の
存
在
自

体
、
地
方
に
い
て
も
学
問
が
で
き
る
、
あ
る
い
は
上
京
の
た
め
の
受
験
勉
強
が

で
き
る（

18
）と
い
っ
た
可
能
性
を
読
者
に
見
出
さ
せ
、「
独
学
」
を
煽
る
力
学
を
内

包
し
て
い
た
と
言
っ
て
良
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
辰
男
は
閉
鎖
的

な
「
独
学
」
に
没
頭
す
る
一
方
で
『
英
語
世
界
』
と
い
う
媒
体
を
通
し
て
外
的

な
言
説
に
も
目

を
向
け
、
そ
れ

ら
を
学
び
取
ろ

う
と
し
て
い
る

よ
う
に
も
見
え

る
。『

英
語
世
界
』

は
さ
ら
に
、
旧
制
高
等
学
校
を
始
め
と
す
る
高
等
教
育
機
関
の
入
学
試
験
合
格

者
、
あ
る
い
は
現
職
の
教
員
た
ち
を
寄
稿
者
と
し
て
擁
し
、「
独
学
」
に
関
す

【図】南日恒太郎肖像
（『英語世界』創刊号掲載）



̶ 21 ̶

則
の
英
語
」
を
獲
得
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
認
め
た
上
で
、「
変
則
英
語
は
、

唯
に
無
価
値
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
場
合
に
依
つ
て
は
大
に
役
立
つ
こ
と
が
あ

る
」
と
し
、「
英
語
の
変
則
的
研
究
」
を
肯
定
す
る
。
そ
し
て
そ
の
際
に
推
奨

さ
れ
る
の
が
や
は
り
「
独
習
」
な
の
だ
。

今
日
の
中
学
校
で
教
へ
る
位
の
英
語
な
ら
、
独
習
で
十
分
や
れ
る
の
み

な
ら
ず
、
も
う
少
し
間
違
の
少
い
発
音
や
語
調
も
学
ば
れ
ま
す
。
如
何
に

書
物
で
説
明
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
は
云
へ
、
今
日
普
通
の
中
学
卒

業
者
が
、
学
ん
で
居
る
位
の
も
の
な
ら
ば
、
余
程
不
完
全
な
る
独
習
書
で

も
、
十
分
間
に
合
ふ
と
思
ひ
ま
す
。

「
独
学
」
で
「
正
則
の
英
語
」
が
身
に
つ
か
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、

「
変
則
の
英
語
」
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
、
そ
し
て
そ
の
手
段
と
し
て
の
「
独
学
」

の
有
効
性
を
説
く
こ
の
言
説
は
、
自
身
の
英
語
が
「
正
格
で
な
い
こ
と
」
を
自

覚
し
つ
つ
も「
独
学
」を
続
け
る
と
い
う
辰
男
の
あ
り
方
と
少
な
か
ら
ず
重
な
っ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。「
独
学
」
と
い
う
行
為
は
こ
う
し
た
社
会
的
・
文
化
的

環
境
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
栄
一
ら
が
内

面
化
す
る
「
世
間
」
的
な
言
説
と
は
異
な
っ
た
言
説
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
行

為
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
。

だ
が
こ
う
し
た
文
脈
を
基
に
、
辰
男
の
「
独
学
」
を
「
全
然
無
価
値
」
だ
と

否
定
す
る
栄
一
の
言
葉
こ
そ
が
「
無
価
値
」
な
も
の
だ
な
ど
と
言
う
こ
と
は
出

来
な
い
。
や
は
り
問
題
と
す
べ
き
は
、「
別
段
学
校
へ
入
り
た
い
と
い
ふ
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
」（
六
）
と
語
る
辰
男
が
「
独
学
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
何

て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
言
う
な
れ
ば
南
日
は
「
独
学
」
者
た
ち
に
と
っ
て

の
偶ア
イ
ド
ル像

に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
『
英
語
世
界
』
を
購
読
す
る
辰
男

は
、
南
日
を
始
め
と
す
る
「
独
学
」
成
功
者
の
姿
を
し
ば
し
ば
目
に
す
る
立
場

に
あ
っ
た
。

無
論
、『
英
語
世
界
』
の
よ
う
な
雑
誌
の
言
説
の
み
が
「
独
学
」
を
煽
っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
明
治
二
〇
年
頃
に
は
既
に
盛
ん
に
出
版
さ
れ
て
い
た
英

語
学
習
・
英
語
研
究
に
関
す
る
書
籍
類
も
ま
た
、個
人
で
の
英
語
学
習
、「
独
学
」

を
可
能
に
す
る
上
で
重
要
な
機
能
を
担
っ
て
い
た
。
例
え
ば
内
村
鑑
三
『
外
国

語
の
研
究
』（
東
京
独
立
雑
誌
社
、
明
治
三
二
年
五
月
）
に
附
録
と
し
て
収
録

さ
れ
た
佐
伯
好
郎
「
英
語
自
習
独
学
の
注
意
」
は
、
英
語
の
独
学
を
肯
定
す
る

と
共
に
「
方
法
次
第
に
て
は
甚
し
き
変
則
を
免
か
る
ゝ
」
こ
と
を
指
摘
し
、「
僅

か
に
外
国
語
研
究
に
関
す
る
雑
誌
、
若
く
は
独
案
内
の
類
に
依
て
、
自
習
独
学

せ
ん
と
す
る
」
辰
男
の
よ
う
な
学
習
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
ま
と
め
て
い
る
。

内
村
鑑
三
・
佐
伯
好
郎
が
共
に
白
鳥
と
ゆ
か
り
の
深
い
人
物
で
あ
る
こ
と
は
周

知
の
通
り
だ
が
、「
独
習
書
」
な
ど
と
総
称
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
書
物
が
数
多

く
生
産
・
消
費
さ
れ
る
時
代
の
中
を
辰
男
は
生
き
て
い
た
の
だ
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
佐
伯
が
「
甚
し
き
変
則
を
免
る
ゝ
」
た
め

の
独
習
の
方
法
と
注
意
を
ま
と
め
て
い
る
の
に
対
し
、こ
の
後
に
は
、徒
に
「
正

則
」
に
こ
だ
わ
る
こ
と
を
否
定
し
む
し
ろ
「
変
則
」
の
功
能
を
説
く
言
説
が
出

現
し
て
ゆ
く
こ
と
だ
。
生
田
長
江
も
、『
英
語
独
習
法
』（
新
潮
社
、
明
治
四
三

年
一
〇
月
）
の
第
三
章
「
独
習
者
と
実
用
英
語
」
に
お
い
て
、「
独
習
」
で
「
正
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悲
し
い
有
様
を
空
に
描
い
た
り
、
西
洋
の
婦
人
と
自
在
に
会
話
を
取
か
は

し
て
ゐ
る
得
意
な
有
り
様
に
胸
を
轟
か
せ
た
り
し
て
徒
ら
に
時
を
過
し

た
。（
三
）

こ
こ
で
勝
代
が
思
い
浮
か
べ
る
「
落
第
し
た
自
分
が
モ
ル
ヒ
ネ
か
何
か
の
毒

薬
を
飲
ん
で
自
殺
す
る
悲
し
い
有
様
」
は
、
岡
山
の
女
学
生
・
松
岡
千
代
の
服

毒
自
殺
事
件
に
影
響
さ
れ
て
生
じ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。「
女

の
藤
村
操
」（『
読
売
新
聞
』
明
治
三
九
年
一
月
二
九
日
）
な
ど
と
大
々
的
に
報

じ
ら
れ
た
松
岡
と
勝
代
が
共
に
瀬
戸
内
在
住
で
あ
る
こ
と
、
白
鳥
が
松
岡
に
つ

い
て
の
言
及
を
残
し
て
い
る
こ
と（

21
）
が
そ
の
根
拠
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
勝
代
の

想
像
力
も
ま
た
、
社
会
的
・
「
世
間
」
的
な
言
説
と
彼
女
と
の
結
び
つ
き
を
示

す
傍
証
と
な
ろ
う
。

勝
代
の
英
語
学
習
が
、「
西
洋
の
婦
人
と
自
在
に
会
話
を
取
か
は
」
す
こ
と

が
可
能
な
程
度
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
社
会
的
地
位
、
あ
る
い
は
学

歴
の
獲
得
を
夢
見
な
が
ら
行
わ
れ
る
の
も
そ
れ
ゆ
え
だ
と
言
え
る
。
勝
代
が
こ

の
よ
う
に
社
会
的
に
身
を
立
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
英
語
学
習
を
行
っ
て
い

る
と
す
れ
ば
、
彼
女
も
や
は
り
同
時
代
の
メ
デ
ィ
ア
・
言
説
に
煽
ら
れ
な
が
ら

「
世
間
」
の
論
理
の
中
を
生
き
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
勝
代
の
英
語
学
習
と
辰

男
の
「
独
学
」
と
の
差
異
は
、
さ
ら
に
以
下
の
場
面
か
ら
も
見
て
取
る
こ
と
が

出
来
る
。「

こ
の
書
物
は
読
ん
で
し
ま
つ
た
か
ら
お
前
に
や
ら
う
。
荷
物
は
成
べ

く
軽
く
し
と
き
た
い
か
ら
」
と
、
出
立
の
前
の
夜
、
栄
一
は
弟
の
テ
ー
ブ

を
志
向
し
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
は
こ
の
行
為
が
辰
男
の
意
図
・
志
向
と
必
ず

し
も
関
係
し
な
い
形
で
ど
の
よ
う
な
批
評
性
を
孕
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
先
に
見
て
き
た
同
時
代
言
説
が
煽
ろ
う
と

す
る
「
独
学
」
と
辰
男
の
そ
れ
と
は
、「
社
会
的
な
ス
テ
ー
タ
ス
を
獲
得
し
よ

う
と
す
る
志
向
性
」
（
20
）
を
後
者
が
欠
い
て
い
る
点
に
お
い
て
似
て
非
な
る
も
の

で
あ
る
。
辰
男
の
「
独
学
」
は
、『
英
語
世
界
』
の
よ
う
な
同
時
代
の
メ
デ
ィ

ア
が
提
示
し
煽
る
「
独
学
」
に
偽
装
さ
れ
た
行
為
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
言
っ
て

も
良
い
。

こ
う
し
た
意
味
で
同
時
代
の
「
独
学
」と
区
別
さ
れ
る
べ
き
辰
男
の
「
独
学
」

だ
が
、
こ
の
行
為
に
何
ら
か
の
批
評
性
が
見
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
か

な
る
も
の
か
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
辰
男
の
「
独
学
」
に
つ
い
て
以
下
で

さ
ら
に
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
。

三
、二
人
の
英
語
学
習
者

辰
男
の
「
独
学
」
の
性
質
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
、
一
家
に
お
け
る
も

う
一
人
の
英
語
学
習
者
で
あ
る
次
女
・
勝
代
の
学
び
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
も

確
認
し
て
お
き
た
い
。
以
下
の
一
節
が
そ
の
補
助
線
と
な
る
だ
ろ
う
。

が
、
辞
典
を
片
手
に
勢マ
マ

一
杯
研
究
し
て
ゐ
な
が
ら
、
心
は
動や

ゝ

も
す
る
と

書
物
か
ら
離
れ
て
、
外
の
思
ひ
に
つ
か
れ
た
。
深
夜
も
真
昼
の
や
う
な
東

京
で
、
落
第
し
た
自
分
が
モ
ル
ヒ
ネ
か
何
か
の
毒
薬
を
飲
ん
で
自
殺
す
る
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問
し
や
う
と
も
思
は
ん
」
才
次
も
「
弟
や
妹
が
自
分
の
知
ら
な
い
英
語
ば
か
り

こ
そ
〳
〵
勉
強
し
て
ゐ
る
」
こ
と
に
苛
立
つ
な
ど
、「
英
語
」
に
象
徴
さ
れ
る

学
問
や
学
歴
の
世
界
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
隠
し
き
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し

た
一
家
の
学
歴
主
義
的
傾
向
を
、
栄
一
も
「
女
の
子
に
ま
で
高
等
な
学
問
を
さ

せ
る
や
う
に
な
つ
た
」
と
い
う
形
で
感
知
し
て
い
る
。

一
家
の
兄
弟
（
妹
）
は
、
こ
の
よ
う
に
学
歴
や
学
問
、
そ
し
て
学
校
と
い
っ

た
諸
々
の
価
値
を
自
明
視
し
疑
う
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
時
間
や
金
銭
を
代

償
と
し
て
行
な
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
学
歴
と
い
う
対
価
を
も
た
ら
さ
な
い

「
独
学
」
は
、「
骨
折
損
」
あ
る
い
は
「
役
に
立
た
な
い
」
対
価
な
き
労
働
と
し

て
彼
ら
の
目
に
映
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
「
別
段

学
校
へ
入
り
た
い
と
い
ふ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
辰
男
の
「
干
乾
び
た

切
口
上
」
が
示
し
て
い
る
の
は
、「
独
学
」
を
学
歴
獲
得
の
手
段
と
し
て
一
元

化
す
る
近
代
社
会
の
学
歴
主
義
的
価
値
観
や
、
そ
れ
を
内
面
化
し
た
一
家
の
兄

弟
（
妹
）
と
辰
男
の
距
離
に
他
な
ら
な
い
。

四
、
交
錯
す
る
論
理

「
世
間
」
の
価
値
観
を
こ
の
よ
う
に
内
面
化
あ
る
い
は
体
現
す
る
栄
一
や
良

吉
た
ち
は
、
辰
男
と
い
う
個
人
に
と
っ
て
「
独
学
」
が
い
か
な
る
価
値
を
持
つ

の
か
と
い
う
点
に
は
目
を
向
け
よ
う
と
せ
ず
、「
他
人
に
通
用
」
せ
ず
「
訳
に

立
た
な
い
」
と
い
う
理
由
で
そ
れ
を
否
定
す
る
。
こ
こ
で
言
う
「
他
人
」
と
は

自
ら
の
生
き
る
「
世
間
」
と
同
義
で
あ
る
。
栄
一
は
「
娯な
ぐ
さ
み楽

に
や
る
の
な
ら
何

ル
の
上
に
英
書
を
二
冊
置
い
て
行
つ
た
。

辰
男
は
表
題
と
著
者
の
名
前
と
を
見
詰
め
た
が
、
読
方
を
も
意
味
を
も

判
じ
か
ね
た
。
そ
し
て
、
知
ら
な
い
文
字
に
攻
め
ら
れ
る
の
が
恐
ろ
し
さ

に
、
内
部
を
ば
開
け
て
見
な
い
で
、
手
馴
れ
て
ゐ
る
自
分
の
書
物
で
蔽
ひ

て
机
の
片
隅
へ
押
遣
つ
た
。（
八
）

「
知
ら
な
い
文
字
」
に
「
恐
ろ
し
さ
」
を
禁
じ
得
な
い
辰
男
の
姿
を
描
く
一

節
だ
。
言
う
な
れ
ば
辰
男
の
「
独
学
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
自
ら
の
あ
り
方
を

相
対
化
し
得
る
他
者
性
を
拒
否
す
る
手
段
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
も
あ
る
の

だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
身
の
英
語
が
「
正
格
」
か
否
か
は
辰
男
に
と
っ
て
問
題

に
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
辰
男
が
「
机
の
側
を
離
れ
な
い
」
自
閉
的
な
生

活
を
続
け
て
き
た
こ
と
と
も
そ
れ
は
関
連
し
て
い
よ
う
。

確
か
な
の
は
、
辰
男
が
「
独
学
」
を
通
じ
て
習
得
す
る
言
語
が
学
歴
獲
得
の

手
段
に
も
な
り
得
な
け
れ
ば
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
に
も
な

り
得
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
こ
の
行
為
が
「
役

に
立
た
な
い
」
と
い
う
評
価
を
与
え
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

た
だ
、「
別
段
学
校
へ
入
り
た
い
と
い
ふ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
自
ら
語
り
、

学
歴
獲
得
や
階
層
上
昇
を
目
的
化
す
る
こ
と
な
く「
独
学
」に
没
頭
す
る「
変
人
」

辰
男
の
姿
を
踏
ま
え
た
と
き
、
彼
と
対
照
的
に
学
校
や
学
歴
の
価
値
を
自
明
の

も
の
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
兄
弟
の
価
値
観
も
ま
た
浮
き
彫
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

例
え
ば
受
験
勉
強
に
勤
し
む
勝
代
は
「
好
き
な
学
問
」
の
で
き
な
い
「
可
哀

さ
う
」で「
不
仕
合
せ
な
」辰
男
に
憐
れ
み
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
る
が
、「
学
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儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
「
独
学
」
と
距
離
を
置
き
始
め
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
辰
男
の
変
化
は
、
例
え
ば
栄
一
の
批
判
以
降
「
作
り
か
け

の
文
章
に
目
を
向
け
る
の
が
厭
な
気
が
し
た
」（
六
）
と
い
う
一
節
や
、
以
下

の
場
面
な
ど
に
顕
著
だ
ろ
う
。

「
名
が
分
ら
ん
か
ら
教
へ
る
時
に
や
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
私
に
だ
け
に
し

か
誰
れ
に
も
分
ら
ん
で
せ
う
」
辰
男
は
雑
草
で
も
木
の
葉
で
も
手
あ
た
り

次
第
に
採
集
し
て
、
出
鱈
目
な
名
前
を
付
け
て
ゐ
た
の
だ
つ
た
。

「
そ
れ
で
満
足
出
来
る
か
ね
。
世
間
で
極
め
た
名
前
を
知
ら
ず
に
集
め
て

ば
か
り
ゐ
て
も
楽
み
に
な
る
の
か
い
。」

「
へ
え
。
あ﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

の
時
分
は
楽
み
に
し
と
つ
た
ん
で
せ
う
。」

今
夜
は
何
故
だ
か
珍
し
く
テ
キ
パ
キ
と
話
す
の
を
聞
い
て
ゐ
る
と
、
栄
一

は
弟
の
辰
男
を
、
永
年
家
族
が
極
め
て
ゐ
る
や
う
な
低
能
児
と
も
変
人
と

も
思
は
れ
な
い
気
が
し
た
。（
九
）

こ
こ
で
「
あ
の
時
分
」、
す
な
わ
ち
既
存
の
記
号
体
系
を
無
視
し
た
命
名
行

為
に
没
頭
し
て
い
た
頃
の
自
己
を
客
観
視
す
る
よ
う
な
態
度
を
辰
男
が
獲
得
し

て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
右
の
引
用
部
以
前
に
「
今
ま
で
無
用
な
書
物
を
買
込

で
月
々
の
俸
給
を
浪
費
し
た
こ
と
が
後
悔
さ
れ
た
」（
九
）
と
い
う
一
節
が
あ

る
よ
う
に
、
火
事
の
後
に
「
独
学
」
の
た
め
の
書
物
が
「
無
用
な
書
物
」
と
し

て
語
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

辰
男
の
変
化
を
栄
一
も
感
じ
取
っ
て
い
る
（「
今
夜
は
何
故
だ
か
珍
し
く
テ

キ
パ
キ
と
話
す
」）
が
、
彼
は
さ
ら
に
「
永
年
家
族
が
極
め
て
ゐ
る
や
う
な
低

で
も
い
ゝ
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
英
語
で
は
な
く
「
和
歌
と
か
発
句
」
と
い
っ

た
「
田
舎
に
ゐ
て
も
や
れ
」
て
「
下
手
な
ら
下
手
な
り
に
人
に
見
せ
ら
れ
る
や

う
な
者
」
を
辰
男
に
勧
め
る
。

こ
う
し
た
兄
弟
の
価
値
観
が
学
歴
社
会
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
社
会
形
態
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
だ
が
、特
に
栄
一
の「
無

慈
悲
」
な
言
葉
は
、
辰
男
に
沈
黙
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
。
単
純
に
言
え
ば
、
辰

男
が
固
持
す
る
「
独
学
」
の
論
理
は
、
実
際
に
英
語
学
習
を
通
し
て
社
会
的
成

功
を
収
め
た
栄
一
の
「
世
間
」の
論
理
に
敗
北
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

辰
男
の
不
注
意
に
よ
り
生
じ
た
火
事
が「
最
後
に
下
さ
れ
た
槌
の
や
う
だ
つ
た
」

（
八
）
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
身
が
こ
れ
ま
で
拠
り
所
と
し
て
い
た
机
や
書

物
が
焼
け
、
水
浸
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
決
定
的
と
な
る
。

闇
の
中
に
目
を
閉
じ
て
ゐ
て
も
、
辰
男
は
絶
え
ず
周
囲
の
汚
れ
た
焼
跡

を
頭
に
描
き
鼻
で
嗅
い
で
ゐ
た
。
ぐ
ち
や
〴
〵
に
な
つ
て
ゐ
る
書
物
や
帳

面
を
日
に
乾
か
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
つ
た
り
、
何
と
何
と
が
焼
失
せ
た
か

検
べ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
つ
た
り
し
た
が
、
こ
の
ま
ゝ
塵
屑
に
し

て
し
ま
ひ
た
い
気
も
し
た
。
‥
‥
‥
机
上
に
安
ん
じ
て
ゐ
た
彼
れ
の
堅
固

な
心
が
長
兄
の
帰
省
前
後
か
ら
破
れ
か
け
て
ゐ
た
の
に
、
今
夜
の
災
難
は

最
後
に
下
さ
れ
た
槌
の
や
う
だ
つ
た
。（
八
）

こ
の「
槌
」が
栄
一
た
ち
で
は
な
く
他
な
ら
ぬ
辰
男
の
不
注
意
に
よ
っ
て「
下

さ
れ
」
る
こ
と
は
皮
肉
と
い
う
他
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
栄
一
に
よ
る
「
独

学
」
批
判
と
火
事
と
い
う
二
度
の
予
期
せ
ぬ
出
来
事
を
経
て
辰
男
が
変
化
を
余
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る
こ
と
と
な
ろ
う
。

栄
一
と
辰
男
の
や
り
取
り
を
描
く
一
連
の
場
面
に
顕
著
な
よ
う
に
、
異
な
る

複
数
の
論
理
や
言
説
、
価
値
観
が
衝
突
あ
る
い
は
交
錯
し
て
ゆ
く
様
相
を
「
入

江
の
ほ
と
り
」
は
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
右
の
よ
う
に
栄
一
の

変
化
ま
で
も
が
描
か
れ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
さ
ほ
ど
重
く
見
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
も
の
の
、
こ
う
し
た
描
写
か
ら
も
辰
男
の
「
独
学
」
が
単
な
る
「
骨
折
損
」

と
言
い
切
れ
な
い
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
見
て
取
れ
る
は
ず
だ
。

お
わ
り
に

家
族
内
に
お
け
る
辰
男
の
位
置
を
最
も
的
確
か
つ
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は

次
の
引
用
部
、
辰
男
が
起
こ
し
た
火
事
の
後
に
家
族
が
辰
男
の
処
置
に
つ
い
て

話
し
合
う
場
面
に
記
さ
れ
た
父
の
言
葉
だ
ろ
う
。

「
辰
の
奴
、
何
か
碌
で
も
な
い
こ
と
を
為
出
か
し
や
せ
ん
か
と
思
ふ
と
つ

た
。（
中
略
）
勝
も
他
所
へ
行
つ
て
辰
一
人
が
二
階
に
居
る
こ
と
に
な
る

と
不
用
心
で
仕
様
が
な
い
か
ら
」
と
、
才
次
は
眉
根
を
顰
め
た
。

「
し
か
し
、
こ
ん
な
こ
と
は
滅
多
に
あ
る
ま
い
が
、
兎
に
角
今
年
中
に
は

嫁
を
取
ら
せ
て
、
別
家
さ
せ
て
、
自﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

分
の
始
末
は
自
分
で
や
ら
せ
る
こ
と

に﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

し
た
ら
、
些
と
は
普あ

た
り
ま
へ通
に﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

な
る
だ
ら
う
。」（
八
）

傍
点
部
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
家
族
か
ら
「
普
あ
た
り
ま
へ通

」
な
ら
ざ
る
存
在
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
辰
男
だ
が
、
学
歴
の
意
味
が
重
要
性
を
増
し
て
い
た
大
正
初
年

に
お
い
て（

22
）
、
先
に
見
た
通
り
上
位
の
「
学
校
へ
入
り
た
い
」
と
い
う
意
志
を

能
児
と
も
変
人
と
も
思
は
れ
な
い
気
が
し
た
」
と
、
辰
男
を
「
変
人
」
視
す
る

家
族
の
共
通
理
解
を
も
相
対
化
し
て
ゆ
く
。「
独
学
」
と
い
う
自
ら
の
拠
り
所

を
喪
失
し
て
ゆ
く
辰
男
の
姿
を
描
き
出
す
「
入
江
の
ほ
と
り
」
だ
が
、
そ
こ
か

ら
は
同
時
に
、
辰
男
と
の
や
り
取
り
を
経
て
自
ら
の
あ
り
方
を
変
化
さ
せ
て
ゆ

く
栄
一
の
姿
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
な
の
だ
。

「
辰
は
家
で
許
し
た
ら
、
学
校
へ
入
つ
て
真
剣
に
英
語
の
稽
古
を
し
や
う
と

い
ふ
気
が
あ
る
の
か
い
」栄﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

一
は
前
と
は
異
つ
て
穏
か
に
話
し
か
け
た
。（
六
）

暫
く
黙
つ
て
聞
い
て
ゐ
た
栄
一
は
、「
だ
け
ど
、
辰
男
が
英
語
を
楽
み
に

し
て
、
一
生
通
せ
る
の
な
ら
、
好
き
な
や
う
に
さ
せ
と
い
た
ら
い
ゝ
ぢ
や

な
い
か
。
傍
の
者
へ
迷
惑
は
掛
け
な
い
の
だ
か
ら
」
と﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

弁
護
す
る
や
う
に

云﹅

﹅

﹅

つ
た
。（
七
）

右
の
二
つ
の
場
面
に
描
か
れ
る
の
は
、辰
男
と
い
う
個
人
に
と
っ
て
「
独
学
」

が
持
つ
価
値
に
目
を
向
け
始
め
る
栄
一
の
姿
だ
。
先
に
見
た
通
り
「
独
学
」
を

手
厳
し
く
批
判
し
て
い
た
栄
一
は
、
こ
こ
で
辰
男
に
対
し
て
「
穏
や
か
に
話
し

か
け
」
た
り
、
彼
を
「
弁
護
す
る
や
う
」
な
態
度
を
も
見
せ
て
ゆ
く
。
こ
う
し

た
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
辰
男
の
価
値
観
に
対
す
る
栄
一

の
一
方
的
な
侵
犯
の
み
な
ら
ず
、
二
人
の
異
な
る
価
値
観
が
交
錯
し
て
ゆ
く
プ

ロ
セ
ス
を
も
捉
え
て
い
る
と
言
え
る
。
同
じ
家
に
生
ま
れ
、
し
か
し
す
で
に
異

な
る
世
界
の
住
人
と
な
っ
て
久
し
い
二
人
の
価
値
観
が
交
錯
す
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
が
栄
一
の
帰
省
だ
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、「
入
江
の
ほ
と
り
」
に

お
い
て
家
と
い
う
空
間
は
い
わ
ば
異
質
な
論
理
の
結
節
点
と
し
て
機
能
し
て
い
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男
の
「
独
学
」
は
、
学
歴
や
〈
立
身
出
世
〉
と
必
ず
し
も
直
結
し
な
い
学
び
の

あ
り
方
を
提
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
学
び
そ
の
も
の
を
脱
制
度
化
す
る
よ

う
な
可
能
性
を
内
包
し
た
行
為
で
も
あ
り
得
る
は
ず
だ
。

例
え
ば
Ｉ
．イ
リ
ッ
チ
も
、「
教
師
に
つ
い
て
稽
古
」す
る
こ
と
や「
学
校
へ
入
」

る
こ
と
が
「
真
剣
」
な
学
び
の
要
件
と
し
て
半
ば
絶
対
化
す
る
栄
一
ら
の
よ
う

な
価
値
観
に
批
判
を
向
け
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
イ
リ
ッ
チ
は
学
校
と
い

う
制
度
や
学
歴
に
よ
る
等
級
付
け
を
自
明
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を

通
し
て
人
々
が
制
度
に
依
存
す
る
他
律
的
存
在
と
化
し
て
ゆ
く
と
指
摘
し
、
教

育
を
含
め
た
社
会
全
体
の
「
脱
学
校
化
」
の
必
要
性
を
説
い
た（

24
）
。

イ
リ
ッ
チ
も
「
独
学
で
学
習
す
る
の
は
信
用
で
き
な
い
こ
と
だ
と
み
な
す
」

こ
と
を
「
学
校
化
」
さ
れ
た
価
値
観
の
一
例
と
し
て
挙
げ
て
は
い
る
も
の
の
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
こ
で
辰
男
の
「
独
学
」
を
イ
リ
ッ
チ
が
説
く
「
脱
学
校
」

の
意
識
的
な
実
践
な
ど
と
捉
え
よ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、

代
用
教
員
と
は
い
え
教
育
制
度
の
中
で
学
び
を
提
供
し
、
学
校
や
教
育
、
学
歴

の
価
値
を
伝
播
・
体
現
し
て
ゆ
く
よ
う
な
立
場
に
あ
る
は
ず
の
辰
男
が
、反「
学

校
志
向
」（
山
本
哲
士
）
（
25
）

と
も
言
え
る
立
場
を
結
果
的
に
示
し
て
い
る
こ
と
だ
。

学
歴
獲
得
や
就
職
と
い
っ
た
目
的
の
欠
落
し
た
「
独
学
」
に
没
頭
す
る
彼
は
、

言
う
な
れ
ば
学
歴
社
会
か
ら
逸
脱
し
た
教
員
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
こ
に
も
「
変

人
」
辰
男
の
「
普
あ
た
り
ま
へ通

」
な
ら
ざ
る
あ
る
よ
う
が
露
呈
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
姿
は
彼
を
否
定
す
る
「
学
校
化
」
さ
れ
た
価
値
観
へ
の
抵
抗
な
い
し
反
逆

と
し
て
も
映
る
。
学
校
空
間
で
の
辰
男
の
姿
を
一
切
映
さ
な
い
「
入
江
の
ほ
と

持
た
ぬ
ま
ま
「
独
学
」
に
没
頭
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
辰
男
は
ま
さ
し

く
「
普

あ
た
り
ま
へ通

」
な
ら
ざ
る
存
在
と
し
て
ま
な
ざ
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

明
治
初
期
に
は
既
に
高
等
教
育
機
関
の
み
な
ら
ず
尋
常
中
学
校
の
入
学
試
験

科
目
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
英
語
は（

23
）
、
近
代
日
本
に
お
い
て
学
歴

獲
得
と
い
う
階
層
上
昇
を
果
た
す
た
め
の
言
語
と
し
て
の
性
格
を
強
く
有
す
る

も
の
で
あ
り
続
け
て
き
た
。「
受
験
英
語
」
と
い
う
言
葉
は
紛
れ
も
な
く
そ
の

こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。

学
歴
獲
得
に
象
徴
さ
れ
る
所
謂
〈
立
身
出
世
〉
は
社
会
的
・
象
徴
的
な
階
層

移
動
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
地
方
か
ら
都
市
へ
と
い
っ
た
空
間
的
な
移
動
と
も

切
り
離
せ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
近
代
日
本
に
お
い
て
〈
立
身
出
世
〉
イ
メ
ー
ジ

と
強
固
に
結
び
つ
い
た
言
語
で
あ
っ
た
は
ず
の
英
語
が
辰
男
に
ど
の
よ
う
な
移

動
も
も
た
ら
さ
ず
、彼
を「
机
の
側
」に
の
み
縛
り
付
け
て
い
る
と
い
う
点
に「
入

江
の
ほ
と
り
」
の
物
語
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
だ
。
結
末
部
に

お
い
て
「
の
び
〳
〵
し
た
気
持
」
で
「
村
を
離
れ
」
て
ゆ
く
栄
一
の
姿
も
、
彼

と
は
対
照
的
に
未
だ
「
テ
ー
ブ
ル
の
前
」
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
に
い
る
辰
男
の
惨

め
さ
を
強
調
す
る
。

こ
う
し
た
階
層
上
昇
に
繋
が
り
得
な
い
が
ゆ
え
に
、
学
歴
社
会
の
住
人
で
あ

る
兄
弟
か
ら
「
役
に
立
た
な
い
」
と
評
価
さ
れ
る
「
独
学
」
だ
が
、
こ
の
行
為

は
そ
れ
を
「
役
に
立
た
な
い
」
も
の
と
捉
え
る
人
々
の
価
値
基
準
そ
れ
自
体
を

可
視
化
す
る
。
家
族
か
ら
「
普
あ
た
り
ま
へ通

」
な
ら
ざ
る
存
在
と
し
て
ま
な
ざ
さ
れ
る
辰
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こ
と
で
、
転
職
や
高
等
教
育
機
関
へ
の
進
学
、
さ
ら
に
は
地
方
か
ら
都
市
へ
の

移
動
と
い
っ
た
様
々
な
階
層
上
昇
へ
の
欲
望
を
さ
え
ぎ
る
抑
圧
装
置
と
し
て
機

能
し
て
き
た
（
26
）
。し
て
み
れ
ば
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る〈
田
舎
教
師
〉の
表
象
は
、

学
校
や
教
育
を
め
ぐ
る
価
値
観
の
み
な
ら
ず
、
教
育
の
言
説
空
間
に
働
く
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
様
々
な
レ
ベ
ル
で
裏
切
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意

味
に
お
い
て
「
入
江
の
ほ
と
り
」
は
、
抑
圧
装
置
と
し
て
の
教
育
言
説
を
相
対

化
し
得
る
文
学
言
説
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

＊
引
用
は
全
て
初
出
に
拠
る
。
引
用
に
際
し
て
旧
漢
字
は
現
行
の
も
の
に
改

め
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
ま
た
、
引
用
文
中
の
傍
点
は
す
べ
て
私
に

附
し
た
。
本
稿
は
、
日
本
文
学
協
会
第
36
回
研
究
発
表
大
会
（
平
成
二
八
年

六
月
二
六
日
、
於
・
岩
手
県
立
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。
発
表
に
際
し
て
多
く
の
ご
教
示
を
賜
っ
た
方
々
に
記
し
て
御
礼
申
し
上

げ
る
。
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
・
課
題
番
号
１
６

Ｊ
０
０
０
１
９
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

【
注
】

（
1
）『
教
育
学
術
界
』（
同
文
館
）
に
掲
載
さ
れ
た
白
鳥
生
・
は
く
て
う
の
記
事
に
つ
い
て

は
、拙
稿
「
教
育
雑
誌
『
教
育
学
術
界
』の
〈
文
学
〉
と
青
年
教
員
―
中
内
蝶
二
「
寒
梅
」

を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
国
語
教
育
論
叢
』平
成
二
七
年
二
月
）で
触
れ
た
。ま
た
、『
教
育
界
』

（
金
港
堂
）
に
は
「
正
宗
白
鳥
」
名
義
で
の
翻
訳
小
説
「
小
百
合
」（
明
治
三
七
年
三
月
。

原
作
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
作
家
で
あ
る
ヘ
ン
リ
ク
・
シ
ェ
ン
キ
ェ
ヴ
ィ
チ
）
が
掲
載
さ

り
」
だ
が
、
彼
が
（
代
用
）
教
員
と
し
て
設
定
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
は
こ
う
し

た
点
に
あ
ろ
う
。

主
に
中
等
教
育
を
経
て
地
方
で
の
教
職
（
特
に
小
学
校
教
員
）
に
従
事
す
る

〈
田
舎
教
師
〉
は
、
学
歴
の
世
界
か
ら
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た
哀
れ
な
落
伍
者

と
し
て
近
代
日
本
の
言
説
空
間
に
頻
繁
に
描
き
出
さ
れ
て
き
た
。
先
に
も
触
れ

た
田
山
花
袋
「
田
舎
教
師
」
が
そ
の
典
型
で
あ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
言
う
ま
で

も
な
い
が
、
教
育
言
説
が
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
覆
い
隠
す
よ
う
に
「
幸
福
」

を
「
多
く
占
有
し
て
ゐ
る
」
聖
職
と
し
て
の
小
学
校
教
員
像
を
提
示
し
て
い
た

こ
と
は
冒
頭
で
触
れ
た
通
り
だ
。「
入
江
の
ほ
と
り
」
に
そ
の
よ
う
な
教
員
像

が
表
象
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
し
か
し
同
時
に
代
用
教
員
・
辰
男
は
「
独

学
」
と
い
う
何
者
に
も
「
役
に
立
た
な
い
」
孤
独
な
、
し
か
し
「
幸
福
」
な
時

間
を
ま
さ
に
「
占
有
」
し
て
い
た
の
だ
と
言
っ
て
良
い
。

学
歴
獲
得
や
階
層
上
昇
に
結
び
つ
か
ず
「
役
に
立
た
な
い
」は
ず
の
「
独
学
」

は
、
し
か
し
そ
れ
が
辰
男
に
と
っ
て
「
幸
福
」
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
学
歴
社

会
の
住
人
た
ち
の
価
値
観
を
揺
る
が
し
、時
に
彼
ら
を
苛
立
た
せ
る
。
こ
の「
幸

福
」
の
舞
台
が
「
焼
跡
」
と
化
し
、
辰
男
も
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
ゆ
く
様

を
描
く
「
入
江
の
ほ
と
り
」
だ
が
、そ
こ
に
は
さ
さ
や
か
な
抵
抗
と
し
て
の
「
独

学
」に
耽
る
「
変
人
」あ
る
い
は
〈
田
舎
教
師
〉
の
姿
が
表
象
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

冒
頭
で
触
れ
た
白
鳥
生
の
も
の
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
教
育
言
説
は
時
に

「
博
士
と
か
大
学
教
授
」
と
い
っ
た
高
い
社
会
的
地
位
を
付
与
さ
れ
た
他
の
職

を
貶
め
な
が
ら
（
特
に
地
方
で
の
）「
小
学
校
の
教
師
」
の
職
を
理
想
化
す
る
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（
18
）
例
え
ば
『
英
語
世
界
』
は
「
英
語
受
験
界
」
と
題
す
る
受
験
特
集
号
を
頻
繁
に
組
み

（「
入
江
の
ほ
と
り
」
発
表
の
大
正
四
年
ま
で
で
も
第
五
巻
第
四
号
、
第
六
巻
第
四
号
、

第
七
巻
第
四
号
、
第
八
巻
第
四
号
・
第
一
一
号
、
第
九
巻
第
四
号
。
な
お
、
第
九
巻

第
四
号
は
「
倍
大
増
刊
英
語
受
験
準
備
」）、
各
高
等
学
校
や
専
門
学
校
、
あ
る
い
は

文
検
と
い
っ
た
各
種
試
験
の
英
語
の
答
案
、
受
験
者
に
よ
る
受
験
体
験
記
や
受
験
ア

ド
バ
イ
ス
を
掲
載
し
て
い
る
。

（
19
）
竹
内
洋
『
立
志
・
苦
学
・
出
世
　
受
験
生
の
社
会
史
』（
講
談
社
、平
成
二
七
年
九
月
）

（
20
）
注
９
に
同
じ
。

（
21
）「
宗
教
問
題
」（『
読
売
新
聞
』
明
治
三
九
年
五
月
一
・
二
日
）。
な
お
、
こ
の
記
事
の

存
在
は
木
村
洋
『
文
学
熱
の
時
代
　
慷
慨
か
ら
煩
悶
へ
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
平

成
二
七
年
一
一
月
）
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
。

（
22
）
石
岡
学
「
生
き
ら
れ
た
「
学
歴
エ
リ
ー
ト
」
の
世
界
│
学
歴
社
会
黎
明
期
に
お
け
る

高
学
歴
男
性
の
教
育
経
験
│
」（
小
山
静
子
・
太
田
素
子
編
『「
育
つ
・
学
ぶ
」
の
社

会
史
―
「
自
叙
伝
」
か
ら
』
藤
原
書
店
、
平
成
二
〇
年
九
月
）
は
、
一
九
〇
〇
年
代

か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
、
実
利
的
な
面
で
も
象
徴
的
な
面
で
も
「
学
歴
」
の
重
要
性

が
増
加
し
、「
学
歴
社
会
」
化
が
進
行
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
23
）
江
利
川
春
雄
『
受
験
英
語
と
日
本
人
―
入
試
問
題
と
参
考
書
か
ら
み
る
英
語
学
習
史
』

（
研
究
社
、
平
成
二
三
年
三
月
）

（
24
）
Ｉ
．
イ
リ
ッ
チ
『
脱
学
校
の
社
会
』（
東
洋
・
小
澤
周
三
訳
、
東
京
創
元
社
、
昭
和

五
二
年
一
〇
月
）Ivan
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（
25
）
山
本
哲
士
『
学
校
の
幻
想
　
教
育
の
幻
想
』（
筑
摩
書
房
、
平
成
八
年
一
月
）
は
、

イ
リ
イ
チ
の
指
摘
か
ら「
学
校
志
向
か
ら
の
脱
出
は
、学
校
を
非
学
校
化（「
脱
学
校
化
」

と
同
義
：
引
用
者
注
）
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
を
も
非
学
校
化
す
る
こ
と
だ
と

い
う
内
容
を
つ
か
み
と
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
説
く
。

（
26
）
注
３
に
同
じ
。

―
で
き
・
り
ょ
う
す
け
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
―

れ
て
い
る
。

（
2
）
石
戸
谷
哲
夫
『
日
本
教
員
史
研
究
』（
野
間
教
育
研
究
所
、
昭
和
三
三
年
一
二
月
）

な
ど
に
詳
し
い
。

（
3
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「〈
田
舎
教
師
〉
の
欲
望
を
さ
え
ぎ
る
│
明
治
四
〇
年
代
、

教
育
界
の
な
か
の
文
学
│
」（『
日
本
文
学
』
平
成
二
八
年
九
月
）
な
ど
参
照
。

（
4
）
の
ち
、
正
宗
白
鳥
『
入
江
の
ほ
と
り
』（
春
陽
堂
、
大
正
五
年
六
月
）
に
採
録
。
な

お
本
稿
で
の
本
文
引
用
は
全
て
初
出
に
拠
る
。

（
5
）
引
用
部
に
付
し
た
漢
数
字
は
、「
入
江
の
ほ
と
り
」
の
章
番
号
を
表
す
。
以
下
同
様
。

（
6
）
一
柳
廣
孝
「
揺
れ
る
〈
家
〉
│
「
入
江
の
ほ
と
り
」
論
の
た
め
の
覚
え
書
き
│
」（『
名

古
屋
近
代
文
学
研
究
』
昭
和
六
二
年
一
二
月
）

（
7
）
柳
井
ま
ど
か
「「
入
江
の
ほ
と
り
」
の
光
景
」（『
淵
叢
』
平
成
七
年
三
月
）

（
8
）田
中
俊
男「
収
集
と
い
う「
娯
楽
」│
正
宗
白
鳥「
入
江
の
ほ
と
り
」│
」（『
日
本
文
学
』

平
成
一
四
年
三
月
）

（
9
）
吉
田
竜
也
「「
入
江
の
ほ
と
り
」の
言
語
論
│
「
英
語
」が
編
制
す
る
「
世
界
」│
」（『
国

文
学
研
究
』
平
成
一
八
年
一
〇
月
）

（
10
）
陣
内
靖
彦
『
日
本
の
教
員
社
会
│
歴
史
社
会
学
の
視
野
』（
東
洋
館
出
版
社
、
昭
和

六
三
年
一
一
月
）
参
照
。

（
11
）
例
え
ば
『
東
京
朝
日
新
聞
』、『
読
売
新
聞
』。
共
に
明
治
四
三
年
一
〇
月
二
七
日
付
。

（
12
）
物
語
内
時
間
で
あ
る
日
露
戦
争
期
と
発
表
時
期
の
双
方
を
指
し
て
い
る
。

（
13
）
天
野
郁
夫
『
増
補
　
試
験
の
社
会
史
　
近
代
日
本
の
試
験
・
教
育
・
社
会
』（
平
凡
社
、

平
成
一
九
年
二
月
）
参
照
。

（
14
）
平
木
熊
一
「
田
舎
に
於
け
る
英
語
教
授
上
の
実
際
問
題
」（『
教
育
学
術
界
』
大
正
二

年
一
二
月
）

（
15
）「
ハ
ガ
キ
集
」（『
読
売
新
聞
』
明
治
四
五
年
二
月
八
日
付
）

（
16
）
唐
沢
富
太
郎
『
教
師
の
歴
史
』（
創
文
社
、
昭
和
三
〇
年
四
月
）

（
17
）
木
戸
若
雄
『
婦
人
教
師
の
百
年
』（
明
治
図
書
出
版
、昭
和
四
三
年
三
月
）
な
ど
参
照
。


