
１
　
は
じ
め
に

　
現
在
、
新
学
習
指
導
要
領
、
大
学
入
試
形
態
の
改
革
と
い
っ
た
大
き
い
形
で

の
「
教
育
改
革
」
が
近
づ
い
て
き
て
お
り
、
時
代
、
社
会
が
求
め
る
生
徒
像
や

学
校
教
育
の
形
も
一
昔
前
と
は
大
き
く
変
容
し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
２
０
１
６
年
　
月
に
中
央
教
育
審
議
会
か
ら
公
表
さ
れ
た
「
幼
稚
園
、
小
学

１２

校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
及

び
必
要
な
方
策
等
に
つ
い
て
（
答
申
）」
を
読
む
と
す
べ
て
の
根
底
に
は
「
社
会

で
活
用
で
き
る
資
質
・
能
力
の
育
成
」
と
い
う
考
え
方
が
基
盤
と
し
て
存
在
す

る
。
す
な
わ
ち
「
よ
り
よ
い
学
校
教
育
を
通
じ
て
よ
り
よ
い
社
会
を
創
る
」
と

い
う
目
標
を
学
校
と
社
会
が
共
有
し
、
両
者
が
連
携
、
協
働
し
て
子
ど
も
た
ち

に
必
要
な
資
質
・
能
力
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
国
語

教
育
が
担
う
役
割
は
多
岐
に
渡
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
こ
こ
で
は
漢
文

教
育
に
焦
点
化
し
た
い
。
答
申
の
中
で
漢
文
教
育
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は

「
古
典
探
求
（
案
）」
と
い
う
科
目
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
「
古
典
探
求
（
案
）」

に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
「
古
典
を
主
体
的
に
読
み
深
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
自

分
と
自
分
を
取
り
巻
く
社
会
に
と
っ
て
の
古
典
の
意
義
や
価
値
に
つ
い
て
探
求

す
る
」
と
い
う
題
目
と
な
る
。
つ
ま
り
「
古
典
の
意
義
や
価
値
に
つ
い
て
生
徒

自
ら
が
答
え
を
探
す
」
と
い
う
視
点
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
今
回
の
答
申
に
お
い
て
は
「
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
へ

の
一
つ
の
解
答
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
今
さ
か
ん
に
叫
ば
れ
て
い
る
ア
ク

テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
再
定
義
し
た
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
と
い

う
文
言
で
あ
る
。「
主
体
的
な
学
び
」
と
は
生
徒
が
学
び
に
興
味
関
心
を
持
っ
て

向
か
い
、
次
の
学
び
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
あ
り
、「
対
話
的
な
学
び
」
と
は
他
者

の
考
え
と
交
流
さ
せ
な
が
ら
自
身
の
考
え
を
広
げ
、
深
め
る
学
び
で
あ
る
。
ベ

ネ
ッ
セ
は
そ
の
場
合
の
「
他
者
の
考
え
」
と
は
、「
友
人
や
教
師
、
地
域
の
人
と

の
対
話
だ
け
で
は
な
く
、
読
書
を
通
じ
た
筆
者
と
の
対
話
や
、
歴
史
上
の
人
物

の
考
え
方
と
の
交
流
な
ど
を
通
じ
て
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き 

」
と
す
る
。
そ

し
て
最
後
の
「
深
い
学
び
」
が
指
す
内
容
と
は
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方

を
働
か
せ
、
言
葉
で
理
解
し
た
り
表
現
し
た
り
し
な
が
ら
自
分
の
思
い
や
考
え

を
深
め
る
学
習
活
動
」
の
こ
と
で
あ
る
。
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今
回
の
研
究
に
お
い
て
稿
者
は
こ
れ
ら
の
点
に
着
目
し
、
仮
説
を
設
定
し
た
。

す
な
わ
ち
、

①
　
古
典
世
界
の
人
々
と
問
題
を
共
有
し
て
彼
ら
と
対
話
し
、

②
　
そ
の
対
話
を
通
し
て
他
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
知
る
と
同
時
に
、

③
　
自
己
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
、

④
　
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
古
典
作
品
の
意
義
、
価
値
に
つ
い
て
学
習
者
が
考

え
を
深
め
る
。

と
い
う
学
習
活
動
が
こ
れ
か
ら
の
古
典
教
育
、
そ
し
て
漢
文
教
育
に
求
め
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。

　
今
回
の
研
究
は
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
を
念
頭
に
置
き
、
位
相
の
異
な
る
二
つ
の

高
校
に
お
け
る
授
業
案
を
構
想
、
実
践
す
る
こ
と
で
こ
れ
か
ら
の
漢
文
学
習
の

可
能
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

２
　
仮
説
を
踏
ま
え
た
授
業
構
想

　
上
述
し
た
目
標
に
お
け
る
「
古
典
作
品
の
意
義
、
価
値
」
に
つ
い
て
稿
者
は

「
タ
テ
」
と
「
ヨ
コ
」
の
論
理
で
そ
の
意
義
、
価
値
を
認
識
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
古
代
中
国
と
い
う
、
現
代
日
本
と
は
「
タ
テ
（
＝
時
代
）」「
ヨ
コ
（
＝
国
）」

と
も
に
大
き
く
異
な
る
社
会
の
中
で
展
開
さ
れ
る
物
語
と
そ
の
時
代
背
景
、
そ

し
て
そ
れ
を
い
か
に
価
値
づ
け
る
か
と
い
う
思
想
の
中
に
、「
イ
マ
コ
コ
」
に
つ

な
が
る
源
流
や
「
イ
マ
コ
コ
」
と
の
差
異
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

漢
文
学
習
で
重
要
な
の
は
「
こ
の
よ
う
な
人
物
が
こ
の
よ
う
な
思
想
を
唱
え
た
」

と
い
っ
た
知
識
の
獲
得
で
は
な
く
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
自
ら
の
価
値
観

や
思
考
様
式
に
内
在
化
し
て
い
る
古
代
中
国
か
ら
つ
な
が
る
思
想
を
相
対
化
す

る
こ
と
に
あ
る
。（
も
ち
ろ
ん
、
都
合
良
く
今
に
繋
が
る
事
象
だ
け
を
探
す
の
で

は
な
く
、
今
に
「
繋
が
ら
な
か
っ
た
」
事
象
に
つ
い
て
考
え
を
馳
せ
る
こ
と
も
、

今
と
は
異
な
る
可
能
性
を
開
く
活
動
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
）。

　
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
気
付
き
を
見
出
せ
る
教
材
を
学
習
者
の
レ
ベ
ル
に
合
わ

せ
て
選
定
し
、
工
夫
を
施
す
こ
と
で
、
学
習
者
に
漢
文
を
学
ぶ
意
義
や
価
値
を

実
感
と
し
て
見
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　
上
記
の
目
標
を
達
成
す
る
際
に
参
考
に
し
た
の
が
『
新
編
国
語
総
合
（
大
修

館
）』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
、
漢
文
を
学
ぶ
前
に
学
習
者
に
読
ま
せ
る
と
い
う
意

図
で
載
せ
ら
れ
た
「
漢
文
の
す
す
め
─ 
─
未
来
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
（
加
藤
　

 

）」
で
あ
る
。

　
そ
の
中
で
着
目
し
た
の
が
加
藤
氏
の
述
べ
る
「
典
故
＝
リ
ン
ク
す
る
こ
と
」

と
「
過
去
、
現
在
、
未
来
を
シ
フ
ト
す
る
」
と
い
う
着
眼
点
で
あ
る
。

「
二
千
年
以
上
も
前
の
外
国
の
故
事
と
今
の
自
分
の
生
活
を
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と

で
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
高
い
見
地
か
ら
、
今
の
自
分
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
で
き

る
」

「
歴
史
と
対
話
す
る
こ
と
で
現
在
や
未
来
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
得
る
、
と
い
う
対

話
的
思
考
こ
そ
、
漢
文
古
典
の
真
骨
頂
で
あ
る
」

こ
の
二
つ
の
視
点
を
稿
者
が
勤
務
し
た
二
つ
の
趣
の
異
な
る
高
校
で
の
実
践
の

中
で
中
心
に
据
え
、
述
べ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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３
　
授
業
実
践
①
～
熊
本
県
立
宇
土
高
等
学
校
に
お
け
る

実
践
～

⑴
　
単
元
の
基
本
情
報

　
　
　
①
　
対
象
生
徒
：
熊
本
県
立
宇
土
高
等
学
校
２
学
生

　
　
　
②
　
時
期
：
２
０
１
６
年
３
月
（
３
学
期
）

　
　
　
③
　
単
元
名
：「
漢
文
で
哲
学
」～「
正
し
さ
」
と
は
何
か
～

　
　
　
④
　
教
材
：
Ａ
　『
論
語
』　
Ｂ
『
韓
非
子
』　
Ｃ
『
史
記
』

⑵
　
学
習
者
観

　
熊
本
県
立
宇
土
高
等
学
校
は
熊
本
県
の
北
部
に
位
置
し
、
熊
本
市
内
か
ら
天

草
方
面
へ
向
か
う
通
り
道
に
あ
る
。
地
域
で
は
伝
統
あ
る
進
学
校
と
し
て
名
高

く
、
文
武
両
道
を
掲
げ
、
勉
強
部
活
と
も
に
一
生
懸
命
励
む
生
徒
た
ち
が
多
い
。

中
高
一
貫
教
育
が
な
さ
れ
て
お
り
、
６
年
間
を
宇
土
中
・
高
で
過
ご
す
生
徒
も

多
い
。
近
年
宇
土
高
校
は
変
革
を
続
け
て
お
り
、
Ｓ
Ｓ
Ｈ
（
ス
ー
パ
ー
サ
イ
エ

ン
ス
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
）
指
定
校
に
指
定
さ
れ
、
理
系
に
よ
る
研
究
発
表
や
海
外

へ
の
研
修
な
ど
様
々
な
面
で
学
校
外
、
国
外
へ
飛
び
出
し
て
い
る
。

　
担
当
す
る
ク
ラ
ス
は
文
系
の
ク
ラ
ス
で
あ
る
が
、
本
校
で
は
何
か
と
理
系
の

活
躍
が
取
り
立
た
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
文
系
の
子
は
少
し
ば
か
り
肩
身
が
狭

い
思
い
を
し
て
い
る
。
そ
ん
な
彼
ら
を
見
て
改
め
て
文
系
と
呼
ば
れ
る
学
問
を

学
ぶ
意
義
、
活
躍
の
場
は
ど
こ
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
授
業
者
自
身
も
省
み

る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
近
年
は
そ
の
文
系
の
存
在
意
義
と
い
う
点
で
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ

て
い
る
が
そ
の
中
で
着
目
し
た
の
が
以
下
の
文
章
で
あ
る
。

　
一
般
に
「
役
に
立
つ
」
と
は
、
与
え
ら
れ
た
目
的
を
よ
り
効
率
的
に
達
成
す

る
手
段
的
有
用
性
の
意
味
で
す
。
例
え
ば
、
東
京
か
ら
大
阪
ま
で
安
全
に
着
く

と
い
う
目
的
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
手
段
と
し
て
工
学
が
使
わ
れ
て
新
幹
線
が
生

ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
「
目
的
遂
行
型
」
で
「
役
に
立
つ
」
の
は
、
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
理
系
で
す
。
し
か
し
、
目
的
は
　
年
、　
年
の
時
間
の
中
で
変

３０

５０

化
し
ま
す
。
人
々
が
求
め
る
価
値
が
、
そ
の
前
提
か
ら
変
わ
っ
て
い
く
の
で
す
。

そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
既
存
の
価
値
を
問
い
直
し
、
違
う
場
に
あ
ら
た
な

目
標
を
設
定
す
る
実
践
、「
価
値
創
造
」
で
す
。
文
系
は
、
こ
の
と
き
「
役
に
立

つ
」
の
で
す
。

　
人
文
社
会
科
学
は
、
歴
史
的
に
社
会
に
お
け
る
「
価
値
」
の
問
題
を
考
え
続

け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
代
表
は
、
社
会
学
者
の
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
す
。

そ
し
て
経
済
学
も
歴
史
学
も
人
類
学
も
、
異
な
る
視
座
か
ら
価
値
と
は
何
か
を

問
い
続
け
て
き
ま
し
た
。
文
系
が
価
値
創
造
的
で
あ
る
の
は
、
文
字
通
り
「
価

値
」
が
文
系
の
学
問
の
中
心
テ
ー
マ
だ
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、「
理
系
」
と

「
文
系
」
の
役
に
立
ち
方
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
、
後
者
は
前
者
の
価
値
観
を
相
対

化
し
、
よ
り
長
く
広
い
視
座
か
ら
新
し
い
価
値
を
見
い
だ
す
力
を
身
に
付
け
る

の
に
役
立
っ
て
き
た
の
で
す
。
こ
の
「
価
値
」
の
問
い
直
し
こ
そ
が
、
文
系
の

学
問
の
根
幹
で
す
。

　
こ
れ
は
「『
文
系
学
部
廃
止
』
の
衝 

」
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
吉
見
氏
が

述
べ
て
い
る
こ
れ
か
ら
の
社
会
で
文
系
に
求
め
ら
れ
る
「
よ
り
長
く
広
い
視
座

か
ら
新
し
い
価
値
を
見
い
だ
す
力
」
は
ま
さ
し
く
「
歴
史
と
対
話
す
る
こ
と
で

現
在
や
未
来
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
得
る
、
と
い
う
対
話
的
思
考
」
を
も
た
ら
す

撃３
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漢
文
教
材
を
学
習
者
に
提
示
し
、
対
話
さ
せ
る
こ
と
で
育
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
力
は
生
徒
が
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
切
り
拓
い
て
い
く
突

破
口
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
宇
土
高
校
の
文
系
ク
ラ
ス
の
授
業
を
構

想
す
る
に
あ
た
り
ヒ
ン
ト
と
し
た
。

⑶
　
教
材
観
　
　
　『
史
記
』（『
論
語
』『
韓
非
子
』）

　
一
般
的
な
『
史
記
』
の
受
容
の
さ
れ
方
は
、
武
田
泰
淳
氏
が
『
司
馬
遷
　
史

記
の
世 

』
で
描
い
て
い
る
認
識
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
「
司
馬
遷
＝『
史
記
』

の
作
者
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
谷
口
洋
氏
は
『「
悲
劇
の
星
雲
」
と
の
格
闘
─
文
學
と
し
て
の
『
史

記
』
研
究
序 

─
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
『
史
記
』
研
究
を
文
学
と
し
て

の
『
史
記
』
受
容
と
歴
史
書
と
し
て
の
『
史
記
』
受
容
の
側
面
か
ら
細
か
に
分

析
し
、
そ
の
上
で
「
司
馬
遷
の
、
物
語
─
と
り
わ
け
悲
劇
─
に
対
す
る
態
度
に
、

距
離
を
置
い
た
も
の
と
同
情
的
な
も
の
と
が
あ
る
こ
と
」
に
着
目
す
る
こ
と
で

こ
れ
ま
で
の
『
史
記
』
の
読
み
方
と
は
一
線
を
画
す
一
つ
の
読
み
を
提
示
す
る
。

そ
れ
が

　
司
馬
遷
は
、
目
の
前
の
巨
大
な
「
悲
劇
の
星
雲
」
と
格
闘
し
、
自
ら
の
執
筆

理
念
に
照
ら
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
を
加
工
し
た
り
論
評
し
た
り
し
た
。
そ

れ
は
形
の
上
で
は
成
功
し
た
か
ら
、
司
馬
遷
は
物
語
を
制
圧
し
た
と
い
う
こ
と

も
で
き
よ
う
。
た
だ
、
司
馬
遷
は
物
語
自
体
を
抹
殺
し
た
り
、
根
本
的
に
書
き

改
め
た
り
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
執
筆
の
過
程
で
、
司
馬
遷
自
身
も

悲
劇
的
な
経
験
を
し
、「
悲
劇
の
星
雲
」
に
連
な
る
自
分
自
身
を
意
識
す
る
よ
う

に
な
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
に
よ
っ
て
、
物
語
に
対
す
る
態
度
も
變
わ
っ
た
。
あ

げ
く
に
は
、
司
馬
遷
自
身
ま
で
も
が
「
悲
劇
の
星
雲
」
中
の
人
物
で
あ
る
か
の

界４

説５

よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。『
史
記
』
の
文
學
性
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
は
、

司
馬
遷
の
前
に
あ
っ
た
傳
承
の
厚
い
蓄
積
と
、
司
馬
遷
自
身
と
の
ど
ち
ら
が
勝

者
と
も
つ
か
ぬ
、
否
、
現
在
進
行
形
の
ま
ま
で
讀
者
の
前
に
投
げ
出
さ
れ
た
、

終
わ
り
な
き
戦
い
に
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
谷
口
氏
の
『
史
記
』
の
捉
え
方
は
今
回
『
史
記
』
を
教
材
と
し
て
捉
え

る
際
に
極
め
て
有
効
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
『
史
記
』
テ
キ
ス
ト

は
司
馬
遷
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
『
史
記
』
は
司
馬
遷
が
古

代
中
国
の
厚
い
蓄
積
と
格
闘
し
な
が
ら
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
見
方

で
あ
る
。

　
そ
う
捉
え
る
と
、『
史
記
』
テ
キ
ス
ト
が
描
き
出
す
諸
相
や
問
題
領
域
を
捉
え

た
上
で
、
そ
の
問
い
に
対
し
て
「
論
賛
」
に
見
え
る
司
馬
遷
の
価
値
判
断
と
学

習
者
が
対
話
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ま
さ
し
く
「
①
古
典
世
界
の
人
々

と
問
題
を
共
有
し
て
彼
ら
と
対
話
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
今
回
の

授
業
に
お
い
て
は
谷
口
氏
の
『
史
記
』
の
捉
え
方
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
授
業

を
構
想
し
た
。

　
ま
た
、
学
習
者
は
『
孟
子
』
を
学
ぶ
過
程
で
儒
家
思
想
の
基
本
的
考
え
方
に

つ
い
て
学
習
を
済
ま
せ
、
さ
ら
に
『
韓
非
子
』
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
法
家
思

想
の
基
本
的
考
え
方
に
つ
い
て
学
び
と
っ
て
い
る
。

　
そ
の
学
習
者
の
習
得
し
た
知
識
を
基
盤
と
し
、
そ
の
二
つ
の
価
値
観
を
ぶ
つ

け
る
授
業
を
構
想
し
た
。
す
な
わ
ち
、
儒
家
思
想
の
「
家
族
」
と
い
う
最
小
単

位
を
重
要
視
し
、「
孝
」
を
基
本
と
し
た
い
わ
ゆ
る
「
私
」
を
大
切
に
す
る
価
値

観
と
、
法
家
思
想
の
国
家
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
法
を
用
い
て
全
体
主
義
的

「
忠
」
を
重
要
視
す
る
「
公
」
を
重
ん
じ
る
価
値
観
の
ぶ
つ
か
り
合
い
で
あ
る
。
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「
公
私
」

　
公
と
私
と
は
、
社
会
に
お
け
る
基
本
的
な
二
つ
の
位
相
や
領
域
、
ま
た
社

会
生
活
、
と
く
に
政
治
的
な
場
面
に
お
け
る
人
間
の
基
本
的
な
二
つ
の
心

情
・
態
度
を
い
う
。
君
主
を
は
じ
め
と
す
る
統
治
者
自
身
あ
る
い
は
統
治
者

に
か
か
わ
る
事
物
と
、
人
々
の
私
有
ま
た
は
私
用
、
ま
た
公
権
力
に
属
す
る

も
の
と
属
さ
な
い
も
の
、
公
権
力
の
行
使
に
従
う
と
従
わ
な
い
、
人
々
・
万

物
の
間
に
共
通
・
共
同
し
て
い
る
も
の
と
共
通
・
共
同
し
て
い
な
い
も
の
、

天
下
・
国
家
の
全
体
に
か
か
わ
る
と
か
か
わ
ら
な
い
、
な
ど
の 

。

　
そ
の
公
私
の
対
立
が
明
確
に
表
れ
る
の
が
「
直
躬
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

こ
の
「
直
躬
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
『
論
語
』『
韓
非
子
』
ど
ち
ら
に
も
収
録
さ
れ

て
お
り
、
同
じ
物
語
に
対
し
て
各
テ
キ
ス
ト
は
別
の
結
論
を
出
し
て
い
る
。
こ

の
物
語
の
結
論
の
付
け
方
の
差
異
を
読
み
取
る
こ
と
で
「
儒
家
」
と
「
法
家
」

の
「
正
し
さ
」
の
差
異
、
そ
し
て
そ
の
背
景
に
存
在
す
る
そ
れ
ぞ
れ
が
よ
り
ど

こ
ろ
と
す
る
「
正
し
さ
」
の
基
準
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
②

そ
の
対
話
を
通
し
て
他
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
知
る
」
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
の
認
識
を
持
っ
た
上
で
学
習
者
は
『
史
記
』
の
石
奢
の
物
語
と
対

峙
す
る
こ
と
と
な
る
。「
公
」
と
「
私
」、「
忠
」
と
「
孝
」
の
間
で
葛
藤
し
、
そ

の
結
果
自
ら
の
命
を
絶
つ
と
い
う
石
奢
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
そ
こ
に
決
し
て
両
立

で
き
な
い
二
つ
の
「
正
し
さ
」
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
そ
こ
に
「『
史
記
』
の
編
集
物
と
し
て
の
側
面
」
と
い
う
見
方
を
持
ち
こ
む
と
、

『
論
語
』『
韓
非
子
』
の
「
直
躬
」
の
テ
キ
ス
ト
が
自
ら
の
思
想
の
立
ち
位
置
を

明
確
化
し
、
教
訓
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、『
史
記
』
の
「
石
奢
」

意６

テ
キ
ス
ト
は
決
し
て
石
奢
の
行
動
の
是
非
を
結
論
付
け
な
い
。「
正
し
さ
」
の
答

え
を
提
示
し
な
い
。
そ
の
「
石
奢
」
の
テ
キ
ス
ト
を
通
し
て
既
習
の
「
私
」
を

重
ん
じ
る
儒
家
思
想
の
価
値
観
、「
公
」
を
重
ん
じ
る
法
家
思
想
の
価
値
観
を
再

認
識
し
、
司
馬
遷
の
「
石
奢
縦
父
而
死
、
楚
昭
名
立
（
石
奢
の
行
動
は
楚
の
昭

王
の
名
を
高
め
る
行
為
で
あ
っ
た
）。」
と
い
う
よ
う
に
「
公
」
の
側
面
か
ら
評

価
し
て
い
る
論
賛
と
対
話
し
な
が
ら
、
自
ら
の
結
論
を
出
す
、
あ
る
い
は
出
せ

な
い
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
自
ら
の
「
正
し
さ
」
と
い
う
曖
昧
な
概
念
を

相
対
化
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
、
そ
の
営
み
の
中
で
「
③
自
己
の
も
の
の
見
方
・

考
え
方
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
」
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

⑷
　
指
導
観

　
指
導
に
当
た
っ
て
は
、
内
容
を
読
み
取
り
、
そ
こ
か
ら
問
題
に
つ
い
て
考
え

さ
せ
る
際
に
、
句
法
等
も
押
さ
え
な
が
ら
学
習
を
進
め
て
い
く
た
め
に
、
テ
ス

ト
形
式
で
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
を
学
習
者
に
提
示
す
る
。
そ
し
て
話
の
概
要

を
つ
か
ん
だ
後
に
、
自
ら
の
意
見
を
持
ち
、
他
者
の
意
見
を
聞
く
た
め
の
協
同

学
習
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

⑸
　
単
元
の
目
標

・「
公
」
と
「
私
」
の
対
立
と
い
う
当
時
の
問
題
領
域
を
読
み
取
る
。

・「
正
し
さ
」
の
基
準
が
複
数
あ
る
こ
と
に
気
付
き
、
自
分
の
意
見
を
持
つ
。

⑹
　
指
導
計
画

　
第
一
次
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・『
論
語
』『
韓
非
子
』
そ
れ
ぞ
れ
の
「
直
躬
」
テ
キ
ス
ト
の
主
張
を
読
み
取

り
、「
公
」
と
「
私
」
の
対
立
と
い
う
当
時
の
問
題
領
域
を
認
識
す
る
。

第
二
次

　
・『
史
記
』
の
「
石
奢
」
テ
キ
ス
ト
を
読
解
し
、
編
集
者
と
し
て
石
奢
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
な
結
論
を
つ
け
る
か
考
え
、
自
分
の
意
見
を
書
い
て
発
表
す
る
。

⑺
　
授
業
の
実
際

　
今
回
こ
の
単
元
を
終
了
し
、
石
奢
の
と
っ
た
行
動
に
つ
い
て
批
評
す
る
と
い

う
活
動
の
中
で
出
て
き
た
学
習
者
の
意
見
を
分
析
す
る
と
、
学
習
者
各
々
の

「
正
し
さ
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
の
価
値
観
を
問
う
こ
と
な
く
、
今
持
っ
て
い

る
学
習
者
の
「
正
し
さ
」
の
価
値
基
準
に
沿
っ
て
石
奢
の
行
動
を
評
価
す
る
に

と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
反
省
点
が
生
じ
た
。
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
要

因
と
し
て
は
、

①
　
司
馬
遷
の
論
賛
に
つ
い
て
説
明
し
、
編
集
者
と
し
て
結
論
付
け
よ
う
と
い

う
活
動
（
問
い
）
が
裏
目
に
出
て
し
ま
っ
た
こ
と
。

②
　
物
語
の
背
景
に
存
在
す
る
「
公
」「
私
」
の
価
値
基
準
と
い
う
認
識
の
獲
得

に
重
き
を
置
い
て
、
石
奢
の
行
動
の
分
析
、
テ
キ
ス
ト
自
体
の
詳
細
な
読

解
に
時
間
を
か
け
な
か
っ
た
こ
と
。

と
い
う
二
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。「
価
値
を
創
造
す
る
た
め
の
自
ら
の
価
値
観
の
相

対
化
」
を
行
う
た
め
の
、
一
度
他
者
の
行
動
、
思
想
に
寄
り
添
う
と
い
う
プ
ロ

セ
ス
（
＝
な
ぜ
石
奢
は
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
詳
細
な

押
さ
え
）
が
欠
落
し
て
い
た
こ
と
が
大
き
い
問
題
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
中
で
も

親
よ
り
先
に
死
ぬ
こ
と
は
親
不
孝
で
す
。

自
分
を
逃
が
し
た
息
子
が
自
ら
監
獄
に
入
り
自
殺
し
た
こ
と
を
、
父
が
知
っ
た

ら
ど
う
思
う
こ
と
か
。

と
い
っ
た
も
の
の
よ
う
に
石
奢
の
父
に
目
を
向
け
、
父
親
に
寄
り
添
っ
て
考
え
、

「
同
化
」
の
視
点
を
持
っ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
孝
」
の
概
念
に
対

し
て
「
死
ぬ
こ
と
が
一
番
の
親
不
孝
」
と
い
う
視
点
で
言
及
で
き
て
お
り
、
漢

文
学
習
に
お
け
る
「
徳
目
」
を
知
識
と
し
て
で
は
な
く
、
自
ら
に
結
び
つ
く
概

念
で
あ
る
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、

（
石
奢
は
）
不
忠
義
者
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
次
か
ら
の
職
務
を
全
う
す
る
こ
と
が
忠
義
に
値
す
る
。

と
い
う
よ
う
な
、「
公
」
を
尊
重
す
る
な
ら
ば
王
の
命
令
に
背
く
べ
き
で
は
な
い

と
い
う
意
見
も
散
見
さ
れ
、
こ
の
意
見
は
今
回
わ
か
り
や
す
く
「
公
私
の
二
項

対
立
」
に
落
と
し
込
む
た
め
に
授
業
中
は
触
れ
な
か
っ
た
「
公
（
法
　
皇
帝

vs

権
）」
の
対
立
を
学
習
者
が
見
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

４
　
授
業
実
践
②
～
熊
本
県
立
球
磨
工
業
高
等
学
校
に
お

け
る
実
践
～

⑴
　
単
元
の
基
本
情
報

①
　
対
象
生
徒
：
熊
本
県
立
球
磨
工
業
高
等
学
校
２
年
生

②
　
時
期
：
２
０
１
７
年
７
月
（
１
学
期
）

③
　
単
元
名
：「
故
事
成
語
と
の
対
話
」～「
故
事
成
語
」
の
価
値
観
を
問
う
～

④
　
教
材
：
Ａ
「
推
敲
」（『
唐
詩
紀
事
』）
Ｂ
「
五
十
歩
百
歩
」（『
韓
非
子
』）

　
　
　
　
　
Ｃ
「
宋
襄
の
仁
」（『
戦
国
策
』）
Ｄ
「
杞
憂
」（『
列
子
』）
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⑵
　
学
習
者
観

　「
工
業
高
校
に
お
け
る
古
典
教
育
の
実 

」
の
中
で
竹
盛
氏
は
「『
古
典
を

や
っ
て
何
に
な
る
ん
な
ら
、
先
公
！
！
』
こ
の
よ
う
な
荒
々
し
い
声
が
拒
否
反

応
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
生
徒
達
か
ら
必
ず
発
せ
ら
れ
る
。
学
習
の
意
欲
と
習
慣

の
ほ
と
ん
ど
な
い
彼
ら
を
前
に
し
て
、
古
典
学
習
の
意
義
を
い
く
ら
唱
え
て
み

て
も
始
ま
ら
な
い
。
と
も
あ
れ
、
い
か
に
し
て
古
典
に
興
味
を
持
た
せ
、
授
業

に
参
加
さ
せ
て
い
く
か
が
、
先
決
で
危
急
の
問
題
で
あ
っ
た
。」
と
述
べ
、
工
業

高
校
で
の
授
業
実
践
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
工
業
高
校
に
お
け
る
授
業
で
学
習

者
の
興
味
関
心
を
い
っ
た
ん
失
っ
て
し
ま
う
と
、
も
う
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
感
覚
は
ま
だ
赴
任
し
て
１
学
期
を
終
え
た
だ
け
だ
が
、
私
自
身
も
実
感

と
し
て
感
じ
る
。
特
に
漢
文
と
い
う
苦
手
意
識
を
持
つ
に
は
こ
の
上
な
い
領
域

に
つ
い
て
は
尚
更
で
あ
る
。

　
今
私
が
勤
務
し
て
い
る
熊
本
県
立
球
磨
工
業
高
等
学
校
は
熊
本
県
の
南
部
、

人
吉
・
球
磨
地
区
に
あ
る
工
業
高
校
で
あ
り
、
生
徒
数
５
４
５
人
、
各
学
年
普

通
科
２
ク
ラ
ス
、
電
気
科
１
ク
ラ
ス
、
建
築
科
１
ク
ラ
ス
、
建
設
工
学
科
１
ク

ラ
ス
と
い
う
構
成
で
あ
り
、
男
女
の
比
率
は
男
子
９
対
女
子
１
と
い
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
生
徒
は
落
ち
着
い
て
お
り
、
学
習
意
欲
の
高
い
生
徒

も
散
見
さ
れ
る
が
、
学
習
意
欲
が
低
い
者
も
見
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
今
回
赴
任
し
て
私
が
一
番
感
じ
る
生
徒
の
特
徴
は
、「
イ
マ
コ
コ
」
以

外
へ
の
思
考
を
し
な
い
、
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
も
う
少
し
わ
か
り
や
す
く

言
う
と
「
具
体
的
、
個
別
的
思
考
」
は
得
意
だ
が
、「
抽
象
的
、
全
体
的
思
考
」

が
苦
手
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
評
論
や
小
説
の
授
業
に
お
い

て
抽
象
的
な
表
現
や
人
間
、
社
会
全
体
へ
の
投
げ
か
け
と
い
っ
た
文
章
に
は
興

味
を
示
さ
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
生
活
や
ク
ラ
ス
の
話
に
落
と
し
込
ん
で

際７

い
く
と
と
た
ん
に
興
味
を
示
す
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
前
任
校
で
も
そ
の
傾

向
は
あ
り
、
身
近
な
話
題
の
方
が
人
の
興
味
関
心
を
引
く
と
い
う
の
は
当
た
り

前
の
話
で
あ
る
が
、
特
に
こ
の
３
カ
月
間
そ
う
感
じ
る
場
面
が
多
く
あ
っ
た
。

　
楽
し
い
授
業
を
す
る
こ
と
が
目
標
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
章
表
現
の
あ
ら
ゆ
る

抽
象
や
社
会
へ
の
提
言
を
具
体
化
し
、
彼
ら
の
身
近
な
問
題
（
友
人
関
係
、
芸

能
ニ
ュ
ー
ス
、
恋
愛
話
…
…
）
に
落
と
し
込
み
、
ジ
ョ
ー
ク
を
交
え
た
授
業
を

す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
が
（
も
ち
ろ
ん
時
に
は
そ
の
よ
う
な
話
も
必
要
と
な
る
）、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
学
習
者
が
「fun

   
」
と
感
じ
る
授
業
で
あ
る
。
稿
者
は
国
語

の
授
業
で
は
「fun

   

」
で
は
な
く
、「interesting

           

」
を
目
指
し
た
い
。
そ
し
て

「
イ
マ
コ
コ
」
で
は
な
く
「
こ
れ
か
ら
の
人
間
や
社
会
の
在
り
方
」
に
「
も
の
づ

く
り
」
と
い
う
生
き
方
を
通
し
て
大
き
く
関
わ
っ
て
い
く
彼
ら
に
こ
そ
「
イ
マ

コ
コ
」
か
ら
少
し
離
れ
、
抽
象
的
に
「
社
会
」
や
「
人
間
」
と
い
っ
た
も
の
に

つ
い
て
思
考
し
て
ほ
し
い
。

　
そ
し
て
そ
の
際
に
教
材
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
が
、「
イ
マ
コ
コ
」
か
ら

「
タ
テ
」
に
お
い
て
も
「
ヨ
コ
」
に
お
い
て
も
か
け
離
れ
た
「
漢
文
」
で
あ
り
、

そ
の
中
で
も
「
イ
マ
コ
コ
」
に
わ
か
り
や
す
い
形
で
存
在
し
、「
二
千
年
以
上
も

前
の
外
国
の
故
事
と
今
の
自
分
の
生
活
を
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
で
、
ち
ょ
っ
と

だ
け
高
い
見
地
か
ら
、
今
の
自
分
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
で
き
る
」
故
事
成
語

こ
そ
彼
ら
を
「
イ
マ
コ
コ
」
か
ら
解
き
放
ち
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
高
い
視
点
か
ら

物
事
を
見
極
め
る
力
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考

え
、
授
業
を
構
想
し
た
。

⑶
　
教
材
観

　
多
く
の
故
事
成
語
学
習
「
成
語
」
の
背
景
と
な
っ
た
「
故
事
」
を
読
む
こ
と
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で
、
我
々
が
日
常
的
に
使
っ
て
い
る
言
葉
、
あ
る
い
は
初
め
て
知
っ
た
言
葉
が

様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と

で
学
習
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。

　
今
回
改
め
て
着
目
し
た
の
が
「
故
事
」
に
も
「
背
景
」
は
存
在
す
る
と
い
う

観
点
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
「
推
敲
」
に
つ
い
て
、
賈
島
が
漢
詩
の
表
現
に
お
い
て
「
推
」
と

「
敲
」
で
ず
っ
と
悩
み
続
け
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
背
景
に
は
「
賈
島
挙
に
赴

き
て
」
の
「
科
挙
」
と
い
う
社
会
制
度
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
社
会
制
度
も

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
当
時
の
価
値
観
や
思
想
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
科
挙
」
に
つ
い
て

　
科
挙
と
い
う
制
度
は
、
そ
れ
以
前
の
官
吏
登
用
法
に
比
べ
れ
ば
才
能
の
客

観
的
評
価
に
傾
く
と
は
い
え
、
そ
こ
で
測
ら
れ
る
経
書
の
教
養
や
詩
文
の
能

力
は
、
専
門
的
実
務
能
力
よ
り
む
し
ろ
全
人
格
的
な
優
越
性
の
表
れ
と
観
念

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
上
述
の
王
安
石
の
改
革
に
対
し
、
詩
賦
を
擁
護
し
た
蘇

軾
の
意
見
で
は
、
政
治
に
と
っ
て
は
詩
賦
も
策
も
ひ
と
し
く
無
用
で
あ
る
が
、

策
が
あ
り
き
た
り
の
論
点
の
つ
ぎ
は
ぎ
で
作
文
で
き
る
の
に
対
し
、
唐
以
来
、

詩
賦
に
よ
っ
て
い
く
た
の
名
臣
が
登
用
さ
れ
て
い
る
事
実
を
重
視
す
べ
き
だ

と
い
う
（『
蘇
軾
文
集
』
巻
二
五
、
議
学
校
貢
挙
状
）。
詩
作
に
必
要
な
知
力

が
、
政
治
的
手
腕
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
全

人
格
的
評
価
が
志
向
さ
れ
る
点
で
は
、
科
挙
も
ま
た
中
国
に
伝
統
的
な
徳
行

重
視
の
人
材
評
価
、
ひ
い
て
は
中
国
の
学
問
自
体
の
性
格
に
連
な
る
だ
ろ 

。

　
ま
た
、
Ｂ
「
五
十
歩
百
歩
」
や
Ｃ
「
宋
襄
の
仁
」
に
つ
い
て
も
当
時
の
「
戦
」

と
い
う
時
代
背
景
が
存
在
し
、
そ
の
現
代
の
日
本
の
高
校
生
か
ら
見
る
と
特
殊 う８

な
状
況
下
に
お
い
て
表
出
し
た
「
成
語
」
で
あ
る
。
最
後
の
Ｄ
「
杞
憂
」
に
つ

い
て
は
列
子
の
「
虚
を
尊
ぶ
」
と
い
う
思
想
が
背
景
に
存
在
す
る
こ
と
は
言
わ

ず
も
が
な
で
あ
る
が
、
当
時
の
天
地
観
、
宇
宙
観
な
ど
の
背
景
も
存
在
し
て
い

る
と
言
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
故
事
成
語
の
「
故
事
」
の
背
景
に
確
か
に
存
在
す
る
価
値
観
や

社
会
制
度
、
思
想
に
つ
い
て
学
習
者
に
調
べ
さ
せ
、
教
え
込
む
と
い
っ
た
学
習

が
有
意
義
で
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
が
、
そ
の
学
習
活
動
は
漢
文
へ
の
苦

手
意
識
を
「
助
長
」
す
る
も
の
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
み
な
し
、
今
回
は
学

習
者
の
実
態
を
考
慮
し
て
別
の
方
向
性
で
単
元
を
構
想
し
た
。
そ
れ
が

Ⅰ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
故
事
成
語
が
有
し
て
い
る
価
値
観
を
授
業
者
が
一
般
化
し
た

形
に
落
と
し
込
み
、

　
　
→
「
①
古
典
世
界
の
人
々
と
問
題
を
共
有
」

Ⅱ
，
そ
の
価
値
観
に
対
す
る
学
習
者
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
を
書
き
、
発
表
す
る
と

い
う
言
語
活
動
を
行
い
、

　
　
→
「
①
彼
ら
と
対
話
」「
③
自
己
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
に
つ
い
て
考
え

を
深
め
」
る

Ⅲ
，
自
ら
の
考
え
と
故
事
成
語
が
有
す
る
価
値
観
の
差
異
や
共
通
点
を
認
識
し
、

　
　
→
「
②
そ
の
対
話
を
通
し
て
他
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
知
る
」

Ⅳ
，
そ
の
違
い
（
共
通
点
）
か
ら
現
代
と
故
事
成
語
が
で
き
た
当
時
の
背
景
の

違
い
（
共
通
点
）
に
思
い
を
巡
ら
せ
る
。

　
　
→
「
②
そ
の
対
話
を
通
し
て
他
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
知
る
」

　
　
　
「
③
自
己
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
」
る

と
い
う
学
習
活
動
で
あ
る
。

　
Ⅰ
に
つ
い
て
は
学
習
者
の
実
態
に
合
わ
せ
た
工
夫
で
あ
る
。
難
し
い
問
い
を
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発
す
る
と
思
考
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
生
徒
が
多
い
た
め
、
で
き
る
だ
け
的
確
に
、

簡
潔
に
問
い
を
設
定
す
る
こ
と
を
心
が
け
た
。

　
Ⅱ
に
つ
い
て
は
ク
ラ
ス
に
お
い
て
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
を
好
む
者
が
多
い

と
い
う
学
習
者
の
強
み
を
生
か
し
、「
話
す
」
言
語
活
動
を
多
く
取
り
入
れ
る
こ

と
と
し
た
。

　
Ⅲ
・
Ⅳ
に
つ
い
て
は
最
後
の
授
業
で
ま
と
め
と
し
て
行
い
、
学
習
者
の
意
見

の
中
か
ら
差
異
が
見
出
し
や
す
い
意
見
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
考
え
さ
せ
た
。

⑷
　
指
導
観

　
指
導
に
当
た
っ
て
留
意
し
た
の
は
漢
文
教
材
の
学
習
者
へ
の
提
示
の
方
法
で

あ
る
。
今
回
、
主
と
な
る
テ
キ
ス
ト
「
推
敲
」
以
外
は
現
代
語
訳
さ
れ
た
も
の

を
学
習
者
に
テ
キ
ス
ト
と
し
て
提
示
し
た
。
そ
の
一
番
の
理
由
と
し
て
は
漢
文

教
材
へ
の
拒
否
反
応
を
な
く
し
、
テ
キ
ス
ト
の
正
確
な
内
容
把
握
を
促
し
た
い

と
い
う
理
由
が
あ
る
。
現
代
語
訳
で
内
容
を
理
解
し
た
上
で
、
グ
ル
ー
プ
学
習

等
の
協
同
学
習
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
、
学
習
者
の
興
味
関
心
を
保
つ
と
い

う
点
に
お
い
て
、
一
つ
の
故
事
成
語
に
つ
き
、
一
時
間
で
完
結
と
い
う
単
元
構

成
を
と
っ
た
。
一
つ
の
故
事
成
語
に
つ
い
て
じ
っ
く
り
と
取
り
組
む
と
い
う
授

業
ス
タ
イ
ル
は
テ
ス
ト
範
囲
で
も
あ
っ
た
「
推
敲
」
の
み
に
と
ど
め
た
。

⑸
　
単
元
の
目
標

・
故
事
成
語
の
成
立
の
背
景
に
存
在
す
る
当
時
の
価
値
観
や
考
え
方
に
気
づ
き
、

自
分
や
現
代
社
会
の
考
え
方
と
比
較
す
る
。

⑹
　
指
導
計
画
（
全
　
時
間
）

１０

・
第
一
次

　
○「
推
敲
」
の
内
容
を
押
さ
え
る

　（「
推
敲
」
に
出
て
く
る
重
要
語
、
句
法
を
押
さ
え
、「
推
敲
」
の
現
代
語
訳
を

確
認
す
る
。）

　
第
二
次

　
○「
推
敲
」
を
暗
誦
す
る
。

　（
教
科
書
補
助
プ
リ
ン
ト
等
を
用
い
な
が
ら
内
容
の
再
確
認
を
行
う
。）

・
第
三
次

　
○
故
事
成
語
の
価
値
観
を
読
み
取
り
、
そ
の
価
値
観
を
問
う
。

・「
推
敲
」「
五
十
歩
百
歩
」「
宋
襄
の
仁
」「
杞
憂
」
と
い
っ
た
四
つ
の
故
事
成

語
そ
れ
ぞ
れ
に
見
出
せ
る
価
値
観
を
読
み
取
り
、
自
分
の
意
見
を
持
っ
た
上

で
そ
れ
ぞ
れ
が
我
々
の
価
値
観
に
共
通
す
る
部
分
と
異
な
る
部
分
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
く
。

《
そ
れ
ぞ
れ
設
定
し
た
価
値
観
》

　「
推
敲
」…「
表
現
錬
磨
の
必
要
性
」

　「
五
十
歩
百
歩
」…「
逃
げ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
り
、
逃
げ
た
歩
数
の
多
寡
は
問

題
で
は
な
い
」

　「
宋
襄
の
仁
」…「
戦
い
の
場
に
お
い
て
無
用
な
礼
儀
や
情
け
は
不
要
」

　「
杞
憂
」…「
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
知
ろ
う
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
愚

か
だ
」
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⑺
　
授
業
の
実
際

「
推
敲
」
の
授
業
に
つ
い
て

　「
表
現
の
錬
磨
」
と
い
う
普
段
は
あ
ま
り
考
え
る
場
面
の
な
い
問
い
に
つ
い
て

学
習
者
た
ち
に
意
見
を
求
め
る
不
安
は
あ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
の
予
想
に
反
し
て

活
発
な
意
見
が
出
た
。
特
筆
す
べ
き
は
「
さ
ら
っ
と
思
い
つ
い
た
表
現
の
方
が

よ
い
」
の
理
由
で
「
時
間
が
か
か
る
」「
自
分
ら
し
さ
」
と
い
う
点
に
言
及
す
る

意
見
も
目
立
っ
た
。

「
五
十
歩
百
歩
」
の
授
業
に
つ
い
て

　
こ
の
授
業
に
お
い
て
は
「
逃
げ
る
こ
と
は
問
題
か
」
と
い
う
問
い
と
「
逃
げ

た
歩
数
は
本
当
に
問
題
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
二
つ
の
問
い
が
設
定
で
き
た

が
、「
そ
も
そ
も
逃
げ
る
こ
と
自
体
が
問
題
で
あ
り
、
逃
げ
た
歩
数
は
問
題
で
は

な
い
」
と
い
う
価
値
観
と
し
て
題
目
を
設
定
し
、
生
徒
の
意
見
を
求
め
た
。
す

る
と
や
は
り
意
見
と
し
て
は
「
逃
げ
る
こ
と
は
ダ
メ
」「
逃
げ
る
こ
と
は
ダ
メ

だ
が
、
逃
げ
た
歩
数
は
関
係
あ
る
と
思
う
」「
逃
げ
る
こ
と
も
時
に
は
必
要
」
と

い
う
三
段
階
に
分
か
れ
た
。

「
宋
襄
の
仁
」
の
授
業
に
つ
い
て

　
古
代
中
国
の
思
想
を
語
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
「
仁
」
を
「
思
い
や
り
」「
情

け
」「
礼
儀
」
と
い
う
ワ
ー
ド
に
落
と
し
込
み
、
問
い
を
設
定
し
た
が
、
当
初
の

予
想
通
り
部
活
動
を
必
死
に
取
り
組
ん
で
い
る
学
校
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ス

ポ
ー
ツ
に
た
と
え
て
、
自
分
の
経
験
を
交
え
て
意
見
を
述
べ
る
生
徒
が
多
か
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
議
論
の
中
で
「
戦
争
で
は
思
い
や
り
や
礼
儀
は
必
要
な
い
が
、

ス
ポ
ー
ツ
で
は
必
要
」「
戦
う
前
は
必
要
だ
が
、
戦
い
の
最
中
は
必
要
な
い
」
と

い
う
意
見
が
出
た
。

「
杞
憂
」
の
授
業
に
つ
い
て

　「
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
考
え
て
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
考
え
る
人

間
は
愚
か
で
あ
る
」
と
い
う
価
値
観
を
問
う
と
い
う
活
動
を
行
っ
た
が
、
授
業

前
の
予
想
と
し
て
は
「
昨
今
の
科
学
技
術
の
発
展
」
と
、「
生
徒
に
日
常
生
活
の

中
で
の
経
験
」
と
い
う
二
つ
の
方
向
性
が
予
想
さ
れ
た
。
結
果
と
し
て
は
後
者

に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
生
徒
が
多
く
な
っ
た
。

単
元
の
最
後
の
授
業
に
つ
い
て

　
こ
の
時
間
は
単
元
の
最
後
で
あ
っ
た
の
で
、
故
事
成
語
の
価
値
観
と
そ
れ
ぞ

れ
の
高
校
生
の
価
値
観
を
比
べ
、
そ
の
違
い
が
な
ぜ
生
じ
る
か
に
つ
い
て
分
析

さ
せ
、
書
か
せ
た
。

　
故
事
成
語
の
有
す
る
価
値
観
と
違
い
が
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
意
見
に
つ
い

て
そ
の
違
い
が
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
た
た
め
、

客
観
的
に
現
代
と
古
代
中
国
の
差
に
つ
い
て
考
え
た
意
見
が
多
く
見
ら
れ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
学
習
者
の
意
見
は
あ
く
ま
で
も
「
想
像
」
で
あ
る
。「
古
代

中
国
の
方
が
今
よ
り
も
時
間
が
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
て
い
る
」「
個
性
は
重
視
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
」
な
ど
勝
手
な
想
像
で
批
評
し
て
い
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
も

で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
学
習
者
そ
れ
ぞ
れ
の
古
代
中
国
、
あ
る
い
は
現
代
社

会
へ
の
「
固
定
観
念
」
と
し
て
捉
え
う
る
た
め
、
今
後
の
漢
文
の
授
業
に
お
い

て
こ
の
「
固
定
観
念
」
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
教
材
選
定
、
工
夫
を
施
し
て
い
く

必
要
性
を
実
感
し
た
。
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５
　
成
果
と
課
題

　
今
回
、
二
つ
の
実
践
を
試
み
た
が
、
そ
の
二
つ
に
共
通
す
る
目
的
は
前
述
し

た
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
者
の
「
イ
マ
コ
コ
」
を
相
対
化
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
り
、
そ
の
相
対
化
の
方
法
を
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
者
の
実
態
、
位
相
に
合
わ

せ
て
変
更
し
た
。

【
実
践
①
の
枠
組
み
】

【
実
践
②
の
枠
組
み
（
推
敲
の
場
合
）】

　
上
で
示
し
た
よ
う
に
実
践
①
に
関
し
て
は
あ
く
ま
で
も
テ
キ
ス
ト
内
部
の
石

奢
の
行
動
に
対
し
て
批
評
を
加
え
る
と
い
う
学
習
活
動
を
行
っ
た
。
そ
の
際
に

現
代
の
学
習
者
の
持
つ
指
標
、
価
値
基
準
の
み
で
勝
手
に
批
評
す
る
の
で
は
な

く
、
儒
家
思
想
や
法
家
思
想
と
い
っ
た
当
時
の
思
想
、
価
値
観
を
認
識
し
て
い

る
と
い
う
前
段
階
の
学
習
は
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
物
語
の
背
景

に
存
在
す
る
「
公
」「
私
」
そ
れ
ぞ
れ
の
「
正
し
い
」
の
基
準
も
学
ん
だ
上
で
自

ら
が
漠
然
と
持
っ
て
い
る
「
正
し
さ
」
の
価
値
基
準
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
批
評

を
行
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
他
の
学
習
者
や
司
馬
遷
の
論
賛
と
比
較
し
、
対
話
し
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て
い
く
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
者
の
価
値
観
の
相
対
化
を

図
っ
た
。

　
実
践
②
に
関
し
て
は
故
事
成
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
提
示
し
て
い

る
価
値
観
を
、
い
っ
た
ん
授
業
者
が
引
き
取
り
、
学
習
者
の
「
イ
マ
コ
コ
」
に

落
と
し
込
ん
だ
問
い
の
形
に
し
て
学
習
者
に
投
げ
か
け
た
。
学
習
者
は
そ
の
問

い
に
関
し
て
自
ら
の
経
験
や
知
識
を
参
考
に
し
て
理
由
を
含
め
た
形
で
答
え
を

出
し
た
。
こ
こ
で
一
つ
の
学
習
活
動
と
し
て
は
成
立
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
こ
で
出
さ
れ
た
学
習
者
の
答
え
は
現
代
社
会
の
「
イ
マ
コ
コ
」
の
社
会

制
度
や
価
値
観
が
内
在
化
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
内

部
に
広
が
る
当
時
の
社
会
制
度
や
背
景
、
文
化
を
度
外
視
し
て
導
き
出
さ
れ
た

答
え
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
明
確
な
差
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
加
藤
氏
の
述
べ

る
「
リ
ン
ク
感
覚
」
と
い
う
表
現
を
借
り
る
と
「
リ
ン
ク
し
て
（
別
々
の
も
の

が
つ
な
が
れ
て
）
い
る
」「
そ
こ
に
は
差
異
が
確
か
に
存
在
す
る
」
と
い
う
こ

と
を
認
識
す
る
こ
と
か
ら
自
己
の
相
対
化
は
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点

を
授
業
者
が
は
っ
き
り
と
認
識
し
、「
イ
マ
コ
コ
」
の
価
値
観
が
内
在
化
し
た
答

え
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
二
つ
の
考
え
方
に
差
が
生
ま
れ
る
理
由
（
＝
背
景
の

違
い
）
に
つ
い
て
、
生
徒
が
認
識
す
る
と
い
う
仕
掛
け
を
施
し
た
。
つ
ま
り
、

テ
キ
ス
ト
内
部
の
価
値
観
と
自
ら
の
価
値
観
の
違
い
は
「
イ
マ
コ
コ
」
と
テ
キ

ス
ト
内
部
に
広
が
る
背
景
の
差
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
単
元
を
通
し
て

学
習
者
が
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
学
習
者
は

自
ら
の
答
え
、
さ
ら
に
は
価
値
観
を
相
対
化
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
実
践
①
、
②
に
お
い
て
学
習
者
の
実
態
、
位
相
に
合
わ
せ
て

異
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
設
定
し
た
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
目
的
は
学
習
者
の

「
イ
マ
コ
コ
」
の
相
対
化
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
イ
マ
コ
コ
」
か
ら
学
習

者
を
飛
翔
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
生
き
る
社
会
や
考
え
方
を
相
対
化
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
学
習
の
積
み
重
ね
に
よ
り
「
イ
マ
コ
コ
（
＝

自
分
と
自
分
を
取
り
巻
く
社
会
）」
の
相
対
化
が
可
能
と
な
る
と
い
う
観
点
に
お

い
て
「
古
典
の
意
義
や
価
値
」
に
つ
い
て
自
ず
と
学
習
者
は
深
く
考
え
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
本
実
践
で
は
少
し
だ
け
そ
の
可
能
性
を
見
出

せ
た
。

　
今
回
の
二
つ
の
実
践
に
お
け
る
課
題
は
随
所
に
見
ら
れ
る
が
中
で
も
最
も
考

え
る
べ
き
は
、
田
中
宏
幸
氏
の
述
べ
る
「
第
一
は
、
古
典
と
ど
の
よ
う
に
出
会

わ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
品
と
出
会
う
と
き
に
は
、
い
っ
た
ん
作
品

に
同
化
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
手
立
て
を
ど
う
す
る
か
と
い

う
課
題
で
あ 

。」
と
い
う
点
に
つ
い
て
そ
の
「
同
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
が
手
薄
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
実
践
①
に
つ
い
て
は
テ
キ
ス
ト
外
の
「
公
」「
私
」
に
つ
い

て
の
儒
家
、
法
家
の
価
値
基
準
を
押
さ
え
る
プ
ロ
セ
ス
に
重
点
を
置
い
た
た
め
、

『
史
記
』
テ
キ
ス
ト
の
石
奢
の
物
語
内
部
で
の
行
動
を
押
さ
え
る
プ
ロ
セ
ス
を
急

ぎ
足
で
進
め
て
し
ま
っ
た
。

　
ま
た
、
実
践
②
に
お
い
て
は
学
習
者
の
実
態
に
合
わ
せ
て
一
時
間
で
一
つ
の

テ
キ
ス
ト
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
も
現
代
語
訳
と
い
う
方
法
を
用
い
た
た
め
、
テ
キ

ス
ト
内
部
の
登
場
人
物
た
ち
の
細
か
な
言
葉
の
言
い
回
し
や
、
行
動
に
つ
い
て

の
押
さ
え
は
不
十
分
で
あ
る
。
実
践
②
の
学
習
者
の
感
想
を
見
て
も
明
ら
か
な

よ
う
に
「
故
事
成
語
の
価
値
観
を
問
う
」
と
い
う
学
習
活
動
で
「
故
事
成
語
テ

キ
ス
ト
と
の
対
話
」
を
目
指
し
た
が
、「
故
事
成
語
テ
キ
ス
ト
を
媒
介
と
し
て
学

習
者
同
士
の
価
値
観
を
ぶ
つ
か
り
合
わ
せ
る
」
と
い
う
学
習
活
動
の
趣
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
感
が
否
め
な
い
。「
漢
文
の
世
界
に
親
し
む
」
と
い
う
ス
タ
ー
ト
と

る９
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し
て
は
良
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
回
の
目
標
で
あ
る
「
価
値
観
の
相
対
化
」

と
い
う
観
点
で
見
る
と
同
じ
地
区
の
同
じ
高
校
の
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
の
対
話
で

終
わ
っ
て
は
「
価
値
観
の
相
対
化
」
の
レ
ベ
ル
と
し
て
は
低
い
も
の
と
な
っ
て

し
ま
う
。
学
習
者
の
実
態
と
目
指
す
も
の
の
し
っ
か
り
見
定
め
て
こ
の
単
元
を

生
か
せ
る
さ
ら
な
る
単
元
づ
く
り
、
授
業
づ
く
り
の
必
要
性
を
感
じ
た
。

６
　
お
わ
り
に
～
協
議
を
終
え
て

　
本
実
践
は
「
価
値
観
の
相
対
化
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、
位
相
の
異
な
る

高
校
で
方
法
や
目
標
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
授
業
を
構
想
、
実
践
し
た
。
そ

の
際
に
授
業
構
想
の
時
点
で
欠
落
し
て
い
た
ポ
イ
ン
ト
に
協
議
の
中
で
気
づ
い

た
。
そ
れ
が
「
追
体
験
」
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
を
読
む
と
い
う
行

為
に
は
テ
キ
ス
ト
内
の
登
場
人
物
の
行
動
や
筆
者
、
作
者
の
思
考
過
程
を
「
追

体
験
」
し
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
「
わ
か
る
、
共
感
で
き
る
」
と
い
う
感
情

と
「
わ
か
ら
な
い
、
納
得
で
き
な
い
」
と
い
っ
た
も
や
も
や
と
し
た
感
情
を
味

わ
い
な
が
ら
、
テ
キ
ス
ト
へ
の
同
化
と
異
化
を
繰
り
返
し
、
テ
キ
ス
ト
と
対
峙

す
る
と
い
う
要
素
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
「
自

ら
の
価
値
観
の
相
対
化
」
を
無
意
識
に
行
う
の
で
あ
る
。
そ
の
営
み
を
軽
視
し

て
い
な
か
っ
た
か
、
教
師
側
が
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
急
ぎ
足
で
進
め
、
結
論
を
求

め
す
ぎ
て
は
い
な
か
っ
た
か
と
今
回
の
実
践
を
省
み
た
。

　
ま
た
、
と
も
に
学
ん
で
ゆ
く
仲
間
（
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
）
と
の
対
話
と
い
う
点

に
お
い
て
も
目
の
前
に
存
在
す
る
価
値
観
や
物
語
の
批
評
で
意
見
を
ぶ
つ
け
合

う
だ
け
で
は
な
く
、「
と
も
に
テ
キ
ス
ト
を
追
体
験
し
、
読
み
進
め
て
い
く
仲

間
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
深
い
学
び
を
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
者
に

も
た
ら
し
て
ゆ
く
の
だ
と
再
認
識
し
た
。

　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
、
ま
だ
教
員
四
年
目
の
若
輩
者
に
こ
の
広
島

大
学
教
育
学
部
国
語
研
究
学
会
・
研
究
協
議
会
で
の
発
表
の
機
会
を
い
た
だ
き

ま
し
た
こ
と
、
大
変
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学

研
究
科
の
佐
藤
大
志
先
生
に
実
践
の
段
階
か
ら
発
表
に
い
た
る
ま
で
多
大
な
る

ご
指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
佐
藤
先
生
を
は
じ
め
、
諸
先
生
方
か
ら
い
た
だ
い
た
ご
意
見
や
ア
ド
バ
イ
ス

は
今
後
の
私
自
身
の
国
語
教
育
と
の
向
き
合
い
方
に
つ
い
て
大
き
な
指
針
と
な

り
ま
し
た
。
今
後
と
も
よ
り
よ
い
授
業
構
築
、
実
践
が
で
き
る
よ
う
目
の
前
の

生
徒
た
ち
と
、
教
材
テ
キ
ス
ト
と
向
き
合
っ
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ

に
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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