
１
　
は
じ
め
に

　
平
成
三
十
年
度
七
月
に
告
示
さ
れ
た
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
　
総

則
」
に
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
を
も
と
に
、
次

の
よ
う
に
「
主
体
的
な
学
び
」「
対
話
的
な
学
び
」「
深
い
学
び
」
が
定
義
さ
れ

て
い
る
。

①
　
学
ぶ
こ
と
に
興
味
や
関
心
を
持
ち
、
自
己
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
方
向
性

と
関
連
付
け
な
が
ら
、
見
通
し
を
も
っ
て
粘
り
強
く
取
り
組
み
、
自
己
の

学
習
活
動
を
振
り
返
っ
て
次
に
つ
な
げ
る
「
主
体
的
な
学
び
」
が
実
現
で

き
て
い
る
か
と
い
う
視
点
。

②
　
子
供
同
士
の
協
働
、
教
職
員
や
地
域
の
人
と
の
対
話
、
先
哲
の
考
え
方

を
手
掛
か
り
に
考
え
る
こ
と
等
を
通
じ
、
自
己
の
考
え
を
広
げ
深
め
る

「
対
話
的
な
学
び
」
が
実
現
で
き
て
い
る
か
と
い
う
視
点
。

③
　
習
得
・
活
用
・
探
究
と
い
う
学
び
の
過
程
の
中
で
、
各
教
科
等
の
特
質

に
応
じ
た
「
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
な
が
ら
、
知
識
を
相
互
に
関
連

付
け
て
よ
り
深
く
理
解
し
た
り
、
情
報
を
精
査
し
て
考
え
を
形
成
し
た
り
、

問
題
を
見
い
だ
し
て
解
決
策
を
考
え
た
り
、
思
い
や
考
え
を
基
に
創
造
し

た
り
す
る
こ
と
に
向
か
う
「
深
い
学
び
」
が
実
現
で
き
て
い
る
か
と
い
う

視
点
。

　
古
典
の
授
業
に
還
元
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
①

に
関
し
て
は
、「
学
習
者
個
人
が
古
典
と
の
つ
な
が
り
を
主
体
的
に
見
い
だ
し
て

い
く
こ
と
」。
②
に
関
し
て
は
、「
学
習
者
が
古
典
を
も
と
に
し
た
対
話
を
通
じ

て
、
時
代
や
周
り
の
つ
な
が
り
の
垣
根
を
超
え
て
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
」。
③

に
関
し
て
は
、「
学
習
者
が
古
典
を
深
く
探
求
し
て
い
く
こ
と
」。
以
上
の
三
つ

に
考
え
ら
れ
る
。
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「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
刊
）

【
第
　
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
２

５９
「
主
体
的
な
学
び
」「
対
話
的
な
学
び
」「
深
い
学
び
」
を
実
現
す
る

授
業
の
研
究

─
─
古
典
と
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そ
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こ
れ
ら
三
つ
の
観
点
を
意
識
し
た
授
業
と
は
、
ど
の
よ
う
な
授
業
な
の
か
。

平
成
三
十
年
度
改
訂
の
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
　
国
語
編
」
の
引
用

部
の
つ
づ
き
に
は
、「
我
が
国
の
優
れ
た
教
育
実
践
に
見
ら
れ
る
普
遍
的
な
視
点

を
学
習
指
導
要
領
に
明
確
な
形
で
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。」
と
あ
る
。
傍
線
部

に
着
目
し
て
分
か
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
授
業
実
践
の

中
に
、
三
つ
の
観
点
を
含
ん
だ
授
業
の
視
座
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
古
典
教
育
に
お
け
る
教
育
実
践
に
つ
い
て
は
、
大
村
は
ま
、

渡
邊
春
美
、
後
藤
弘
子
、
金
子
直
樹
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
者
か
ら
提
案
が
な

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
授
業
実
践
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
、

古
典
を
身
近
な
存
在
と
し
て
成
立
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
な
ぜ
古
典
を
身
近
な
存
在
に
す
る
必
要
性
が
あ
る
の
か
。
そ
の
一
つ
の
要
因

は
、
学
習
者
と
古
典
と
の
距
離
が
離
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
原
（
１

９
８
５
）
に
お
い
て
は
、
高
校
現
場
の
生
徒
の
古
典
離
れ
の
実
体
を
述
べ
た
後

に
、
次
の
よ
う
に
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

　
な
ぜ
な
ら
古
典
に
触
れ
、
古
典
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
で
は
、
自

分
の
方
か
ら
古
典
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
点
で
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に

な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
古
典
の
方
か

ら
、
現
在
の
私
ど
も
に
近
づ
い
て
く
る
工
夫
。
い
い
か
え
る
と
現
在
の
日
常

の
中
に
、
古
典
を
見
い
出
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
、
学
習
者
に
と
っ
て
古
典
を
身
近
な
存
在
に
す
る
観
点
と
し
て
、

「
日
常
性
の
中
に
、
古
典
を
見
い
出
」
す
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
渡
邊
（
２
０
１
８
）
は
、
古
典
離
れ
の
実
態
に
対
し
て
、「
高
等
学
校
に
お
け

る
古
典
の
授
業
に
対
し
て
興
味
・
関
心
を
持
た
な
い
学
習
者
が
増
加
し
、
古
典

離
れ
、
古
典
嫌
い
に
い
た
っ
て
い
る
と
い
う
実
態
の
報
告
は
、
戦
後
の
早
い
時

期
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
」
と
し
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て

い
る
。

　
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
古
典
を
優
れ
た
典
型
、
範
型
で
あ
る
と
す
る

「
典
型
概
念
」
と
し
て
の
古
典
観
に
基
づ
く
古
典
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
「
典
型
概
念
」
に
基
づ
く
古
典
教
育
は
、
先
験
的
に
古
典
の
普

遍
的
価
値
を
認
め
る
た
め
に
、
教
え
込
み
に
陥
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
が
、

生
き
生
き
と
想
像
し
、
そ
れ
を
意
味
づ
け
、
価
値
づ
け
る
べ
き
、
主
体
的
な

古
典
の
読
み
を
損
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。

　
古
典
の
価
値
観
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
存
在
し
、
そ
れ
を
読
み
取
っ
て
い
く
と
い

う
古
典
観
が
、
古
典
離
れ
の
原
因
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
典
型
概

念
」
で
は
な
く
、
益
田
勝
実
の
「
関
係
概
念
」
と
い
う
古
典
観
へ
の
変
換
を
提

案
し
て
い
る
。

　
益
田
勝
美
は
、「
古
典
は
こ
と
ば
の
契
機
を
通
し
、
文
学
と
し
て
機
能
さ
せ

る
こ
と
で
、
現
代
を
生
き
抜
き
、
未
来
を
開
拓
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る
時

出
現
す
る
」
と
し
、
古
典
を
「
関
係
概
念
あ
る
い
は
機
能
概
念
」
と
し
た
。

「
関
係
概
念
」
と
し
て
の
古
典
観
は
、
読
み
手
が
古
典
を
読
み
、
意
味
づ
け
、

価
値
を
見
い
出
す
こ
と
を
と
お
し
て
古
典
と
の
間
に
関
係
性
が
築
か
れ
た
時
、

古
典
は
初
め
て
古
典
と
な
る
と
す
る
古
典
観
で
あ
る
。
古
典
は
、
学
習
者
の
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積
極
的
、
主
体
的
な
読
み
に
よ
っ
て
個
々
の
中
に
立
ち
上
が
り
、
意
味
づ
け

ら
れ
、
学
習
者
の
生
活
と
精
神
を
相
対
化
し
、
認
識
、
感
動
、
示
唆
、
指
針
、

反
省
を
新
た
に
さ
せ
る
。
古
典
の
価
値
は
、
先
験
的
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

学
習
者
の
主
体
的
な
読
み
に
よ
っ
て
創
造
的
に
見
い
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
古
典
観
を
「
関
係
概
念
」
と
し
て
の
古
典
観
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
に
す

る
。

　「
学
習
者
の
主
体
的
な
読
み
に
よ
っ
て
創
造
的
に
」
古
典
を
読
み
取
っ
て
い
く

点
に
、
古
典
離
れ
を
改
善
し
、
古
典
を
身
近
な
存
在
に
す
る
観
点
が
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る
。

　
以
上
か
ら
、
学
習
者
が
古
典
を
身
近
な
存
在
と
し
て
、
主
体
的
に
、
創
造
的

に
読
め
る
授
業
が
、
提
案
す
べ
き
授
業
の
観
点
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
し
て
、
学
習
者
が
自
ら
古
典
の
価
値
を
見
つ
け
、
古
典
と
の
関
係
性
を
築
い

て
い
く
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、「
主
体
的
な
学
び
」「
対
話
的
な
学
び
」「
深
い

学
び
」
の
三
観
点
を
達
成
し
て
い
く
授
業
に
な
り
得
る
と
考
え
る
。

２
　
授
業
の
基
準

　
授
業
を
行
う
上
で
、
授
業
が
「
主
体
的
な
学
び
：
学
習
者
個
人
が
古
典
と
の

つ
な
が
り
を
主
体
的
に
見
い
だ
し
て
い
く
こ
と
」「
対
話
的
な
学
び
：
学
習
者
が

古
典
を
も
と
に
し
た
対
話
を
通
じ
て
、
時
代
や
周
り
の
つ
な
が
り
の
垣
根
を
超

え
て
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
」「
深
い
学
び
：
学
習
者
が
古
典
を
深
く
探
求
し
て

い
く
こ
と
」
を
達
成
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
設
け
る
。

　
渡
邊
（
２
０
１
８
）
は
、「
古
典
教
育
の
基
本
」
と
し
て
、
以
下
の
７
つ
の
観

点
を
示
し
て
い
る
。

①
学
習
者
の
興
味
・
関
心
、
問
題
意
識
の
重
視

　
ア
　
学
習
者
の
興
味
・
関
心
、
問
題
意
識
の
喚
起
、
維
持
、
発
展

②
教
材
の
開
発
・
選
定
・
編
成

　
イ
　
認
識
深
化
と
学
力
育
成
の
た
め
の
教
材
化

③
主
体
的
学
習
の
保
障
　
段
階
的
指
導
過
程

　
ウ
　
目
標
の
二
重
化
に
よ
る
、
基
本
（
一
斉
学
習
）→
応
用
（
グ
ル
ー
プ
学

習
）→
ま
と
め
→
発
展
（
個
別
学
習
）
の
段
階
的
指
導
過
程

④
学
力
育
成

　
エ
　
国
語
学
力
の
育
成
、
課
題
解
決
力
、
情
報
操
作
力
の
育
成

　
オ
　
学
び
の
方
法
を
身
に
つ
け
た
主
体
的
な
学
習
者
の
育
成

⑤
協
働
的
学
習

　
カ
　
学
習
者
の
主
体
的
協
働
学
習
、
課
題
解
決
学
習

⑥
創
造
的
読
み
と
批
評

　
キ
　
古
典
教
材
と
学
習
者
と
の
関
係
性
の
創
造

　
ク
　
学
習
者
の
主
体
的
活
動
に
よ
る
古
典
の
価
値
の
創
造
的
発
見

　
ケ
　
教
材
と
学
習
者
の
対
話
、
学
習
者
間
の
交
流

　
コ
　
古
典
の
読
み
（
読
解
←
→
解
釈
←
→
批
評
）
と
内
化

⑦
古
典
の
批
評
を
と
お
し
た
内
化

　
サ
　〈
古
典
〉
の
批
評

　
シ
　
自
己
評
価

　
こ
れ
ら
は
、
指
導
者
側
の
観
点
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。
学
習
者
側
の
観
点

に
抽
出
し
、
三
観
点
に
合
わ
せ
て
次
に
示
す
。
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Ⅰ「
主
体
的
な
学
び
：
学
習
者
個
人
が
古
典
と
の
つ
な
が
り
を
主
体
的
に
見
い

だ
し
て
い
く
こ
と
」
は
、
ア
と
ク
と
ケ
か
ら
、「
古
典
の
教
材
に
興
味
関
心

を
抱
き
、
主
体
的
に
古
典
の
価
値
を
創
造
し
、
教
材
と
対
話
で
き
る
こ
と
」。

Ⅱ「
対
話
的
な
学
び
：
学
習
者
が
古
典
を
も
と
に
し
た
対
話
を
通
じ
て
、
時
代

や
周
り
の
つ
な
が
り
の
垣
根
を
超
え
て
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
」
は
、
カ

と
ケ
か
ら
、「
学
習
者
間
で
の
交
流
が
生
ま
れ
、
古
典
と
の
対
話
を
充
実
さ

せ
た
も
の
と
す
る
こ
と
」。

Ⅲ「
深
い
学
び
：
学
習
者
が
古
典
を
深
く
探
求
し
て
い
く
こ
と
」
は
、
コ
と
サ

と
シ
か
ら
、「
古
典
の
世
界
と
学
習
者
の
世
界
が
広
げ
、
批
判
的
に
古
典
を

捉
え
る
こ
と
」。

　
以
上
の
三
つ
の
観
点
が
学
習
者
の
学
び
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
授
業
が
、「
主

体
的
な
学
び
」「
対
話
的
な
学
び
」「
深
い
学
び
」
を
達
成
し
て
い
る
と
す
る
。

３
　
授
業
実
践
に
関
し
て

（
１
）
単
元
の
基
本
情
報

○
学
年
：
岐
阜
県
立
大
垣
北
高
等
学
校
１
年
生

○
時
期
：
平
成
　
年
　
月
～
　
月
（
全
６
時
間
）

２９

１０

１１

○
単
元
名
：「
み
や
び
」
に
潜
む
古
典
世
界
に
迫
る
。

○
学
習
材
：「
筒
井
筒
」
東
京
書
籍
　
国
語
総
合
　
古
典
編

（
２
）
学
習
材
に
つ
い
て

　
今
回
扱
う
『
伊
勢
物
語
』「
筒
井
筒
」
は
、
恋
愛
事
情
、
結
婚
事
情
、
伊
勢
物

語
で
語
ら
れ
る
「
み
や
び
」
な
ど
、
時
代
の
価
値
観
が
古
典
の
中
に
潜
ん
で
い

る
。
具
体
的
に
示
す
と
主
人
公
の
男
と
幼
な
じ
み
の
筒
井
筒
の
女
は
結
婚
を
誓

い
合
い
、
成
人
し
た
後
に
二
人
は
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
筒
井
筒

の
女
の
親
が
亡
く
な
り
、
家
が
没
落
し
始
め
る
と
、
男
は
貧
し
さ
や
ふ
が
い
な

さ
に
疑
問
を
抱
き
、
高
安
の
女
の
所
へ
通
い
始
め
る
。
高
安
の
女
は
、
は
じ
め

は
奥
ゆ
か
し
げ
に
振
る
舞
っ
て
い
た
も
の
の
後
に
は
だ
ら
し
な
い
ひ
な
び
な
部

分
を
出
し
始
め
、
そ
れ
を
見
た
男
は
高
安
の
女
か
ら
心
が
離
れ
て
い
く
。

　
一
方
、
高
安
の
女
の
所
へ
通
っ
て
い
く
こ
と
を
知
り
な
が
ら
も
筒
井
筒
の
女

は
、
化
粧
を
し
、
山
を
越
え
て
い
く
男
を
思
う
歌
を
詠
む
。
こ
の
筒
井
筒
の
女

の
み
や
び
な
部
分
を
感
じ
た
男
は
再
び
筒
井
筒
の
女
の
も
と
へ
戻
っ
て
い
く
話

で
あ
る
。
こ
の
中
で
は
、
女
の
家
の
裕
福
さ
が
結
婚
相
手
の
男
の
富
や
社
会
的

地
位
を
き
め
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
伊
勢
物
語
の
重
要
な
観
点
で

あ
る
み
や
び
の
こ
こ
ろ
を
持
っ
た
女
性
が
最
後
に
幸
せ
を
手
に
す
る
と
い
う
こ

と
も
語
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
学
習
材
の
観
点
は
高
校
生
に
と
っ
て
も
扱
い
や
す
い
領
域
だ
と
考
え
る
。

男
と
女
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
学
習
者
の
身
近
に
も
存
在
し
、
生
活
の
中
で
も

話
題
に
上
が
り
や
す
い
。
従
っ
て
、
学
習
者
は
意
識
高
く
、
自
ら
進
ん
で
読
み

を
展
開
す
る
と
考
え
る
。
す
る
と
、
学
習
者
の
身
近
に
存
在
し
て
い
る
「
恋
愛
」

と
い
う
観
点
と
古
典
の
世
界
に
描
き
出
さ
れ
た
「
恋
」
と
い
う
観
点
が
、
学
習

者
の
読
み
の
中
で
、
錯
綜
し
は
じ
め
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
。
そ
こ
に
、
現

代
の
価
値
観
で
は
説
明
の
し
が
た
い
古
典
で
語
ら
れ
て
い
る
価
値
観
が
存
在
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
気
づ
き
、
古
典
世
界
へ
の
主
体
的
な
学
び
が
生
ま
れ

初
め
、
伊
勢
物
語
で
描
か
れ
て
い
る
「
み
や
び
」
を
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
へ

と
つ
な
が
る
と
考
え
る
。
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学
習
者
が
、
現
代
の
『
恋
愛
』
と
王
朝
時
代
の
『
恋
』
と
い
う
、
文
化
的
背

景
の
異
な
る
観
点
を
も
っ
て
読
む
こ
と
は
、『
み
や
び
』
の
解
釈
を
よ
り
深
め
て

い
く
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
伊
勢
物
語
の
古
典
常
識
と
し
て
の
「
み
や
び
」
と

し
て
「
洗
練
さ
れ
た
美
的
意
識
で
あ
り
、
貴
族
的
な
教
養
と
美
意
識
」
と
い
う

言
葉
と
し
て
だ
け
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
学
習
者
の
身
近
な
価
値
観
と
結
び

つ
い
た
言
葉
と
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
実
感
を
伴
っ
た
こ
と
ば
の
学
び
に
な
る
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
学
習
者
が
考
え
て
い
く
中
で
、
自
分
の
価
値

観
も
見
つ
け
出
し
、
学
習
者
の
世
界
観
に
変
化
を
与
え
、
こ
と
ば
を
豊
か
に
す

る
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
学
習
活
動
が
、
学
習
者
を
古
典
の
世
界
か
ら
遠
ざ
け

る
こ
と
な
く
、
学
習
者
が
自
ら
の
問
い
と
古
典
に
語
ら
れ
て
い
る
問
題
領
域
と

を
関
わ
ら
せ
て
読
み
、
様
々
な
価
値
を
見
つ
け
出
し
て
い
く
読
み
の
礎
を
築
く

と
考
え
る
。

（
３
）
授
業
方
法

　
一
つ
目
と
し
て
、
学
習
者
の
身
近
な
存
在
と
し
て
の
古
典
を
意
識
づ
け
る
た

め
に
、
恋
愛
漫
画
を
例
と
し
て
出
し
た
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
筒
井
筒
の

中
に
表
わ
れ
て
い
る
男
女
の
関
係
性
と
恋
愛
漫
画
の
男
女
の
関
係
性
は
、
似
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
の
異
同
が
学
習

者
の
読
み
を
深
め
て
い
く
装
置
と
し
て
働
く
と
考
え
る
。
例
と
し
て
出
し
た
漫

画
は
、「
キ
ミ
の
と
な
り
で
青
春
中
」。
こ
の
漫
画
は
、
幼
な
じ
み
と
最
終
的
に

結
ば
れ
る
恋
愛
が
描
か
れ
て
い
る
。「
筒
井
筒
」
に
ス
ト
ー
リ
ー
性
が
類
似
し
て

い
る
た
め
用
い
た
。
も
う
一
つ
の
漫
画
と
し
て
、「
マ
イ
ル
ノ
ビ
ッ
チ
」。
こ
れ

は
、
恋
愛
漫
画
の
描
か
れ
方
の
視
点
が
他
の
作
品
と
違
い
、
作
者
の
意
図
が
掴

み
や
す
い
と
考
え
、
取
り
上
げ
た
。
作
者
の
意
図
に
関
し
て
は
、
こ
の
次
に
述

べ
る
。

　
二
つ
目
は
、
古
典
も
漫
画
も
作
者
の
意
図
が
あ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う

観
点
か
ら
読
み
深
め
て
い
く
と
い
う
観
点
で
あ
る
。「
マ
イ
ル
ノ
ビ
ッ
チ
」
の
裏

表
紙
に
は
作
者
の
コ
メ
ン
ト
が
書
き
記
し
て
あ
り
、
そ
の
作
品
を
描
く
目
標
が

「
恋
愛
指
南
手
引
き
漫
画
で
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
学
習
者
に
提
示
す
る
こ
と
で
、

漫
画
も
古
典
も
あ
る
意
図
が
あ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
部
分
は
共
通
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
観
点
を
示
し
た
理
由
は
、
古
典
作
品
も
現

代
の
作
品
も
意
図
が
あ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
変
わ
っ
て
い
な
い

こ
と
を
学
習
者
に
実
感
さ
せ
、
現
代
の
文
学
作
品
を
読
む
こ
と
に
近
づ
け
て
、

古
典
に
向
き
合
わ
せ
ら
れ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

（
４
）
単
元
計
画

【
第
一
次
】

・
歌
物
語
の
概
要
、
伊
勢
物
語
の
概
要
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

・
本
文
の
範
読
を
聞
い
た
後
に
、
音
読
を
行
い
、
的
確
に
音
読
で
き
る
よ
う
に

す
る
。

・
予
習
で
行
っ
て
き
た
訳
の
確
認
を
行
う
。
確
認
を
行
う
際
は
、
助
動
詞
に
注

意
し
て
訳
せ
て
い
る
の
か
を
ペ
ア
で
確
認
す
る
。

【
第
二
次
】

・
昔
男
と
筒
井
筒
の
女
の
幼
少
期
の
場
面
に
つ
い
て
、
本
文
を
古
典
文
法
・
古

文
単
語
に
気
を
つ
け
て
訳
し
、
物
語
の
内
容
を
つ
か
む
。

・
背
の
高
さ
と
髪
の
毛
の
長
さ
の
関
係
性
か
ら
男
と
女
が
結
婚
適
齢
期
に
な
っ

た
こ
と
を
理
解
す
る
。

・
幼
少
期
か
ら
の
結
婚
願
望
が
実
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
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【
第
三
次
】

・
昔
男
が
浮
気
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
を
見
守
る
筒
井
筒
の
女
の
和
歌
が
詠

ま
れ
る
場
面
に
つ
い
て
、
本
文
を
古
典
文
法
・
古
文
単
語
に
気
を
つ
け
て
訳

し
、
物
語
の
内
容
を
つ
か
む
。

・
男
が
高
安
の
女
の
所
へ
通
う
よ
う
に
な
っ
た
理
由
で
あ
る
通
い
婚
と
女
系
制

度
の
社
会
構
造
に
つ
い
て
学
ぶ
。

【
第
四
次
】

・
高
安
の
女
の
和
歌
と
男
の
気
持
ち
が
筒
井
筒
の
女
に
戻
っ
て
い
く
場
面
に
つ

い
て
本
文
を
古
典
文
法
・
古
文
単
語
に
気
を
つ
け
て
訳
し
、
物
語
の
内
容
を

つ
か
む
。

【
第
五
次
】

・
筒
井
筒
の
女
と
高
安
の
女
を
比
較
し
、
筒
井
筒
の
女
を
選
ん
だ
理
由
を
考
え

る
。

・
選
ん
だ
理
由
が
平
安
時
代
の
「
み
や
び
」
と
い
う
価
値
観
に
基
づ
く
こ
と
で

あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
。

【
第
六
次
】

・
筒
井
筒
と
い
う
物
語
で
伝
え
た
か
っ
た
作
者
の
思
い
を
考
え
る
こ
と
で
、
古

典
の
世
界
に
つ
い
て
の
認
識
を
広
げ
る
。

・
古
典
の
世
界
と
学
習
者
の
世
界
と
を
つ
な
げ
、
異
同
を
読
み
取
る
。

（
５
）
記
録
媒
体

・
写
真

・
Ｉ
Ｃ
レ
コ
ー
ダ
ー

・
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
（
授
業
全
体
を
教
室
後
方
斜
め
か
ら
定
点
で
お
さ
め
て
い
る
。）

４
　
実
践
考
察

　
第
六
次
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
行
っ
て
い
く
。

（
１
）
学
習
者
の
価
値
観
と
古
典
世
界
の
価
値
観
を
比
較
す
る
読
み

　
学
習
者
Ｏ
、
学
習
者
Ｉ
Ｗ
、
学
習
者
Ｉ
Ｔ
は
、
男
を
選
ぶ
と
い
う
自
分
に
置

き
換
え
た
観
点
か
ら
、
自
分
の
価
値
観
を
用
い
て
話
を
展
開
し
て
い
る
。

（
学
習
者
Ｏ
、
Ｉ
Ｔ
、
Ｉ
Ｗ
は
女
性
）

学
習
者
Ｏ
：
作
者
が
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か
が
よ
く
分
か
ら
ん
。
女
は
変

わ
る
ぞ
っ
て
こ
と
か
な
。

他
の
二
人
：
そ
れ
は
違
う
気
が
す
る
。

　
　
　
　（
中
略
）

学
習
者
Ｏ
：
で
も
さ
～
。
高
安
の
女
の
ほ
う
が
、
生
き
て
い
く
の
に
は
困
ら

ん
や
ん
。

学
習
者
Ｉ
Ｔ
：
な
に
～
…
や
っ
ぱ
り
、
経
済
的
な
面
よ
り
も
、
も
っ
と
心
の

素
晴
ら
し
い
人
の
ほ
う
が
一
生
一
緒
に
い
る
っ
て
言
う
の
に

は
、
良
い
っ
て
い
う
…
。

他
の
二
人
：
ね
っ
！

学
習
者
Ｉ
Ｗ
：
自
分
が
男
。
逆
（
に
選
ぶ
立
場
）
だ
と
思
っ
て
考
え
れ
ば
良

い
ん
じ
ゃ
な
い
？

学
習
者
Ｏ
：
私
、
も
し
選
ぶ
ん
な
ら
、
選
ぶ
ん
だ
っ
た
ら
、
経
済
面
を
選
ん

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫

で
ま
う
…
。

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
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学
習
者
Ｉ
Ｔ
：
あ
ー
…
。
そ
う
い
う
女
な
ん
や
な
。

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫

全
員
：（
笑
う
）

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫

学
習
者
Ｉ
Ｔ
：
う
ち
も
そ
う
だ
け
ど
…

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫

学
習
者
Ｉ
Ｗ
：
ま
～
（
そ
う
だ
よ
ね
）。

識
竺

鴫
鴫
鴫

学
習
者
Ｏ
：
お
金
が
な
い
と
生
き
て
い
け
な
く
な
い
？

学
習
者
Ｉ
Ｔ
：
で
も
性
格
を
選
ん
だ
ん
だ
よ
ね
。

学
習
者
Ｉ
Ｗ
：（
高
安
の
女
は
）
見
ら
れ
て
な
い
っ
て
思
っ
て
る
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
、
こ
っ
ち
（
筒
井
筒
の
女
）
は
い
な
く
て
も
化
粧

す
る
や
ん
。

学
習
者
Ｉ
Ｔ
：
疑
問
な
ん
だ
け
れ
ど
、
高
安
の
女
の
方
も
の
ぞ
き
見
さ
れ
て

る
の
？
柵
と
か
か
ら
の
ぞ
き
見
し
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
た
ま

た
ま
隙
間
か
ら
見
え
た
っ
て
こ
と
？

他
の
二
人
：
そ
う
。
気
づ
い
て
い
な
い
と
思
う
。

学
習
者
Ｉ
Ｔ
：
の
ぞ
き
見
や
ん
。

学
習
者
Ｉ
Ｗ
：
し
ょ
う
が
な
い
や
ん
。

　
波
線
部
に
お
い
て
、
異
性
を
選
ぶ
基
準
と
い
う
学
習
者
の
価
値
観
の
話
か
ら

会
話
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
傍
線
部
に
会
話
が
う
つ
る
。
傍
線
部
に
お

い
て
は
、
経
済
面
と
性
格
と
い
う
対
立
関
係
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
す
る
と
二

重
傍
線
部
の
内
容
に
途
端
に
飛
躍
し
始
め
る
。
こ
こ
で
、
見
ら
れ
る
対
象
（
高

安
の
女
）
に
思
考
過
程
が
移
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
垣
間
見
る
と
い
う
行

為
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
垣
間
見
る
と
い
う
行
為
に
対
し
て
、
現
在
の
価

値
観
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
部
分
が
見
ら
れ
る
。
最
後
は
学
習
者
Ｉ
Ｗ
の

「
し
ょ
う
が
い
な
い
や
ん
。」
と
い
う
言
葉
で
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
そ
こ
に

は
、
時
代
の
価
値
観
の
違
い
を
受
け
入
れ
て
い
く
学
習
者
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
こ
こ
か
ら
、「
授
業
の
基
準
」
に
あ
る
Ⅰ「
古
典
の
教
材
に
興
味
関
心
を
抱
き
、

教
材
と
対
話
」
す
る
姿
や
Ⅱ「
学
習
者
間
で
の
交
流
が
生
ま
れ
」
て
い
る
姿
が
見

ら
れ
る
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
以
下
の
会
話
へ
と
話
が
深
ま
っ
て
い
く
。

学
習
者
Ｉ
Ｔ
：
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
…

学
習
者
Ｉ
Ｗ
：
表
面
だ
け
で
見
ち
ゃ
ダ
メ
だ
よ
。
っ
て
こ
と
。

他
の
二
人
：
あ
～
。

学
習
者
Ｉ
Ｗ
：
化
粧
と
か
さ
、
本
来
は
み
と
れ
ん
や
ん
。
こ
ち
ら
も
さ
、「
け

こ
の
器
に
盛
り
け
る
。」
っ
て
、
普
通
は
見
ん
や
ん
。
見
れ
ん

と
こ
ろ
を
見
る
っ
て
…
。

学
習
者
Ｏ
：
中
身
を
見
る
。
表
面
に
と
ら
わ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
。

　
　
　
　
　（
中
略
）

学
習
者
Ｉ
Ｔ
：
高
安
の
女
っ
て
、
見
か
け
だ
け
や
っ
た
ん
や
な
。「
は
じ
め
こ

そ
心
に
く
く
も
つ
く
り
け
れ
」
っ
て
書
い
て
あ
っ
て
。「
心
に

く
く
っ
て
、
ど
う
い
う
意
味
や
っ
た
っ
け
？
」

学
習
者
Ｉ
Ｗ
：
奥
ゆ
か
し
い
っ
て
い
う
意
味
。

学
習
者
Ｉ
Ｔ
：
は
じ
め
は
（
奥
ゆ
か
し
さ
）
を
繕
っ
て
い
た
ん
だ
。

　
　
　
　
　（
中
略
）

学
習
者
Ｉ
Ｔ
：
昔
は
「
み
や
び
」
な
女
性
が
良
い
っ
て
（
先
生
が
）
言
っ
て

た
よ
ね
。
今
も
「
み
や
び
」
な
女
性
が
い
い
よ
ね
。

学
習
者
Ｏ
：
歌
（
和
歌
）
が
う
ま
い
人
と
か
。

学
習
者
Ｉ
Ｔ
：
歌
（
和
歌
）
が
う
ま
い
人
ね
。
教
養
が
あ
る
人
だ
よ
ね
。
高
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安
の
女
は
、
裕
福
で
あ
っ
て
も
教
養
が
な
か
っ
た
ん
や
な
。

　
こ
こ
で
グ
ル
ー
プ
活
動
の
時
間
が
終
わ
る
。
こ
こ
で
は
、「
み
や
び
」
に
つ
い

て
言
及
し
始
め
る
。
古
典
に
描
か
れ
て
い
る
筒
井
筒
の
女
の
、
男
が
い
な
く
て

も
化
粧
を
す
る
こ
と
や
高
安
の
女
の
「
け
こ
の
器
に
盛
り
け
る
」
と
い
う
表
現

に
着
目
し
、
そ
の
対
比
か
ら
「
み
や
び
」
と
い
う
言
葉
に
迫
っ
て
い
る
。
ま
た
、

高
安
の
女
の
「
は
じ
め
は
心
に
く
く
も
つ
く
り
け
れ
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
、

奥
ゆ
か
し
さ
が
取
り
繕
わ
れ
た
表
面
的
な
女
性
像
を
読
み
と
り
、
逆
に
「
み
や

び
」
な
筒
井
筒
の
女
を
教
養
が
あ
る
女
性
と
読
み
進
め
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の

教
養
の
観
点
の
一
つ
と
し
て
歌
の
上
手
さ
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
し
て
、

今
も
「
み
や
び
」
な
女
性
が
い
い
よ
ね
と
い
う
発
言
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
現

代
の
価
値
観
と
も
つ
な
げ
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
る
。

　
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
会
話
か
ら
、
現
代
の
学
習
者
の
個
々
の
価
値
観
を
起
点
に
、

古
典
の
価
値
観
の
把
握
へ
と
読
み
深
ま
っ
て
い
く
様
子
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

学
習
者
は
現
代
と
の
つ
な
が
り
や
個
々
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
て
読
み
深
め

て
い
る
と
分
か
る
。「
授
業
の
基
準
」
を
も
と
に
考
え
る
と
、
Ⅱ「
古
典
と
の
対

話
を
充
実
さ
せ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。」
に
つ
い
て
は
、「
み
や
び
」
な
女
性
を

読
み
取
る
所
や
、「
心
に
く
く
」
と
い
う
表
現
に
迫
っ
て
い
る
所
か
ら
見
つ
け
ら

れ
る
。

（
２
）
作
者
の
意
図
に
焦
点
を
当
て
た
読
み

　
学
習
者
Ｔ
は
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
い
る
時
に
、
筒
井
筒
の
女
と
高
安

の
女
の
設
定
に
焦
点
を
当
て
た
意
見
を
出
し
て
い
た
。
以
下
に
は
、
グ
ル
ー
プ

別
発
表
の
際
の
談
話
を
示
す
。

学
習
者
Ｔ
：
ど
う
し
て
筒
井
筒
の
女
を
選
ん
だ
の
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す

け
ど
も
。
ま
ず
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
恋
愛
す
る
こ
と
が
文
化

な
ん
だ
と
い
う
時
代
に
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
、
ど
う
せ

恋
愛
す
る
文
化
の
中
で
生
き
る
ん
だ
っ
た
ら
、
泥
沼
の
不
倫
よ

り
も
純
愛
で
い
き
ま
し
ょ
う
っ
て
い
う
ね
。
で
、
た
ぶ
ん
、
筒

識
竺
鴫

井
筒
の
作
者
が
津
々
浦
々
の
男
子
が
、
こ
の
女
と
結
婚
し
た

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫

い
っ
て
い
う
の
を
作
者
が
必
死
に
考
え
て
、
生
み
出
し
た
筒
井

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫

筒
！

識
竺

鴫
鴫
鴫

他
の
学
習
者
：
あ
～
な
る
ほ
ど
～
（
感
嘆
の
声
が
上
が
る
。）

学
習
者
Ｔ
：
筒
井
筒
の
女
を
選
ん
で
、
一
生
涯
愛
す
る
と
い
う
の
が
、
ま
さ

に
理
想
的
な
出
来
事
。
現
実
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
よ
と
。

他
の
学
習
者
：
あ
～
な
る
ほ
ど
ね
～
。（
笑
い
に
包
ま
れ
る
）

学
習
者
Ｔ
：
男
が
沢
山
の
女
と
関
係
を
も
ち
ま
す
。
そ
れ
が
あ
た
り
ま
え
の

時
代
。
作
者
は
そ
こ
に
、「
ち
ょ
っ
と
ま
て
、
お
か
し
い
ん
じ
ゃ

ね
？
」
っ
て
。
だ
か
ら
、
理
想
的
な
女
が
い
た
ら
良
い
な
っ
て

い
う
願
望
が
あ
っ
た
の
と
、
プ
ラ
ス
で
、
筒
井
筒
の
女
を
選
ん

で
、
一
生
涯
愛
す
る
こ
と
が
、
一
番
良
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
。

結
局
、
泥
沼
の
恋
愛
よ
り
も
純
愛
が
一
番
い
い
っ
て
や
つ
で
す

ね
。

　
　
　
　
　（
拍
手
）

　
学
習
者
Ｔ
は
、
最
終
的
に
主
人
公
が
筒
井
筒
の
女
に
戻
っ
て
い
っ
た
理
由
を

恋
愛
の
観
点
か
ら
ま
と
め
て
い
る
。「
一
生
涯
愛
す
る
。」「
理
想
的
な
出
来
事
。」

「
泥
沼
の
不
倫
よ
り
も
純
愛
で
い
き
ま
し
ょ
う
」
な
ど
と
い
っ
た
発
言
は
、
現
代
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を
生
き
る
学
習
者
の
価
値
観
に

元
づ
い
た
意
見
で
あ
る
。
し
か

し
、
波
線
部
の
「
筒
井
筒
の
作

者
が
津
々
浦
々
の
男
子
が
、
こ

の
女
と
結
婚
し
た
い
っ
て
い
う

の
を
作
者
が
必
死
に
考
え
て
、

生
み
出
し
た
筒
井
筒
！
」
の
部

分
か
ら
は
、
作
者
の
古
典
作
品

を
作
り
出
し
た
意
図
に
迫
っ
て
読
め
て
い
る
と
い
え
る
。
点
線
部
「
一
生
涯
愛

す
る
と
い
う
の
が
、
ま
さ
に
理
想
的
な
出
来
事
。
現
実
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
よ
」

の
部
分
か
ら
は
、
古
典
世
界
の
理
想
と
現
実
を
、
古
典
を
読
む
中
で
創
造
し
た

と
い
え
る
。
傍
線
部
「
男
が
沢
山
の
女
と
関
係
を
も
ち
ま
す
。
そ
れ
が
あ
た
り

ま
え
の
時
代
。
作
者
は
そ
こ
に
、『
ち
ょ
っ
と
ま
て
、
お
か
し
い
ん
じ
ゃ

ね
？
』
っ
て
。」
の
部
分
か
ら
は
、
古
典
の
世
界
の
価
値
観
を
見
い
出
し
つ
つ
も
、

「
泥
沼
の
恋
愛
よ
り
も
純
愛
が
一
番
い
い
っ
て
や
つ
で
す
ね
」
と
い
う
表
現
か
ら

は
、
古
典
世
界
を
創
造
的
、
批
判
的
に
読
み
、
古
典
と
の
関
係
性
を
築
い
て
い

る
こ
と
が
見
え
る
。
ま
た
、
二
重
傍
線
部
「
あ
～
な
る
ほ
ど
～
」
の
部
分
か
ら

は
、
他
の
学
習
者
も
発
表
に
呼
応
し
て
い
る
点
に
着
目
し
た
い
。
学
習
者
Ｔ
の

発
表
を
も
と
に
学
習
者
全
体
に
学
び
が
浸
透
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　「
授
業
の
基
準
」
を
も
と
に
考
え
る
と
、
Ⅰ「
主
体
的
に
古
典
の
価
値
を
創
造

し
」
が
点
線
部
の
古
典
世
界
の
理
想
と
現
実
を
読
む
中
に
見
え
る
。
Ⅱ「
学
習
者

間
で
の
交
流
が
生
ま
れ
、
古
典
と
の
対
話
を
充
実
さ
せ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。」

は
、
二
重
傍
線
部
の
学
習
者
の
呼
応
か
ら
見
ら
れ
る
。
Ⅲ「
古
典
の
世
界
と
学
習

者
の
世
界
が
広
げ
、
批
判
的
に
古
典
を
捉
え
る
こ
と
。」
は
、
傍
線
部
の
学
習
者

が
読
ん
だ
内
容
か
ら
、
自
分
の
考
え
を
見
い
だ
し
、
発
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
見
い
だ
せ
る
。

５
　
お
わ
り
に

　
本
稿
に
お
い
て
、「
主
体
的
な
学
び
」「
対
話
的
な
学
び
」「
深
い
学
び
」
を
実

現
す
る
授
業
を
行
う
た
め
に
、
漫
画
と
い
う
副
教
材
を
用
い
、
ど
ち
ら
も
作
者

の
意
図
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
「
筒
井
筒
」

を
読
み
取
っ
て
い
く
学
習
を
展
開
し
た
。
そ
の
結
果
、
学
習
者
の
授
業
中
の
反

応
か
ら
、
授
業
基
準
で
あ
る
Ⅰ「
主
体
的
な
学
び
：
学
習
者
個
人
が
古
典
と
の
つ

な
が
り
を
主
体
的
に
見
い
だ
し
て
い
く
こ
と
」【
古
典
の
教
材
に
興
味
関
心
を

抱
き
、
主
体
的
に
古
典
の
価
値
を
創
造
し
、
教
材
と
対
話
で
き
る
こ
と
】
Ⅱ「
対

話
的
な
学
び
：
学
習
者
が
古
典
を
も
と
に
し
た
対
話
を
通
じ
て
、
時
代
や
周
り

の
つ
な
が
り
の
垣
根
を
超
え
て
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
」【
学
習
者
間
で
の
交
流

が
生
ま
れ
、
古
典
と
の
対
話
を
充
実
さ
せ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。】
Ⅲ「
深
い
学

び
：
学
習
者
が
古
典
を
深
く
探
求
し
て
い
く
こ
と
」【
古
典
の
世
界
と
学
習
者
の

世
界
が
広
げ
、
批
判
的
に
古
典
を
捉
え
る
こ
と
。】
を
見
い
だ
し
た
。

　
従
っ
て
、
漫
画
を
古
典
と
比
較
し
て
読
み
取
る
教
具
と
し
て
用
い
る
場
合
に

は
、
そ
の
作
品
の
作
者
の
意
図
に
焦
点
を
あ
て
、
古
典
の
作
品
も
同
じ
意
図
を

も
っ
て
作
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
古
典
の
読
み
を
行
う
こ
と

が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
に
至
っ
た
。

　
こ
の
結
果
か
ら
、
古
典
の
世
界
へ
と
学
習
者
を
誘
う
た
め
に
は
、
一
度
、
古

典
を
現
代
に
引
き
つ
け
、
価
値
観
の
異
同
に
学
習
者
を
出
会
わ
せ
、
葛
藤
さ
せ
、

そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
違
和
感
を
も
と
に
、
古
典
の
世
界
へ
と
導
く
展
開
が
、
古
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典
の
初
期
指
導
に
お
い
て
は
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
実
際
、
今
回
の
授
業
に
お
い
て
も
、
古
典
世
界
に
描
か
れ
た

「
恋
」
と
現
代
の
学
習
者
の
価
値
観
「
恋
愛
」
と
い
う
も
の
を
比
較
し
、
ど
ち
ら

の
作
品
に
も
共
通
す
る
「
作
者
の
意
図
」
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
で
、
学
習
者

は
、
古
典
を
読
み
深
め
て
い
く
き
っ
か
け
を
掴
ん
だ
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
教

材
内
容
の
異
同
の
「
同
」
に
着
目
さ
せ
た
後
に
、「
異
」
へ
と
導
い
て
い
く
と
い

う
授
業
方
法
で
あ
る
。
こ
の
授
業
方
法
に
よ
っ
て
、
学
習
者
の
古
典
に
対
す
る

意
識
減
退
は
、
軽
減
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、「
主
体
的
な
学
び
」「
対
話
的
な
学

び
」「
深
い
学
び
」
の
三
観
点
を
含
ん
だ
授
業
に
な
る
と
考
え
る
。

　
一
方
、
古
典
の
世
界
を
引
き
つ
け
て
読
む
こ
と
は
、
誤
読
を
引
き
起
こ
す
可

能
性
も
大
い
に
含
ん
で
い
る
。
従
っ
て
、
教
材
の
内
容
の
類
似
性
か
ら
、
教
材

の
違
い
へ
と
導
く
授
業
方
法
の
観
点
を
追
求
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
。
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