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　「
論
理
国
語
」
に
お
け
る

　
　
　
　言
語
活
動
を
取
り
入
れ
た
授
業
提
案

　
　―『「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」こ
と
』（
丸
山
真
男
）の
場
合
―

三

　根

　直

　美

Naomi MINE：Class Proposals that Incorporate Language Activities in "Japanese Language（Logic）" -A case of "To be" and "To do"（by Masao Maruyama）-

　
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
三
十
年
告
示
）
で
新
し
く
設
置
さ
れ
る
選
択
科
目

｢

論
理
国
語｣

で
は
、「
書
く
こ
と
」
に
三
割
か
ら
四
割
強
配
当
す
る
よ
う
明
示
さ
れ
て

い
る
。『「
で
あ
る
」こ
と
と「
す
る
」こ
と
』（
丸
山
真
男
）を
使
っ
て
、ど
の
よ
う
な「
読

む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
の
指
導
過
程
を
と
る
こ
と
で
、効
率
よ
く
「
書
く
」
力
は
高
ま
っ

て
い
く
の
か
を
考
察
し
た
。「
で
あ
る
」
論
理
と
「
す
る
」
論
理
で
現
代
社
会
を
分
析

す
る
文
章
を
書
か
せ
た
結
果
、
以
下
の
四
つ
が
提
案
で
き
た
。

　
① 

自
分
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
な
書
く
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
。

　
②  

構
成
メ
モ
を
使
っ
て
、
思
考
の
枠
組
み
を
作
成
し
た
後
、
生
徒
同
士
の
相
互
批
評

を
行
う
過
程
を
踏
ん
で
、
文
章
を
書
く
。

　
③ 「
接
続
詞
」
の
働
き
を
取
り
上
げ
た
レ
ッ
ス
ン
を
組
み
入
れ
る
。

　
④  

評
価
の
観
点
を
簡
略
化
し
、
文
章
を
評
価
し
て
す
ぐ
返
却
し
、
か
つ
文
章
を
多
く

書
く
機
会
を
設
け
る
。

一
　
は
じ
め
に

　
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
三
十
年
告
示
）
で
は
、
高
校
二
、三
年
生
で
選
択

履
修
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
「
論
理
国
語
」
に
お
い
て
、「
書
く
こ
と
」
に
関
す
る

指
導
は
50
～
60
単
位
時
間
程
度
配
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
読
む
こ
と
」

に
関
す
る
指
導
は
80
～
90
単
位
時
間
程
度
配
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。「
書
く
こ

と
」
の
指
導
が
三
割
か
ら
四
割
強
占
め
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
実
際
に
生
徒
に
書
か

せ
る
時
間
、
評
価
す
る
時
間
を
考
え
る
と
、
な
か
な
か
こ
こ
ま
で
時
間
を
取
る
実
践
は

難
し
い
の
が
現
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
書
く
こ
と
」
は
、「
読
む
こ
と
」
が
ベ
ー
ス

に
あ
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
ど
の
よ
う
な

「
読
む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
の
指
導
過
程
を
と
る
こ
と
で
、
効
率
よ
く
「
書
く
」
力
は

高
ま
っ
て
い
く
の
か
、
ま
た
効
率
の
よ
い
評
価
方
法
は
あ
る
の
か
、
定
番
の
評
論
文
を

使
っ
て
探
っ
て
い
き
た
い
。

 

二
　
授
業
の
実
際

実
施
期
間

　
二
〇
二
〇
年
十
一
月
～
十
二
月
【
全
九
時
間
】

対
象
ク
ラ
ス

　
広
島
大
学
附
属
高
等
学
校
Ⅱ
年
一
組

　
四
十
名

教
　
　
　
材

　
『「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
』（
丸
山
真
男
）

　
　
　
　
　
　
（『
高
等
学
校
現
代
文
Ｂ

　
改
訂
版
』
三
省
堂
、
二
〇
一
七
年
検
定
済
）

教
材
の
意
義

　
定
番
の
評
論
文
で
あ
る
が
、
読
解
自
体
は
容
易
で
は
な
い
。
現
代
に
生
き
る
生
徒
に

は
難
解
と
思
わ
れ
る
語
句
や
内
容
が
多
く
出
て
く
る
。
一
九
五
八
年
の
講
演
内
容
を
基

に
要
約
加
筆
、
改
稿
を
経
て
の
も
の
で
、
半
世
紀
も
前
の
文
章
で
あ
る
と
は
い
え
、「
す

る
」
論
理
が
重
視
さ
れ
る
現
代
の
日
本
に
お
い
て
も
、「
で
あ
る
」
論
理
が
社
会
の
中

で
未
だ
に
混
乱
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
論
理
で
社
会

を
分
析
す
る
思
考
方
法
は
、
生
徒
に
と
っ
て
相
当
に
意
味
が
あ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
特
に
自
ら
の
生
き
る
現
代
社
会
を
こ
の
論
理
で
客
観
的
に
見
つ
め
る
視
点
を
養
う

こ
と
こ
そ
が
、
こ
の
教
材
の
主
眼
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
こ
と
は
、「
論
理
国
語
」
の
２
目
標
（
３
）
の
解
説
に
あ
る
「
現
代
社
会
に
関

わ
る
話
題
や
問
題
に
幅
広
く
関
心
を
も
ち
，
生
涯
に
わ
た
る
読
書
習
慣
の
基
礎
を
築
き
，

社
会
人
と
し
て
，
考
え
や
も
の
の
見
方
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
く
。」
に

合
致
し
て
い
る
。

　
内

（
注
１
）田

樹
が
、

一
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第
三
時 

　
読
む
こ
と

・ 

三   

四   

五 

を
通
読
後
、
封
建
社
会
と
近
代
社
会
の
違
い
と
変
遷
を
読
み
取
る
。

・「
さ
ま
ざ
ま
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
を
図
式
化
す
る
。

 

第
四
時 

　
読
む
こ
と

・ 

六   

七 

を
通
読
後
、「
す
る
」
価
値
と
「
で
あ
る
」
価
値
と
の
倒
錯
を
読
み
取
る
。

164

12

>>

265

265

三

「
論
理
的
に
思
考
す
る
」
と
い
う
の
は
、
僕
の
理
解
で
は
、
断
片
的
な
情
報
を
総
合
し
て
、

一
つ
の
仮
説
を
立
て
、
そ
れ
を
検
証
し
、
反
証
事
例
に
出
会
っ
た
ら
、
そ
れ
を
説
明
で
き

る
よ
り
包
括
的
な
仮
説
に
書
き
換
え
る
…
と
い
う
開
放
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
だ
と
僕
は

思
い
ま
す
。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
丸
山
真
男
の
「
論
理
的
に
思
考
す
る
」
道
筋
を
た
ど
り
、
自
分

た
ち
も
そ
の
論
理
に
よ
っ
て
、
現
代
社
会
を
見
つ
め
る
知
性
を
付
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

　　
以
下
の
よ
う
な
小
見
出
し
が
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
授
業
者
が 

一 

～ 

九 

の
段
落
番

号
を
付
け
た
。

　 

一 

　
「
権
利
の
上
に
眠
る
者
」

　 

二 

　
近
代
社
会
に
お
け
る
制
度
の
考
え
方

　 

三 

　
徳
川
時
代
を
例
に
と
る
と

　 

四 

　
「
で
あ
る
」
社
会
と
「
で
あ
る
」
道
徳

　 

五 

　
業
績
本
位
と
い
う
意
味

　 

六 

　
日
本
の
急
激
な
「
近
代
化
」

　 

七 

　
「
す
る
」
価
値
と
「
で
あ
る
」
価
値
と
の
倒
錯

　 

八 

　
学
問
や
芸
術
に
お
け
る
価
値
の
意
味

　 

九 

　
価
値
倒
錯
を
再
転
倒
す
る
た
め
に

学
習
目
標

　
１

　
本
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
概
念
や
論
理
を
的
確
に
理
解
す
る
。

　
２ 

　
「
で
あ
る
」
論
理
と
「
す
る
」
論
理
を
使
っ
て
、
現
代
社
会
に
あ
る
問
題
点
を
見

つ
め
る
知
性
を
身
に
つ
け
る
。

　
３ 

　
二
つ
の
論
理
を
使
っ
て
自
分
の
考
え
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
の
の
見
方
や
考

え
方
を
身
に
つ
け
る
。

授
業
の
流
れ

　 

読
解
に
六
時
間
、
書
く
こ
と
に
三
時
間
費
や
し
た
。
読
解
は
、
発
問
と
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
に
よ
り
進
め
た
。
授
業
の
概
要
は
板
書
で
示
し
た
通
り
で
あ
る
。（
太
字
部
分
が
色

チ
ョ
ー
ク
）

 

第
一
・
二
時  

読
む
こ
と

・ 

一   

二 

を
通
読
後
、
序
論
の
内
容
を
読
み
取
る
。
→
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①

・
本
論
の
主
題
を
把
握
す
る
。

164
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第
三
時 

　
読
む
こ
と

・ 

三   

四   

五 

を
通
読
後
、
封
建
社
会
と
近
代
社
会
の
違
い
と
変
遷
を
読
み
取
る
。

・「
さ
ま
ざ
ま
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
を
図
式
化
す
る
。

 

第
四
時 

　
読
む
こ
と

・ 

六   

七 

を
通
読
後
、「
す
る
」
価
値
と
「
で
あ
る
」
価
値
と
の
倒
錯
を
読
み
取
る
。

164

12

>>

265

265
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第
七
時 

　
書
く
こ
と

・ 

Ａ
「
で
あ
る
」
価
値
の
否
定
し
難
い
意
味
を
持
つ
部
面
に
「
す
る
」
価
値
が
蔓
延
し
て

い
る
と
い
う
倒
錯
の
例
、Ｂ
「
す
る
」
価
値
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
「
で

あ
る
」
価
値
が
居
座
っ
て
い
る
と
い
う
倒
錯
の
例
を
四
人
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
挙

げ
さ
せ
た
後
、
全
体
で
発
表
さ
せ
る
。
→
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②

 

第
八
時 

　
書
く
こ
と

・ 

教
科
書
の
活
動
「
◆
身
近
な
問
題
を
取
り
あ
げ
、「
で
あ
る
」
論
理
と
「
す
る
」
論
理

の
観
点
か
ら
、
八
〇
〇
字
程
度
の
文
章
を
書
い
て
み
よ
う
。」
を
個
人
で
書
く
。

 

第
九
時 

　
書
く
こ
と

・
評
価
し
た
文
章
を
返
却
し
、
優
れ
た
文
章
を
提
示
し
て
良
い
点
を
解
説
す
る
。

　

三
　
生
徒
の
書
い
た
文
章
の
分
析

（
１
）
取
り
上
げ
た
身
近
な
問
題
に
つ
い
て

第
七
時
に
授
業
で
確
認
し
た
倒
錯
の
例
は

Ａ 

　
「
で
あ
る
」
価
値
の
否
定
し
難
い
意
味
を
持
つ
部
面
に
「
す
る
」
価
値
が
蔓
延

し
て
い
る
と
い
う
倒
錯

・ 

マ
ス
ク
（
感
染
予
防
の
た
め
に
す
べ
き
も
の
な
の
に
、
す
る
こ
と
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
に
こ
だ
わ
り
、
本
来
の
意
味
を
重
視
し
て
い
な
い
）

・ 

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
（
本
来
大
切
な
収
穫
の
た
め
の
祭
り
な
の
に
、
仮
装
す
る
日
と
化
し

て
い
る
）

Ｂ 

　
「
す
る
」
価
値
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
「
で
あ
る
」
価
値
が
居

座
っ
て
い
る
と
い
う
倒
錯

・
世
襲
制
（
二
世
の
政
治
家
、
タ
レ
ン
ト
）

・ 

模
試
（
自
分
の
実
力
を
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
順
位
の
よ
し

あ
し
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
）

・ 

タ
ピ
オ
カ
（
本
来
食
し
て
楽
し
む
た
め
の
も
の
な
の
に
、
映
え
の
た
め
の
道
具
に

な
っ
て
い
る
）

・ 

就
職
・
昇
進
（
本
来
は
実
力
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
な
の
に
、
学
歴
や
家
柄
で
評
価

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
）

・ 

ブ
ラ
ン
ド
（
本
来
は
そ
の
品
質
に
よ
っ
て
選
ぶ
べ
き
な
の
に
、
ブ
ラ
ン
ド
名
だ
け

で
よ
い
も
の
と
判
断
し
て
い
る
）

実
際
に
文
章
で
挙
げ
ら
れ
た
具
体
例 （
数
字
は
人
数

　
提
出
さ
れ
た
文
章
は
34
）

Ａ 

　
マ
ス
ク
８

　
マ
ス
ク
警
察

　
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
６

　
「
生
き
る
」
こ
と

　
教
師
の
価

値
　
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

　
プ
ロ
野
球
選
手
の
移
籍
問
題

　
学
問
や
研
究

　
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ジ
ム

　
知
識
や
教
養

　
二
〇
才
成
人

　
客

　
恋
人

　
俳
優
、
女
優

Ｂ 

　
学
歴
社
会
６

　
人
種
差
別
や
女
性
差
別
（「
ガ
ラ
ス
の
天
井
」
問
題
）
５

　
二
世
タ
レ
ン
ト
・
二
世
政
治
家
な
ど
政
治
の
世
界
３

　
入
閣
待
機
組

　
年
功
序
列
２

　
正
規
社
員
と
非
正
規
社
員
の
位
置
づ
け

　
模
擬
試
験
２

　
恋
愛
２

　
体
育
祭
に
お
け
る
演
技
パ
ー
ト

　
歌
手
の
ジ
ャ
ン
ル

　
国
家
試
験
保
持
者

　
部
活
動

1950

1960

五

　
生
徒
は
「『
宿
命
的
』
な
混
乱
」「
倒
錯
」「
セ
メ
ン
ト
化
」「
政
治
化
」
な
ど
に
意
外
な

ほ
ど
興
味
を
示
し
た
。こ
の
よ
う
な
言
葉
は
、論
理
的
に
物
事
を
考
え
て
行
く
際
に
役
立
っ

て
い
く
も
の
で
あ
る
。
評
論
文
を
学
習
す
る
上
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ

う
。

 

第
五
・
六
時 

　
読
む
こ
と

・ 

八   

九 

を
通
読
後
、
価
値
倒
錯
を
再
転
倒
す
る
た
め
の
筆
者
の
主
張
を
読
み
取
る
。

1950

1960

四
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第
七
時 

　
書
く
こ
と

・ 

Ａ
「
で
あ
る
」
価
値
の
否
定
し
難
い
意
味
を
持
つ
部
面
に
「
す
る
」
価
値
が
蔓
延
し
て

い
る
と
い
う
倒
錯
の
例
、Ｂ
「
す
る
」
価
値
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
「
で

あ
る
」
価
値
が
居
座
っ
て
い
る
と
い
う
倒
錯
の
例
を
四
人
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
挙

げ
さ
せ
た
後
、
全
体
で
発
表
さ
せ
る
。
→
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②

 

第
八
時 

　
書
く
こ
と

・ 

教
科
書
の
活
動
「
◆
身
近
な
問
題
を
取
り
あ
げ
、「
で
あ
る
」
論
理
と
「
す
る
」
論
理

の
観
点
か
ら
、
八
〇
〇
字
程
度
の
文
章
を
書
い
て
み
よ
う
。」
を
個
人
で
書
く
。

 

第
九
時 

　
書
く
こ
と

・
評
価
し
た
文
章
を
返
却
し
、
優
れ
た
文
章
を
提
示
し
て
良
い
点
を
解
説
す
る
。

　

三
　
生
徒
の
書
い
た
文
章
の
分
析

（
１
）
取
り
上
げ
た
身
近
な
問
題
に
つ
い
て

第
七
時
に
授
業
で
確
認
し
た
倒
錯
の
例
は

Ａ 

　
「
で
あ
る
」
価
値
の
否
定
し
難
い
意
味
を
持
つ
部
面
に
「
す
る
」
価
値
が
蔓
延

し
て
い
る
と
い
う
倒
錯

・ 

マ
ス
ク
（
感
染
予
防
の
た
め
に
す
べ
き
も
の
な
の
に
、
す
る
こ
と
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
に
こ
だ
わ
り
、
本
来
の
意
味
を
重
視
し
て
い
な
い
）

・ 

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
（
本
来
大
切
な
収
穫
の
た
め
の
祭
り
な
の
に
、
仮
装
す
る
日
と
化
し

て
い
る
）

Ｂ 

　
「
す
る
」
価
値
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
「
で
あ
る
」
価
値
が
居

座
っ
て
い
る
と
い
う
倒
錯

・
世
襲
制
（
二
世
の
政
治
家
、
タ
レ
ン
ト
）

・ 

模
試
（
自
分
の
実
力
を
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
順
位
の
よ
し

あ
し
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
）

・ 

タ
ピ
オ
カ
（
本
来
食
し
て
楽
し
む
た
め
の
も
の
な
の
に
、
映
え
の
た
め
の
道
具
に

な
っ
て
い
る
）

・ 

就
職
・
昇
進
（
本
来
は
実
力
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
な
の
に
、
学
歴
や
家
柄
で
評
価

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
）

・ 

ブ
ラ
ン
ド
（
本
来
は
そ
の
品
質
に
よ
っ
て
選
ぶ
べ
き
な
の
に
、
ブ
ラ
ン
ド
名
だ
け

で
よ
い
も
の
と
判
断
し
て
い
る
）

実
際
に
文
章
で
挙
げ
ら
れ
た
具
体
例 （
数
字
は
人
数

　
提
出
さ
れ
た
文
章
は
34
）

Ａ 
　
マ
ス
ク
８

　
マ
ス
ク
警
察

　
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
６

　
「
生
き
る
」
こ
と

　
教
師
の
価

値
　
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

　
プ
ロ
野
球
選
手
の
移
籍
問
題

　
学
問
や
研
究

　
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ジ
ム

　
知
識
や
教
養

　
二
〇
才
成
人

　
客

　
恋
人

　
俳
優
、
女
優

Ｂ 

　
学
歴
社
会
６

　
人
種
差
別
や
女
性
差
別
（「
ガ
ラ
ス
の
天
井
」
問
題
）
５

　
二
世
タ
レ
ン
ト
・
二
世
政
治
家
な
ど
政
治
の
世
界
３

　
入
閣
待
機
組

　
年
功
序
列
２

　
正
規
社
員
と
非
正
規
社
員
の
位
置
づ
け

　
模
擬
試
験
２

　
恋
愛
２

　
体
育
祭
に
お
け
る
演
技
パ
ー
ト

　
歌
手
の
ジ
ャ
ン
ル

　
国
家
試
験
保
持
者

　
部
活
動

1950

1960

五

－ 98 －



の
精
神
的
な
需
要
を
読
み
取
る
の
は
面
白
い
視
点
で
あ
る
。
書
き
言
葉
特
有
の
言
葉
遣
い

（
太
線
部
）
が
さ
れ
て
い
る
。「
す
る
」
制
度
と
い
う
本
人
な
り
の
語
を
作
り
、
現
代
社
会

を
新
た
な
視
点
で
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
生
徒
は
、
読
書
感
想
文
で
も
県
審
査
で
入
選
す

る
な
ど
、
文
章
力
は
備
わ
っ
て
い
る
生
徒
で
、
紙
の
辞
書
を
授
業
中
で
も
よ
く
引
い
て
い

る
。
語
彙
力
が
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
よ
く
思
考
を
重
ね
る
生
徒
で
あ

る
。

②
原
因
分
析
・
解
決
策
が
う
ま
く
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の

　
「
で
あ
る
」
価
値
と
「
す
る
」
価
値
が
倒
錯
し
て
い
る
よ
う
な
社
会
現
象
を
、
日

本
で
は
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
来
「
で
あ
る
」
価
値
の
領
域
に
「
す
る
」
価
値
が
蔓
延
し
て
い
る
例
と
し
て
は
、

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
な
ど
の
祭
り
の
イ
ベ
ン
ト
化
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
は

元
来
、
作
物
の
実
り
に
感
謝
す
る
気
持
ち
を
持
つ
た
め
の
行
事
だ
っ
た
が
日
本
で
は

そ
の
意
義
は
忘
れ
ら
れ
、
お
菓
子
を
配
り
、
仮
装
を
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
空

虚
な
イ
ベ
ン
ト
と
化
し
て
い
る
。
ク
リ
ス
マ
ス
や
、
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
に
お
い
て

も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
行
事
は
日
本
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
近
代
に

な
っ
て
外
国
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
祭
り
が
発
祥
し
た
土
地
と
日
本

で
は
、
価
値
観
や
感
覚
が
異
な
る
た
め
、「
で
あ
る
」
価
値
の
意
義
を
理
解
す
る
こ

と
が
難
し
く
「
す
る
」
価
値
が
先
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
に
合
う
か
考
え
ず
、む
や
み
や
た
ら
と
外
国
の
も
の
を
取
り
入
れ
た
「
近
代
化
」

も
、
こ
う
捉
え
れ
ば
考
え
物
で
あ
る
。

　  

さ
て  

、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
本
格
化
し
た
政
治
の
世
界
で
は
、
先
の
例
と
逆
に
、

「
す
る
」
価
値
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
「
で
あ
る
」
価
値
が
居
座
っ
て
い
る

現
象
が
見
受
け
ら
れ
る
。
国
会
で
の
答
弁
や
、
選
挙
を
思
い
浮
か
べ
て
も
ら
う
と
分

か
り
や
す
い
。
明
確
な
答
え
を
か
え
す
こ
と
に
価
値
が
あ
る
は
ず
な
の
に
、
論
旨
を

う
や
む
や
に
す
る
大
臣
。
芸
能
人
や
元
ス
ポ
ー
ツ
選
手
な
ど
知
名
度
を
売
り
に
し
た

選
挙
。
政
治
家
が
、
自
分
が
政
治
家
「
で
あ
る
」
こ
と
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
い
る
か

ら
、
昨
今
の
贈
賄
事
件
な
ど
の
不
祥
事
が
多
発
す
る
の
だ
と
思
う
。
政
治
家
は
謙
虚

に
「
す
る
」
価
値
を
高
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
し
、私
た
ち
の
側
も
、政
治
家
を
「
す

る
」
価
値
で
常
に
評
価
す
る
国
民
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
で
あ
る
」
価
値
と
、「
す
る
」
価
値
の
倒
錯
は
物
事
の
本
質
を
見
失
っ
て
い
る

か
ら
お
き
る
。
そ
の
事
象
が
「
で
あ
る
」
価
値
を
持
つ
の
か
、「
す
る
」
価
値
を
持

つ
の
か
。
常
に
考
え
続
け
、「
す
る
」
価
値
の
機
能
を
「
で
あ
る
」
価
値
で
確
認
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
。

　
問
題
点
の
分
析
が
さ
れ
（
二
重
傍
線
部
で
囲
ん
だ
と
こ
ろ
）、
解
決
策
（
波
線
部
）
が

明
確
に
書
か
れ
て
い
る
。
文
章
構
成
が
明
確
に
な
さ
れ
、
か
つ
そ
の
分
量
も
う
ま
く
配
分

さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
意
見
は
、
丸
山
真
男
自
身
が
こ
の
教
材
に
対
し
て
指
導
す
る
高
校

教
員
に
主
張
し
て
い
た
「注

２

私
達
が
ご
く
身
近
に
日
常
的
に
見
聞
し
、
そ
れ
だ
け
に
格
別
に

注
意
を
払
わ
な
い
で
看
過
し
て
し
ま
う
よ
う
な
出
来
事
や
事
柄
に
つ
い
て
、
一
度
立
ち
ど

ま
っ
て
「
は
て
な
」
と
そ
の
背
後
に
潜
ん
で
い
る
象
徴
的
な
意
味
を
問
い
か
け
た
り
、
一

見
何
の
関
係
も
な
さ
そ
う
な
他
の
出
来
事
と
の
つ
な
が
り
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
習
慣
を
養

う
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
学
問
的
訓
練
の
大
き
な
意
義
が
あ
る
。」
に
合
致
し
て
い
る
。

③
社
会
事
象
の
原
因
の
分
析
が
さ
れ
て
い
る
も
の

　
現
在
の
日
本
社
会
で
は
、「
す
る
価
値
」
と
「
で
あ
る
価
値
」
と
の
倒
錯
が
あ
る
。

　
「
で
あ
る
価
値
」
の
否
定
し
難
い
部
分
に
「
す
る
価
値
」
が
蔓
延
し
て
い
る
例
で

は
、 

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
が
上
げ
ら
れ
る
。
元
来
、
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
の
ケ
ル
ト
的
伝
統
に
起
源
を
持
つ
収
穫
祭
で
魔
除
け
の
意
味
を
持
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
日
本
で
は
仮
装
し
て
合
言
葉
を
言
い
お
菓
子
を
も
ら
う
と
い
う
単

な
る
お
祭
り
に
な
っ
て
お
り
、東
京
で
の
仮
装
は
社
会
現
象
に
も
な
っ
て
い
る
。  

つ

ま
り  

、
収
穫
祭
で
あ
る
は
ず
の
も
の
が
仮
装
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　
こ
う
な
る
原
因
は
、ハ
ロ
ウ
ィ
ン
の
伝
来
の
仕
方
に
問
題
が
あ
っ
た
と
思
う
。元
々 

西
洋
の
大
切
な
伝
統
的
祭
り
だ
っ
た
も
の
が
日
本
に
入
る
時
に
「
仮
装
し
て
お
菓
子

を
も
ら
う
」
と
い
う
部
分
の
み
が
伝
わ
り
、
仮
装
す
る
こ
と
に
自
己
主
張
を
し
て
発

散
し
た
い
若
者
達
が
飛
び
つ
い
た
。  

そ
の
た
め  

、テ
レ
ビ
で
映
し
出
さ
れ
る
社
会
現

象
に
な
る
ほ
ど
の
「
た
だ
の
仮
装
パ
レ
ー
ド
」
と
な
り
下
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、「
す
る
価
値
」
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
「
で
あ
る
価
値
」

が
居
座
っ
て
い
る
例
と
し
て
、
学
歴
社
会
が
上
げ
ら
れ
る
。
本
来
、
就
職
時
の
採
用

は
そ
の
人
個
人
が
持
つ
意
欲
や
態
度
、
そ
の
会
社
で
何
を
し
て
い
き
た
い
か
、
ど
の

よ
う
に
役
立
つ
か
な
ど
が
判
断
基
準
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
日
本
で
は
ま
だ
学
歴
社

会
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
た
め
、
何
を
す
る
か
、
何
が
で
き
る
か
が
大
切
で
あ
る
の

に
、
高
学
歴
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
優
遇
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

　
昔
は
今
よ
り
高
卒
の
人
が
多
く
高
学
歴
で
あ
る
ほ
ど
優
秀
で
仕
事
が
で
き
る
人
が

多
か
っ
た
が
、
今
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
名
高
い
大
学
に
進
学
し
な
く
て
も

多
く
の
資
格
を
取
る
こ
と
は
で
き
、
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ

に
高
学
歴
だ
か
ら
と
い
っ
て
優
秀
と
も
限
ら
な
い
。  

そ
の
た
め  

一
概
に
学
歴
だ
け

で
判
断
で
き
な
い
の
に
、
風
習
に
囚
わ
れ
て
い
る
大
人
が
学
歴
で
判
断
し
続
け
て
い

七

　
授
業
で
挙
げ
た
具
体
例
で
書
い
て
い
る
生
徒
が
四
割
強
い
た
。
そ
の
こ
と
が
生
徒
自
身

の
一
番
問
題
だ
と
感
じ
て
い
る
事
象
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
社
会
事
象

が
思
い
つ
か
ず
に
そ
の
ま
ま
使
っ
た
生
徒
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
何
も
書
け
ず
に
い
る
よ
り

は
、
す
ぐ
書
け
る
こ
と
に
は
つ
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
社
会
現
象
を
自
分
の
目
で
捉

え
直
す
部
分
か
ら
考
え
る
と
不
十
分
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
現
実
に
お
け
る
社
会
現
象
と
し
て
は
、「
す
る
」
社
会
が
進
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
て
い

る
が
、
ま
だ
ま
だ
女
性
の
政
治
家
は
少
な
い
し
、
大
学
・
高
校
で
も
就
職
率
、
進
学
率
に

こ
だ
わ
る
風
潮
が
あ
っ
た
り
、
選
挙
の
投
票
率
は
減
少
す
る
一
方
で
あ
っ
た
り
と
、
本
来

問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
ほ
し
い
も
の
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
生
徒
に
身
近
な
コ

ロ
ナ
禍
に
お
け
る
マ
ス
ク
、
人
種
差
別
な
ど
話
題
性
の
あ
る
も
の
に
は
敏
感
で
あ
っ
た

が
、
社
会
全
体
の
動
き
に
つ
い
て
は
日
頃
か
ら
意
識
し
て
い
な
い
と
わ
か
ら
な
い
部
分
が

あ
る
。

（
２
）
評
価
の
観
点
に
つ
い
て

評
価
は
、

　
①
具
体
例
の
取
り
上
げ
方
は
適
切
か

　
②
問
題
点
の
分
析
が
さ
れ
て
い
る
か

　
③
解
決
策
が
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
か

の
３
観
点
そ
れ
ぞ
れ
で
、
Ａ○

Ａ
Ｂ○

Ｂ
Ｂ－

Ｃ
の
６
段
階
評
価
を
し
、
10
・
９
・
８
・
７
・
６
・
５

の
点
数
で
合
計
30
点
満
点
で
つ
け
た
。

　
実
際
に
表
記
上
の
こ
と
や
文
章
構
成
な
ど
も
観
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
文
章
構
成

は
具
体
例
、
問
題
点
の
分
析
、
解
決
策
の
順
番
で
書
け
ば
よ
い
の
で
、
必
要
な
い
と
判
断

し
た
。
表
記
上
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
出
来
て
お
り
、
そ
れ
ほ
ど
気
に
な
る
生

徒
は
い
な
か
っ
た
の
で
、
評
価
の
観
点
に
は
加
え
な
か
っ
た
。
評
価
す
る
に
は
時
間
が
か

か
る
が
、
今
回
は
テ
ス
ト
週
間
中
に
評
価
し
て
、
ま
と
め
の
第
九
時
ま
で
に
一
週
間
あ
っ

た
の
で
時
間
的
余
裕
が
あ
っ
た
。
評
価
は
、
絞
っ
た
観
点
で
あ
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。

こ
の
３
観
点
は
簡
潔
に
評
価
で
き
た
上
、
生
徒
に
も
わ
か
り
や
す
か
っ
た
点
で
よ
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
評
価
の
結
果
は
、
次
の
通
り
。

評
価

25
点

24
点

23
点

22
点

21
点

20
点

19
点

18
点

人
数

６17
％

９26
％

1029
％

３９
％

２5.8
％

２5.8
％

００

１３
％

34

（
３
）
評
価
の
高
か
っ
た
生
徒
の
文
章
の
傾
向

①
違
っ
た
視
点
か
ら
社
会
事
象
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の

　
近
代
日
本
で
は
、
こ
と
社
会
制
度
に
お
い
て
急
激
に
「
す
る
」
論
理
を
重
視
す
る

も
の
へ
と
変
化
し
て
き
た
。    

し
か
し
な
が
ら    

、
人
々
の
思
想
は
未
だ
「
で
あ
る
」

価
値
に 

基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。  

む
し
ろ    「
す
る
」
社
会
に
な
っ
た
が
ゆ

え
に
「
で
あ
る
」
社
会
を
恋
う
気
持
ち
は
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。

　
ゲ
ー
ム
「
ド
ラ
ゴ
ン
ク
エ
ス
ト
」
シ
リ
ー
ズ
の
主
人
公
を
例
に
出
し
て
考
え
て
み

た
い
。
一
九
八
六
年
に
発
売
さ
れ
た
当
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
作
目
で
は
、
主
人
公
の
少

年
は 

国
の
た
め
に
戦
う
責
務
を
与
え
ら
れ
た
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
遂
に
世

界
を
救
い
、  

そ
れ
ゆ
え
に  

伝
説
の
勇
者
の
称
号
を
与
え
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
ド
ラ

ゴ
ン
ク
エ
ス
ト
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
勇
者
の
称
号
は
こ
の
よ
う
に
偉
業
を
な
す
が
ゆ

え
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
勇
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
力
を
持
つ
者

だ
と
い
う
こ
と
に
変
わ
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
顕
著
な
の
は
二
〇
一
七
年
に
発
売
さ
れ

た
最
新
作
で
あ
る
。
主
人
公
は
ま
だ
何
も
成
し
遂
げ
て
い
な
い
物
語
の
最
序
盤
か
ら

勇
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
勇
者
と
し
て
生
ま
れ
た
が
故
勇
者
と
し
て
の
振
舞
い
を
あ

る
意
味
で
強
要
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　 

さ
て 

、
こ
こ
ま
で
の
ゲ
ー
ム
世
界
の
話
が
、
我
々
の
社
会
に
ど
う
関
係
す
る
と

い
う
の
か
と
疑
問
に
思
わ
れ
る
方
も
い
る
だ
ろ
う
。
私
は
人
々
の
娯
楽
た
る
ゲ
ー

ム
は
、
そ
の
時
代
の
人
々
の
精
神
的
な
需
要
を
如
実
に
表
す
も
の
だ
と
考
え
て
い

る
。  

つ
ま
り  

、  

例
え
ば  

ド
ラ
ゴ
ン
ク
エ
ス
ト
の
よ
う
な
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
ゲ
ー

ム
で
は
、
主
人
公
は 

発
売
さ
れ
た
時
代
に
生
き
て
い
る
人
々
の
理
想
的
な
生
き
方
、

扱
わ
れ
方
で
あ
る
こ
と 

が
求
め
ら
れ
る
の
だ
。

　
こ
の
ゲ
ー
ム
か
ら
考
え
る
に
、
三
十
年
前
は
「
す
る
」
制
度
が
も
て
は
や
さ
れ
、

野
心
の
あ
る
若
者
は
そ
う
い
っ
た
世
界
で
生
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

し

か
し   

現
在
、人
々
は
「
す
る
」
制
度
に
飽
き
、「
で
あ
る
」
社
会
を
懐
古
し
て
い
る
。

急
激
な
変
化
は
一
時
的
な
熱
狂
を
与
え
る
が
、
熱
が
冷
め
た
と
き
の
反
動
は
そ
の
分

大
き
い
。「
す
る
」
社
会
化
を
否
定
は
し
な
い
が
、
も
っ
と
着
実
に
す
す
め
て
い
く

べ
き
だ
と
私
は
考
え
る
。

　
接
続
詞
が
巧
み
に
使
わ
れ
て
い
る
。
相
手
意
識
の
高
い
書
き
方
（
点
線
部
分
）
を
し
て

い
る
。
現
状
の
分
析（
二
重
傍
線
で
囲
ん
だ
部
分
）が
で
き
て
い
る
上
、解
決
策（
波
線
部
）

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
誰
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
ゲ
ー
ム
の
主
人
公
か
ら
、
現
代
の
人
々
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の
精
神
的
な
需
要
を
読
み
取
る
の
は
面
白
い
視
点
で
あ
る
。
書
き
言
葉
特
有
の
言
葉
遣
い

（
太
線
部
）
が
さ
れ
て
い
る
。「
す
る
」
制
度
と
い
う
本
人
な
り
の
語
を
作
り
、
現
代
社
会

を
新
た
な
視
点
で
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
生
徒
は
、
読
書
感
想
文
で
も
県
審
査
で
入
選
す

る
な
ど
、
文
章
力
は
備
わ
っ
て
い
る
生
徒
で
、
紙
の
辞
書
を
授
業
中
で
も
よ
く
引
い
て
い

る
。
語
彙
力
が
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
よ
く
思
考
を
重
ね
る
生
徒
で
あ

る
。

②
原
因
分
析
・
解
決
策
が
う
ま
く
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の

　
「
で
あ
る
」
価
値
と
「
す
る
」
価
値
が
倒
錯
し
て
い
る
よ
う
な
社
会
現
象
を
、
日

本
で
は
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
来
「
で
あ
る
」
価
値
の
領
域
に
「
す
る
」
価
値
が
蔓
延
し
て
い
る
例
と
し
て
は
、

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
な
ど
の
祭
り
の
イ
ベ
ン
ト
化
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
は

元
来
、
作
物
の
実
り
に
感
謝
す
る
気
持
ち
を
持
つ
た
め
の
行
事
だ
っ
た
が
日
本
で
は

そ
の
意
義
は
忘
れ
ら
れ
、
お
菓
子
を
配
り
、
仮
装
を
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
空

虚
な
イ
ベ
ン
ト
と
化
し
て
い
る
。
ク
リ
ス
マ
ス
や
、
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
に
お
い
て

も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
行
事
は
日
本
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
近
代
に

な
っ
て
外
国
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
祭
り
が
発
祥
し
た
土
地
と
日
本

で
は
、
価
値
観
や
感
覚
が
異
な
る
た
め
、「
で
あ
る
」
価
値
の
意
義
を
理
解
す
る
こ

と
が
難
し
く
「
す
る
」
価
値
が
先
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
に
合
う
か
考
え
ず
、む
や
み
や
た
ら
と
外
国
の
も
の
を
取
り
入
れ
た
「
近
代
化
」

も
、
こ
う
捉
え
れ
ば
考
え
物
で
あ
る
。

　  

さ
て  

、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
本
格
化
し
た
政
治
の
世
界
で
は
、
先
の
例
と
逆
に
、

「
す
る
」
価
値
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
「
で
あ
る
」
価
値
が
居
座
っ
て
い
る

現
象
が
見
受
け
ら
れ
る
。
国
会
で
の
答
弁
や
、
選
挙
を
思
い
浮
か
べ
て
も
ら
う
と
分

か
り
や
す
い
。
明
確
な
答
え
を
か
え
す
こ
と
に
価
値
が
あ
る
は
ず
な
の
に
、
論
旨
を

う
や
む
や
に
す
る
大
臣
。
芸
能
人
や
元
ス
ポ
ー
ツ
選
手
な
ど
知
名
度
を
売
り
に
し
た

選
挙
。
政
治
家
が
、
自
分
が
政
治
家
「
で
あ
る
」
こ
と
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
い
る
か

ら
、
昨
今
の
贈
賄
事
件
な
ど
の
不
祥
事
が
多
発
す
る
の
だ
と
思
う
。
政
治
家
は
謙
虚

に
「
す
る
」
価
値
を
高
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
し
、私
た
ち
の
側
も
、政
治
家
を
「
す

る
」
価
値
で
常
に
評
価
す
る
国
民
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
で
あ
る
」
価
値
と
、「
す
る
」
価
値
の
倒
錯
は
物
事
の
本
質
を
見
失
っ
て
い
る

か
ら
お
き
る
。
そ
の
事
象
が
「
で
あ
る
」
価
値
を
持
つ
の
か
、「
す
る
」
価
値
を
持

つ
の
か
。
常
に
考
え
続
け
、「
す
る
」
価
値
の
機
能
を
「
で
あ
る
」
価
値
で
確
認
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
。

　
問
題
点
の
分
析
が
さ
れ
（
二
重
傍
線
部
で
囲
ん
だ
と
こ
ろ
）、
解
決
策
（
波
線
部
）
が

明
確
に
書
か
れ
て
い
る
。
文
章
構
成
が
明
確
に
な
さ
れ
、
か
つ
そ
の
分
量
も
う
ま
く
配
分

さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
意
見
は
、
丸
山
真
男
自
身
が
こ
の
教
材
に
対
し
て
指
導
す
る
高
校

教
員
に
主
張
し
て
い
た
「注

２

私
達
が
ご
く
身
近
に
日
常
的
に
見
聞
し
、
そ
れ
だ
け
に
格
別
に

注
意
を
払
わ
な
い
で
看
過
し
て
し
ま
う
よ
う
な
出
来
事
や
事
柄
に
つ
い
て
、
一
度
立
ち
ど

ま
っ
て
「
は
て
な
」
と
そ
の
背
後
に
潜
ん
で
い
る
象
徴
的
な
意
味
を
問
い
か
け
た
り
、
一

見
何
の
関
係
も
な
さ
そ
う
な
他
の
出
来
事
と
の
つ
な
が
り
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
習
慣
を
養

う
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
学
問
的
訓
練
の
大
き
な
意
義
が
あ
る
。」
に
合
致
し
て
い
る
。

③
社
会
事
象
の
原
因
の
分
析
が
さ
れ
て
い
る
も
の

　
現
在
の
日
本
社
会
で
は
、「
す
る
価
値
」
と
「
で
あ
る
価
値
」
と
の
倒
錯
が
あ
る
。

　
「
で
あ
る
価
値
」
の
否
定
し
難
い
部
分
に
「
す
る
価
値
」
が
蔓
延
し
て
い
る
例
で

は
、 

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
が
上
げ
ら
れ
る
。
元
来
、
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
の
ケ
ル
ト
的
伝
統
に
起
源
を
持
つ
収
穫
祭
で
魔
除
け
の
意
味
を
持
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
日
本
で
は
仮
装
し
て
合
言
葉
を
言
い
お
菓
子
を
も
ら
う
と
い
う
単

な
る
お
祭
り
に
な
っ
て
お
り
、東
京
で
の
仮
装
は
社
会
現
象
に
も
な
っ
て
い
る
。  

つ

ま
り  

、
収
穫
祭
で
あ
る
は
ず
の
も
の
が
仮
装
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　
こ
う
な
る
原
因
は
、ハ
ロ
ウ
ィ
ン
の
伝
来
の
仕
方
に
問
題
が
あ
っ
た
と
思
う
。元
々 

西
洋
の
大
切
な
伝
統
的
祭
り
だ
っ
た
も
の
が
日
本
に
入
る
時
に
「
仮
装
し
て
お
菓
子

を
も
ら
う
」
と
い
う
部
分
の
み
が
伝
わ
り
、
仮
装
す
る
こ
と
に
自
己
主
張
を
し
て
発

散
し
た
い
若
者
達
が
飛
び
つ
い
た
。  

そ
の
た
め  

、テ
レ
ビ
で
映
し
出
さ
れ
る
社
会
現

象
に
な
る
ほ
ど
の
「
た
だ
の
仮
装
パ
レ
ー
ド
」
と
な
り
下
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、「
す
る
価
値
」
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
「
で
あ
る
価
値
」

が
居
座
っ
て
い
る
例
と
し
て
、
学
歴
社
会
が
上
げ
ら
れ
る
。
本
来
、
就
職
時
の
採
用

は
そ
の
人
個
人
が
持
つ
意
欲
や
態
度
、
そ
の
会
社
で
何
を
し
て
い
き
た
い
か
、
ど
の

よ
う
に
役
立
つ
か
な
ど
が
判
断
基
準
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
日
本
で
は
ま
だ
学
歴
社

会
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
た
め
、
何
を
す
る
か
、
何
が
で
き
る
か
が
大
切
で
あ
る
の

に
、
高
学
歴
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
優
遇
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

　
昔
は
今
よ
り
高
卒
の
人
が
多
く
高
学
歴
で
あ
る
ほ
ど
優
秀
で
仕
事
が
で
き
る
人
が

多
か
っ
た
が
、
今
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
名
高
い
大
学
に
進
学
し
な
く
て
も

多
く
の
資
格
を
取
る
こ
と
は
で
き
、
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ

に
高
学
歴
だ
か
ら
と
い
っ
て
優
秀
と
も
限
ら
な
い
。  

そ
の
た
め  

一
概
に
学
歴
だ
け

で
判
断
で
き
な
い
の
に
、
風
習
に
囚
わ
れ
て
い
る
大
人
が
学
歴
で
判
断
し
続
け
て
い
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「
論
理
国
語
」
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
２

　
内
容

　
Ａ

　
書
く
こ
と
⑴
に
は

ウ 

　
立
場
の
異
な
る
読
み
手
を
説
得
す
る
た
め
に
、
批
判
的
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
想

定
し
て
、
効
果
的
な
文
章
の
構
成
や
論
理
の
展
開
を
工
夫
す
る
こ
と
。

エ 

　
多
面
的
・
多
角
的
な
視
点
か
ら
自
分
の
考
え
を
見
直
し
た
り
、
根
拠
や
論
拠
の

吟
味
を
重
ね
た
り
し
て
、
主
張
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

と
あ
る
。
今
回
は
、
現
代
の
社
会
事
象
を
二
つ
の
論
理
で
ど
う
分
析
す
る
か
、
そ
れ
を
確

認
す
る
の
が
主
眼
だ
っ
た
た
め
、「
立
場
の
異
な
る
読
み
手
を
説
得
す
る
た
め
に
」「
多
面

的
・
多
角
的
な
視
点
か
ら
自
分
の
考
え
を
見
直
し
た
り
」「
根
拠
や
論
拠
の
吟
味
を
重
ね

た
り
」す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
相
手
意
識
を
明
確
に
し
た
論
述
を
し
て
い
く
た
め
に
、

自
分
の
考
え
を
見
直
し
た
り
、
吟
味
し
た
り
す
る
時
間
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
解
決
策
と
し
て
は
、
構
成
メ
モ
の
段
階
で
生
徒
同
士
が
ペ
ア
で
読
み
合
い
、
質
問
し
合

う
こ
と
を
組
み
入
れ
れ
ば
、
相
互
評
価
が
組
み
入
れ
ら
れ
る
上
、
完
成
し
た
文
章
を
読
み

合
う
時
よ
り
も
指
摘
が
し
や
す
い
だ
ろ
う
。

四
　
ま
と
め

　
生
徒
の
書
い
た
文
章
の
分
析
か
ら
、
文
章
表
現
力
を
高
め
る
た
め
に
以
下
の
四
つ
を
提

案
す
る
。

１
　
自
分
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
な
書
く
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
。

　 

　
自
分
の
生
き
る
身
近
な
社
会
の
問
題
を
「
で
あ
る
」
論
理
と
「
す
る
」
論
理
で
見
つ

め
る
こ
と
で
、
客
観
的
に
社
会
を
見
つ
め
る
視
点
を
養
う
こ
と
が
出
来
る
。
自
分
の
問

題
と
し
て
受
け
取
め
ら
れ
れ
ば
、
た
だ
教
材
の
内
容
を
学
習
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
社

会
を
生
き
抜
く
た
め
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
と
な
っ
て
い
く
に
違
い
な
い
。

２ 

　
構
成
メ
モ
を
使
っ
て
、
思
考
の
枠
組
み
を
作
成
し
た
後
、
生
徒
同
士
の
相
互
批
評
を

行
う
過
程
を
踏
ん
で
、
文
章
を
書
く
。

　 

　
あ
る
程
度
の
分
量
の
文
章
を
書
く
た
め
に
は
、
書
く
内
容
の
充
実
が
必
須
で
あ
る
。

情
報
を
集
め
た
り
、
生
徒
同
士
の
相
互
批
評
を
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の

書
く
内
容
の
不
十
分
さ
が
自
覚
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

３
　
「
接
続
詞
」
の
働
き
を
取
り
上
げ
た
レ
ッ
ス
ン
を
授
業
に
組
み
入
れ
る
。

　 

　
評
価
の
高
か
っ
た
生
徒
の
文
章
で
は
、
接
続
詞
が
的
確
に
使
わ
れ
て
い
た
。
接
続
詞

は
思
考
を
可
視
化
す
る
働
き
が
あ
る
。
評
論
文
の
読
解
の
際
、「
接
続
詞
」
に
着
目
し

た
授
業
展
開
を
組
み
入
れ
る
と
、
自
身
の
表
現
力
に
つ
な
が
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

４ 

　
評
価
の
観
点
を
簡
略
化
し
、
文
章
を
評
価
し
て
す
ぐ
返
却
し
、
か
つ
文
章
を
多
く
書

く
機
会
を
設
け
る
。

　 

　
対
象
ク
ラ
ス
で
、
あ
る
程
度
の
分
量
が
あ
る
文
章
を
書
か
せ
た
機
会
は
、
以
下
の
四

回
で
あ
る
。

① 

一
学
期
末
に｢

ネ
ッ
ト
上
の
悪
質
な
投
稿
に
よ
る
被
害
を
な
く
す
た
め
に｣

と
い

う
文
章
を
書
い
た
。（
600
字
）

②
夏
休
み
の
課
題
と
し
て
読
書
感
想
文
を
書
い
た
。（

2000
字
）

③ 

「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
の
論
理
を
使
っ
て
身
近
な
問
題
を
書
い
た
。

　
（
800
字
）

④ 

冬
休
み
の
課
題
と
し
て
、
岩
波
新
書
『
豊
か
さ
の
条
件
』（
暉
峻
淑
子
）『
反
貧
困

─「
す
べ
り
台
社
会
」か
ら
の
脱
出
』（
湯
浅
誠
）の
ど
ち
ら
か
を
読
み
、著
者
が
言
っ

て
い
る
こ
と
を
ま
と
め
、そ
れ
に
対
す
る
意
見
を
書
い
た
。（
Ａ
４
の
横
罫
線
裏
表
）

　
①
は
、「
忘
れ
ら
れ
る
権
利
」（
宮
下
紘
）
④
は
「
南
の
貧
困
／
北
の
貧
困
」（
見
田
宗
介
）

の
学
習
と
合
わ
せ
て
実
施
し
た
。
④
は
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジSchool

内
で
読
め
る
電
子

書
籍
の
中
か
ら
使
っ
た
。
書
く
機
会
を
で
き
る
だ
け
多
く
組
み
入
れ
て
い
く
中
で
、
評
価

よ
り
自
身
の
表
現
力
の
課
題
が
明
確
に
な
り
、
意
識
化
す
る
こ
と
で
表
現
力
が
上
が
っ
て

い
く
は
ず
で
あ
る
。

五
　
今
後
の
課
題

　
大注

３

井
和
彦
は
、「
こ
こ
ろ
」（
夏
目
漱
石
）
を
使
っ
た
次
の
よ
う
な
「
文
学
国
語
」
の
授

業
イ
メ
ー
ジ
を
提
案
し
て
い
る
。

第
１
～
４
時
「『
で
あ
る
』
こ
と
と
『
す
る
』
こ
と
」
読
解
（
近
代
の
「
で
あ
る
」

か
ら
「
す
る
」
論
理
・
価
値
へ
の
推
移
の
理
解
）

第
５
～
14
時
「
こ
こ
ろ
」
読
解
（「
先
生
」｢

Ｋ｣

の
内
面
の
動
き
を
「『
で
あ
る
』

こ
と
と
『
す
る
』
こ
と
」
で
学
ん
だ
観
点
か
ら
分
析
）

第
15
～
16
時

　
近
代
と
現
代
と
の
共
通
性
と
差
異
性
に
つ
い
て
、
生
徒
の
生
活
に
引

き
つ
け
て
議
論
す
る
。

九

る
の
だ
と
思
う
。  

ま
た  

、
そ
う
判
断
す
る
大
人
も
高
学
歴
の
人
で
あ
る
場
合
が
多

い
か
ら
だ
。

　  

こ
の
よ
う
に  

日
本
に
は
価
値
の
倒
錯
が
多
く
あ
る
の
で
、
そ
の
再
転
倒
を
し
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
接
続
詞
が
的
確
に
使
わ
れ
て
い
て
、
流
れ
が
分
か
り
や
す
い
。
ま
た
、
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
社
会
現
象
に
は
そ
れ
ほ
ど
斬
新
さ
は
な
い
が
、
問
題
点
の
分
析
が
あ
る
程
度
さ
れ

て
い
る
。
ど
う
対
策
し
て
い
く
の
か
書
か
れ
て
い
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
傍
線
部
が
文

章
語
と
し
て
特
徴
的
だ
と
言
え
る
部
分
だ
が
、
①
の
生
徒
と
比
べ
る
と
少
な
く
、
表
現
は

素
直
で
あ
る
。

（
４
）
書
け
て
い
な
い
生
徒
の
傾
向
と
考
え
ら
れ
る
対
策

　
800
字
程
度
と
い
う
字
数
指
定
で
字
数
不
足
を
100
字
以
上
と
し
た
場
合
、
34
名
中
14
名

（
41
％
）
い
た
。
以
下
に
そ
の
中
身
を
表
に
し
た
も
の
を
挙
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
○

　
書
か
れ
て
い
る

　
△

　
不
十
分

　
×

　
書
か
れ
て
い
な
い
）

具
体
的
事
象

問
題
点
原
因
分
析
解
決
策

不
足
字
数

１

人
種
差
別
、
女
性
差
別

○

○

×

180
字

２

休
日

　
ハ
ロ
ウ
ィ
ン

○

○

×

200
字

３

正
規
社
員
と
非
正
規
社
員

　

△

○

×

250
字

４

二
世
タ
レ
ン
ト
・
二
世
政
治
家

○

×

×

150
字

５

体
育
祭
演
技
パ
ー
ト

○

○

×

150
字

６

移
籍

　

○

○

○

100
字

７

年
功
序
列

　
学
問
の
研
究

　

○

×

×

125
字

８

ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム

　

○

×

×

250
字

９

恋
愛

　

○

○

×

175
字

10

二
世
議
員

　
入
閣
待
機
組

　

○

○

○

150
字

11

マ
ス
ク

　
性
差
別

　

○

×

×

150
字

12

マ
ス
ク

　

○

○

×

150
字

13

マ
ス
ク

　
性
別

　

○

×

○

150
字

14

マ
ス
ク

　
学
歴
社
会

　

○

×

○

175
字

　
具
体
的
事
象
が
一
つ
だ
け
に
絞
ら
れ
て
い
る
場
合
、
全
て
の
要
素
が
あ
っ
て
も
字
数
不

足
に
な
っ
て
い
る
。（
６
・
10
の
二
人
）
ま
た
、
事
象
が
二
つ
あ
っ
て
も
、
分
析
が
さ
れ

て
い
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
り
、
解
決
策
だ
け
が
述
べ
ら
れ
、
原
因
分
析
が
書
か
れ

て
い
な
い
も
の
も
あ
っ
た
。（
２
・
13
・
14
の
三
人
）
問
題
点
の
み
の
指
摘
で
、
原
因
分

析
が
さ
れ
て
い
な
い
四
人
の
生
徒
（
４
・
７
・
８
・
11
）
は
、
教
員
か
ら
の
指
示
を
把
握
し

て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
具
体
的
な
社
会
現
象
の
問
題
点
→
原
因
の
分
析
→
解
決
策
」
を
書
く
こ
と
は
黒
板
に

板
書
し
て
い
た
が
、
指
示
通
り
に
す
べ
て
が
書
け
て
い
る
生
徒
は
七
名
で
あ
っ
た
。
や
は

り
思
考
の
枠
組
み
を
作
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
作
り
、
そ
れ
に
沿
っ
て
書
か
せ
る
こ
と

が
必
要
で
あ
っ
た
。
分
析
の
部
分
が
一
番
難
し
い
と
こ
ろ
に
時
間
を
か
け
な
い
と
い
け
な

か
っ
た
。実
際
に
書
く
た
め
に
三
時
間
し
か
使
っ
て
い
な
い
が
、も
う
一
時
間
必
要
で
あ
っ

た
。

　
以
下
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
案

　
「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
　
　
書
く
た
め
の
構
成
メ
モ

Ａ
「
で
あ
る
」
価
値
の
否
定
し
難
い

意
味
を
持
つ
部
面
に
「
す
る
」
価
値

が
蔓
延
し
て
い
る
と
い
う
倒
錯

Ｂ
「
す
る
」
価
値
に
よ
っ
て
批
判
さ

れ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
「
で
あ
る
」
価

値
が
居
座
っ
て
い
る
と
い
う
倒
錯

①
身
近
な
例

②
問
題
点

③
原
因
の
分
析

④
解
決
策

八
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「
論
理
国
語
」
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
２

　
内
容

　
Ａ

　
書
く
こ
と
⑴
に
は

ウ 

　
立
場
の
異
な
る
読
み
手
を
説
得
す
る
た
め
に
、
批
判
的
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
想

定
し
て
、
効
果
的
な
文
章
の
構
成
や
論
理
の
展
開
を
工
夫
す
る
こ
と
。

エ 
　
多
面
的
・
多
角
的
な
視
点
か
ら
自
分
の
考
え
を
見
直
し
た
り
、
根
拠
や
論
拠
の

吟
味
を
重
ね
た
り
し
て
、
主
張
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

と
あ
る
。
今
回
は
、
現
代
の
社
会
事
象
を
二
つ
の
論
理
で
ど
う
分
析
す
る
か
、
そ
れ
を
確

認
す
る
の
が
主
眼
だ
っ
た
た
め
、「
立
場
の
異
な
る
読
み
手
を
説
得
す
る
た
め
に
」「
多
面

的
・
多
角
的
な
視
点
か
ら
自
分
の
考
え
を
見
直
し
た
り
」「
根
拠
や
論
拠
の
吟
味
を
重
ね

た
り
」す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
相
手
意
識
を
明
確
に
し
た
論
述
を
し
て
い
く
た
め
に
、

自
分
の
考
え
を
見
直
し
た
り
、
吟
味
し
た
り
す
る
時
間
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
解
決
策
と
し
て
は
、
構
成
メ
モ
の
段
階
で
生
徒
同
士
が
ペ
ア
で
読
み
合
い
、
質
問
し
合

う
こ
と
を
組
み
入
れ
れ
ば
、
相
互
評
価
が
組
み
入
れ
ら
れ
る
上
、
完
成
し
た
文
章
を
読
み

合
う
時
よ
り
も
指
摘
が
し
や
す
い
だ
ろ
う
。

四
　
ま
と
め

　
生
徒
の
書
い
た
文
章
の
分
析
か
ら
、
文
章
表
現
力
を
高
め
る
た
め
に
以
下
の
四
つ
を
提

案
す
る
。

１
　
自
分
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
な
書
く
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
。

　 

　
自
分
の
生
き
る
身
近
な
社
会
の
問
題
を
「
で
あ
る
」
論
理
と
「
す
る
」
論
理
で
見
つ

め
る
こ
と
で
、
客
観
的
に
社
会
を
見
つ
め
る
視
点
を
養
う
こ
と
が
出
来
る
。
自
分
の
問

題
と
し
て
受
け
取
め
ら
れ
れ
ば
、
た
だ
教
材
の
内
容
を
学
習
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
社

会
を
生
き
抜
く
た
め
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
と
な
っ
て
い
く
に
違
い
な
い
。

２ 

　
構
成
メ
モ
を
使
っ
て
、
思
考
の
枠
組
み
を
作
成
し
た
後
、
生
徒
同
士
の
相
互
批
評
を

行
う
過
程
を
踏
ん
で
、
文
章
を
書
く
。

　 

　
あ
る
程
度
の
分
量
の
文
章
を
書
く
た
め
に
は
、
書
く
内
容
の
充
実
が
必
須
で
あ
る
。

情
報
を
集
め
た
り
、
生
徒
同
士
の
相
互
批
評
を
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の

書
く
内
容
の
不
十
分
さ
が
自
覚
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

３
　
「
接
続
詞
」
の
働
き
を
取
り
上
げ
た
レ
ッ
ス
ン
を
授
業
に
組
み
入
れ
る
。

　 

　
評
価
の
高
か
っ
た
生
徒
の
文
章
で
は
、
接
続
詞
が
的
確
に
使
わ
れ
て
い
た
。
接
続
詞

は
思
考
を
可
視
化
す
る
働
き
が
あ
る
。
評
論
文
の
読
解
の
際
、「
接
続
詞
」
に
着
目
し

た
授
業
展
開
を
組
み
入
れ
る
と
、
自
身
の
表
現
力
に
つ
な
が
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

４ 

　
評
価
の
観
点
を
簡
略
化
し
、
文
章
を
評
価
し
て
す
ぐ
返
却
し
、
か
つ
文
章
を
多
く
書

く
機
会
を
設
け
る
。

　 

　
対
象
ク
ラ
ス
で
、
あ
る
程
度
の
分
量
が
あ
る
文
章
を
書
か
せ
た
機
会
は
、
以
下
の
四

回
で
あ
る
。

① 

一
学
期
末
に｢

ネ
ッ
ト
上
の
悪
質
な
投
稿
に
よ
る
被
害
を
な
く
す
た
め
に｣

と
い

う
文
章
を
書
い
た
。（
600
字
）

②
夏
休
み
の
課
題
と
し
て
読
書
感
想
文
を
書
い
た
。（

2000
字
）

③ 

「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
の
論
理
を
使
っ
て
身
近
な
問
題
を
書
い
た
。

　
（
800
字
）

④ 

冬
休
み
の
課
題
と
し
て
、
岩
波
新
書
『
豊
か
さ
の
条
件
』（
暉
峻
淑
子
）『
反
貧
困

─「
す
べ
り
台
社
会
」か
ら
の
脱
出
』（
湯
浅
誠
）の
ど
ち
ら
か
を
読
み
、著
者
が
言
っ

て
い
る
こ
と
を
ま
と
め
、そ
れ
に
対
す
る
意
見
を
書
い
た
。（
Ａ
４
の
横
罫
線
裏
表
）

　
①
は
、「
忘
れ
ら
れ
る
権
利
」（
宮
下
紘
）
④
は
「
南
の
貧
困
／
北
の
貧
困
」（
見
田
宗
介
）

の
学
習
と
合
わ
せ
て
実
施
し
た
。
④
は
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジSchool

内
で
読
め
る
電
子

書
籍
の
中
か
ら
使
っ
た
。
書
く
機
会
を
で
き
る
だ
け
多
く
組
み
入
れ
て
い
く
中
で
、
評
価

よ
り
自
身
の
表
現
力
の
課
題
が
明
確
に
な
り
、
意
識
化
す
る
こ
と
で
表
現
力
が
上
が
っ
て

い
く
は
ず
で
あ
る
。

五
　
今
後
の
課
題

　
大注

３

井
和
彦
は
、「
こ
こ
ろ
」（
夏
目
漱
石
）
を
使
っ
た
次
の
よ
う
な
「
文
学
国
語
」
の
授

業
イ
メ
ー
ジ
を
提
案
し
て
い
る
。

第
１
～
４
時
「『
で
あ
る
』
こ
と
と
『
す
る
』
こ
と
」
読
解
（
近
代
の
「
で
あ
る
」

か
ら
「
す
る
」
論
理
・
価
値
へ
の
推
移
の
理
解
）

第
５
～
14
時
「
こ
こ
ろ
」
読
解
（「
先
生
」｢

Ｋ｣

の
内
面
の
動
き
を
「『
で
あ
る
』

こ
と
と
『
す
る
』
こ
と
」
で
学
ん
だ
観
点
か
ら
分
析
）

第
15
～
16
時

　
近
代
と
現
代
と
の
共
通
性
と
差
異
性
に
つ
い
て
、
生
徒
の
生
活
に
引

き
つ
け
て
議
論
す
る
。

九
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ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①
　
解
答

　
高
Ⅱ
　
現
代
文
「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
（
丸
山
真
男
）

■
語
句
の
読
み
・
意
味
の
確
認

①
内
奥
（
な
い
お
う
）
意
味
＝
内
部
の
奥
深
い
と
こ
ろ
。

②
謳
歌
（
お
う
か
）
意
味
＝
声
を
そ
ろ
え
て
ほ
め
た
た
え
る
こ
と
。

③
対
象
…
他
と
見
比
べ
る
こ
と
。
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
。

　
対
照
…
目
標
と
な
る
も
の
。

　
対
称
…
互
い
に
対
応
し
て
つ
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
。

④
相
対
的
…
意
味 

【
物
事
が
他
と
の
比
較
に
お
い
て
、
そ
う
で
あ
る
様
。
他
と
関
連
さ
せ

て
み
て
、
初
め
て
そ
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
】

 

『
絶
対
的
』

１ 

　
164
ペ
ー
ジ
上
14
行

　 

自
分
が
「
と
ら
わ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
痛
切
に
意
識
し
、
自

分
の
「
偏
向
」
性
を
い
つ
も
見
つ
め
て
い
る
者 

は
、
な
ん
と
か
し
て
、
よ、

、り
自
由
に

物
事
を
認
識
し
判
断
し
た
い
と
い
う
努
力
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相、

、

、

、

対
的
に
自
由
に

な
り
う
る
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
「
自
分
が
自
由
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
人
間
」「
自
身
の
そ
れ
以
前
の
状
態
」

２ 

　
165
ペ
ー
ジ
上
７
行 

　
ま
さ
に
右
の
よ
う
な
「
で
あ
る
」
論
理
・「
で
あ
る
」
価
値
か
ら
、

「
す
る
」
論
理
・「
す
る
」
価
値
へ
の
相、

、

、

、

対
的
な 

重
点
の
移
動 

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も

の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
完
全
に
移
動
し
て
い
な
い
　
不
断
の
動
態
で
あ
る

■
重
要
な
語
句

　
筆
者
の
造
語
・
キ
ー
ワ
ー
ド

⑤
「
制
度
の
自
己
目
的
化
」（
164
ペ
ー
ジ
下
３
行
）

　 

　
本
来
、
あ
る
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
制
度
が
そ
れ
自
体
の
存
続
や

発
展
を
目
的
と
す
る
こ
と
。
制
度
自
体
が
絶
対
化
す
る
こ
と
。

④
「
非
近
代
的
」（
165
ペ
ー
ジ
下
11
行
）

　 

　
本
来
「
す
る
」
論
理
・
価
値
で
あ
る
べ
き
部
分
が
「
で
あ
る
」
論
理
・
価
値
が
大
き

な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

⑦
「
過
近
代
的
」（
165
ペ
ー
ジ
下
11
行
）

　 

　
「
で
あ
る
」
論
理
・
価
値
が
必
要
な
部
分
ま
で
「
す
る
」
論
理
・
価
値
が
の
さ
ば
っ

て
い
る
こ
と
。

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②

　
「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
の
身
近
な
例
を
探
し
て
み
よ
う

１�

　
「
で
あ
る
」
価
値
の
否
定
し
が
た
い
意
味
を
持
つ
部
面
に
「
す
る
」
価
値
が
蔓
延
し

て
い
る
と
い
う
倒
錯
の
例

　
（
教
科
書
の
例
）
① 

休
日
…
静
か
な
憩
い
と
安
息
の
日
で
あ
る
べ
き
な
の
に
、
日
曜
大

工
や
ス
キ
ー
な
ど
多
忙
に
す
る
日
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
②
学
問
、
芸
術

２�

　
「
す
る
」
価
値
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
べ
き
所
に
「
で
あ
る
」
価
値
が
居
座
っ
て
い

る
と
い
う
倒
錯
の
例

　
（
教
科
書
の
例
）
① 

会
社
の
上
役
の
存
在
価
値
…
そ
の
人
の
す
る
仕
事
や
業
績
で
「
存

在
価
値
」
は
決
ま
る
は
ず
な
の
に
、
仕
事
を
離
れ
て
も
そ
の
関
係

は
続
く
。

一
一

　
今
回
は｢

論
理
国
語｣

の
授
業
提
案
で
あ
っ
た
が
、
三
学
期
に
「
こ
こ
ろ
」
を
学
習
す

る
予
定
で
あ
る
。『「
で
あ
る
」「
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
』
で
学
ん
だ
観
点
か
ら
分
析
し

て
読
む
こ
と
を
進
め
て
い
け
ば
、
近
代
、
現
代
と
い
う
理
解
も
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
一
番

生
徒
が
「
こ
こ
ろ
」
で
理
解
で
き
な
い
明
治
の
精
神
、
先
生
の
自
殺
に
つ
い
て
違
う
面
か

ら
迫
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
わ
れ
る
。
書
く
こ
と
に
お
け
る
今
回
の
反
省
も
活
か
し
て
、

さ
ら
な
る
実
践
を
積
み
上
げ
た
い
。「
こ
こ
ろ
」
は
「
文
学
国
語
」
に
取
り
上
げ
ら
れ
る

教
材
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
「
論
理
国
語
」
と
リ
ン
ク
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

注 １
　
内
田
樹
、「
国
語
教
育
に
つ
い
て
」、
内
田
樹
の
研
究
室
、

2020
年
１
月
６
日
、http://

blog.tatsuru.com
/020/01/06_1024.htm

l

（
最
終
閲
覧
日:

2021
年
１
月
３
日
）

２
　
丸
山
真
男
、「
筆
者
か
ら
先
生
方
へ
」、
旺
文
社
編
『
高
等
学
校
国
語
Ⅱ
』
教
授
資
料

③
、

1983
年

３
　
大
井
和
彦
、「『
文
学
国
語
』
の
授
業
イ
メ
ー
ジ
」、大
修
館
編
『
国
語
教
室
』
第
113
号
、

2020
年
、
31
～
32
．

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①

　
高
Ⅱ
　
現
代
文
「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
（
丸
山
真
男
）

■
語
句
の
読
み
・
意
味
の
確
認

①
内
奥
（

　
　
　
　
）
意
味
＝

②
謳
歌
（

　
　
　
　
）
意
味
＝

③
対
象
…

　
対
照
…

　
対
称
…

④
相
対
的
…
意
味 

【
物
事
が
他
と
の
比
較
に
お
い
て
、
そ
う
で
あ
る
様
。
他
と
関
連
さ
せ

て
み
て
、
初
め
て
そ
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
】

『
　
　
　
　
的
』

１ 

　
164
ペ
ー
ジ
上
14
行

　
自
分
が
「
と
ら
わ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
痛
切
に
意
識
し
、
自
分

の
「
偏
向
」
性
を
い
つ
も
見
つ
め
て
い
る
者
は
、
な
ん
と
か
し
て
、
よ
り
自
由
に
物
事

を
認
識
し
判
断
し
た
い
と
い
う
努
力
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
対
的
に
自
由
に
な
り

う
る
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

２ 

　
165
ペ
ー
ジ
上
７
行

　
ま
さ
に
右
の
よ
う
な
「
で
あ
る
」
論
理
・「
で
あ
る
」
価
値
か
ら
、

「
す
る
」
論
理
・「
す
る
」
価
値
へ
の
相、

、

、

対
的
な
重
点
の
移
動
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の

で
す
。

■
重
要
な
語
句

　
筆
者
の
造
語
・
キ
ー
ワ
ー
ド

④
「
制
度
の
自
己
目
的
化
」（
164
ペ
ー
ジ
下
３
行
）

⑤
「
非
近
代
的
」（
165
ペ
ー
ジ
下
11
行
）

⑥
「
過
近
代
的
」（
165
ペ
ー
ジ
下
11
行
）
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ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①
　
解
答

　
高
Ⅱ
　
現
代
文
「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
（
丸
山
真
男
）

■
語
句
の
読
み
・
意
味
の
確
認

①
内
奥
（
な
い
お
う
）
意
味
＝
内
部
の
奥
深
い
と
こ
ろ
。

②
謳
歌
（
お
う
か
）
意
味
＝
声
を
そ
ろ
え
て
ほ
め
た
た
え
る
こ
と
。

③
対
象
…
他
と
見
比
べ
る
こ
と
。
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
。

　
対
照
…
目
標
と
な
る
も
の
。

　
対
称
…
互
い
に
対
応
し
て
つ
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
。

④
相
対
的
…
意
味 

【
物
事
が
他
と
の
比
較
に
お
い
て
、
そ
う
で
あ
る
様
。
他
と
関
連
さ
せ

て
み
て
、
初
め
て
そ
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
】

 

『
絶
対
的
』

１ 

　
164
ペ
ー
ジ
上
14
行

　 

自
分
が
「
と
ら
わ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
痛
切
に
意
識
し
、
自

分
の
「
偏
向
」
性
を
い
つ
も
見
つ
め
て
い
る
者 

は
、
な
ん
と
か
し
て
、
よ、

、り
自
由
に

物
事
を
認
識
し
判
断
し
た
い
と
い
う
努
力
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相、

、

、

、

対
的
に
自
由
に

な
り
う
る
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
「
自
分
が
自
由
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
人
間
」「
自
身
の
そ
れ
以
前
の
状
態
」

２ 

　
165
ペ
ー
ジ
上
７
行 

　
ま
さ
に
右
の
よ
う
な
「
で
あ
る
」
論
理
・「
で
あ
る
」
価
値
か
ら
、

「
す
る
」
論
理
・「
す
る
」
価
値
へ
の
相、

、

、

、

対
的
な 

重
点
の
移
動 

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も

の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
完
全
に
移
動
し
て
い
な
い
　
不
断
の
動
態
で
あ
る

■
重
要
な
語
句

　
筆
者
の
造
語
・
キ
ー
ワ
ー
ド

⑤
「
制
度
の
自
己
目
的
化
」（
164
ペ
ー
ジ
下
３
行
）

　 

　
本
来
、
あ
る
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
制
度
が
そ
れ
自
体
の
存
続
や

発
展
を
目
的
と
す
る
こ
と
。
制
度
自
体
が
絶
対
化
す
る
こ
と
。

④
「
非
近
代
的
」（
165
ペ
ー
ジ
下
11
行
）

　 

　
本
来
「
す
る
」
論
理
・
価
値
で
あ
る
べ
き
部
分
が
「
で
あ
る
」
論
理
・
価
値
が
大
き

な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

⑦
「
過
近
代
的
」（
165
ペ
ー
ジ
下
11
行
）

　 

　
「
で
あ
る
」
論
理
・
価
値
が
必
要
な
部
分
ま
で
「
す
る
」
論
理
・
価
値
が
の
さ
ば
っ

て
い
る
こ
と
。

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②

　
「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
の
身
近
な
例
を
探
し
て
み
よ
う

１�

　
「
で
あ
る
」
価
値
の
否
定
し
が
た
い
意
味
を
持
つ
部
面
に
「
す
る
」
価
値
が
蔓
延
し

て
い
る
と
い
う
倒
錯
の
例

　
（
教
科
書
の
例
）
① 

休
日
…
静
か
な
憩
い
と
安
息
の
日
で
あ
る
べ
き
な
の
に
、
日
曜
大

工
や
ス
キ
ー
な
ど
多
忙
に
す
る
日
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
②
学
問
、
芸
術

２�

　
「
す
る
」
価
値
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
べ
き
所
に
「
で
あ
る
」
価
値
が
居
座
っ
て
い

る
と
い
う
倒
錯
の
例

　
（
教
科
書
の
例
）
① 

会
社
の
上
役
の
存
在
価
値
…
そ
の
人
の
す
る
仕
事
や
業
績
で
「
存

在
価
値
」
は
決
ま
る
は
ず
な
の
に
、
仕
事
を
離
れ
て
も
そ
の
関
係

は
続
く
。
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Abstract:

New Course of Study for High Schools（2019）clearly states that "Japanese Language（Logic）" should assign 
about 30% to 40% of total teaching hours to "writing" . What kind of "reading" and "writing" instruction process 
will be followed by using "To be" and "To do"（by Masao Maruyama）to efficiently improve "writing" ability?　
As a result of having them write an essay that analyze modern society with the logic of "To be" and "To do": 
the following four proposals were made: 
① Select a writing theme which is closely related to yourself.
②  After creating a framework using the composition memo, students discuss and criticize the text "To be" and 

"To do" in pairs and then write an essay.
③ Incorporate lessons that deal with the function of "conjunctions".
④  Simplify the viewpoint of evaluation, evaluate sentences and return them immediately, and provide an 

opportunity to write many essays.

Class Proposals that Incorporate Language Activities
in "Japanese Language（Logic）"

- A case of "To be" and "To do"（by Masao Maruyama）-

Naomi MINE
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