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一　

読
む
こ
と
の
学
習
評
価
に
お
け
る
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」

　

読
者
反
応
に
着
目
し
た
読
む
こ
と
の
教
育
の
研
究
に
つ
い
て
は
一
定
の
蓄
積

が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
学
習
者
の
理
解
力
の
評
価
法
と
し
て
ど
の
よ

う
に
い
か
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
十
分
解
明
さ
れ

て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
学
習
活
動
を
通
し
て
生
み
出
さ
れ
る
話
し
言
葉
・
書

き
言
葉
に
よ
る
読
者
反
応
の
捉
え
方
を
明
ら
か
に
し
、
読
者
反
応
の
質
を
ど
の

よ
う
な
か
た
ち
で
意
味
づ
け
て
い
け
ば
、
一
人
ひ
と
り
の
学
習
者
の
深
い
理
解

を
導
く
学
習
指
導
が
可
能
に
な
る
の
か
。

　

山
元
（2019 a

）
で
は
、
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
ー
・
セ
ラ
ヴ
ァ
ロ
（Serravallo, 2018
）

の
研
究
を
手
が
か
り
と
し
て
、
作
品
や
文
章
の
ど
の
よ
う
な
要
素
に
目
を
向
け

て
い
け
ば
「
深
い
学
び
」
が
い
ざ
な
わ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
や
、
授
業
者
が

児
童
生
徒
の
読
者
反
応
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
授
業
で
い
か
し
て
い
け
ば
、「
深

い
学
び
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
探
っ
た
。
読
む

こ
と
の
学
習
に
お
け
る
「
深
い
学
び
」
は
、
生
徒
自
身
が
読
書
行
為
に
つ
い
て

の
自
分
の
考
え
方
の
特
徴
を
把
握
し
、
他
者
の
そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
、
読
者

と
し
て
の
意
識
を
持
ち
、
読
み
な
が
ら
「
自
分
の
テ
ー
マ
」
を
発
見
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
き
に
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
読
み

手
と
し
て
の
意
識
を
も
た
せ
る
よ
う
な
「
評
価
」
と
し
て
の
働
き
か
け
が
指
導

者
側
に
は
必
要
に
な
っ
て
く
る
（
山
元
、2019 b

）。
ま
た
、
山
元
（2020

）
で

は
、「
自
分
で
選
ん
で
読
む
こ
と
」
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
ベ
リ
ッ
ト
・
ゴ
ー
ド

ン
（G

ordon, 2018

）
を
手
が
か
り
と
し
て
、
読
む
こ
と
の
「
深
い
学
び
」
を

促
す
学
習
評
価
法
の
あ
り
方
を
探
り
、「
教
師
が
ガ
イ
ド
す
る
指
導
」
を
中
心
と

し
た
「
読
む
こ
と
」
の
「
深
い
学
び
」
を
誘
う
「
評
価
」
活
動
の
工
夫
と
継
続

が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

ゴ
ー
ド
ン
の
「
ブ
レ
ン
ド
型
授
業
」
は
、「
古
典
的
文
学
」
の
学
習
で
身
に
つ

け
た
「
精
読
の
仕
方
」
を
自
分
の
選
ん
だ
本
や
文
章
を
読
む
こ
と
に
い
か
す
と

い
う
意
味
で
「
古
典
的
文
学
」
と
自
ら
選
択
す
る
本
と
の
「
融
合
」
を
め
ざ
す

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
ブ
レ
ン
ド
型
授
業
」
を
試
み
た
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
と

い
う
先
生
の
指
導
方
法
に
つ
い
て
、
ゴ
ー
ド
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

彼
の
指
導
方
法
が
う
ま
く
い
っ
た
の
は
、
も
は
や
一
冊
の
本
を
ク
ラ
ス
全

体
で
読
む
こ
と
を
前
提
と
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
読
み
書
き
能
力
を
育
て

「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
二
号
（
令
和
三
年
三
月
刊
）

「
文
学
の
対
話
的
論
証
（D

ialogic L
iterary A

rgum
entation

）」
と
学
習
評
価

︱
︱
文
学
の
授
業
に
お
け
る
生
徒
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
中
心
に
︱
︱

山

　元

　隆

　春
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よ
う
と
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
本
は
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ

は
、
読
ん
だ
り
、
古
典
的
な
文
学
を
理
解
し
た
り
す
る
︹
親
し
む
︺
た
め

の
強
力
な
い
く
つ
か
の
方
法
を
生
徒
た
ち
に
示
す
た
め
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト

な
の
で
あ
る
。（G

ordon, 2018 , p. 12

）

　
「
一
冊
の
本
を
ク
ラ
ス
全
体
で
読
む
こ
と
」
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ゴ
ー
ド
ン
の
言
う
「
古
典
的
な
小
説
」
も
、「
ク
ラ
ス
全
員
で
読
む
本
」
も
、
日

本
の
国
語
教
科
書
教
材
も
、
生
徒
た
ち
が
将
来
に
わ
た
っ
て
使
う
こ
と
の
で
き

る
「
読
み
方
」「
理
解
す
る
た
め
の
方
法
」「
理
解
方
略
」
に
習
熟
す
る
た
め
の

「
テ
ン
プ
レ
ー
ト
」
で
あ
り
「
手
段
（vehicle
）」
だ
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

　
「
ブ
レ
ン
ド
型
授
業
」
で
教
師
た
ち
は
「
教
え
る
人
」（teacher

）
の
役
割
以

上
に
「
支
え
る
人
」（facilitator

）
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。「
教
師
が
ガ
イ

ド
す
る
指
導
」
を
工
夫
し
て
い
け
ば
「
深
い
学
び
」
が
導
か
れ
る
と
い
う
知
見

は
、
上
述
の
セ
ラ
ヴ
ァ
ロ
の
著
作
と
共
通
し
て
い
る
。「
教
師
が
ガ
イ
ド
す
る
指

導
」
と
「
協
働
学
習
」
は
い
ず
れ
も
多
く
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
生
徒
た
ち
に

も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
「
対
話
プ
ロ
セ
ス
」
を
ど
の

よ
う
に
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
読
む
こ
と
の
「
深
い
学

び
」
を
促
す
学
習
評
価
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

二　

ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
の
「
対
話
と
し
て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」

論

　

前
世
紀
の
終
盤
に
、
米
国
の
国
語
教
育
学
者
ア
ー
サ
ー
・
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
は

「
教
育
と
い
う
も
の
が
子
ど
も
た
ち
に
、
自
分
た
ち
の
生
活
と
生
き
て
い
る
世
界

に
つ
い
て
の
文
化
的
な
対
話
へ
の
入
口
を
提
供
す
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
」

を
示
し
た
（A

pplebee, 1996 , p.  39

）。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
「
対
話
領
域
」

が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
領
域
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
対
話
こ
そ
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を

生
き
た
も
の
に
す
る
、
と
い
う
「
対
話
と
し
て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（curriculum

 

as conversation

）」
論
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

観
は
そ
の
実
現
へ
の
困
難
さ
と
と
も
に
、
わ
が
国
で
も
す
で
に
な
じ
み
の
も
の

で
あ
る
。

　

新
し
い
世
紀
を
迎
え
た
後
、
そ
の
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
が
、「
力
の
あ
る

（effective

）」
学
校
で
の
国
語
科
教
育
を
検
証
し
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
を
国
語

学
習
に
参
加
さ
せ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
て
い

る
（A

pplebee, 2002

）。
彼
は
、
力
の
あ
る
学
校
で
の
教
育
実
践
の
ほ
と
ん
ど

に
お
い
て
、
教
師
た
ち
は
「
レ
リ
バ
レ
ン
ス
（
関
連
性
）」
と
「
相
互
関
係
」
を

子
ど
も
た
ち
が
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
学
習
指
導
が
行
わ
れ
て
い
た
と

指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
過
去
の
学
習
体
験
を
想
起
さ
せ
る
よ

う
な
働
き
か
け
で
あ
る
。
今
学
び
つ
つ
あ
る
こ
と
と
過
去
に
学
ん
だ
こ
と
と
の

「
レ
リ
バ
レ
ン
ス
」「
相
互
関
係
」
を
学
習
者
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
な
条

件
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
を
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
は
「
相
互
関
係
性

（interconnectedness

）」
と
呼
び
、
効
果
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
指
導
の
特
徴

で
あ
る
と
し
て
い
る
（A

pplebee, 2002 , p. 32

）。

　
「
対
話
」
と
し
て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
構
成
し
「
相
互
関
連
性
」
を
際
立
た
せ

る
こ
と
は
、
国
語
科
に
お
い
て
新
し
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
体
系
の
基
本
フ
レ
ー
ム

構
築
の
中
心
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
指

導
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
、
子
ど
も
た
ち
が
取
り
組
ん
で
い
る
現
在
の

学
習
の
な
か
で
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
も
い
る
。
ま
た
、「
カ
リ
キ
ュ
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ラ
ム
」
を
文
化
の
伝
統
的
な
蓄
積
か
ら
の
抜
粋
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
子
ど
も

た
ち
の
生
き
る
文
化
と
文
化
の
伝
統
的
な
蓄
積
と
の
「
対
話
」
と
し
て
、
ま
た
、

子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
支
え
る
「
相
互
関
連
性
」
の
そ
な
わ
っ
た
も
の
と
し
て
、

い
ま
一
度
見
つ
め
直
す
必
要
性
を
強
調
す
る
考
え
方
で
も
あ
る
。
こ
の
考
え
方

は
、
国
語
科
で
の
「
深
い
学
び
」
の
学
習
評
価
を
し
て
い
く
上
で
重
要
な
視
点

で
あ
る
。「
国
語
科
」
の
学
習
と
は
何
か
、
な
ぜ
そ
れ
が
こ
の
文
化
と
社
会
に
お

い
て
必
要
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
教
室
で
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る

か
ら
だ
。三　

「
文
学
の
対
話
的
論
証
」
の
提
唱
と
展
開

（
一
）
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
の
「
対
話
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
論
と
ブ
ル
ー
ム
ら
の
「
文
学

の
対
話
的
論
証
」

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ブ

ル
ー
ム
（D

avid B
loom

e

（
注
1
））
や
マ
ッ
ト
・
シ
ー
モ
ア
（M

att S
eym

our

）
ら
が

米
国
オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
し
て
提
唱
し
た
高
等
学
校

文
学
教
育
に
お
け
る
「
文
学
の
対
話
的
論
証
（D

ialogic L
iterary 

A
rgum

entation

）」（B
loom

e et al., 2020 ; Seym
our et al., 2020

）
の
内
実
を

検
討
し
、
文
学
作
品
を
読
む
学
習
指
導
に
お
け
る
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」
の
学

習
評
価
と
し
て
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

彼
ら
が
重
要
な
手
が
か
り
と
し
た
の
は
、
先
に
述
べ
た
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
の

「
対
話
と
し
て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
論
で
あ
る
。

ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
は
文
学
の
理
解
と
知
識
の
意
味
に
関
す
る
再
評
価
に
基
づ
い

て
次
の
よ
う
な
文
学
教
育
の
あ
ら
た
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
提
供
し
た
。「
私
た
ち

の
学
校
と
カ
レ
ッ
ジ
に
と
っ
て
重
要
な
学
習
と
は
、
活
動
中
の
知
識
の
伝
統

を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
伝
統
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
と
ど
ま
る

こ
と
な
く
変
化
し
、
参
加
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
、
過
去
よ
り
も
現
在
と
未
来

に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」（p. 20

）。
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
は
、
こ
う
し
た
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
を
め
ぐ
る
や
り
取
り
と
指
導
的
な
や
り
取
り
（
個
々
の
教
室
で

の
相
互
作
用
）
と
を
区
別
し
て
い
た
。
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
は
こ
の
テ
ー
マ
を
学

校
教
育
改
革
の
一
方
向
と
し
て
熱
心
に
取
り
組
み
、
独
話
的
な
退
屈
さ
を

伴
っ
た
脱
コ
ン
テ
ク
ス
ト
的
な
知
識
の
か
わ
り
に
、
生
徒
た
ち
を
熱
中
さ
せ
、

参
加
さ
せ
、「
至
高
の
経
験
（optim

al experiences

）」（cf. C
hikszentm

ihalyi 

et al., 1993 , cited in A
pplebee, 1996 , p. 107

）
に
導
く
手
が
か
り
と
し
た
。

（Seym
our et al., 2000 , p. 11

）

　
「
文
学
の
対
話
的
論
証
」
と
は
「
読
者
の
一
人
ひ
と
り
が
、
内
省
的
か
つ
共
同

で
自
分
の
世
界
を
変
化
さ
せ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
く
よ

う
に
す
る
」「
生
徒
た
ち
は
耳
を
傾
け
る
こ
と
や
、
多
様
な
物
の
見
方
を
許
容
す

る
こ
と
や
、
緊
張
を
維
持
す
る
こ
と
、
そ
し
て
理
解
や
関
わ
り
合
い
を
深
め
て

い
く
た
め
の
対
話
に
取
り
組
む
こ
と
」
を
重
ん
じ
る
「
論
証
的
な
プ
ロ
セ
ス
」

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
加
わ
る
こ
と
で
参
加
者
た
ち
は
「
こ
の
世

界
や
自
分
た
ち
の
共
同
体
で
の
振
る
舞
い
方
を
学
ん
で
い
く
」
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
よ
う
な
「
論
証
」
を
通
し
て
「
学
ぶ
た
め
に
論
証
す
る
こ
と
を
、
文

学
の
教
え
学
び
に
応
用
し
な
が
ら
、
文
学
テ
ク
ス
ト
を
、
他
者
と
の
会
話
の
中

で
人
と
し
て
育
つ
の
に
大
切
で
、
し
か
も
自
分
自
身
に
つ
い
て
、
他
者
に
つ
い

て
、
自
分
の
生
き
る
世
界
に
つ
い
て
し
っ
か
り
と
考
え
た
り
、
理
解
す
る
こ
と
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に
つ
い
て
の
「
ス
ト
ー
リ
ー
ケ
ー
ス
（stories cases

）」」
と
し
て
扱
っ
た
り
す

る
こ
と
を
生
徒
た
ち
に
求
め
る
（Seym

our et al., 2020

）。

　

こ
の
よ
う
な
「
文
学
の
対
話
的
論
証
」
の
提
唱
に
至
る
背
景
に
は
、
一
九
七

〇
年
代
以
降
の
日
本
の
文
学
教
育
で
も
お
な
じ
み
の
次
の
よ
う
な
議
論
の
展
開

が
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
知
識
が
ほ
と
ん
ど
の
授
業
を
支
配
し
て

い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
米
国
の
学
校
で
の
典
型
的
な
授
業
で
は
、
座
学

が
依
然
と
し
て
優
勢
で
あ
り
、
生
徒
た
ち
は
そ
こ
で
、
教
師
が
課
し
た
、
文

学
作
品
の
中
で
「
起
こ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
」
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
後
で
の

教
師
主
導
の
ク
ラ
ス
全
体
で
の
話
し
合
い
で
は
、
ク
ラ
ス
全
体
で
の
討
議
が

行
わ
れ
、
一
人
ひ
と
り
の
生
徒
の
理
解
が
、
教
師
の
意
見
に
基
づ
い
た
全
体

合
意
へ
と
混
ぜ
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
多
く
を
新
批
評
の
文
学
伝
統
︱

新
批
評
は
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
の
内
部
に
、
文
学
テ
ク
ス
ト
の
本
当
の
正

し
い
意
味
を
見
出
し
う
る
と
い
う
理
論
で
あ
る
︱
に
多
く
を
負
う
な
か
で
、

教
室
で
の
話
し
合
い
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
テ
ク
ス
ト
と
、
そ
の
作
者
の
意
味

を
運
ぶ
た
め
に
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
「
働
く
か
」
と
い
う
こ
と
に
、

焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
く
つ
か
の
ク
ラ
ス
で
、
こ
の
こ
と
は
、

考
え
を
引
き
出
し
な
が
ら
そ
の
テ
ク
ス
ト
と
能
動
的
に
関
わ
っ
た
り
、
お
互

い
に
関
わ
り
合
っ
た
り
す
る
生
徒
を
生
み
出
し
た
。
し
か
し
、
大
抵
の
生
徒

た
ち
は
、
文
学
を
「
パ
ズ
ル
解
き
の
練
習
と
み
な
し
て
、
そ
こ
で
生
徒
た
ち

に
課
さ
れ
る
課
題
は
、
教
師
が
テ
ク
ス
ト
内
の
そ
こ
こ
こ
に
隠
れ
て
い
る
と

見
な
し
て
い
る
よ
う
な
意
味
を
見
つ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
」（A

pplebee, 

1993 , p. 194

）。
新
批
評
の
遺
産
は
そ
れ
以
外
に
も
あ
る
。
文
学
テ
ク
ス
ト

の
諸
特
徴
に
関
す
る
生
徒
の
関
心
を
引
き
出
し
た
こ
と
と
、
ジ
ャ
ン
ル
学
習

中
心
の
文
学
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
う
み
だ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
米
国
で
は
第
七
、

八
、
九
学
年
で
ジ
ャ
ン
ル
学
習
が
顕
著
で
あ
り
、
短
編
物
語
、
戯
曲
、
詩
、

小
説
な
ど
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
、
大
き
な
学
習
ユ
ニ
ッ
ト
が
構
成
さ
れ

て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
文
学
、
イ
ギ
リ
ス
文
学
、
そ
し
て
世
界
文
学
の
コ
ー
ス

（
た
い
て
い
は
、
一
一
学
年
と
一
二
学
年
）
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ン
ル
へ
の
関
心

が
、
時
代
順
に
な
ら
ん
だ
大
き
め
の
ユ
ニ
ッ
ト
内
の
下
位
部
分
レ
ベ
ル
に
再

び
顔
を
出
し
て
い
る
。

　

新
批
評
と
は
対
照
的
に
、
読
者
反
応
と
解
釈
共
同
体
は
、
国
語
科
の
授
業

で
の
文
学
教
育
に
関
す
る
新
批
評
に
代
わ
る
理
論
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。

読
者
反
応
理
論
は
、「
意
味
は
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
あ
る
」
と
い
う
考
え
か
ら
、

「
読
者
た
ち
の
個
人
的
経
験
と
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
と
の
間
の
や
り
と
り
を
通

じ
て
読
者
が
意
味
を
構
築
す
る
」
と
い
う
考
え
へ
と
問
題
の
焦
点
を
変
化
さ

せ
た
。
も
し
読
者
が
文
学
的
意
味
の
構
築
に
積
極
的
に
関
わ
る
と
す
る
な
ら
、

読
者
と
彼
ら
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も

の
と
同
じ
く
ら
い
に
文
学
的
交
流
で
は
重
要
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
点
で

も
っ
と
も
基
本
的
な
批
評
上
の
問
い
と
は
、「
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
何
を
意
味
す

る
か
？
」
で
は
な
く
て
、「
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
う
る
の

か
？
」
で
あ
り
、
そ
の
答
え
は
読
ん
で
い
る
人
や
、
読
む
こ
と
を
取
り
巻
く

コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
形
成
す
る
も
の
に
依
存
し
て
い
る
。（S

eym
our et al., 

2020 , p. 10

）

　

し
か
し
、
シ
ー
モ
ア
ら
は
「
新
批
評
」
も
、
そ
れ
を
批
判
し
な
が
ら
（
そ
れ

を
基
盤
に
し
て
）
台
頭
し
て
き
た
「
読
者
反
応
理
論
」
や
「
解
釈
共
同
体
理
論
」
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も
、「
個
人
」
の
「
読
む
行
為
」
に
焦
点
を
当
て
て
き
た
と
い
う
点
で
は
変
わ
ら

な
い
と
言
い
、
い
ず
れ
も
「
単
独
で
文
学
を
読
む
こ
と
や
教
え
る
こ
と
に
使
わ

れ
て
き
た
」
と
言
う
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
「
文
学
の
対
話
的
論
証
」
は
、「
こ
の

時
間
、
こ
の
場
所
に
、
人
が
集
ま
る
こ
と
に
、
そ
れ
以
上
の
ど
う
い
う
意
味
が

あ
る
の
か
？
」
と
討
議
の
参
加
者
に
問
い
か
け
る
も
の
だ
と
言
う
。

　

シ
ー
モ
ア
ら
は
「
文
学
の
対
話
的
論
証
」
に
次
の
よ
う
な
六
つ
の
「
基
本
原

則
」
が
あ
る
と
し
て
い
る
（Seym

our et al., pp. 23-34

）。

原
則
1
:
文
学
に
つ
い
て
の
読
み
書
き
は
社
会
的
で
対
話
的
な
も
の
で
あ
る
。

原
則
2
:
緊
張
関
係
を
大
切
に
せ
よ
。

原
則
3
:
文
学
の
対
話
的
論
証
と
は
個
性
（personhood

）
と
人
間
性

（hum
an condition

）
の
探
索
で
あ
る
。

原
則
4
:
文
学
の
対
話
的
論
証
に
伴
う
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
手
助
け
と
な

る
よ
う
な
教
室
環
境
を
作
れ
。

原
則
5
:
生
徒
の
書
い
た
も
の
を
評
価
す
る
際
に
は
、
生
徒
が
文
学
の
対
話

的
論
証
に
参
加
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
焦
点
を
当
て
よ
。

原
則
6
:
そ
の
学
年
を
通
じ
て
文
学
の
対
話
的
論
証
を
概
念
化
せ
よ
（
文
学

の
対
話
的
論
証
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
生
徒
た
ち
が
頭
の
中
に
し
っ
か

り
と
刻
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
せ
よ
）。

（
二
）「
文
学
の
対
話
的
論
証
」
に
お
け
る
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」

　

シ
ー
モ
ア
ら
は
生
徒
が
文
学
作
品
に
つ
い
て
書
い
た
批
評
文
に
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
す
る
た
め
の
視
点
を
三
つ
取
り
出
し
て
い
る
。
最
初
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
の
は
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
問
題
で
あ
っ
た
。

1　

教
師
は
、
生
徒
た
ち
が
自
分
の
ど
の
よ
う
な
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
を
思
い

浮
か
べ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
た
、
そ
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
と

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
つ
つ
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
生
徒
の
書
き
始
め
か
ら
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ
る
。

文
学
の
対
話
的
論
証
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
内
で
、
参
加
者
の
一
人
ひ
と
り
が

行
う
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
思
い
浮
か
べ
方
は
、
伝
統
的
な
議
論
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
内
で
参
加
者
の
一
人
ひ
と
り
が
行
う
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
思
い
浮

か
べ
方
と
は
違
っ
て
い
る
。
伝
統
的
な
議
論
に
お
い
て
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン

ス
は
反
対
意
見
を
も
ち
、
そ
の
意
見
は
反
論
さ
れ
て
消
え
る
べ
き
他
者
と

し
て
概
念
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
は
意
見
を
正

当
化
す
る
に
足
る
証
拠
を
使
っ
て
説
得
す
る
対
象
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
文
学
の
対
話
的
論
証
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
オ
ー

デ
ィ
エ
ン
ス
と
は
、
文
学
作
品
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
人
間
が
と
も
に
あ

る
こ
と
の
意
味
を
探
究
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
。

　

話
し
合
い
で
想
定
す
る
「
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
」（
聞
き
手
）
に
つ
い
て
の
言
及

は
あ
た
ら
し
い
。
議
論
の
敵
対
者
で
は
な
く
、
協
同
し
て
意
味
を
つ
く
り
あ
げ

る
存
在
と
し
て
ど
の
よ
う
に
教
室
の
仲
間
を
捉
え
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

次
に
、
書
く
上
で
の
制
約
の
問
題
が
三
つ
ほ
ど
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
三

つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
で
論
証
は
、
個
々
人
の
書
く
こ
と
に
貢
献
す
る

と
い
う
。

2　

文
学
の
対
話
的
論
証
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
も
と
で
書
く
こ
と
に
は
い
く

つ
か
の
制
約
が
あ
る
。
⒜
学
ぶ
た
め
に
論
証
す
る
こ
と
の
使
用
、
⒝
他
の
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人
の
意
見
に
も
そ
の
意
見
の
合
理
性
に
も
し
っ
か
り
と
耳
を
傾
け
て
く
れ

る
人
た
ち
と
の
関
係
を
も
つ
こ
と
、
⒞
寛
容
さ
（openness

）
と
誠
実
さ

（good faith

）
を
も
っ
て
参
加
す
る
義
務
、
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
生
徒

に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
出
会
っ
た
こ
と
の
な
い
新
た

な
制
約
で
あ
り
、
新
た
な
責
任
感
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
教
師
た
ち
は
、

生
徒
が
こ
う
し
た
関
係
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
や
、
そ
の
よ

う
な
関
係
の
な
か
で
他
者
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
継
続
的
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
「
制
約
」
に
つ
い
て
も
、
け
っ
し
て
学
習
者
を
縛
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
リ
ス
ク
の
少
な
い
環
境
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く

た
め
の
条
件
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

三
つ
目
が
、
対
話
過
程
の
な
か
で
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
重
要
性
で
あ
る
。

3　

文
学
の
対
話
的
論
証
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
内
部
で
の
書
く
こ
と
は
、
対

話
と
学
ぶ
た
め
の
論
証
に
誠
実
に
取
り
組
む
こ
と
で
約
束
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
対
話
の
な
か
か
ら
新
た
な
考
え
が
生
ま
れ
る
き
っ
か
け
と
な
る
お

互
い
の
考
え
を
う
み
だ
す
話
し
合
い
に
誠
実
に
取
り
組
む
と
い
う
制
約
で

あ
る
。
教
師
た
ち
は
生
徒
が
対
話
に
取
り
組
む
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
教
室

に
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
機
会
を
設
け
る
だ
け
で
は
不
十
分

だ
。
生
徒
た
ち
は
教
室
の
な
か
で
の
対
話
で
の
自
ら
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
生
徒
の
生

活
の
な
か
で
、
ほ
ん
も
の
の
対
話
の
モ
デ
ル
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て

も
い
い
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
対
話
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
や
、
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
書
く
こ
と
に
い
か
す
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
相
互
の
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」
が
、
書
く
こ
と
と
文
学
の
対
話

的
論
証
を
結
び
つ
け
て
い
く
た
め
に
重
要
だ
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
れ
は
思

考
を
深
め
る
こ
と
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
学
習
の
成
果
を
確
か
な
者
に
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
の
か
、
そ
の
こ
と
は
、「
深
い
学
び
」
に

と
っ
て
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
い
ず
れ
も
、
日
本
の
文
章
表
現
指
導
で
も
強
調
さ
れ
て
き
た
こ
と

だ
が
、
シ
ー
モ
ア
ら
は
こ
う
し
た
過
程
を
組
み
込
む
こ
と
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の

読
み
書
き
が
深
ま
る
と
し
て
い
る
。
学
習
評
価
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
三
つ
の
条
件
の
う
ち
、
三
番
目
の
も
の
が
最
も
重
要
で
あ

る
。

四　
「
文
学
の
対
話
的
論
証
」
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク　

の
実
際

　

以
下
で
は
、「
文
学
の
対
話
的
論
証
」
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
実
際
に

つ
い
て
検
討
す
る
。「
文
学
の
対
話
的
論
証
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
に
つ
い
て
、

ブ
ル
ー
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

　

文
学
の
対
話
的
論
証
は
、
主
教
材
と
し
た
文
学
テ
ク
ス
ト
（
小
説
、
短
編

物
語
、
詩
、
等
）
や
、
指
導
の
た
め
の
会
話
と
い
う
テ
ク
ス
ト
や
、
前
の
時
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間
の
会
話
、
こ
れ
ま
で
に
読
ん
だ
作
品
、
他
の
記
号
論
的
様
式
（
絵
画
や
音

楽
な
ど
）、
ま
た
、
生
徒
の
経
験
か
ら
の
、
あ
る
い
は
、
経
験
に
つ
い
て
の
ナ

ラ
テ
ィ
ブ
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
そ
の
他
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
を
含
ん
だ
テ
ク
ス
ト

上
の
証
拠
を
、
生
徒
の
対
話
に
取
り
入
れ
る
こ
と
を
学
ぶ
た
め
に
、
人
々
が

一
緒
に
議
論
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
。（
中
略
）
生
徒
の
頭
の
な
か
を
文
学
的

知
識
で
満
た
す
の
で
は
な
く
、
複
雑
で
、
矛
盾
し
て
い
て
、
非
合
理
的
で
、

つ
じ
つ
ま
の
合
わ
な
い
こ
の
世
界
で
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
ど
の
よ
う

な
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
探
究
に
没
頭
す
る
こ
と
が
、
文
学
の
対

話
的
論
証
の
め
ざ
す
こ
と
で
あ
る
。
文
学
の
対
話
的
論
証
は
、
生
徒
た
ち
が

他
の
人
と
一
緒
に
文
学
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
考
え
る
間
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の

社
会
実
践
に
参
加
す
る
手
助
け
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
実
践
は
、
自
分

た
ち
を
取
り
巻
く
状
況
と
他
の
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
双
方
に
応
用
可

能
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
文
学
の
対
話
的
論
証
と
い
う
枠
組
み

は
、
私
た
ち
が
教
師
た
ち
と
と
も
に
行
っ
て
き
た
、
長
期
に
わ
た
る
教
室
で

の
民
族
誌
的
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
発
展
し
た
も
の
だ
。（B

loom
e et al, 

2020 , pp. 1-2

）

　

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
主
張
す
る
の
か
。
ブ
ル
ー
ム
ら
の
答
え
は
文

学
の
授
業
が
「
生
徒
の
頭
の
な
か
を
文
学
的
知
識
で
満
た
す
の
で
は
な
く
、
複

雑
で
、
矛
盾
し
て
い
て
、
非
合
理
的
で
、
つ
じ
つ
ま
の
合
わ
な
い
こ
の
世
界
で

人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

深
く
探
る
こ
と
に
没
頭
す
る
」
こ
と
が
重
要
だ
か
ら
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
探
究
へ
の
没
頭
は
い
か
な
る
か
た
ち
で
始
め
ら
れ
る
の
か
。
こ
こ

で
は
、「
ヒ
ル
先
生
」
と
い
う
高
校
教
師
の
授
業
の
な
か
で
営
ま
れ
た
、
ヘ
ミ
ン

グ
ウ
ェ
イ
の
短
編
小
説
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
村
」
と
「
北
ミ
シ
ガ
ン
で
」
を

扱
っ
た
学
習
事
例
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
こ
と
を
考
察
し
た
い
。

（
一
）「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
村
」
の
「
文
学
の
対
話
的
論
証
」
に
お
け
る

「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」︱
共
に
読
む
こ
と
の
価
値
を
考
え
る
枠
組
み
を
提
供

す
る
︱

　

次
に
掲
げ
る
ヒ
ル
先
生
と
生
徒
た
ち
の
話
し
合
い
で
は
、「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の

村
」
の
あ
る
場
面
に
つ
い
て
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
の
概（注
念2
）
を

使
っ
て
議
論
を
展
開
し
、
そ
れ
を
使
っ
て
や
り
取
り
を
し
て
い
る
う
ち
、「
支

配
・
被
支
配
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
生
徒
た
ち
が
気
づ
い
て
い
く
過
程
が
記
さ
れ

て
い
る
。

教
師　

い
い
で
す
か
。
そ
れ
で
は
、
で
き
る
だ
け
気
に
な
る
証
拠

（evidence

）
を
見
つ
け
て
み
ま
し
ょ
う
。

エ
レ
ン　

私
た
ち
は
こ
の
引
用
が
、（
物
語
の
そ
の
部
分
を
音
読
す
る
）
テ
ー

マ
に
つ
い
て
の
強
力
な
証
拠
だ
と
い
う
の
に
賛
成
で
す
。
こ
の
父
親
は
こ

の
女
性
が
痛
い
と
い
っ
て
い
る
の
に
無
視
し
て
い
る
。
だ
か
ら
人
を
あ
て

が
う
よ
り
も
、
自
分
が
権
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
い
ん
だ
。

教
師　

い
い
ね
。
だ
か
ら
、
こ
の
女
性
は
叫
ん
で
い
る
。（
ヒ
ル
先
生
は
ホ
ワ

イ
ト
ボ
ー
ド
の
「
証
拠
」
の
下
に
こ
の
こ
と
を
書
く
）
こ
こ
に
書
き
込
ん

で
い
る
と
き
に
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
人
が
、
論
拠
（w

arrant

）
に
入
れ
る
か

そ
れ
と
も
裏
づ
け
（backing

）
に
入
れ
る
か
を
迷
っ
て
い
る
か
な
？　
（
教

室
じ
ゅ
う
を
見
わ
た
す
）

メ
ア
リ　

あ
れ
、
そ
う
ね
。
二
つ
書
い
た
の
。
証
拠
が
あ
っ
て
、
ル
ー
ル
に
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つ
い
て
も
知
っ
て
る
。
で
も
ど
う
い
う
ふ
う
に
裏
づ
け
れ
ば
い
い
か
わ
か

ら
な
い
。

教
師　

は
い
。
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
話
を
聞
き
ま
し
た
。
こ

の
女
性
が
叫
ぶ
と
、
彼
は
そ
れ
は
ど
う
で
も
い
い
と
言
っ
た
の
ね
。
い
い

で
す
か
？

メ
ア
リ　

は
い
。

教
師　
（
物
語
を
音
読
す
る
）

「
ね
え
ね
え
、
パ
パ
、
こ
の
ひ
と
に
何
か
あ
げ
て
、
叫
ば
な
い
よ
う
に
し
て

あ
げ
ら
れ
な
い
の
？
」
ニ
ッ
ク
が
訊
く
と
、「
い
や
、
麻
酔
薬
の
持
ち
合
わ

せ
が
な
い
も
ん
で
ね
」
父
親
は
答
え
た
。「
で
も
、
叫
び
声
は
ど
う
で
も
い

い
ん
だ
。」（
高
見
浩
訳
﹃
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
短
編
集
1
﹄
新
潮
文
庫, pp.  

21-22

）

さ
て
、
こ
こ
に
つ
い
て
メ
ア
リ
は
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。（
ヒ
ル
先
生
は
、

「
証
拠
」
の
下
に
「
ど
う
で
も
い
い
」
と
書
く
）
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
？

メ
ア
リ　
（
聴
取
不
能
）
力
の
な
い
奴
隷
の
よ
う
な
人
々
だ
と
言
っ
た
。
私
の

ル
ー
ル
は
、
誰
か
を
支
配
す
る
よ
う
な
人
が
い
る
と
彼
ら
の
感
情
を
無
視

し
て
も
な
ん
と
も
な
い
。

教
師　
（
ヒ
ル
先
生
は
ボ
ー
ド
の
「
論
拠
」
の
下
に
こ
の
生
徒
の
発
言
を
書

く
）
で
、
私
が
思
う
に
、
み
な
さ
ん
は
私
に
教
え
て
い
る
。
支
配
が
為
さ

れ
て
い
る
と
。
で
も
、
ど
ん
な
種
類
の
支
配
な
ん
だ
ろ
う
？　

男
性
に
よ

る
女
性
の
支
配
？

ア
ン　

そ
う
で
す
。
こ
の
場
合
、
で
も
他
の
証
拠
も
持
っ
て
い
ま
す
。
他
の

支
配
で
す
。
人
種
の
支
配
の
よ
う
な
、
支
配
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
い

か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
小
さ
な
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
。

教
師　

他
の
タ
イ
プ
の
支
配
も
あ
る
け
れ
ど
、
た
い
て
い
は
男
性
対
女
性
だ

ね
。
さ
て
、
人
種
の
権
利
に
つ
い
て
も
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。（
ヒ
ル
先
生

は
ボ
ー
ド
に
「
男
性
に
よ
る
女
性
の
支
配
」
と
い
う
言
葉
を
「
論
拠
」
の

下
に
書
く
）

ジ
ェ
イ
ン　

た
ぶ
ん
こ
の
場
合
は
違
う
。
彼
女
が
叫
ん
で
い
る
と
き
、
麻
酔

薬
の
持
ち
合
わ
せ
が
な
い
っ
て
言
っ
て
い
る
。
男
性
に
よ
る
女
性
支
配
な

ん
か
じ
ゃ
な
い
の
で
は
？

教
師　

エ
イ
ミ
ー
は
ど
う
考
え
る
？

エ
イ
ミ
ー　

そ
れ
は
、
こ
の
女
性
が
白
人
な
ら
き
っ
と
病
院
に
い
て
、
麻
酔

薬
の
投
与
も
受
け
て
い
る
し
、
も
っ
と
い
い
設
備
や
ス
タ
ッ
フ
に
囲
ま
れ

て
い
る
。

教
師　

は
い
、
私
も
、
も
し
彼
女
が
白
人
だ
っ
た
ら
、
い
い
？　

麻
酔
薬
の

投
与
が
受
け
ら
れ
る
と
い
う
意
見
に
賛
成
か
な
。
い
い
で
す
か
？　

み
ん

な
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
？　

は
い
。
も
し
私
た
ち
が
こ
ん
な
種
類

の
支
配
を
受
け
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
が
こ
う
い
う
主
張
（C

laim

）
の
裏
づ

け
（backing

）
に
な
り
そ
う
だ
ね

　

こ
の
話
し
合
い
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。

　

話
し
合
い
が
続
く
に
つ
れ
て
、
ヒ
ル
先
生
は
「
こ
こ
で
い
い
こ
と
を
聞
き

ま
し
た
。
証
拠
と
ル
ー
ル
を
聞
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
共
通
の
用
語
を
、
話

し
合
っ
た
り
、
自
分
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
主
張
し
た
り
す
る
の
に
使
う

の
は
と
て
も
い
い
で
す
。
自
分
の
書
く
論
文
で
も
是
非
そ
う
し
て
く
だ
さ
い
」

と
発
言
し
て
い
る
。
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こ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
支
配
と
い
う
テ
ー

マ
が
こ
の
物
語
の
本
文
に
内
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
知
っ
て
お
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
違
っ
た
ふ
う
に
読
め
る
と
言
う
こ
と
も
で

き
る
し
、
文
芸
批
評
家
た
ち
は
き
み
た
ち
と
は
違
っ
た
ふ
う
に
読
ん
で
い
る

と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
物
語
に
つ
い
て
の
文
芸
批
評
に
は
、
ヘ
ミ
ン

グ
ウ
ェ
イ
が
こ
の
物
語
で
支
配
と
い
う
テ
ー
マ
を
前
景
化
し
た
と
い
う
証
拠

は
ま
っ
た
く
な
い
。
ヒ
ル
先
生
が
や
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
物
語
を
自
分
な
り

に
読
み
、
支
配
の
物
語
と
し
て
読
ん
だ
り
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
意
味
に
つ
い

て
読
者
と
し
て
一
つ
の
意
見
を
つ
く
っ
た
り
す
る
よ
う
、
生
徒
た
ち
に
求
め

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
章
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
ヒ
ル
先
生
は
、

生
徒
た
ち
に
こ
の
物
語
を
支
配
の
物
語
と
し
て
読
む
以
上
の
こ
と
を
す
る
よ

う
に
求
め
て
い
た
。
友
達
同
士
の
小
グ
ル
ー
プ
で
の
会
話
と
、
ク
ラ
ス
全
体

で
の
会
話
と
の
双
方
で
、
彼
女
は
生
徒
た
ち
に
、
自
分
た
ち
の
間
や
、
生
徒

た
ち
と
教
師
と
の
間
や
、
生
徒
た
ち
と
他
者
（
作
者
や
、
生
徒
た
ち
と
は

違
っ
た
ふ
う
に
こ
の
物
語
の
意
味
を
考
え
て
い
る
文
学
批
評
家
な
ど
）
と
の

間
に
、
社
会
的
関
係
を
意
図
的
に
構
築
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、

ヒ
ル
先
生
は
、
こ
の
生
徒
た
ち
を
、
こ
の
物
語
世
界
と
生
徒
達
が
生
き
る
多

面
的
な
世
界
と
の
両
方
を
、
意
図
的
に
は
っ
き
り
と
言
葉
に
さ
せ
て
い
る

（de�ne

）。
つ
ま
り
、
文
学
テ
ク
ス
ト
に
意
味
を
与
え
る
た
め
に
、
そ
う
し
た

意
味
が
存
在
す
る
世
界
の
姿
に
つ
い
て
は
明
確
な
輪
郭
が
示
さ
れ
、
か
た
ち

が
与
え
ら
れ
、
想
像
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
ま
さ
し
く
、

議
論
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
？
」
と
か
「
他
者
と
と
も
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
意
味

は
何
か
？
」
と
い
っ
た
質
問
に
応
じ
る
文
学
的
分
析
の
た
め
の
枠
組
み
と
な

る
の
だ
。（B

loom
e et al., 2020 , pp. 6-7

）

　

ヒ
ル
先
生
は
確
か
に
「
主
張
」「
証
拠
」「
論
拠
」「
裏
づ
け
」
と
い
っ
た

ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
の
「
用
語
」
を
生
徒
た
ち
と
共
有
し
、
討
議
で
そ
れ
ぞ
れ
の
意

見
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
各
自
の
意

見
の
「
関
連
づ
け
」
を
話
し
合
い
の
参
加
者
同
士
が
行
い
や
す
く
し
て
い
る
。

エ
レ
ン
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
「
権
力
」
の
問
題
を
教
師
が
引
き
受
け
て
、
そ

れ
が
メ
ア
リ
と
の
や
り
と
り
で
「
支
配
／
被
支
配
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
膨
ら
ん

で
い
く
。「
男
性
に
よ
る
女
性
の
支
配
？
」
と
い
う
教
師
の
切
り
返
し
に
よ
っ
て
、

ア
ン
や
ジ
ェ
イ
ン
や
エ
イ
ミ
ー
が
、
男
女
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
「
支
配
／
被

支
配
」
の
関
係
を
こ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
見
を

見
出
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
病
院
で
観
て
も
ら
え
な
い
登
場
人
物
の
女
性

の
「
叫
び
」
は
、
ジ
ェ
イ
ン
や
エ
イ
ミ
ー
も
言
う
よ
う
に
こ
の
女
性
が
「
白
人
」

で
あ
れ
ば
生
ま
れ
な
か
っ
た
も
の
だ
。
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
が
そ
の
こ
と
を
告
発

す
る
た
め
に
小
説
を
書
い
た
か
ど
う
か
は
明
瞭
で
な
い
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の

は
、
生
徒
た
ち
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
複
数
の
「
支
配
／
被
支
配
」
の
関
係
を
発

見
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ル
先
生
が
最
後
に
行
っ
て
い
る
よ
う
に
そ
の

こ
と
の
「
裏
づ
け
」
は
、
テ
ク
ス
ト
内
に
見
出
し
が
た
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

生
徒
た
ち
を
取
り
巻
く
ア
メ
リ
カ
の
現
実
の
な
か
に
少
な
か
ら
ず
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
は
ず
だ
。「
文
学
の
対
話
的
論
証
」
の
な
か
で
、
自
分
た
ち
の
間
や
、

教
師
と
の
間
、
そ
し
て
世
界
と
の
間
の
「
社
会
的
関
係
」
を
意
識
的
に
つ
く
り

出
す
き
っ
か
け
を
見
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。「
他
者
と
と
も
に
テ
ク
ス
ト
を
読
む

意
味
」
を
見
出
す
契
機
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。
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（
二
）「
北
ミ
シ
ガ
ン
で
」
の
「
文
学
の
対
話
的
論
証
」
に
お
け
る
「
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
」︱
批
評
文
の
討
議
を
通
し
て
作
品
解
釈
を
深
め
る
︱

　
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
村
」
の
話
し
合
い
で
は
、
教
師
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
生

徒
た
ち
の
発
見
を
生
み
出
し
、
テ
ク
ス
ト
を
出
発
点
と
し
た
社
会
的
関
係
の
探

究
に
向
か
う
契
機
が
生
ま
れ
た
。
で
は
、
生
徒
同
士
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
ど

の
よ
う
に
組
織
し
て
い
け
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
高

校
二
年
生
が
書
い
た
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
「
北
ミ
シ
ガ
ン
で
」
に
つ
い
て
の
批
評

文
で
あ
る
。

　

こ
の
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
短
編
小
説
「
北
ミ
シ
ガ
ン
で
」

で
は
リ
ズ
と
い
う
登
場
人
物
に
よ
っ
て
無
垢
と
い
う
テ
ー
マ
が
描
き
出
さ

れ
て
い
る
。
リ
ズ
の
思
考
と
行
動
は
、
読
者
が
こ
の
物
語
の
無
垢
と
い
う

テ
ー
マ
を
理
解
す
る
手
助
け
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
リ
ズ
は
、
自

分
が
ジ
ム
の
腕
の
色
を
好
き
だ
と
い
う
こ
と
を
妙
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
妙
な
感
じ
は
、
リ
ズ
が
成
熟
し
て
い
な
い
こ
と
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ジ
ム
の
腕
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

に
、
彼
女
は
ど
う
や
っ
て
彼
と
肉
体
関
係
を
結
ぶ
の
だ
ろ
う
？　

だ
か
ら
、

リ
ズ
が
ジ
ム
の
腕
を
見
た
時
の
反
応
は
、
彼
女
が
男
性
と
一
緒
に
い
る
こ

と
に
つ
い
て
は
無
垢
だ
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
リ
ズ
の
無
垢

さ
は
、
ジ
ム
が
狩
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
き
に
、
彼
女
が
自
分
と
ジ
ム
と
の

間
に
何
か
が
起
こ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
こ
ろ
に
も
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。「
リ
ズ
に
は
見
当
も
つ
か
な
か
っ
た
の
だ
が
、
き
っ
と
何
か
が
起
こ

る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
が
、
何
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
男
た
ち
が

帰
っ
て
き
た
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
。」
ジ
ム
と
リ
ズ
の
間
に

会
話
が
な
か
っ
た
ら
、
二
人
の
間
に
は
何
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
状
況
は
、
リ
ズ
が
何
ご
と
も
起
こ
ら
な
い
状
況
で
は
楽
観
的
だ
と
い

う
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
リ
ズ
は
自
分
が
何
も
す
る
こ

と
が
な
い
と
き
に
は
何
か
を
望
ん
で
い
る
が
、
同
時
に
、
彼
女
が
男
性
と

の
や
り
と
り
で
無
垢
さ
を
示
し
て
い
る
と
読
者
が
感
じ
る
原
因
に
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
リ
ズ
と
い
う
登
場
人
物
は
こ
の
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ヘ
ミ

ン
グ
ウ
ェ
イ
に
よ
る
「
北
ミ
シ
ガ
ン
で
」
と
い
う
物
語
の
、
無
垢
と
い
う

テ
ー
マ
を
強
め
て
い
る
の
だ
。

　

こ
の
批
評
文
を
め
ぐ
っ
て
次
の
よ
う
な
討
議
が
行
わ
れ
た
（Seym

our, 2020 , 
p. 107

）
ヒ
ル
先
生　

み
な
さ
ん
こ
の
批
評
文
を
ど
う
考
え
る
？

エ
イ
ブ
リ
ー　

ぜ
ん
ぶ
？

ヒ
ル
先
生　

そ
う
よ
。

リ
レ
イ　

ア
イ
デ
ィ
ア
に
欠
け
て
い
る
ね
。
部
分
的
み
た
い
だ
し
、
ま
だ
完

成
し
て
い
な
い
み
た
い
だ
。

ヒ
ル
先
生　

あ
な
た
が
言
っ
て
い
る
ア
イ
デ
ィ
ア
っ
て
ど
う
い
う
の
？

リ
レ
イ　

ご
め
ん
な
さ
い
⋮（
聴
取
不
能
）

ヒ
ル
先
生　

そ
れ
で
あ
な
た
の
考
え
る
証
拠
っ
て
？

エ
イ
ブ
リ
ー　

え
っ
、
証
拠
？

ヒ
ル
先
生　

こ
こ
の
証
拠
は
い
い
け
ど
、
も
っ
と
別
の
と
こ
ろ
に
い
い
証
拠

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ジ
ョ
ー
ダ
ン　

分
析
や
主
張
の
説
明
が
十
分
じ
ゃ
な
い
ん
だ
ね
。
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ヒ
ル
先
生　

オ
ー
ケ
ー
。
あ
な
た
は
論
拠
と
裏
づ
け
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る

の
ね
。

ジ
ョ
ー
ダ
ン　

そ
う
で
す
。

ヒ
ル
先
生　

わ
か
り
ま
し
た
。
他
の
人
は
？　

は
い
、
エ
イ
ミ
ー
。

エ
イ
ミ
ー　

こ
の
説
明
は
ち
ょ
っ
と
く
だ
け
た
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。
あ

ま
り
フ
ォ
ー
マ
ル
に
聞
こ
え
な
い
と
い
う
か
⋮

ヒ
ル
先
生　

つ
ま
り
、
言
葉
の
選
び
方
と
い
う
か
な
？

エ
ン
ジ
ェ
ル　

文
構
造
み
た
い
な
も
の
ね
。

ヒ
ル
先
生　

そ
う
、
文
構
造
で
す
ね
。（
見
渡
し
な
が
ら
）
何
か
ほ
か
に
は
？　

マ
ギ
ー
。

マ
ギ
ー　

こ
の
文
章
の
い
く
つ
か
の
文
は
（
聴
取
不
能
）
な
い
、
で
（
聴
取

不
能
）、
そ
れ
を
言
い
換
え
て
、
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
す
る
の
。

ヒ
ル
先
生　

う
ー
ん
。
い
く
つ
か
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
ね
。

そ
れ
が
あ
な
た
の
言
い
た
い
こ
と
？

マ
ギ
ー　

そ
う
。

ヒ
ル
先
生　

わ
か
っ
た
、
み
ん
な
が
言
っ
た
こ
と
の
一
つ
を
取
り
上
げ
ま
す
。

実
際
⋮
こ
の
論
文
は
実
際
こ
の
部
屋
に
い
る
誰
か
の
文
章
の
一
部
な
の
よ
。

オ
ー
ケ
ー
。
オ
ー
ケ
ー
。
そ
う
な
の
、
こ
の
文
章
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と

は
ど
れ
も
み
な
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
こ
と
が
、
私
の
話
し
て
き
た
こ
と
だ

と
い
う
こ
と
ね
。
い
い
？　

さ
て
、
証
拠
の
説
明
を
も
う
少
し
し
っ
か
り

す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
。
で
、
誰
か
考
え
た
人
い
な
い
？　
（
ヒ
ル
先

生
は
室
内
を
見
渡
す
。
一
人
二
人
の
生
徒
が
挙
手
す
る
。

ヒ
ル
先
生　

い
く
つ
か
の
説
明
、
証
拠
と
裏
づ
け
。
そ
れ
で
と
て
も
い
い
ん

だ
け
ど
ね
。
う
ー
ん
。
こ
こ
で
批
評
文
を
も
う
一
度
し
っ
か
り
見
て
み
ま

し
ょ
う
。
そ
う
、
彼
は
（
批
評
文
を
読
み
な
が
ら
）「
リ
ズ
の
思
考
と
行
動

は
、
読
者
が
こ
の
物
語
の
無
垢
と
い
う
テ
ー
マ
を
理
解
す
る
手
助
け
と

な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
リ
ズ
は
、
自
分
が
ジ
ム
の
腕
の
色
を
好
き
だ

と
い
う
こ
と
を
妙
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。」
さ
て
、
私
た
ち
は
証
拠
を

手
に
入
れ
て
い
る
の
か
な
？　
（
文
章
Ａ
を
さ
ら
に
読
む
）「
こ
の
妙
な
感

じ
は
、
リ
ズ
が
成
熟
し
て
い
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

ジ
ム
の
腕
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、
彼
女
は
ど
う
や
っ
て
彼
と
肉

体
関
係
を
結
ぶ
の
だ
ろ
う
？
」
う
ー
ん
、
そ
う
か
ー
（
さ
ら
に
読
む
）「
だ

か
ら
、
リ
ズ
が
ジ
ム
の
腕
を
見
た
時
の
反
応
は
、
彼
女
が
男
性
と
一
緒
に

い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
無
垢
だ
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。」
う
ー

ん
。
た
ぶ
ん
み
ん
な
が
話
し
合
っ
て
く
れ
た
こ
の
二
つ
は
、
ち
ょ
っ
と
砕

け
す
ぎ
か
な
。「
だ
か
ら
」
と
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
て
あ
る
し
。
ほ
ん
と
に

「
だ
か
ら
」
は
必
要
か
な
？　

こ
れ
が
み
ん
な
の
話
し
合
っ
て
い
た
こ
と
か

な
？　

こ
の
二
つ
の
文
は
く
っ
つ
け
ち
ゃ
っ
て
も
い
い
？　

で
も
み
な
さ

ん
が
言
っ
て
い
る
こ
と
を
大
半
は
⋮
こ
の
内
容
に
関
心
を
持
っ
た
も
の

だ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
と
も
違
う
の
か
な
？
む
し
ろ
、
う
ー
ん
（
深
い
た

め
息
を
つ
い
て
）。
ち
ょ
っ
と
違
う
ね
。
こ
の
生
徒
の
文
章
は
、
し
っ
か
り

書
か
れ
て
い
ま
す
。
何
が
言
い
た
い
か
わ
か
る
？　

断
片
的
で
、
完
成
し

て
い
な
け
れ
ば
違
う
ん
だ
け
ど
ね
。
こ
の
ク
ラ
ス
の
誰
も
こ
の
生
徒
の
よ

う
に
文
章
を
完
成
さ
せ
ら
れ
な
い
な
ら
、
何
か
他
の
こ
と
に
つ
い
て
話
し

た
ほ
う
が
い
い
ね
。
み
ん
な
が
で
き
る
か
何
か
を
。
だ
か
ら
、
私
が
も
っ

と
関
心
が
あ
る
こ
と
は
ね
、
み
ん
な
が
自
分
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
し
っ
か
り

と
文
章
に
書
き
留
め
て
、
明
確
に
書
く
こ
と
が
で
き
る
か
な
、
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。
い
い
？
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こ
れ
は
、
生
徒
の
「
批
評
文
」
を
も
と
に
、
生
徒
た
ち
の
「
批
評
文
」
観
を

つ
く
り
出
す
た
め
の
話
し
合
い
で
あ
る
。
直
接
「
北
ミ
シ
ガ
ン
で
」
と
い
う
小

説
を
読
解
す
る
実
践
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
批
評
文
の
書
き
手
の
内
面
を

推
論
し
な
が
ら
、
小
説
の
叙
述
と
構
造
を
吟
味
す
る
活
動
に
な
っ
て
い
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
後
で
当
該
生
徒
の
批
評
文
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た

の
か
、
し
な
か
っ
た
の
か
、
新
た
な
批
評
文
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
議
論
が
、
他
の
生
徒
の
批
評
文
作
成
の
み
な
ら
ず
、「
北
ミ
シ
ガ
ン

で
」
と
い
う
小
説
の
読
み
と
解
釈
の
仕
方
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
様

子
が
シ
ー
モ
ア
ら
の
著
書
に
で
は
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
同
じ
ヘ

ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
「
父
と
息
子
」
に
つ
い
て
は
、「
文
学
の
対
話
的
論
証
」
を
経

て
あ
る
生
徒
の
批
評
文
が
よ
り
根
源
的
な
父
子
の
人
間
関
係
を
探
る
も
の
へ
と

深
ま
っ
た
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
）。

　

こ
の
項
で
取
り
上
げ
た
い
ず
れ
の
例
に
お
い
て
も
ヒ
ル
先
生
の
生
徒
た
ち
の

発
言
や
、
と
く
に
批
評
文
を
扱
っ
た
討
議
で
は
、
そ
の
書
き
手
へ
の
コ
メ
ン
ト

は
至
っ
て
丁
寧
で
合
理
的
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
生
徒
同
士
、
先
生
か

ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
次
の
学
習
を
生
み
出
す
の
か
と
い
う
そ
の
実
際
を
示

し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

五　

お
わ
り
に

　

シ
ー
モ
ア
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
の
作
文
評
価
の
研
究
書
と
し
て
定
評
の
あ
る
ク
ー

パ
ー
と
オ
デ
ル
（C

ooper and O
dell, 1999

）
の
﹃
書
く
こ
と
を
評
価
す
る
﹄
の

第
二
版
の
序
文
の
な
か
の
「
教
え
る
こ
と
評
価
す
る
こ
と
を
関
連
づ
け
る
」
と
い

う
見
出
し
の
も
と
に
書
か
れ
て
い
た
「︹
指
導
と
評
価
と
の
間
の
︺
も
っ
と
も
重

要
な
関
連
性
と
は
︱
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
も
っ
と
も
難
し
い
こ
と
だ
が
︱
、
私
た

ち
が
教
師
と
し
て
実
際
に
行
う
い
か
な
る
行
為
に
も
、
自
分
の
価
値
と
価
値
判
断

が
行
き
渡
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
だ
」（p. x

）
と
い
う
言
葉
が
、
ヒ
ル
先
生
の

実
践
に
も
あ
て
は
ま
る
と
言
い
、
そ
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

二
〇
一
四
年
秋
学
期
に
数
週
間
に
わ
た
る
文
学
作
品
を
使
っ
た
批
評
文
の

授
業
を
し
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ

と
が
、
テ
ク
ス
ト
だ
け
で
な
く
、
生
徒
の
成
長
や
書
き
手
と
し
て
の
生
徒
の

理
解
を
含
め
た
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
評
価
プ
ロ
セ
ス
を
可
能
に
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
生
徒
の
文
章
に
反
応
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
、

表
面
的
な
文
章
改
善
の
た
め
に
テ
ク
ス
ト
構
造
を
使
っ
た
り
（
あ
え
て
そ
れ

を
避
け
た
り
）
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
批
評
文
に
つ
い
て
、
あ
る

い
は
ア
イ
デ
ィ
ア
を
共
有
す
る
と
い
う
社
会
的
実
践
に
つ
い
て
、
新
し
い
理

解
を
つ
く
り
出
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ヒ
ル
先
生
が
よ
く
取
り
上
げ
るR

aed

と
い
う
生
徒
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
。「
私
に
は
︹
ヒ
ル
先
生
が
︺
み

ん
な
の
頭
の
な
か
を
見
た
が
っ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
」（Seym

our et 

al., 2020 , p. 120

）。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
二
つ
の
実
践
は
、
シ
ー
モ
ア
や
ブ
ル
ー
ム
ら
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
検
討
さ
れ
た
多
く
の
実
践
の
ご
く
一
部
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
し
か

し
、
少
な
く
と
も
ヒ
ル
先
生
は
じ
め
と
す
る
教
師
た
ち
が
取
り
組
ん
だ

「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」
は
、
そ
こ
で
営
ま
れ
て
い
る
「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
評
価
プ

ロ
セ
ス
」
を
示
し
、
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
テ
ク
ス
ト
を
読
む

私
た
ち
と
世
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
「
新
し
い
理
解
」
を
生
み
出
す
も
の
で
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あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

シ
ー
モ
ア
や
ブ
ル
ー
ム
ら
の
研
究
は
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
現

時
点
で
こ
の
他
に
次
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
し
て
稿
を
閉
じ
た
い
。

（
1
）「
文
学
の
対
話
的
論
証
」
は
、
主
と
し
て
高
等
学
校
国
語
科
で
の
文
学
作

品
を
読
む
授
業
を
対
象
と
し
た
も
の
だ
が
、「
テ
ク
ス
ト
」
中
心
の
読
む
こ
と
の

考
え
方
と
、「
読
者
反
応
」
中
心
の
読
む
こ
と
の
考
え
方
を
、
い
ず
れ
も
乗
り
越

え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）
そ
の
乗
り
越
え
の
た
め
に
、
意
見
を
生
み
出
す
た
め
の
方
法
（
用
語
）
を

知
っ
て
、
学
ぶ
た
め
に
論
証
す
る
（argue-to-learn

）
こ
と
の
学
習
を
前
提
と

し
な
が
ら
、
文
学
作
品
の
授
業
で
「
相
互
関
連
性
」
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い

る
。
他
作
品
と
の
関
連
づ
け
だ
け
で
な
く
、
生
徒
の
自
他
の
経
験
と
の
関
連
づ

け
も
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

（
3
）
文
学
作
品
に
つ
い
て
の
文
章
を
書
く
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
「
論
証
」

が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
論
証
」
の
過
程
で
、
生
徒
の
文
章
に
対
す
る
各
自

の
意
見
を
提
示
さ
せ
、
そ
の
う
え
で
教
師
の
文
章
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
が
加
え

ら
れ
て
い
る
。
生
徒
相
互
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
や
教
師
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を

通
じ
て
、
文
学
作
品
批
評
文
の
書
き
手
の
立
場
に
立
っ
た
文
章
の
吟
味
・
検
討

が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
「
修
正
し
な
が
ら
意
味
を
捉
え
る
」
と
い

う
理
解
方
略
を
活
性
化
す
る
（
他
の
理
解
方
略
も
含
め
て
）。

（
4
）
文
学
作
品
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
に
つ
い
て
の
「
論
証
」
は
、
ど
の
よ

う
な
角
度
か
ら
作
品
の
言
葉
に
向
き
合
え
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
生
徒
に

伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
書
い
た
生
徒
に
は
作
品
世
界
に
対
す
る
見
方
と
世
界
に

対
す
る
見
方
を
広
め
深
め
る
契
機
に
な
る
（
書
き
手
以
外
の
生
徒
た
ち
に
と
っ

て
も
）。
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注（
1
）　

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ブ
ル
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ビ
ー

チ
﹃
教
師
の
た
め
の
読
者
反
応
理
論
入
門
﹄（
山
元
隆
春
訳
、
溪
水
社
、
一

九
九
九
年
）
の
な
か
で
、
話
し
合
い
に
お
け
る
「
間
テ
ク
ス
ト
的
リ
ン
ク
」
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を
重
ん
じ
た
研
究
者
の
一
人
と
し
て
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
デ

ヴ
ィ
ッ
ド
・
ブ
ル
ー
ム
、
ダ
グ
ラ
ス
・
ハ
ー
ト
マ
ン
、
ダ
ニ
ー
・
ウ
ル
フ
、

ケ
イ
シ
ー
・
シ
ョ
ー
ト
、
カ
ス
リ
ー
ン
・
ピ
ア
ス
と
い
っ
た
教
育
学
者
た

ち
は
、
読
者
が
現
在
の
テ
ク
ス
ト
と
過
去
の
テ
ク
ス
ト
と
の
間
に
、
間
テ

ク
ス
ト
的
な
結
合
を
創
り
出
す
過
程
を
理
解
す
る
こ
と
に
対
し
て
と
く
に

関
心
を
抱
い
て
い
る
。
不
幸
な
こ
と
だ
が
、
ウ
ル
フ
が
言
う
よ
う
に
、
生

徒
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
他
の
先
行
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
テ

ク
ス
ト
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
意
識
せ

ず
、
あ
た
か
も
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の

テ
ク
ス
ト
を
経
験
し
て
い
る
。
彼
ら
は
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
群
や
そ
う
し

た
テ
ク
ス
ト
群
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
慣
習
に
関
す
る
知
識
を
何
ら
参
照

し
な
い
ま
ま
、
次
々
と
テ
ク
ス
ト
の
学
習
を
進
め
る
の
だ
。
こ
れ
と
は
逆

に
、
現
在
の
テ
ク
ス
ト
と
過
去
の
テ
ク
ス
ト
と
の
間
に
結
合
の
可
能
性
を

探
っ
て
い
く
こ
と
で
、
生
徒
た
ち
は
現
在
の
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
反
応
す

る
の
に
適
っ
た
慣
習
に
つ
い
て
の
知
識
を
喚
起
す
べ
く
、
先
行
テ
ク
ス
ト

に
伴
う
自
ら
の
経
験
を
引
き
出
す
こ
と
を
学
ぶ
の
で
あ
る
。」（
五
九
~
六

〇
頁
）

（
2
）　

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
（
戸
田
山
和
久
・
福
澤
一
吉
訳
）﹃
議

論
の
技
法
﹄（
東
京
図
書
、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

付
記

1
.
本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
三
九
回
全
国

大
学
国
語
教
育
学
会
秋
期
大
会
（
オ
ン
ラ
イ
ン
）
で
の
自
由
研
究
発
表
の
内

容
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
質
問
・
意
見
を
い
た
だ
い
た
皆
様
に

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

2
.
本
稿
は
令
和
2
年
度JS

P
S

科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
C
「
読
む
こ

と
の
「
深
い
学
び
」
を
促
す
学
習
評
価
法
開
発
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」（
課

題
研
究
番
号
1
8
Ｋ
0
2
6
6
8
）
の
成
果
の
一
部
を
公
表
す
る
も
の
で
あ

る
。

（
広
島
大
学
）




