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一

　問
題
の
所
在

　

高
校
生
に
と
っ
て
説
明
的
文
章
で
あ
る
評
論
文
を
教
材
と
し
た
学
習
に
は
ど

の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
岸
学
（
二
〇
一
〇＊1
）
は
、

「
説
明
文
を
読
む
、
あ
る
い
は
説
明
を
聴
く
活
動
」
は
、
社
会
生
活
を
送
る
う
え

で
重
要
で
あ
り
、「
活
動
が
う
ま
く
で
き
な
い
人
に
対
し
て
有
効
な
支
援
や
指
導

を
実
践
し
て
い
く
」
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
二
一
七
頁
）。
こ
の

よ
う
に
、
説
明
的
文
章
を
学
習
す
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
く
、
こ
れ
ま
で
数
多

く
の
有
益
な
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
八
年
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査＊2
に
お
い
て
「
習
熟
度
レ
ベ
ル
1

以
下
」
の
低
得
点
層
が
有
意
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
説

明
的
文
章
を
読
み
解
く
力
に
乏
し
い
高
校
生
を
支
援
す
る
こ
と
は
喫
緊
の
課
題

で
あ
る
。
し
か
し
、
高
等
学
校
段
階
で
は
、
受
験
に
対
応
し
た
指
導
が
中
心
と

な
り
が
ち
で
、
卒
業
後
す
ぐ
に
自
立
し
て
社
会
参
加
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
習
特
性
に
応
じ
て
評
論
文
の
読
解
を
支
援
す
る
こ

と
に
焦
点
を
あ
て
た
実
践
や
実
践
的
な
研
究
が
多
い
と
は
い
い
が
た
い
。

　

そ
こ
で
、
高
等
学
校
に
入
学
し
た
ば
か
り
の
一
年
生
を
対
象
と
し
て
、
評
論

文
を
教
材
と
し
た
学
習
を
お
こ
な
う
際
、
ど
の
よ
う
に
生
徒
の
読
解
を
支
援
す

べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
評
論
文
を
教
材
と
し
た
学
習
に

関
す
る
授
業
改
善
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

二

　評
論
文
の
読
解
を
ど
の
よ
う
に
支
援
す
る
か

（
一
）
求
め
ら
れ
る
読
解
力

　

現
行
の
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編＊3
に
お
い
て
、「
国
語
総
合
」
の
「
読
む
こ

と
」
に
関
す
る
指
導
事
項
の
一
つ
と
し
て
、「
文
章
の
構
成
や
展
開
を
確
か
め
、

内
容
や
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
評
価
し
た
り
、
書
き
手
の
意
図
を
と
ら
え
た
り

す
る
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
書
き
手
の
意
図
を
と
ら
え
」
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、「
段
落
の
働
き
を
確
か
め
た
り
、
段
落
相
互
の
関
係
を
読
み

取
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
文
章
に
表
れ
て
い
る
書
き
手
の
思
考
の
流
れ
に
目
を

向
け
、
書
き
手
の
考
え
の
強
調
点
を
読
み
と
り
、
な
ぜ
こ
の
文
章
を
書
い
た
の

か
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
書
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
ま
で
迫
る
こ
と
」
と
説
明

さ
れ
て
い
る
。

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

学
習
特
性
に
応
じ
た
評
論
文
の
読
み
の
学
習
指
導

︱
︱
方
略
の
自
覚
化
を
中
心
に
︱
︱
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ま
た
、
次
期
学
習
指
導
要
領
か
ら
始
ま
る
「
現
代
の
国
語
」
の
「
読
む
こ
と
」

に
関
す
る
指
導
事
項
と
し
て
も
、「
目
的
に
応
じ
て
、
文
章
や
図
表
な
ど
に
含
ま

れ
て
い
る
情
報
を
相
互
に
関
係
付
け
な
が
ら
、
内
容
や
書
き
手
の
意
図
を
解
釈

し
た
り
、
文
章
の
構
成
や
論
理
の
展
開
な
ど
に
つ
い
て
評
価
し
た
り
す
る
と
と

も
に
、
自
分
の
考
え
を
深
め
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。「
書
き
手
の
意
図
を
解

釈
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
も
、
現
行
と
ほ
ぼ
同
じ
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る＊4
。
つ

ま
り
、
一
年
次
に
は
段
落
間
の
関
係
性
な
ど
を
捉
え
な
が
ら
、
文
章
に
よ
っ
て

表
さ
れ
た
「
書
き
手
の
思
考
の
流
れ
」
を
読
み
取
る
力
の
育
成
が
求
め
ら
れ
て

い
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
点
を
踏
ま
え
、
評
論
文
の
読
解
に
関
す
る
学
習
に
お
い
て
、
次
の
二
点

を
学
習
の
基
盤
と
し
て
授
業
を
構
想
す
る
。

⑴　

評
論
文
を
教
材
と
し
た
学
習
の
目
的
を
生
徒
自
身
に
自
覚
さ
せ
、
一
年

間
の
授
業
を
と
お
し
て
現
代
文
学
習
観
の
涵
養
を
図
る
こ
と
。

⑵　

生
徒
が
「
書
き
手
の
思
考
の
流
れ
」
を
読
み
取
る
う
え
で
、
文
章
全
体

の
構
成
や
文
間
、
段
落
間
の
関
係
性
を
的
確
に
捉
え
る
た
め
の
支
援
を
お

こ
な
う
こ
と
。

（
二
）
読
解
を
支
援
す
る
た
め
に

　

で
は
、
生
徒
が
評
論
文
を
読
解
す
る
際
、
ど
の
よ
う
な
支
援
を
お
こ
な
う
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。
岸
（
二
〇
〇
四＊5
）
は
、
実
験
的
検
証
を
と
お
し
て
、
文
間
論

理
関
係
や
文
章
の
全
体
構
造
に
関
す
る
知
識
を
手
が
か
り
と
し
た
ト
ッ
プ
ダ
ウ

ン
処
理
を
お
こ
な
う
力
の
育
成
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
九
八

頁
）。
こ
の
指
摘
を
参
考
に
、
語
句
間
や
文
間
、
段
落
間
に
お
け
る
対
比
関
係
に

着
目
し
て
文
章
全
体
の
構
成
を
捉
え
る
読
み
方
を
指
導
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

対
比
は
、
佐
藤
（
二
〇
一
九＊6
）
が
「
最
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
形
式
の
一
つ
」

（
一
二
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
高
等
学
校
現
代
文
で
扱
う
評
論
文
教
材

の
ほ
と
ん
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
修
辞
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ほ
ぼ
全
て
の
教

材
で
対
比
関
係
に
着
目
す
る
読
み
方
を
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に

は
、
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
対
象
（
話
題
と
す
る
事
象
）
間
の
違
い

を
踏
ま
え
て
主
張
が
述
べ
ら
れ
る
、
と
い
う
枠
組
で
「
書
き
手
の
思
考
の
流
れ
」

を
読
み
取
る
こ
と
を
指
導
し
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
な
読
解
を
支
援
す
る
。
こ
の

よ
う
な
指
導
に
よ
っ
て
、
生
徒
自
身
が
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
に
文
章
を
読
解
す
る

よ
う
に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
試
み
で
あ
る
。

三

　一
学
期
に
お
こ
な
っ
た
授
業
実
践

（
一
）
実
践
概
要

　

令
和
二
年
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
一
学
期
に
お
こ
な
っ
た
「
国
語
総
合
・
現

代
文
分
野
」
の
授
業
に
お
い
て
、
文
章
を
読
解
す
る
際
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
処
理

を
支
援
す
る
た
め
の
指
導
を
お
こ
な
っ
た
。
対
象
は
、
中
国
地
方
に
あ
る
、
県

内
で
学
力
中
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
高
等
学
校
に
在
籍
し
て
い
る
一
年
生
一
ク

ラ
ス
で
あ
る
。
な
お
、
教
科
書
は
、
桐
原
書
店
﹃
新 

探
求
国
語
総
合 

現
代

文
・
表
現
編
﹄（
平
成
二
八
年
検
定
版
）
を
使
用
し
て
い
る
。

（
二
）
一
学
期
の
学
習
計
画

　

一
学
期
に
お
け
る
学
習
計
画
の
概
要
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
授
業
実
践

を
お
こ
な
っ
て
い
る
学
校
で
は
「
国
語
総
合
・
現
代
文
分
野
」
の
授
業
を
週
あ

た
り
二
時
間
で
実
施
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
今
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
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感
染
症
の
拡
大
防
止
に
伴
っ
て
、
約
一
か
月
間
の
臨
時
休
業
期
間
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
六
・
七
月
に
実
施
予
定
だ
っ
た
「
書
く
こ
と
」
と
「
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
」
の
学
習
は
、
一
学
期
中
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

一
学
期
の
授
業
で
用
い
た
教
材
文
は
、
河
合
隼
雄
「
ふ
し
ぎ
と
人
生＊7
」
と
高

階
秀
爾
「
美
し
さ
の
発
見＊8
」
で
あ
る
。
教
科
書
で
は
、「
ふ
し
ぎ
と
人
生
」
が
導

入
段
階
の
随
筆
、「
美
し
さ
の
発
見
」
が
最
初
の
評
論
文
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
、
授
業
に
お
い
て
随
筆
と
評
論
の
違
い
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
し

な
か
っ
た
。
い
ず
れ
の
教
材
文
を
学
習
す
る
際
も
、
学
習
目
標
や
読
解
の
目
的

を
各
自
で
決
定
さ
せ
、
そ
れ
に
応
じ
た
読
解
方
略
を
活
用
す
る
こ
と
を
促
し
た
。

（
三
）
教
材
文
に
お
け
る
対
比
関
係

　

読
解
を
支
援
す
る
た
め
の
枠
組
と
し
て
対
比
関
係
に
着
目
し
た
読
み
方
を
指

導
す
る
に
あ
た
り
、
次
に
示
す
図
の
よ
う
な
構
造
で
対
比
関
係
を
指
導
す
る
こ

と
と
し
た
。

　

対
比
関
係
に
基
づ
い
て
文
章
全
体
の
構
成
を
整
理
す
る
に
は
、
単
に
比
較
さ

れ
て
い
る
対
象
を
捉
え
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
ど
の
よ
う
な

観
点
に
基
づ
い
て
対
象
が
比
較
さ
れ
て
い
る
か
を
捉
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
観
点
に
基
づ
い
て
対
象
間
の
違
い
が
ど
の
よ
う
に
強
調
さ
れ
て
い

る
か
を
捉
え
る
こ
と
で
、
文
章
全
体
の
構
成
を
踏
ま
え
て
「
書
き
手
の
思
考
の

流
れ
」
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
観
点
は
文
章
中
に
明
示

さ
れ
な
い
こ
と
が
意
外
に
多
い
。
そ
の
た
め
、
明
示
さ
れ
て
い
る
内
容
か
ら
観

点
を
推
定
し
、
対
象
間
の
対
比
関
係
を
整
理
す
る
と
い
う
読
み
方
を
指
導
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
の
対
比
関
係
図
を
踏
ま
え
、
一
学
期
に
用
い
た
二
つ
の
教
材

文
に
つ
い
て
、
図
2
、
図
3
で
対
比
関
係
図
を
示
す
。

表
1月

主　

な　

学　

習　

内　

容

使　

用　

教　

材

四

ガ
イ
ダ
ン
ス
（
現
代
文
を
学
習
す
る
意
義
を
考
え

る
）

五

評
論
文
の
読
み
方
（
語
句
間
や
文
間
、
段
落
間
の

関
係
性
を
捉
え
る
こ
と
）

「
ふ
し
ぎ
と
人
生
」

「
美
し
さ
の
発
見
」

六

目
的
や
意
図
に
応
じ
た
表
現
の
工
夫

「
紫
外
線
」

七

目
的
に
応
じ
た
効
果
的
な
話
し
合
い
の
仕
方

図
1　

対
比
関
係
図
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図
2　
「
ふ
し
ぎ
と
人
生
」
対
比
関
係
図
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図
3　
「
美
し
さ
の
発
見
」
対
比
関
係
図
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「
ふ
し
ぎ
と
人
生
」
は
、
本
文
中
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
対
比
関
係
に
基
づ
い
て
整

理
す
る
こ
と
で
、
比
較
的
容
易
に
文
章
全
体
の
意
味
内
容
を
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
結
末
部
分
に
お
い
て
片
方
の
考
え
方
の
み
を
強
調
す
る
ま
と

め
方
に
な
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
、
読
解
の
つ
ま
ず
き
に
つ
な
が
る
可
能
性
を

も
っ
て
い
る
。
対
比
関
係
に
着
目
し
て
読
ん
だ
結
果
、
最
終
的
に
は
二
つ
の
対

象
を
と
も
に
い
か
す
よ
う
な
結
論
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
対
比
関
係
と
結

論
の
関
連
づ
け
を
一
つ
の
枠
組
と
し
て
指
導
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

次
に
、「
美
し
さ
の
発
見
」
を
対
比
関
係
に
着
目
し
て
読
ん
だ
場
合
の
全
体
像

に
つ
い
て
考
え
る
。「
美
し
さ
の
発
見
」
も
キ
ー
ワ
ー
ド
を
対
比
関
係
に
基
づ
い

て
整
理
し
な
が
ら
文
章
の
全
体
像
を
捉
え
る
点
で
は
「
ふ
し
ぎ
と
人
生
」
と
同

じ
読
み
方
が
活
用
で
き
る
。
ま
た
、「
美
し
さ
の
発
見
」
も
教
科
書
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
結
末
部
分
に
お
い
て
二
つ
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
お
り
、「
ふ
し
ぎ
と
人

生
」
で
学
ん
だ
対
比
関
係
と
結
論
の
関
連
づ
け
の
枠
組
を
活
用
し
て
読
解
す
る

練
習
を
お
こ
な
う
こ
と
も
で
き
る
。

　

し
か
し
、「
美
し
さ
の
発
見
」
の
場
合
、
対
比
関
係
に
基
づ
い
て
整
理
で
き
る

対
象
の
組
み
合
わ
せ
が
三
つ
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
比
関
係
を
さ
ら
に
関
係

づ
け
な
が
ら
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
複
雑
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
加
え

て
、
内
容
的
な
詳
細
は
割
愛
す
る
が
、
教
科
書
掲
載
部
分
で
は
明
示
さ
れ
て
い

な
い
筆
者
の
考
え
を
推
測
す
る
と
、
対
比
関
係
で
整
理
し
た
は
ず
の
対
象
間
の

関
係
が
本
当
に
対
比
関
係
で
捉
え
る
べ
き
な
の
か
疑
問
が
生
じ
て
く
る
、
と
い

う
厄
介
な
文
章
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
難
し
い
文
章
を
二
番
目
の
教
材
と
し
て
用
い
た
の
は
、
次
の
よ

う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
生
徒
が
読
解
の
難
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
で
、

読
み
方
を
工
夫
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
実
感
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
対
比
関
係
に
着
目
す
る
だ
け
で
は
十
分
に
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
気
づ
い
た
と
き
、
対
比
関
係
に
着
目
す
る
読
み
方
以
外
の

読
み
方
を
工
夫
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
読
解
の
つ
ま
ず
き
が
複
数
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
様
々
な
視

点
か
ら
読
解
を
支
援
す
る
手
が
か
り
を
得
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
理
由
か
ら
「
美
し
さ
の
発
見
」
を
二
番
目
の
教
材
と
し
て
設
定
し
た
。

（
四
）「
ふ
し
ぎ
と
人
生
」
を
教
材
と
し
た
授
業
実
践

　

前
述
の
と
お
り
、
今
年
度
の
一
年
生
は
入
学
し
て
す
ぐ
臨
時
休
業
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
た
め
、
当
初
計
画
し
て
い
た
三
時
間
程
度
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
臨
時
休

業
期
間
が
あ
け
た
後
に
お
こ
な
う
こ
と
と
な
っ
た
。
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
は
、
現
代

文
を
学
習
す
る
意
義
、
文
章
を
読
解
す
る
目
的
と
そ
の
達
成
の
た
め
の
工
夫

（
読
解
方
略
）
に
つ
い
て
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
も
と
に
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
、

意
識
づ
け
を
図
っ
た
。
こ
の
話
し
合
い
を
踏
ま
え
、
各
自
が
現
代
文
の
学
習
に

お
け
る
一
年
間
の
目
標
を
定
め
、
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
よ
う
促
し
た
。

　
「
ふ
し
ぎ
と
人
生
」
を
教
材
と
し
た
学
習
は
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
踏
ま
え
て
、
各

自
が
考
え
た
読
解
方
略
を
実
際
に
活
用
し
て
み
る
、
と
い
う
流
れ
で
お
こ
な
っ

た
。
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
時
点
で
生
徒
が
挙
げ
て
い
た
読
解
方
略
は
、「
言
葉
の
意
味

を
調
べ
る
」「
大
事
な
と
こ
ろ
に
線
を
引
く
」「
自
分
の
考
え
を
も
つ
」
と
い
う

も
の
が
多
く
、
具
体
的
な
読
み
方
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
て
い
る
生
徒
は
少
な
か
っ

た
。
な
か
に
は
、「
授
業
に
集
中
す
る
」
と
い
う
、
読
み
方
で
は
な
く
学
習
に
向

か
う
姿
勢
を
挙
げ
て
い
る
生
徒
も
い
た
。
お
そ
ら
く
、
ど
の
読
解
方
略
も
こ
れ

ま
で
の
学
習
を
踏
ま
え
た
生
徒
の
実
感
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
具
体
性
に
乏
し
い
読
解
方
略
は
、
活
用
の
効
果
を
実
感
し
づ
ら
く
、
読
解
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方
略
を
学
ぼ
う
と
す
る
意
欲
を
か
き
立
て
る
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
生
徒
が
読

解
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
読
解
方
略
を
学
ぼ
う
と
す
る
よ
う
に
な
る
に
は
、

こ
の
よ
う
な
具
体
性
に
乏
し
い
読
解
方
略
を
あ
え
て
活
用
さ
せ
る
こ
と
で
、
適

切
な
読
解
方
略
と
は
何
か
を
考
え
さ
せ
る
き
っ
か
け
を
つ
く
る
こ
と
も
必
要
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
生
徒
自
身
が
考
え
た
読
解
方
略
を
活
用
す
る
だ
け
で
は
的
確

に
読
解
で
き
な
い
こ
と
を
自
覚
さ
せ
た
う
え
で
、
改
め
て
対
比
関
係
に
着
目
す

る
、
と
い
う
具
体
的
な
読
み
方
を
指
導
し
、
読
解
方
略
を
活
用
す
る
こ
と
の
効

果
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
が
こ
の
学
習
で
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
次

の
よ
う
な
流
れ
で
授
業
を
実
践
し
た
。

⑴　
「
ふ
し
ぎ
と
人
生
」
を
読
む
際
の
目
的
を
決
め
る
。
そ
の
目
的
を
達
成

す
る
た
め
の
読
み
方
の
工
夫
（
読
解
方
略
）
も
考
え
る
。

⑵　

読
解
方
略
の
活
用
を
意
識
し
て
本
文
を
読
む
。
読
解
方
略
を
活
用
し

た
こ
と
に
よ
る
効
果
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
。

⑶　

文
章
中
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
探
す
。
キ
ー
ワ
ー
ド
を
二
つ
に
分
類
し
、

な
ぜ
そ
の
よ
う
に
分
類
し
た
の
か
理
由
を
考
え
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
。

⑷　

ど
の
よ
う
な
観
点
に
基
づ
い
て
対
象
（
キ
ー
ワ
ー
ド
）
が
比
較
さ
れ

て
い
る
の
か
を
考
え
、
文
章
中
の
対
比
関
係
を
整
理
す
る
。

⑸　

文
章
中
に
あ
る
対
比
関
係
に
基
づ
い
て
本
文
全
体
の
構
成
を
図
に
し

て
表
す
。
各
自
が
考
え
た
構
成
図
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
。

⑹　

対
比
関
係
に
基
づ
い
て
「
ふ
し
ぎ
と
人
生
」
で
は
、「
書
き
手
の
思
考

の
流
れ
」
が
ど
う
な
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
え
る
。
そ
の
後
、
学
習

の
ま
と
め
と
し
て
、
対
比
関
係
に
着
目
す
る
と
い
う
読
解
方
略
の
活
用

に
つ
い
て
、
各
自
で
振
り
返
り
を
お
こ
な
う
。

　

こ
の
後
、「
ふ
し
ぎ
と
人
生
」
を
出
題
範
囲
に
含
む
定
期
試
験
を
実
施
し
た
。

試
験
で
は
、
対
比
関
係
に
あ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
確
認
す
る
問
題
、
対
比
関
係
に

基
づ
い
て
「
書
き
手
の
思
考
の
流
れ
」
に
つ
い
て
記
述
す
る
問
題
等
を
出
題
し

た
。
こ
の
試
験
の
結
果
か
ら
、
対
象
ク
ラ
ス
の
生
徒
が
対
比
関
係
に
基
づ
い
て

文
章
全
体
を
捉
え
る
こ
と
が
十
分
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
た
。

（
五
）「
美
し
さ
の
発
見
」
を
教
材
と
し
た
授
業
実
践

　

定
期
試
験
以
降
、
夏
休
み
ま
で
の
期
間
で
「
美
し
さ
の
発
見
」
を
教
材
と
し

た
学
習
を
実
施
し
た
。「
美
し
さ
の
発
見
」
を
読
む
前
に
「
ふ
し
ぎ
と
人
生
」
を

教
材
と
し
た
学
習
に
つ
い
て
振
り
返
り
、
読
解
方
略
を
活
用
す
る
こ
と
の
意
義

と
、
対
比
関
係
に
着
目
す
る
読
み
方
の
有
効
性
に
つ
い
て
改
め
て
確
認
し
た
。

　
「
美
し
さ
の
発
見
」
と
い
う
教
材
文
の
難
し
さ
や
こ
の
時
点
で
の
生
徒
の
学
力

を
考
慮
し
て
、
導
入
段
階
の
学
習
活
動
を
工
夫
し
た
。
具
体
的
に
は
、
教
材
文

を
読
む
前
に
、
情
報
を
対
比
関
係
で
捉
え
る
と
い
う
思
考
の
枠
組
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
る
た
め
、
二
つ
の
画
像
の
組
み
合
わ
せ
（
日
本
庭
園
と
ベ
ル
サ
イ
ユ

宮
殿
の
庭
な
ど
）
を
い
く
つ
か
見
せ
、
共
通
点
と
相
違
点
を
考
え
さ
せ
る
こ
と

で
、
対
象
の
関
係
性
を
捉
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
示
し
た
。
ま
た
、
題
名
か
ら

内
容
を
推
測
す
る
方
略
を
用
い
て
、「
美
し
さ
の
発
見
」
を
読
解
す
る
に
あ
た
っ

て
の
見
通
し
を
も
た
せ
る
よ
う
に
し
た
。

　

こ
の
教
材
文
を
用
い
た
学
習
の
ね
ら
い
は
前
述
の
と
お
り
、
あ
え
て
読
解
の

つ
ま
ず
き
を
自
覚
さ
せ
、
読
解
方
略
の
活
用
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
実
感
さ
せ

る
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
生
徒
が
自
発
的
に
読
解
方
略
を
統
合
し
た
り
加
工
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し
た
り
す
る
契
機
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
具
体
的
な
授
業
の
流
れ
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

⑴　
「
ふ
し
ぎ
と
人
生
」
を
教
材
と
し
た
学
習
を
振
り
返
り
、「
美
し
さ
の

発
見
」
を
教
材
と
し
た
読
解
に
関
す
る
学
習
を
お
こ
な
う
う
え
で
の
目

標
を
設
定
す
る
。
目
標
達
成
に
向
け
て
「
美
し
さ
の
発
見
」
を
読
解
す

る
際
に
工
夫
し
た
い
読
み
方
を
考
え
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー

プ
で
話
し
合
い
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
う
。

⑵　

読
解
方
略
の
活
用
を
意
識
し
て
本
文
を
読
む
。
読
解
方
略
を
活
用
し

て
読
む
こ
と
の
効
果
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
。

⑶　

本
文
の
内
容
に
つ
い
て
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い
て
大
ま
か
に
ま
と

め
る
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
も
と
に
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
、
本
文

の
大
ま
か
な
内
容
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
こ

と
を
ク
ラ
ス
全
体
で
共
有
す
る
。
こ
の
時
点
で
、
読
み
取
り
が
不
十
分

な
と
こ
ろ
を
確
認
し
、
読
解
に
つ
ま
ず
い
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。

⑷　

対
比
関
係
に
着
目
し
て
も
う
一
度
本
文
を
読
み
、
本
文
中
の
対
比
関

係
に
つ
い
て
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い
て
整
理
す
る
。

⑸　

本
文
中
の
対
比
関
係
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
。

⑹　

本
文
中
に
あ
る
三
つ
の
対
比
関
係
を
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
る
か
を

考
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
対
比
関
係
を
関
係
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
課
題

で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
。
読
解
の
つ
ま
ず
き
を
解
消
す
る
た
め
に
、

対
比
関
係
以
外
で
着
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
な
い
か
を
考
え
る
。

⑺　

本
文
中
の
対
比
関
係
を
参
考
に
し
て
本
文
全
体
の
構
成
を
整
理
し
、

「
書
き
手
の
思
考
の
流
れ
」
に
つ
い
て
考
え
る
。

　
「
美
し
さ
の
発
見
」
を
教
材
と
し
た
学
習
は
、
授
業
を
実
践
す
る
前
に
予
測
し

た
と
お
り
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
読
解
の
つ
ま
ず
き
を
生
じ
さ
せ
た
。
こ

の
こ
と
は
、
生
徒
に
高
等
学
校
で
の
現
代
文
の
学
習
は
難
し
い
、
と
い
う
こ
と

を
強
く
印
象
づ
け
る
結
果
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
が
感
じ
た
読

解
の
難
し
さ
に
つ
い
て
丁
寧
に
見
取
る
こ
と
で
、
読
解
の
つ
ま
ず
き
に
応
じ
た

支
援
の
あ
り
方
を
さ
ら
に
検
討
す
る
手
が
か
り
を
得
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

四

　授
業
実
践
に
対
す
る
生
徒
の
学
習
状
況

　

生
徒
の
読
解
を
支
援
す
る
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
た
授
業
は
、
生
徒
に
ど
の
よ

う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
生
徒
が
取
り

組
ん
だ
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
や
授
業
後
に
記
入
し
て
い
る
振
り
返
り
シ
ー
ト
の
内
容

か
ら
検
証
し
て
い
く
。
検
証
に
あ
た
っ
て
は
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
時
点
で
読
解
方

略
に
つ
い
て
他
の
生
徒
よ
り
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
た
生
徒
三
名

（
Ａ
グ
ル
ー
プ
①
~
③
）
と
読
解
方
略
の
意
味
や
学
習
の
意
図
が
う
ま
く
く
み
取

れ
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
生
徒
三
名
（
Ｘ
グ
ル
ー
プ
④
~
⑥
）
が
記
入

し
た
も
の
を
取
り
上
げ
な
が
ら
学
習
状
況
を
考
察
す
る
。

（
一
）
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
お
け
る
生
徒
の
実
態

　

ま
ず
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
が
現
代
文
の
授
業
に
対

し
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
た
か
が
わ
か
る
よ
う
、
読
解
に
関
す

る
授
業
の
目
標
と
目
標
達
成
の
た
め
の
読
解
方
略
に
つ
い
て
示
す
。

Ａ
①　

目
標　

急
い
で
（
速
く
）
読
ん
で
も
頭
の
中
で
す
ぐ
内
容
を
理
解
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す
る

　
　
　

方
略　

自
分
が
理
解
し
に
く
い
部
分
を
な
く
せ
る
よ
う
に
、
言
葉

の
意
味
を
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
お
く

Ａ
②　

目
標　

筆
者
や
登
場
人
物
の
気
持
ち
に
な
り
、
何
を
伝
え
た
い
か

考
え
る

　
　
　

方
略　

じ
っ
く
り
文
章
を
読
み
、
気
持
ち
が
書
か
れ
て
い
る
と
こ

ろ
や
そ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
と
こ
ろ
を
探
す
、
ヒ
ン
ト
を
見

つ
け
た
ら
、
メ
モ
を
と
る

Ａ
③　

目
標　

登
場
人
物
の
心
情
、
筆
者
の
伝
え
た
い
こ
と
を
読
み
と
る

　
　
　

方
略　

自
分
の
考
え
と
登
場
人
物
の
考
え
を
比
べ
な
が
ら
読
む

Ｘ
④　

目
標　

た
だ
文
章
を
読
む
だ
け
で
な
く
、
言
葉
の
意
味
を
理
解
し

た
り
、
キ
ー
ワ
ー
ド
な
ど
の
大
事
な
と
こ
ろ
を
理
解
し
な

が
ら
読
む

　
　
　

方
略　

わ
か
ら
な
い
言
葉
を
わ
か
っ
て
お
く

Ｘ
⑤　

目
標　

内
容
を
理
解
す
る

　
　
　

方
略　

授
業
に
集
中
し
た
り
、
メ
モ
を
と
っ
た
り
、
ノ
ー
ト
に
書

い
た
り
す
る

Ｘ
⑥　

目
標　

た
く
さ
ん
繰
り
返
し
て
読
む
、
い
ろ
ん
な
視
点
か
ら
想
像

す
る

　
　
　

方
略　

言
葉
の
意
味
を
辞
典
で
調
べ
る
、
自
分
の
視
点
に
な
っ
て

考
え
る

　

Ａ
グ
ル
ー
プ
の
生
徒
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
に
応
じ
た
読
み
方
の
工
夫

を
具
体
的
に
考
え
て
読
解
方
略
を
記
入
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
Ｘ
グ

ル
ー
プ
の
生
徒
た
ち
は
、
三
人
と
も
目
標
に
応
じ
た
読
み
方
の
工
夫
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
特
に
、
Ｘ
⑥
は
、「
た
く
さ
ん
繰
り
返
し
て
読
む
」
と

い
う
方
略
の
よ
う
な
目
標
に
対
し
て
、
目
標
と
の
関
連
が
薄
い
「
言
葉
の
意
味

を
辞
典
で
調
べ
る
」
と
い
う
方
略
を
書
い
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
Ｘ
グ
ル
ー
プ

の
三
人
が
目
標
達
成
の
た
め
に
読
み
方
の
工
夫
（
読
解
方
略
）
を
考
え
る
ガ
イ

ダ
ン
ス
の
意
図
を
理
解
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
読
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
メ
タ
的
に
捉
え
る
力
に
乏
し
い
可

能
性
が
あ
る
生
徒
の
存
在
も
考
慮
し
て
授
業
を
構
想
、
実
践
す
る
必
要
が
あ
る

と
感
じ
た
。

（
二
）「
ふ
し
ぎ
と
人
生
」
の
授
業
に
お
け
る
生
徒
の
実
態

　

前
述
の
と
お
り
、
教
材
文
を
読
む
前
に
ま
ず
学
習
目
標
や
読
解
の
目
的
を
決

め
、
そ
の
達
成
に
向
け
た
読
解
方
略
の
活
用
を
各
自
が
考
え
て
か
ら
本
文
を
読

む
こ
と
に
し
て
い
る
。「
ふ
し
ぎ
と
人
生
」
で
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
が
考
え
た
目
的

と
読
解
方
略
を
次
に
示
す
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
は
、「
~
た
め
に
読
も
う
と
思
っ

て
い
る
」
に
続
く
よ
う
に
目
的
を
書
き
、「
~
に
気
を
つ
け
な
が
ら
（
着
目
し

て
）
読
み
た
い
と
考
え
る
」
に
続
く
よ
う
に
活
用
し
た
い
読
解
方
略
を
書
く
よ

う
指
示
し
て
あ
る
）。

Ａ
①　

目
的　

こ
の
話
を
読
ん
で
何
を
一
番
覚
え
て
お
け
ば
い
い
の
か

（
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
か
）
知
る

　
　
　

方
略　
「
の
だ
」
文
を
見
つ
け
る
こ
と
、
何
回
も
出
て
い
る
言
葉
に

線
を
引
く
こ
と
、
話
を
ま
と
め
な
が
ら
読
む
こ
と

Ａ
②　

目
的　
「
ふ
し
ぎ
」
と
「
人
生
」
に
は
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
が
あ
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と
思
う
こ
と
は
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
る

Ｘ
④　

分
類　
　

ふ
し
ぎ　
　
　
　

当
た
り
前

　
　
　

理
由　
　

ふ
し
ぎ
と
当
た
り
前
は
真
逆
だ
か
ら

Ｘ
⑥　

分
類　
　

ふ
し
ぎ　

当
た
り
前　
　
　
　
　
　

神
話

　
　
　
　
　
　
　

大
人　
　

説
明　
　

物
語　
　
　
　

自
然
科
学

　
　
　
　
　
　
　

正
し
い　

驚
き　
　
　
　
　
　
　
　

世
界

　
　
　

理
由　

文
章
の
前
半
と
後
半
に
出
て
き
て
い
る
と
思
う
か
ら

　

Ａ
②
や
Ｘ
⑥
の
よ
う
に
、
本
文
が
前
半
と
後
半
と
に
わ
か
れ
て
い
る
と
い
う

捉
え
方
も
間
違
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、「
書
き
手
の
思
考
の
流
れ
」
を
読

み
取
る
た
め
に
文
章
全
体
の
構
成
を
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
前
半
と
後
半
と

に
分
け
て
読
解
す
る
こ
と
は
効
果
的
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
二
名
と
も
対
比
関

係
に
着
目
す
る
読
み
方
が
文
章
全
体
の
構
成
を
踏
ま
え
て
読
解
す
る
こ
と
に
つ

な
が
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
Ａ
③
と
Ｘ
④
は
前
半
部
分
で
出
て

き
た
キ
ー
ワ
ー
ド
し
か
分
類
で
き
て
い
な
い
。
こ
ち
ら
も
文
章
全
体
を
と
お
し

て
「
書
き
手
の
思
考
の
流
れ
」
を
読
み
取
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
対
比
関
係
に
着
目
す
る
読
み
方
を
指
導
す
る
こ
と
が

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
処
理
を
支
援
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、

文
章
全
体
の
意
味
内
容
を
考
え
る
な
か
で
キ
ー
ワ
ー
ド
を
探
す
こ
と
が
で
き
て

い
な
い
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
展
開
⑸
の
学
習
活
動

を
お
こ
な
い
、
対
比
関
係
に
基
づ
い
て
文
章
全
体
の
意
味
内
容
を
考
え
る
よ
う

指
導
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
Ａ
③
は
、「
子
ど
も
」︱「
ふ
し
ぎ
」︱「
納
得
」︱「
神
話
・
物
語
」

に
対
し
て
「
大
人
」︱「
当
た
り
前
」︱「
知
識
」︱「
自
然
科
学
」
と
分
類
す
る
図

る
か
知
る

　
　
　

方
略　

メ
モ
を
と
っ
た
り
、
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
い
た
り
し
て
、

キ
ー
ワ
ー
ド
や
そ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
も
の
を
見
つ
け
る

Ｘ
⑤　

目
的　

筆
者
の
考
え
を
理
解
す
る

　
　
　

方
略　

何
回
も
出
て
く
る
語
句
に
注
目
し
て
線
を
引
き
な
が
ら

　

ガ
イ
ダ
ン
ス
と
比
べ
て
実
際
に
文
章
を
読
解
す
る
こ
と
を
意
識
し
た
た
め
か
、

目
的
や
方
略
を
よ
り
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

次
に
展
開
⑶
の
学
習
に
つ
い
て
生
徒
の
学
習
状
況
を
考
察
す
る
。
こ
こ
で
は
、

本
文
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
探
し
、
二
つ
に
分
類
す
る
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

こ
の
学
習
の
状
況
か
ら
、
対
比
関
係
で
文
章
を
捉
え
る
こ
と
に
関
す
る
生
徒
の

受
け
止
め
方
や
理
解
の
程
度
が
推
測
で
き
る
。

Ａ
②　

分
類　
　

ふ
し
ぎ　
　
　
　

自
然
科
学

　
　
　
　
　
　
　

当
た
り
前　
　
　

世
界

　
　
　
　
　
　
　

説
明

　
　
　
　
　
　
　

納
得

　
　
　
　
　
　
　

驚
き

　
　
　

理
由　

前
半
と
後
半
で
わ
か
れ
て
い
る
か
ら

Ａ
③　

分
類　
　

ふ
し
ぎ　
　
　
　

当
た
り
前

　
　
　
　
　
　
　

子
ど
も　
　
　
　

大
人

　
　
　
　
　
　
　

な
ぜ

　
　
　

理
由　

子
ど
も
は
純
粋
で
何
で
も
不
思
議
が
る
け
ど
、
大
人
は
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
子
ど
も
が
不
思
議
だ



─　　─61

を
描
い
た
。
Ａ
②
は
、
全
て
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
全
体
的
に
つ
な
げ
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
が
、「
反
応
・
捉
え
方
」
と
い
う
観
点
に
基
づ
い
て
、「
子
ど
も
」

と
「
ふ
し
ぎ
」
が
つ
な
が
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
大
人
」
と
「
当
た
り
前
」
が

つ
な
が
る
図
を
描
い
た
。
加
え
て
、「
現
象
の
説
明
」
と
い
う
観
点
に
基
づ
い
て
、

「
正
し
い
知
識
」
に
対
し
て
「
納
得
が
い
く
答
え
」
と
「
物
語
=
神
話
」
を
つ
な

げ
た
図
を
描
い
た
。
一
方
、
Ｘ
④
は
「
大
人
」
と
「
子
ど
も
」
を
対
比
関
係
で

表
す
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
Ｘ
⑥
は
、「
ふ
し
ぎ
」「
納
得
」「
自
然
科
学
」

「
当
た
り
前
」「
知
識
」「
神
話
」「
物
語
」
を
全
て
「
=
」
で
つ
な
ぐ
図
を
描
い

た
。

　
「
ふ
し
ぎ
と
人
生
」
を
教
材
と
し
た
学
習
を
と
お
し
て
、
読
解
方
略
を
活
用
す

る
こ
と
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
生
徒
に
は
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
処
理
を
支
援
す

る
指
導
の
効
果
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
読
解
方
略
の
意
味
を
理
解
で
き
て
い

な
い
生
徒
に
は
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
処
理
を
支
援
す
る
指
導
が
有
効
で
は
な
か
っ

た
。
特
に
、
Ｘ
⑥
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
対
比
関
係
で
整
理
す
る
段
階
で
す
で
に

つ
ま
ず
き
が
見
ら
れ
た
。
Ｘ
⑥
は
、
展
開
⑷
の
授
業
を
お
こ
な
っ
た
後
の
振
り

返
り
シ
ー
ト
に
「
ふ
し
ぎ
と
人
生
に
つ
い
て
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
わ
か
っ

た
。
大
事
な
部
分
を
覚
え
て
お
き
た
い
。」
と
書
い
て
い
る
。
展
開
⑷
の
授
業
で

は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
対
比
関
係
で
整
理
す
る
と
い
う
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る

が
、
Ｘ
⑥
の
振
り
返
り
シ
ー
ト
に
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
が
わ
か
っ
た
こ
と
の
み
が

記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
覚
え
て
お
く
こ
と
が
現
代
文
の
学
習
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
教
材
を
用
い
た
学
習
の
終
盤
に
お
い

て
も
、
対
比
関
係
で
捉
え
る
と
い
う
思
考
の
枠
組
を
活
用
す
る
こ
と
の
意
味
が

理
解
で
き
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。

（
三
）「
美
し
さ
の
発
見
」
の
授
業
に
お
け
る
生
徒
の
実
態

　

入
学
後
初
の
定
期
試
験
も
終
わ
り
、
ク
ラ
ス
全
体
と
し
て
は
高
等
学
校
現
代

文
の
学
習
に
つ
い
て
慣
れ
て
き
た
様
子
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
再

び
対
比
関
係
に
着
目
す
る
読
み
方
に
つ
い
て
の
学
習
を
お
こ
な
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
学
習
同
様
、
読
解
に
関
す
る
学
習
の
目
標
と
目
標
達
成
に
向
け

た
読
解
方
略
を
定
め
て
か
ら
教
材
文
「
美
し
さ
の
発
見
」
を
読
ん
だ
。
そ
の
後
、

展
開
⑷
、
⑸
を
と
お
し
て
本
文
中
の
対
比
関
係
に
つ
い
て
整
理
す
る
活
動
に
取

り
組
ん
だ
。
展
開
⑷
、
⑸
の
授
業
で
は
、「
も
の
そ
の
も
の
の
発
見
」
と
「
美
し

さ
の
発
見
」、「
対
象
に
内
在
し
て
い
る
美
し
さ
」
と
「
心
で
ふ
と
感
じ
た
美
し

さ
」
と
い
う
対
比
関
係
を
ま
ず
捉
え
、
比
較
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
に

つ
い
て
具
体
例
と
比
較
さ
れ
て
い
る
内
容
を
整
理
す
る
活
動
を
お
こ
な
っ
た
。

　

こ
の
活
動
に
お
い
て
Ａ
①
は
、
本
文
中
に
あ
る
対
比
関
係
を
お
お
よ
そ
捉
え

る
こ
と
が
で
き
た
。
具
体
的
に
は
、「
龍
之
介
の
美
し
い
」
に
対
し
て
「
他
の
子

ど
も
た
ち
の
美
し
い
」、「
コ
ロ
ン
ブ
ス
・
キ
ュ
リ
ー
夫
人
が
発
見
し
た
も
の
」

に
対
し
て
「
芭
蕉
・
セ
ザ
ン
ヌ
が
発
見
し
た
も
の
」
と
し
て
対
比
関
係
を
整
理

し
た
。
ど
ち
ら
の
対
比
関
係
も
比
較
さ
れ
て
い
る
対
象
を
具
体
例
の
ま
ま
捉
え

て
は
い
る
が
、「
発
見
」
に
関
す
る
対
比
関
係
に
つ
い
て
は
、
比
較
さ
れ
て
い
る

内
容
を
適
切
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

　

対
し
て
、
Ｘ
④
は
、
比
較
さ
れ
て
い
る
対
象
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

た
だ
、
比
較
さ
れ
て
い
る
対
象
に
つ
い
て
の
具
体
例
は
適
切
に
捉
え
る
こ
と
が

で
き
て
お
り
、
対
比
関
係
に
着
目
す
る
読
み
方
は
で
き
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

え
た
。
Ｘ
⑤
は
、
比
較
さ
れ
て
い
る
対
象
を
「
コ
ロ
ン
ブ
ス
と
キ
ュ
リ
ー
夫
人
」

に
対
し
て
「
芭
蕉
と
セ
ザ
ン
ヌ
」
と
書
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
Ｘ
⑤
も
、
本

文
中
で
何
ら
か
の
対
象
が
比
較
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
気
づ
い
て
い
た
こ
と
が
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う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
本
文
の
本
質
的
な
内
容
を
踏
ま
え
て
、
対
比
関
係
を

捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

こ
の
教
材
文
は
、
前
述
の
と
お
り
、
対
比
関
係
が
複
数
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ

を
関
係
づ
け
て
文
章
全
体
の
構
成
を
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
難
解
な
文
章
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
に
加
え
、
比
較
さ
れ
て
い
る
対
象
が
具
体
例
や
比
喩
を
用
い

て
説
明
さ
れ
て
お
り
、
対
比
関
係
に
あ
る
対
象
を
捉
え
る
こ
と
自
体
難
し
い
。

そ
の
反
面
、
対
象
と
例
示
の
関
係
を
踏
ま
え
て
対
比
関
係
を
捉
え
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、「
書
き
手
の
思
考
の
流
れ
」
を
読
み
取
る
こ
と
は
そ
こ
ま
で
難
し
い
評

論
文
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
が
読
解
方
略
を
ど
の
よ
う
に
活

用
し
て
い
る
か
や
読
解
の
ど
こ
に
つ
ま
ず
い
て
い
る
か
を
評
価
す
る
手
が
か
り

と
な
る
教
材
文
で
も
あ
る
。
実
際
に
生
徒
の
読
解
状
況
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、

Ａ
①
は
対
比
関
係
に
着
目
す
る
読
み
方
は
有
効
に
活
用
で
き
て
い
る
が
、
例
示

に
着
目
す
る
読
み
方
と
の
統
合
は
で
き
て
い
な
い
段
階
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
Ｘ
④
は
対
比
関
係
に
着
目
す
る
読
み
方
が
適
切
に
活
用
で
き

て
い
な
い
段
階
、
Ｘ
⑤
は
対
比
関
係
で
捉
え
る
こ
と
自
体
に
つ
ま
ず
い
て
い
る

段
階
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
展
開
⑸
の
授
業
後
の
振
り

返
り
シ
ー
ト
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
Ａ
①
は
「
ヒ
ン
ト
を
見

つ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
内
容
が
ま
と
め
や
す
く
な
っ
た
の
で
す
ご
い
な
と
思
い

ま
し
た
。」
と
書
い
て
い
る
。
一
方
、
Ｘ
④
は
「
対
比
関
係
の
探
し
方
は
わ
か
っ

た
け
ど
見
つ
け
る
の
は
難
し
い
で
す
。
た
く
さ
ん
読
み
た
い
で
す
。」
と
書
い
て

お
り
、
Ｘ
⑤
は
「
イ
コ
ー
ル
の
関
係
よ
り
対
比
の
関
係
を
探
す
方
が
難
し
か
っ

た
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
振
り
返
り
か
ら
は
、
読
解
方
略
が
ど
の
程

度
活
用
で
き
て
い
る
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
と
同
様
の

読
解
状
況
が
表
れ
て
い
た
。

　
「
ふ
し
ぎ
と
人
生
」
か
ら
「
美
し
さ
の
発
見
」
へ
と
教
材
文
の
難
易
度
を
上
げ

な
が
ら
も
、
対
比
関
係
に
着
目
す
る
読
み
方
を
継
続
し
て
指
導
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
読
解
に
お
い
て
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
処
理
を
支
援
す
る
こ
と
の
効
果
を
段

階
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
の
読
解
の
つ
ま
ず
き

や
支
援
の
効
果
を
計
る
こ
と
も
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

五

　一
学
期
の
授
業
実
践
を
振
り
返
っ
て

　

一
学
期
を
と
お
し
て
、
評
論
文
の
読
解
を
支
援
す
る
た
め
、
対
比
関
係
に
着

目
す
る
読
み
方
を
指
導
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
学
習
の
意
図
を
理
解
し
て
い

る
生
徒
に
は
、
対
比
関
係
に
基
づ
い
て
文
章
全
体
の
構
成
を
捉
え
る
こ
と
が

「
書
き
手
の
思
考
の
流
れ
」
を
理
解
す
る
う
え
で
の
支
援
に
な
っ
た
と
考
え
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
学
習
の
意
図
を
捉
え
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
生
徒
は
、

読
み
方
を
学
習
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
を
理
解
す
る
の
に
時
間
が
か
か
り
、
対

比
関
係
に
着
目
す
る
読
み
方
が
読
解
を
支
援
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

た
だ
、
こ
れ
ら
の
生
徒
も
、
一
学
期
の
授
業
を
と
お
し
て
、
現
代
文
の
授
業
で

は
読
み
方
を
学
習
す
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
始
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
生
徒

に
対
し
て
は
、
二
学
期
以
降
の
授
業
に
お
い
て
も
対
比
関
係
に
着
目
す
る
読
み

方
の
指
導
を
継
続
す
る
こ
と
で
、
対
比
関
係
に
着
目
す
る
読
み
方
が
読
解
を
支

援
す
る
も
の
に
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
証
し
て
い
き
た
い
。

　

一
学
期
に
お
こ
な
っ
た
授
業
実
践
を
振
り
返
っ
て
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
が
も
っ

て
い
る
現
代
文
学
習
観
の
違
い
が
授
業
を
展
開
し
て
い
く
う
え
で
の
障
壁
に
な

る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
た
。
高
等
学
校
卒
業
後
に
は
す
ぐ
社
会
参
加
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
高
校
生
に
と
っ
て
、
自
立
し
て
評
論
文
を
読
解
で
き
る
力
の
育
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成
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
を
克
服
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
文
章

に
対
し
て
も
読
解
方
略
を
活
用
し
て
読
み
取
る
力
の
育
成
を
図
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
取
り
組
み
と
し
て
、
対
比
関
係
に
着
目
す
る
読
み
方
の

指
導
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、

最
終
的
に
は
状
況
に
応
じ
て
読
解
方
略
を
統
合
し
た
り
加
工
し
た
り
で
き
る
よ

う
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
全
て
の
生
徒
が
状
況
に
応
じ
て
適
切
に
読

解
方
略
を
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
評
論
文
の
読
解
を
苦
手
と
す
る

生
徒
が
読
解
の
ど
こ
に
つ
ま
ず
い
て
い
る
か
を
今
後
も
丁
寧
に
見
取
り
、
そ
の

支
援
の
た
め
の
工
夫
を
お
こ
な
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
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岸
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＊
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学
校
学
習
指
導
要
領
解
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編　
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」
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頁
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文
部
科
学
省
「
高
等
学
校
学
習
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導
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領
（
平
成
三
〇
年
告
示
）
解
説　

国
語
編
」
九
九-

一
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頁

＊
5　

岸
学
（
二
〇
〇
四
）﹃
説
明
文
理
解
の
心
理
学
﹄
北
大
路
書
房
、
九
八
頁

＊
6　

佐
藤
信
夫
（
二
〇
一
九
）﹃
レ
ト
リ
ッ
ク
認
識
﹄
講
談
社
、
一
二
一
頁

＊
7　

教
科
書
掲
載
部
分
で
は
、
ま
ず
初
め
に
「
ふ
し
ぎ
」
を
「
心
に
収
め
る
」

た
め
に
努
力
し
た
結
果
、「
人
類
に
対
す
る
偉
大
な
貢
献
」
を
も
た
ら
し
た

人
々
の
存
在
を
示
す
。
そ
の
う
え
で
、「
ふ
し
ぎ
」
に
つ
い
て
の
「
納
得
が

い
く
」
答
え
で
あ
る
「
物
語
」（「
神
話
」）
と
、
現
象
を
「
人
間
の
内
的
世

界
」
と
切
り
離
し
て
「
説
明
」
す
る
「
自
然
科
学
」
と
を
対
比
的
に
説
明

す
る
。
結
末
部
分
で
は
、
近
代
が
「
自
然
科
学
」
に
偏
り
す
ぎ
て
い
る
こ

と
に
対
す
る
批
判
を
込
め
て
、「
神
話
」
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。

＊
8　
「
発
見
」
と
「
発
明
」
の
違
い
、
も
の
の
「
発
見
」
と
性
質
や
価
値
の

「
発
見
」
の
違
い
を
述
べ
た
う
え
で
、「
美
し
さ
」
の
「
発
見
」
と
は
何
か

を
問
い
か
け
る
。「
美
し
さ
」
を
「
対
象
に
内
在
」
す
る
性
質
だ
と
す
る
一

般
的
な
考
え
方
と
人
間
の
心
の
中
に
ふ
と
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
考

え
方
と
を
対
比
的
に
説
明
し
、
こ
の
二
つ
の
考
え
方
は
「
昔
か
ら
人
間
に

と
っ
て
大
き
な
問
題
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
最
後
ま
で
筆
者
が
ど
ち
ら
の

考
え
方
を
支
持
し
て
い
る
か
は
明
示
さ
れ
な
い
が
、「
美
し
さ
」
を
「
感
得

す
る
人
の
心
の
問
題
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
美
し
さ
」
に
近
づ
く
に

は
「
心
を
い
っ
そ
う
鋭
敏
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
強

い
口
調
で
結
ん
で
お
り
、
筆
者
は
「
美
し
さ
」
を
「
心
の
問
題
」
と
考
え

て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

（
広
島
大
学
大
学
院
人
間
社
会
科
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
）




