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小
説
教
材
の
「
読
み
深
め
」
に
関
す
る
実
践
的
研
究

�
学
習
者
は
川
上
弘
美
「
お
め
で
と
う
」
を
ど
の
よ
う
に
読
み
進
め
た
か
�

玉

木

雅

己

一

は
じ
め
に

研
究
の
位
置
付
け

論
者
（
玉
木
）
は
、
二
〇
二
〇
年
度
に
、
二
年
生
の
二
つ
の
ク
ラ
ス
の
「
現
代

文
Ｂ
」
の
授
業
で
、
小
説
教
材
単
元
を
特
設
し
実
践
し
た
。
こ
の
単
元
で
は
、
川

上
弘
美
の
小
説
「
神
様
」
「
神
様

」
「
草
上
の
昼
食
」
「
お
め
で
と
う
」

2
0
1
1

を
、
一
年
間
を
か
け
て
断
続
的
に
読
み
続
け
た
。
こ
の
単
元
学
習
の
詳
細
は
、
玉

木
（
二
〇
二
一
、
二
〇
二
二
）
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

本
稿
は
、
こ
の
う
ち
「
お
め
で
と
う
」
の
授
業
の
実
践
報
告
（
二
〇
二
一
年
一

月
・
三
月
に
実
施
）
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
、
教
科
書
に
は
未
収
録
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
い
く
ら
か
作
品
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
十
分
に
研
究
が
深
ま

っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
本
稿
は
、
「
お
め
で
と
う
」
の
教
材
化
の
た
め
の

基
礎
的
研
究
と
し
て
も
位
置
付
け
た
い
。

今
回
は
、
研
究
資
料
と
し
て
、
学
習
者
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
授
業
の
中
で
他
者

と
の
協
同
に
よ
っ
て
読
み
取
っ
た
内
容
を
記
入
し
た
も
の
）
を
積
極
的
に
活
用
し

た
い
。
そ
の
分
析
を
通
し
て
、
学
習
者
の
読
み
深
め
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
は
、

「
お
め
で
と
う
」
の
作
品
研
究
や
授
業
構
想
に
極
め
て
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

二

川
上
弘
美
「
お
め
で
と
う
」
の
教
材
研
究

－

基
本
的
な
情
報
の
整
理

（
一
）
発
表
時
期

「
お
め
で
と
う
」
の
初
出
は
、
「
朝
日
新
聞
」
（
二
〇
〇
〇
年
一
月
三
日
）
で

あ
る
。
そ
の
後
、
単
行
本
『
お
め
で
と
う
』
（
新
潮
社
、
二
〇
〇
〇
年
十
月
）
に

収
め
ら
れ
た
。
同
書
は
短
編
十
二
篇
か
ら
成
る
。
新
潮
文
庫
版
（
二
〇
〇
三
年
）

・
文
春
文
庫
版
（
二
〇
〇
七
年
）
と
も
収
録
作
品
の
変
更
は
無
い
。
た
だ
、
両
者

と
も
単
行
本
巻
末
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
「
初
出
一
覧
」
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

「
お
め
で
と
う
」
に
は
、
「
西
暦
三
千
年
一
月
一
日
の
わ
た
し
た
ち
へ
」
と
い

う
エ
ピ
グ
ラ
フ
（
題
辞
）
が
付
さ
れ
て
い
る
。

作
品
の
発
表
当
時
は
、
「
ミ
レ
ニ
ア
ム
（
千
年
紀
）
」
が
流
行
語
と
な
っ
て
い

た
。
こ
の
ブ
ー
ム
は
欧
米
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。
当
時
の
日
本
社
会
に
は
、
ど
こ

か
浮
か
れ
た
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
た
。
過
去
へ
と
遡
り
、
「
源
氏
物
語
」
執
筆
か

ら
約
千
年
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
た
催
し
物
も
、
関
西
地
方
で
は
行
わ
れ
て
い
た
。

本
小
説
は
、
そ
ん
な
華
や
か
な
世
相
と
は
正
反
対
の
世
界
を
描
く
。
発
展
か
ら

取
り
残
さ
れ
、
物
質
的
な
豊
か
さ
と
は
縁
遠
い
世
界
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
。

（
二
）
登
場
人
物

登
場
人
物
は
、
語
り
手
と
「
あ
な
た
」
と
「
あ
な
た
の
お
と
う
さ
ん
」
で
あ
る
。

年
齢
・
性
別
・
容
姿
・
体
型
等
、
三
人
と
も
外
見
を
規
定
す
る
記
述
は
無
い
。

語
り
手
の
呼
称
は
、
本
文
中
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
本
稿
で
は
、
エ
ピ
グ
ラ
フ

を
援
用
し
て
、
便
宜
的
に
〈
わ
た
し
〉
と
い
う
名
称
を
使
用
す
る
。

「
あ
な
た
」
と
〈
わ
た
し
〉
は
、
「
ぎ
ゅ
っ
と
」
抱
擁
を
交
わ
す
親
密
な
関
係
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で
あ
る
。
し
か
し
、
二
人
は
一
緒
に
は
暮
ら
し
て
い
な
い
。
「
あ
な
た
」
は
、
〈
わ

た
し
〉
の
と
こ
ろ
に
時
々
訪
ね
て
く
る
。
事
前
の
予
告
が
あ
る
よ
う
に
は
読
み
取

れ
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ほ
ど
長
居
す
る
こ
と
は
無
い
よ
う
で
あ
る
。

「
あ
な
た
」
の
内
面
に
関
す
る
説
明
は
認
め
ら
れ
な
い
。
〈
わ
た
し
〉
の
語
り

を
通
し
て
、
「
お
め
で
と
う
」
「
忘
れ
な
い
で
い
よ
う
」
等
の
発
言
と
、
二
人
が

い
っ
し
ょ
に
と
っ
た
行
動
だ
け
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
な
た
の
お
と
う
さ
ん
」
は
、
作
品
中
に
は
実
際
に
は
姿
を
現
し
て
は
い
な

い
。
彼
が
、
〈
わ
た
し
〉
に
伝
え
た
言
葉
だ
け
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
言
葉

を
、
〈
わ
た
し
〉
は
、
い
つ
聞
い
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
「
あ
な
た
の
お
と
う

さ
ん
」
が
、
今
も
生
存
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
も
詳
ら
か
で
は
な
い
。

千
年
後
の
世
界
に
は
、
こ
の
三
人
以
外
に
も
生
存
し
て
い
る
人
間
が
い
る
。
こ

れ
ら
の
人
々
に
つ
い
て
は
「
こ
の
あ
た
り
に
は
何
人
か
住
ん
で
い
る
」
「
今
は
少

し
し
か
い
な
い
」
等
、
少
人
数
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
三
）
作
品
中
の
時
間

「
お
め
で
と
う
」
に
関
す
る
時
間
と
し
て
は
、
先
ず
、
エ
ピ
グ
ラ
フ
の
千
年
が

挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
千
年
と
い
う
途
方
も
な
い
時
間
を
、
実
感
的
に
理
解
す

る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
高
橋
（
二
〇
一
八
）
は
、
「
お
め
で
と
う
」
は
、
「
『
神

様

』
で
描
か
れ
て
い
る
世
界
の
さ
ら
に
後
の
「
ア
フ
タ
ー
ス
ト
ー
リ
ー
」

2
0
1
1

と
も
言
う
べ
き
世
界
」

を
描
い
て
い
る
と
す
る
。
今
回
の
授
業
で
も
、
学
習

178

者
は
、
「
お
め
で
と
う
」
を
、
「
神
様

」
の
い
く
ら
か
後
と
い
う
程
度

2
0
1
1

の
時
間
の
隔
た
り
で
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

作
品
に
は
、〈
わ
た
し
〉
が
「
あ
な
た
」
に
再
会
し
た
一
日
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
一
日
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
三
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
～

⑰
は
、
形
式
段
落
の
通
し
番
号
を
示
す
。

「
あ
な
た
」
が
到
着
す
る
前

①
～
⑤

「
あ
な
た
」
と
二
人
で
過
ご
し
た
時
間

⑥
～
⑭

「
あ
な
た
」
が
帰
っ
た
後

⑮
～
⑰

一
日
の
時
間
の
進
行
は
、
①
が
前
夜
の
話
題
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
含
め
て
も
、

ご
く
自
然
で
あ
る
。
途
中
に
、〈
わ
た
し
〉
の
過
去
の
経
験
（
⑤
、
⑧
、
⑪
、
⑯
）

が
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。
一
方
、
未
来
に
対
す
る
言
及
は
、
作
品
末
尾
の
「
つ
ぎ

に
会
え
る
の
は
、
い
つ
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
〈
わ
た
し
〉
の
質
問
だ
け
で
あ
る
。

（
四
）〈
わ
た
し
〉
の
語
る
内
容

「
お
め
で
と
う
」
は
、
掌
編
小
説
で
あ
る
。
字
数
は
約
一
四
〇
〇
字
と
、
短
編

「
神
様
」
の
半
分
以
下
で
あ
る
。
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
三
枚
半
に
過
ぎ
な
い
。

「
お
め
で
と
う
」
は
短
い
字
数
な
が
ら
も
〈
わ
た
し
〉
の
一
人
語
り
に
よ
っ
て

独
自
の
作
品
世
界
を
構
築
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
田
口
（
二
〇
二
〇
）

は
、
「
荒
廃
し
た
未
来
の
「
ト
ウ
キ
ョ
ウ
」
近
郊
で
書
か
れ
た
「
手
紙
（
詩
）
」

と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
の
語
り
口
か
ら
は
、
一
人
芝
居

の
脚
本
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

〈
わ
た
し
〉
は
、
①
・
②
・
⑥
・
⑫
・
⑰
の
冒
頭
文
で
、
「
寒
い
で
す
。
」
と

繰
り
返
す
（
⑫
の
み
「
少
し
寒
い
で
す
。
」
）
。
文
中
に
は
、
〈
わ
た
し
〉
の
住
居

や
衣
服
の
説
明
は
無
い
。
し
か
し
、
真
冬
な
の
に
満
足
に
暖
も
取
れ
な
い
よ
う
な

暮
ら
し
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
。

〈
わ
た
し
〉
が
語
る
の
は
、
こ
の
寒
い
一
日
の
自
分
の
行
動
や
思
考
で
あ
る
。

語
ら
れ
る
話
題
は
、
次
の
三
点
に
整
理
で
き
る
。

［
食
料
］
自
給
自
足
の
食
事
（
飯
、
干
し
魚
等
）
の
質
素
さ
・
乏
し
さ
。

［
情
景
］
遠
く
に
あ
る
も
の
（
ト
ウ
キ
ョ
ウ
タ
ワ
ー
、
入
日
）
に
対
し
て
感

じ
る
不
思
議
さ
。

［
記
憶
］
人
間
の
存
在
、
日
付
、
歌
を
記
憶
す
る
こ
と
の
必
要
性
。

表

は
、
三
つ
の
話
題
に
つ
い
て
、
形
式
段
落
別
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

1
表

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
三
つ
の
話
題
は
繰
り
返
し
本
文
中
に
登
場
す
る
。

1

表

に
は
、
「
寒
い
で
す
」
と
、
〈
わ
た
し
〉
と
「
あ
な
た
」
の
抱
擁
も
加
え
て

1
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い
る
。
こ
れ
ら
も
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

ど
の
話
題
に
対
し
て
も
、
〈
わ
た
し
〉
の
説
明
に
は
、
変
化
や
深
化
は
認
め
ら

れ
な
い
。
同
じ
よ
う
な
認
識
内
容
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の

点
は
、
「
お
め
で
と
う
」
の
内
容
面
の
特
徴
で
あ
る
。

（
五
）
表
現
法
の
特
徴

こ
の
作
品
は
、
会
話
体
の
文
体
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
敬
体
を
基
本
と
し
な
が
ら
、

常
体
が
部
分
的
に
混
じ
る
。
常
体
と
敬
体
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
、
明
確
な
法
則

性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

全
編
を
通
し
て
、
平
明
な
表
現
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
後
掲
の
よ
う

な
個
性
的
な
表
現
法
が
（
特
に
前
半
部
分
で
）
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

・
風
の
「
い
つ
も
な
い
音
」
を
表
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
�
ボ
ウ
ボ
ウ
ボ
ウ
ボ
ウ
。

ざ
ん
ざ
ん
ざ
ん
。
ル
ル
ル
ル
。
ゆ
ん
ゆ
ん
�

①

・
炊
飯
の
匂
い
の
比
喩
�
「
秋
の
夜
、
眠
く
眠
く
な
っ
た
と
き
の
床
の
中
み

た
い
な
匂
い
」

②
。

・
飯
の
炊
き
方
を
表
す
「
薄
い
」
と
い
う
表
現
�
「
米
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の

で
、
飯
は
薄
い
」
③
、
「
飯
を
薄
く
炊
い
て
」
⑮
。

・
「
入
日
」
と
い
う
や
や
古
風
な
表
現

⑥
・
⑮

三

学
習
者
の
作
品
世
界
の
読
み
取
り

「
お
め
で
と
う
」
で
は
、
こ
の
世
界
が
希
望
が
無
い
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た

理
由
や
経
過
は
全
く
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
野
口
（
二
〇
〇
五
）
は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

「
表
題
作
「
お
め
で
と
う
」
に
至
っ
て
は
、
〈
あ
な
た
〉
〈
わ
た
し
〉
〈
わ
た

し
た
ち
〉
が
ど
こ
に
い
る
か
さ
え
も
ほ
と
ん
ど
不
確
定
だ
…
中
略
・
論
者
…

『
お
め
で
と
う
』
の
〈
わ
た
し
た
ち
〉
は
、
ど
こ
に
立
っ
て
語
り
か
け
て
い

る
の
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
存
在
な
の
で
あ
り
」

�

頁

（
論
者
注
・
引
用
中
の
『
お
め
で
と
う
』
は
単
行
本
を
意
味
す
る
。
）

76
77

授
業
で
は
、
学
習
者
が
、
「
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
」
状
態
に
止
ま
ら
ず
、
作

品
世
界
に
少
し
で
も
接
近
で
き
る
よ
う
な
読
み
取
り
を
行
え
る
よ
う
工
夫
し
た
。

（
一
）
千
年
後
の
世
界

一
月
の
授
業
で
は
、
先
ず
、
こ
の
作
品
の
中
で
は
、
い
っ
た
い
何
が
起
こ
っ
て

い
る
の
か
を
考
え
た
。

学
習
者
は
、
作
品
の
終
末
的
な
世
界
に
つ
い
て
、
環
境
の
悪
化
・
寒
冷
化
、
文

明
の
退
化
、
貧
困
化
、
人
口
減
そ
の
他
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
方
で
と
ら
え
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
た
原
因
と
し
て
は
、
多
く
は
戦
争
、
災
害
等
を
想
像

し
て
い
た
。
「
今
戦
争
が
起
き
て
も
核
が
主
流
で
人
類
滅
亡
の
危
険
と
か
言
わ
れ

て
ん
の
に
。
未
来
の
世
界
で
や
っ
た
ら
東
京
タ
ワ
ー
な
ん
て
余
裕
で
吹
き
飛
ぶ
。

と
な
る
と
、
コ
ロ
ナ
よ
り
殺
傷
能
力
の
高
い
ウ
イ
ル
ス
や
細
菌
兵
器
か
も
し
れ
な

い
」
と
い
う
よ
う
な
今
日
的
な
解
釈
も
出
さ
れ
た
。

表 1

抱

擁

（

ぎ

ゅ

っ

と

す

る

）

あ

な

た

の

お

と

う

さ

ん

記

憶

（

の

大

切

さ

）

歌

新

年

／

お

め

で

と

う

遠

く

の

も

の

へ

の

意

識

ト

ウ

キ

ョ

ウ

タ

ワ

ー

入

日

畑

作

・

芋

と

粟

魚

・

干

し

魚
・

釣

り

飯

・

米

○ 1
○ ○ ○ 2

○ ○ ○ 3
○ ○ 4

○ 5
○ ○ ○ 6

■ ○ 7
◆ ○ 8

○ ○ 9
○ ○ 10

◆ ○ ○ 11
○ ○ 12

■ ○ 13
○ 14

○ ○ ○ 15
◆ ○ ○ 16

○ ○ 17

記憶 情景 食料

「(

少

し)

寒

い

で

す

」

形形

式式

段段

落落

№№
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〈
わ
た
し
〉
の
周
囲
に
人
が
少
な
い
理
由
に
関
し
て
は
、
社
会
の
階
層
が
分
断

さ
れ
て
貧
富
の
差
が
拡
大
し
、
富
裕
層
は
別
の
場
所
で
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
解

釈
も
出
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
発
展
し
て
、
地
球
に
見
切
り
を
付
け
て
、
他
の
惑
星

へ
移
住
を
始
め
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

的
な
見
解
を
示
す
者
も
い
た
。

S
F

本
間
（
二
〇
〇
三
）
は
、
さ
ら
に
別
の
可
能
性
を
想
定
す
る
。

「
人
が
た
た
ず
む
廃
墟
の
風
景
は
、
な
ぜ
か
、
な
つ
か
し
さ
に
満
ち
て
い
る
。

廃
墟
は
あ
の
世
へ
の
入
り
口
で
、
こ
の
世
の
者
た
ち
は
い
つ
か
み
ん
な
あ
ち

ら
か
ら
来
て
、
あ
ち
ら
へ
帰
っ
て
行
く
の
だ
か
ら
。
…
中
略
・
論
者
…
千
年

後
の
お
話
は
実
を
言
う
と
、
た
っ
た
い
ま
の
お
話
で
あ
る
の
だ
よ
、
と
読
め

る
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
年
の
跡
は
、
時
を
越
え
て
、
あ
の
世
を
こ
の
世
に
引

き
寄
せ
る
。
」

頁
160

「
お
め
で
と
う
」
は
、
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
な
世
界
を
舞
台
と
す
る
作
品
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
で
も
生
き
続
け
る
者
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
「
あ
の
世
」
へ
繋

が
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
に
は
、
意
見
が
分
か
れ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

そ
の
妥
当
性
の
検
討
は
、
学
習
者
の
作
品
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
お
め
で
と
う
」
に
は
、
神
様
の
存
在
を
感
じ
る
記
述
は
認
め
ら

れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
学
習
者
は
、
「
つ
ら
い
と
か
、
そ
ん
な
風
に
思
う

こ
と
が
な
く
な
っ
た
の
で
、
神
様
に
祈
る
と
い
う
考
え
も
な
く
な
っ
た
か
ら
」「
人

間
が
あ
や
ま
ち
を
繰
り
返
し
た
こ
と
で
、
神
様
に
見
放
さ
れ
て
、
こ
の
物
語
の
よ

う
な
世
界
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
等
、
信
仰
が
揺
ら
い
だ
世
界
の
話
と
し
て
考
え

て
い
た
。

少
数
で
は
あ
っ
た
が
、
時
間
を
逆
転
さ
せ
て
、
「
「
神
様
」
が
始
ま
る
前
の
話
」

「
「
神
様
」
の
「
わ
た
し
」
に
出
会
う
前
の
話
」
と
い
っ
た
見
方
す
る
者
も
い
た
。

「
く
ま
は
こ
れ
か
ら
神
様
に
な
っ
て
い
く
の
で
、
ま
だ
神
様
は
誕
生
し
て
い
な
い
。

今
の
世
界
か
ら
、
「
神
様
」
の
世
界
に
行
く
こ
と
で
、
く
ま
は
神
様
に
な
っ
た
」

未
来
で
は
な
く
、
神
話
的
な
過
去
を
描
く
作
品
だ
と
理
解
す
る
わ
け
で
あ
る
。

「
お
め
で
と
う
」
の
後
に
、
「
神
様
」
の
現
代
が
続
く
と
い
う
の
は
、
「
ト
ウ

キ
ョ
ウ
タ
ワ
ー
」
の
存
在
を
考
え
る
と
無
理
は
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
の
中
の
時

間
軸
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
た
と
え
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
可
能

性
を
検
討
し
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

（
二
）

現
代
と
作
品
を
つ
な
ぐ
言
葉
�
「
ト
ウ
キ
ョ
ウ
タ
ワ
ー
」
「
こ
の
島
」

三
月
の
授
業
で
は
、
「
ト
ウ
キ
ョ
ウ
タ
ワ
ー
」
と
「
こ
の
島
」
に
着
目
し
て
検

討
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
「
東
京
タ
ワ
ー
」
や
「
こ
の
国
・
こ
の
場
所
」
と
は

異
な
り
、
読
者
に
違
和
感
を
生
じ
さ
せ
る
。
学
習
者
に
と
っ
て
は
、
現
代
の
日
本

社
会
と
作
品
世
界
の
関
係
を
考
え
る
た
め
の
契
機
と
な
る
言
葉
で
あ
る
。

ア

ト
ウ
キ
ョ
ウ
タ
ワ
ー

「
ト
ウ
キ
ョ
ウ
タ
ワ
ー
」
は
、
こ
の
作
品
と
日
本
を
結
び
付
け
る
唯
一
の
単
語

で
あ
る
。
こ
の
単
語
抜
き
で
は
、
無
国
籍
感
が
強
ま
る
。

ト
ウ
キ
ョ
ウ
タ
ワ
ー
は
、
遠
景
は
「
き
れ
い
」
な
の
に
、
近
景
は
「
ぼ
ろ
ぼ
ろ
」

だ
と
二
度
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
高
度
成
長
期
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
言
え
る
東
京
タ

ワ
ー
の
寂
れ
方
は
、
千
年
と
い
う
時
間
経
過
の
象
徴
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
状
態
で
あ
れ
ば
、
テ
レ
ビ
塔
と
し
て
も
、
観
光
施
設
と
し
て
も
、
既
に
機
能

停
止
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
〈
わ
た
し
〉
に
と
っ
て
は
、
ト
ウ
キ
ョ
ウ
タ

ワ
ー
が
存
在
す
る
意
味
自
体
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
ト
ウ
キ
ョ
ウ
」
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
対
し
て
は
、
こ
の
時
代
に
は
、
漢

字
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
、
漢
字
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
等
の
解
釈
が
認
め
ら
れ

た
。
ま
た
、
カ
タ
カ
ナ
で
古
さ
を
表
そ
う
と
し
た
と
考
え
る
者
も
い
た
。

そ
れ
と
と
も
に
、
「
「
東
京
」
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
ら
な
い
。
み
ん
な
が
「
ト

ウ
キ
ョ
ウ
タ
ワ
ー
」
と
呼
ぶ
か
ら
自
分
も
そ
う
呼
ん
で
い
る
」
等
、
地
名
自
体
ヘ

の
意
識
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
理
解
し
て
い
る
者
も
目
立
っ
た
。
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現
実
世
界
と
は
異
な
る
、
別
の
世
界
を
描
く
た
め
に
、
片
仮
名
の
「
ト
ウ
キ
ョ

ウ
」
と
し
た
と
い
う
意
見
も
多
く
出
さ
れ
た
。
「
今
現
在
私
達
が
住
ん
で
い
る
世

界
と
「
お
め
で
と
う
」
の
世
界
は
少
し
違
う
。
今
の
よ
う
な
生
活
を
私
達
が
し
て

い
る
と
、
い
つ
か
本
当
に
こ
の
よ
う
な
世
界
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
警
告
」
だ
と
受
け
と
め
る
者
も
い
た
。

関
連
し
て
、
軍
都
廣
島
（
広
島
）
と
ヒ
ロ
シ
マ
の
関
係
の
よ
う
に
、
「
原
爆
ド

ー
ム
が
被
爆
を
受
け
て
呼
称
を
変
え
た
の
と
同
じ
、
東
京
タ
ワ
ー
が
戦
争
で
吹
き

飛
ん
だ
も
の
が
何
ら
か
の
目
的
で
再
建
さ
れ
、
「
ト
ウ
キ
ョ
ウ
タ
ワ
ー
」
と
表
記

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
想
像
を
膨
ら
ま
せ
た
意
見
も
あ
っ
た
。

ト
ウ
キ
ョ
ウ
タ
ワ
ー
は
、
〈
わ
た
し
〉
と
「
あ
な
た
」
の
再
会
の
間
ず
っ
と
き

れ
い
な
遠
景
と
し
て
見
え
て
い
る
。
た
ま
に
し
か
会
え
な
い
「
あ
な
た
」
も
、
同

様
に
美
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
穿
っ
た
見
方
を
す
る
者
も
い
た
。

イ

こ
の
島

「
こ
の
島
」
は
、
「
あ
な
た
の
お
と
う
さ
ん
」
の
言
葉
（
「
こ
の
島
に
は
昔
は

も
っ
と
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
誰
か
が
住
ん
で
い
た
⑧
／
こ
の
島
に
は
も
っ
と
た
く

さ
ん
の
誰
か
が
い
た
ん
だ
⑯
」
）
の
中
に
登
場
す
る
。

〈
わ
た
し
〉
も
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
場
所
が
「
島
」
で
あ
る
こ
と
は
、
「
少

し
波
が
高
い
」
等
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
歩
い
て
一
日
と
い
う
ト
ウ
キ
ョ

ウ
タ
ワ
ー
も
、
こ
の
島
の
中
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

学
習
者
は
、
「
ト
ウ
キ
ョ
ウ
タ
ワ
ー
」
と
同
様
に
、
「
こ
の
島
」
と
い
う
一
語

か
ら
作
品
の
背
景
を
掘
り
下
げ
て
い
っ
た
。
多
く
は
環
境
の
悪
化
と
、
社
会
シ
ス

テ
ム
の
変
化
に
、
「
島
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
た
理
由
を
求
め
て
い
た
。

前
者
に
つ
い
て
は
、
温
暖
化
・
災
害
等
が
原
因
で
、
「
陸
地
が
水
没
し
、
そ
の

後
に
生
存
す
る
こ
と
が
で
き
た
少
数
の
人
た
ち
の
住
む
場
所
に
な
っ
た
」
「
東
京

近
郊
だ
け
が
残
り
、
そ
の
他
の
土
地
は
全
て
消
滅
し
た
」
と
い
っ
た
自
然
科
学
的

で
合
理
的
な
解
釈
を
行
っ
て
い
た
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
「
国
と
し
て
機
能
で
き
る
ほ
ど
人
も
い
な
い
し
、
政
治
や

生
産
活
動
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
国
は
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
」
「
土
地
は
残
っ
て
も
日
本
と
い
う
国
家
は
分
裂
し
た
」
等
、
「
国
家
」

の
概
念
・
機
能
が
変
容
し
た
と
考
え
て
い
た
。
さ
ら
に
、
「
教
育
な
ん
て
も
の
も

な
け
れ
ば
教
え
ら
れ
る
よ
う
な
知
識
人
も
い
な
い
」
た
め
に
、
「
自
分
の
住
む
場

所
以
外
の
広
い
世
界
を
知
ら
な
い
」
等
、
〈
わ
た
し
〉
が
現
実
を
把
握
で
き
る
範

囲
が
限
ら
れ
て
い
る
理
由
を
、
社
会
的
な
関
係
の
欠
如
に
求
め
る
者
も
い
た
。

四

「
お
め
で
と
う
」
と
「
神
様
」
の
関
係
性
に
関
す
る
学
習
者
の
読
み
取
り

「
お
め
で
と
う
」
に
は
、
「
神
様
」
と
の
直
接
的
な
関
連
を
明
示
す
る
記
述
は

認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、「
神
様
」
と
同
じ
話
を
変
奏
す
る
「
神
様

」

2
0
1
1

や
、「
く
ま
に
さ
そ
わ
れ
て
、
ひ
さ
し
ぶ
り
に
散
歩
に
出
る
」
と
書
き
出
さ
れ
る
「
草

上
の
昼
食
」
と
は
異
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
学
習
者
は
、
「
お
め
で
と
う
」
か
ら
、
「
神
様
」
と
の
繋
が

り
を
感
じ
と
る
。
論
者
は
、
今
回
の
授
業
ク
ラ
ス
以
外
で
も
、
「
お
め
で
と
う
」

を
教
材
と
し
て
活
用
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
に
も
、
「
神
様
」
を
思
い
出
す

と
い
う
感
想
を
聞
く
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。

高
橋
（
二
〇
一
八
）
は
、
「
お
め
で
と
う
」
と
「
神
様
」
「
神
様

」

2
0
1
1

の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
作
品
は
、『
神
様

』
以
前
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、

2
0
1
1

『
神
様

』
を
超
え
た
世
界
を
描
い
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

2
0
1
1

『
神
様
』
『
神
様

』
か
ら
の
系
譜
を
受
け
継
い
で
い
る
も
の
と
考

2
0
1
1

え
ら
れ
、
『
神
様

』
の
教
材
と
し
て
の
意
味
を
深
め
る
上
で
も
参

2
0
1
1

考
に
値
す
る
作
品
と
言
え
る
。

頁

（
傍
線
・
論
者
）

179
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高
橋
は
、
「
神
様

」
の
時
間
軸
に
つ
い
て
「
原
発
事
故
に
よ
る
急
激

2
0
1
1

な
変
化
と
そ
の
変
化
が
不
可
逆
的
な
切
迫
感
を
持
っ
て
迫
る
時
間
が
日
常
生
活
に

直
接
的
に
嵌
入
し
て
き
て
い
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
「
お
め
で
と
う
」
は
、
そ

174

の
変
化
が
限
界
を
超
え
た
後
の
世
界
を
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

一
・
三
月
の
授
業
で
は
、「
系
譜
を
受
け
継
い
で
い
る
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

本
文
に
即
し
て
、
も
う
少
し
具
体
的
に
検
討
す
る
た
め
に
、
「
お
め
で
と
う
」
の

〈
わ
た
し
〉
と
「
あ
な
た
」
は
、
「
神
様
」
の
誰
の
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
継
い
で
い

る
の
か
と
い
う
学
習
課
題
を
設
定
し
た
。

論
者
は
、
〈
わ
た
し
〉
は
「
神
様
」
の
「
わ
た
し
」
を
受
け
継
ぐ
者
だ
と
認
識

し
て
い
た
。
そ
の
語
り
口
は
、「
草
上
の
昼
食
」
の
「
わ
た
し
」
を
彷
彿
さ
せ
る
。

一
方
、
離
れ
て
暮
ら
す
「
あ
な
た
」
や
「
あ
な
た
の
お
と
う
さ
ん
」
は
、「
く
ま
」

を
受
け
継
ぐ
者
だ
と
考
え
て
い
た
。
昔
の
記
憶
と
繋
が
る
「
あ
な
た
の
お
と
う
さ

ん
」
は
、
「
く
ま
の
神
様
」
と
重
ね
ら
れ
る
可
能
性
も
想
定
し
て
い
た
。

（
一
）
最
初
の
検
討

［
一
月
］

一
月
の
授
業
で
の
学
習
者
の
読
み
取
り
は
、
論
者
に
と
っ
て
は
予
想
外
の
結
果

と
な
っ
た
。
七
十
％
以
上
の
学
習
者
が
、
〈
わ
た
し
〉
は
「
く
ま
」
を
、
「
あ
な

た
」
は
「
わ
た
し
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
受
け
継
ぐ
存
在
だ
と
考
え
て
い
た
（
両
者
と

も
「
子
孫
」
を
含
む
）
。
多
く
の
学
習
者
が
、
「
お
め
で
と
う
」
は
、
「
草
上
の
昼

食
」
で
故
郷
に
戻
っ
た
「
く
ま
」
の
後
日
譚
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
第
三
節
で
検
討
し
た
両
語
に
対
し
て
も
、
「
ト
ウ
キ
ョ
ウ
タ
ワ
ー

は
、
映
画
「
猿
の
惑
星
」
の
自
由
の
女
神
の
よ
う
な
存
在
。
た
だ
、
昔
か
ら
そ
こ

に
あ
る
も
の
」「
「
く
ま
」
に
は
国
家
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
無
い
」
等
、「
く

ま
」
の
立
場
か
ら
理
由
付
け
を
行
う
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
。

（
二
）
再
吟
味

［
三
月

第
一
時
］

表

中
の
ア
～
コ
は
、
学
習
者
が
、
一
月
の
授
業
の
際
に
、
理
由
付
け
の
根
拠

2

と
し
て
挙
げ
た
題
材
で
あ
る
。

三
月
第
一
時
は
、
も
う
一
度
本
文

を
読
み
返
し
た
後
で
、
現
時
点
で
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
十
個
の
題
材
を
根

拠
と
し
て
選
び
、「
あ
な
た
」
と
〈
わ

た
し
〉
を
、
ど
う
理
解
し
た
の
か
を

再
吟
味
し
た
。

表

は
、
そ
の
結
果
を
整
理
し
た

2

も
の
で
あ
る
。

表

か
ら
は
、
学
習
者
が
、
本
文

2

中
の
様
々
な
事
柄
に
着
目
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

む
ろ
ん
、
各
題
材
へ
の
注
目
度
に

は
濃
淡
が
あ
る
。
表

で
は
、
十
％

2

以
上
の
部
分
は
強
調
し
て
表
示
し

た
。
（
表

中
の
％
は
、
縦
列
の
総

2

計
中
に
占
め
る
割
合
を
示
す
。
）

「
あ
な
た
」
に
つ
い
て
は
、

草
(e)

の
匂
い
と
、

・

・

過
去
の
記

(c)

(f)

(g)

憶
と
の
繋
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
題
材
が
多
く
選
ば
れ
て
い
る
。

〈
わ
た
し
〉
は
、

・

の
食
に
関
す
る
事
柄
と
、

ト
ウ
キ
ョ
ウ
タ
ワ
ー
が

(a)

(h)

(b）

多
い
。抱

擁
は
、
「
あ
な
た
」
・
〈
わ
た
し
〉
と
も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

(d)こ
れ
ら
反
応
数
が
多
い
題
材
は
、
い
ず
れ
も
「
神
様
」
や
「
草
上
の
昼
食
」
の

本
文
中
に
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
に
対
す
る
言
及
が
多
い
の
は
自
然
な
こ
と
だ
ろ
う
。

表

は
、
三
月
第
一
時
の
再
吟
味
に
よ
っ
て
、
一
月
時
点
の
考
え
か
ら
変
化
し

3

表表  2 ああななたた 〈〈わわたたしし〉〉 総総　　計計

わわたたしし くくまま わわたたしし くくまま

(a) 魚（釣り・干し魚・料理） 1 1% 3 9% 8 24% 49 24% 61 17%
(b) トウキョウタワー 1 1% 2 6% 8 24% 32 16% 43 12%
(c) 歌 10 11% 4 12% 2 6% 13 6% 29 8%
(d) 抱擁（ぎゅっ） 11 12% 1 3% 3 9% 31 15% 46 13%
(e) 草の匂い 33 36% 15 45% 2 6% 7 3% 57 16%
(f) お父さん 22 24% 4 12% 2 6% 5 2% 33 9%
(g) 記憶・他の人々の存在 7 8% 1 3% 1 3% 13 6% 22 6%
(h) 食生活・畑作 2 2% 1 3% 5 15% 23 11% 31 9%
(i) 言葉遣い 5 5% 2 6% 3 9% 31 15% 41 11%
(j) 副題 3 3% 3 9% 6 18% 8 4% 20 6%

計 92 33 34 204 363

根根拠拠ととししてて挙挙げげらられれてていいるる事事柄柄
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た
か
ど
う
か
、
そ
の
実
態
を
整
理
し
た
も
の
で
あ

る
。「
そ
の
他
」
は
、
明
確
な
分
類
が
難
し
い
も
の
、

無
記
入
等
で
あ
る
。

表

か
ら
は
、
解
釈
が
逆
転
し
た
者
も
存
す
る

3

も
の
の
、
そ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
変
化
が
起
こ
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
二
回
の
検

討
を
経
て
も
、
六
割
強
の
学
習
者
は
、
「
あ
な
た
」

が
「
わ
た
し
」
で
、
〈
わ
た
し
〉
が
「
く
ま
」
だ
と

い
う
、
た
す
き
掛
け
の
理
解
を
続
け
て
い
る
。

そ
こ
で
、
個
々
の
学
習
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
根

拠
に
基
づ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
を
行
っ
て
い

る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
研
究
資
料
を
あ
ら

た
め
て
精
査
し
た
。

そ
の
結
果
、
学
習
者
の
再
吟
味
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
掘
り
下
げ
が
で
き
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
自
ら
の
解
釈
に
安
住
す
る
よ
う
な
傾
向

が
認
め
ら
れ
た
。

た
と
え
ば
、

ト
ウ
キ
ョ
ウ
タ
ワ
ー
は
、
〈
わ
た
し
〉
が
、
「
く
ま
」
で
あ
る

(b)

根
拠
と
し
て
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
、
そ
の
理
由
付
け
の
中
に
は
、

〈
わ
た
し
〉
が
人
間
で
あ
っ
た
ら
、
一
日
か
け
て
歩
く
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
だ

ろ
う
と
い
う
、
い
く
ぶ
ん
安
直
な
判
断
が
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
作
品
世

界
の
中
で
、
は
た
し
て
自
家
用
車
等
の
乗
り
物
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

「
草
上
の
昼
食
」
で
は
、
「
く
ま
」
が
苦
労
し
て
自
動
車
の
免
許
を
取
得
し
て
い

た
。
そ
の
こ
と
も
、
多
く
の
学
習
者
か
ら
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
他
の
項
目
に
つ
い
て
も
同
じ
様
に
、
一
面
的
と
も
言
う
べ
き
見
方
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
理
由
付
け
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
加
え
て
、
個
別
的
な
分
析
に
止
ま
り
、
行
動
・
心
情
全
体
か
ら
、
一
人

の
人
間
と
し
て
の
〈
わ
た
し
〉
の
人
物
像
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
。

た
だ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
論
者
が
、
学
習
課
題
の
設
定
（
複
数
の
項
目
を
組

み
合
わ
せ
て
考
え
て
み
よ
う
等
）
を
工
夫
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

（
三
）
参
考
資
料
を
用
い
た
三
回
目
の
検
討

［
三
月

第
二
時
］

学
習
者
の
読
み
は
、
ま
だ
か
な
り
深
ま
る
余
地
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
、

三
月
の
第
二
時
に
は
、
後
掲
の
参
考
文
「
あ
る
作
品
論
」
を
提
示
し
た
。

こ
の
参
考
文
は
、
論
者
が
、
木
俣
壬
正
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
て
作
成
し

た
も
の
で
あ
る
。
〈
わ
た
し
〉
は
「
わ
た
し
」
、
「
あ
な
た
」
は
「
く
ま
」
と
い
う

立
場
か
ら
、
学
習
者
の
最
大
公
約
数
的
な
意
見
に
対
し
て
異
議
申
し
立
て
を
行
っ

た
。
学
習
者
が
反
論
を
ま
と
め
や
す
い
よ
う
に
、
論
理
の
隙
間
の
多
い
文
学
評
論

的
な
文
体
を
選
ん
だ
。
注
や
中
略
も
全
て
原
文
の
マ
マ
で
あ
る
。

今
回
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
に
よ
る
参
考
文
を
提
示
し
た
の
は
、
学
習
者
が
自
由
に
自

分
の
考
え
を
ま
と
め
て
欲
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
授
業
の
中
で
、
論
者
が
、

発
問
や
解
説
と
し
て
反
論
を
提
示
す
る
と
、
そ
れ
を
「
正
解
」
と
し
て
簡
単
に
受

け
入
れ
て
し
ま
う
者
が
ど
う
し
て
も
出
て
し
ま
う
。

授
業
で
は
、
参
考
文
に
対
す
る
自
分
の
意
見
を
文
章
化
し
た
。
全
員
が
書
き
終

わ
っ
た
後
で
、
筆
者
名
が
論
者
の
名
前
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
（
き
ま
た
み
ま
さ
↓
た
ま

き
さ
ま
み
）
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

2
0
1
1

2
0
1

1

一一月月 三月

ああななたた 〈〈わわたたしし〉〉 ああななたた 〈〈わわたたしし〉〉

わわたたしし くくまま わわたたしし くくまま 41

くま わたし くま わたし 8

わわたたしし くくまま くくまま わわたたしし 10

くま わたし わたし くま 7

そそ のの 他他 　その他（全て「くま」,「人間」他） 15

81

表 3 計計

変変化化無無しし

逆逆 転転
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表

は
、
こ
の
文
章
に
対
す
る
学
習
者
の
受
け

4

止
め
方
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
中
の
「
賛

否
」
は
、
賛
否
の
両
方
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

賛
成
・
反
対
に
か
か
わ
る
「
そ
の
他
」
は
、
参
考

文
に
基
づ
い
て
作
品
に
対
す
る
自
説
だ
け
を
述
べ

た
も
の
、
立
場
が
曖
昧
な
も
の
等
で
あ
る
。

表

か
ら
は
、
参
考
文
に
対
す
る
賛
成
・
反
対

4

の
比
率
は
同
程
度
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
三
月
第

１
時
に
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
行
っ
て
い
た
の
か
は
、

参
考
文
の
賛
否
に
は
、
ほ
ぼ
無
関
係
だ
と
い
う
こ

と
が
理
解
で
き
る
。

こ
こ
で
は
、
先
ず
、
「
反
対
」
「
賛
否
」
と
い
う

 表  4 三三月月時時点点のの解解釈釈

「「おおめめででととうう」」 ああななたた 〈〈わわたたしし〉〉 賛賛成成 反反対対 賛賛否否 そそのの他他 計計

わわたたしし くくまま 20 16 11 4 51
くくまま わわたたしし 3 4 4 4 15

そそのの他他 6 6 2 1 15

総総　　計計 29 26 17 9 81

「「神神　　様様」」



67（     ）

立
場
の
意
見
を
見
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
は
、
反
論
で
あ
る
参
考
文
に
対
す
る
の
再

反
論
と
い
う
性
格
を
持
つ
。
再
反
論
と
し
て
多
い
も
の
を
二
つ
挙
げ
て
お
く
。

一
つ
は
、
「
あ
な
た
」
や
「
あ
な
た
の
お
と
う
さ
ん
」
が
「
く
ま
」
だ
と
し
た

ら
、
〈
わ
た
し
〉
に
対
し
て
、
な
ぜ
日
付
・
時
間
の
経
過
や
言
葉
を
記
憶
す
る
こ

と
を
求
め
る
の
か
と
い
う
違
和
感
の
表
明
で
あ
る
。

「
く
ま
」
は
、
か
つ
て
人
間
の
世
界
で
生
活
し
て
い
た
。
そ
ん
な
「
く
ま
」
が
、

人
間
ら
し
い
営
み
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
諭
す
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
不
自

然
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
逆
に
、
人
間
で
あ
る
「
あ
な
た
」
が
、
「
く

ま
」
に
、
そ
れ
ら
の
記
憶
を
求
め
る
方
が
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
は
、
「
草
の
匂
い
」
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
「
草
の
匂
い
」
が

す
る
を
、
「
あ
な
た
」
が
く
ま
で
あ
る
状
況
証
拠
と
し
て
挙
げ
る
な
ら
、
「
神
様
」

で
語
り
手
が
く
ま
に
対
し
て
言
っ
た
「
く
ま
の
匂
い
が
す
る
」
は
ど
こ
に
行
っ
た

の
か
。
人
間
な
ら
と
も
か
く
獣
な
ら
草
の
匂
い
が
す
る
に
し
て
も
獣
臭
さ
が
前
に

出
る
の
で
は
な
い
か
」
等
の
反
論
が
多
く
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
〈
わ
た
し
〉

は
、
「
あ
な
た
」
と
「
ぎ
ゅ
っ
と
す
る
と
、
あ
た
た
か
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
「
神
様
」
の
「
く
ま
」
の
身
体
は
冷
た
か
っ
た
と
書
か
れ
て
い
た
。

こ
の
点
も
、
夏
と
冬
と
い
う
気
候
の
違
い
や
、
ず
っ
と
寒
が
っ
て
い
る
〈
わ
た

し
〉
の
生
活
状
況
等
を
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
述
か
ら
は
、
学
習
者
が
、
参
考
文
を
手
が
か
り
に
し
て
、

あ
ら
た
め
て
本
文
を
読
み
返
し
た
こ
と
が
よ
く
伝
わ
っ
て
き
た
。
〈
わ
た
し
〉
と

「
あ
な
た
」
の
人
物
像
、
二
人
の
関
係
、
個
々
の
作
品
に
つ
い
て
、
参
考
文
を
手

が
か
り
に
し
て
、
自
分
な
り
の
立
場
で
、
一
月
段
階
よ
り
も
よ
く
練
ら
れ
た
文
章

を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
先
に
再
反
論
と
し
て
示
し
た
例
の
よ
う
に
、

再
考
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
次
の
読
み
を
生
む
起
点
を
確
実
に
生

み
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

そ
の
過
程
で
、
次
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
学
習
し
た
作
品
を
新
た
な
角
度
か
ら

見
直
そ
う
と
す
る
文
章
も
認
め
ら
れ
た
。

「
「
神
様
」
や
「
草
上
の
昼
食
」
で
は
隣
の
部
屋
に
引
っ
越
し
て
き
た
と
か
車

で
と
か
人
間
の
生
活
を
し
て
い
る
く
ま
が
描
か
れ
て
い
た
の
に
、
「
お
め
で

と
う
」
で
は
現
実
と
同
じ
く
人
間
と
別
々
に
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
距
離
感

の
ち
が
い
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
気
に
な
っ
た
。
」

「
「
草
上
の
昼
食
」
で
「
く
ま
」
は
も
う
人
間
社
会
と
関
わ
ら
な
い
と
決
め
た

が
、
「
わ
た
し
」
が
会
い
た
い
と
何
度
も
「
く
ま
」
に
言
っ
た
の
か
、
「
お

め
で
と
う
」
で
は
遠
い
場
所
か
ら
、
く
ま
で
あ
る
「
あ
な
た
」
が
「
わ
た
し
」

を
訪
ね
て
く
る
と
思
う
と
感
動
す
る
。
」

本
節
の
最
後
に
、
「
お
め
で
と
う
」
の
意
味
を
再
考
し
た
も
の
を
紹
介
す
る
。

「
千
年
後
で
は
あ
る
が
、
（
こ
の
〈
わ
た
し
〉
が
「
神
様
」
の
「
わ
た
し
」
と

同
一
人
物
な
の
か
、
子
孫
な
の
か
分
か
ら
な
い
け
ど
）
原
形
、
ま
た
は
基
本

的
な
ス
タ
イ
ル
は
「
神
様
」
と
一
緒
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
も
人
間
的
に
少

し
成
長
し
た
〈
わ
た
し
〉
を
描
く
こ
と
で
、
新
し
い
生
命
が
誕
生
す
る
の
と

同
じ
く
ら
い
の
奇
跡
が
起
こ
っ
た
の
を
連
想
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
タ
イ

ト
ル
が
「
お
め
で
と
う
」
な
の
か
な
と
思
っ
た
。
」

「
お
め
で
と
う
の
「
あ
な
た
」
を
く
ま
、
〈
わ
た
し
〉
を
人
間
の
ほ
う
だ
と
考

え
る
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
論
に
は
共
感
で
き
る
所
が
あ
る
。
「
神
様
」
の
登

場
人
物
と
は
違
え
ど
、
「
世
代
を
越
え
た
再
会
」
と
い
う
よ
う
な
物
語
を
想

像
で
き
る
。
過
去
に
互
い
が
愛
し
あ
っ
た
二
者
が
、
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
と
な
っ

た
こ
の
世
界
で
、
こ
の
二
人
だ
け
が
共
に
過
ご
し
、
「
ク
マ
／
ヒ
ト
」
の
隔

た
り
を
感
じ
さ
せ
て
い
な
い
「
あ
な
た
が
好
き
で
す
」
。
「
わ
た
し
」
が
「
く

ま
」
に
向
け
た
気
持
ち
を
、
今
よ
う
や
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ

と
に
向
け
て
の
「
お
め
で
と
う
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
」

両
者
と
も
、
「
神
様
」
等
と
の
関
係
を
と
ら
え
直
し
た
上
で
、
「
お
め
で
と
う
」

に
託
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
自
分
な
り
に
深
め
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
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ら
を
ス
タ
ー
ト
地
点
と
し
て
、
新
た
な
読
み
を
更
新
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
よ
う
。

五

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
「
お
め
で
と
う
」
の
教
材
研
究
と
授
業
の
実
践
報
告
を
行
っ
た
。

本
稿
の
検
討
に
よ
っ
て
、
「
お
め
で
と
う
」
は
、
学
習
者
が
想
像
力
を
積
極
的
に

発
揮
し
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
を
要
求
す
る
教
材
で
あ
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に

で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
お
め
で
と
う
」
は
、「
神
様
」「
神

様

」
「
草
上
の
昼
食
」
に
接
続
す
る
世
界
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
も
確

2
0
1
1

認
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
学
習
者
は
、
「
お
め
で
と
う
」
を
読
み
な
が
ら
、
濃
厚

な
「
く
ま
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
て
い
た
。

読
み
深
め
と
は
、
学
習
者
が
自
ら
の
読
み
の
到
達
点
を
更
新
し
続
け
る
こ
と
で

あ
る
。
今
回
は
、
「
ト
ウ
キ
ョ
ウ
タ
ワ
ー
」
や
「
こ
の
島
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉

に
着
目
し
た
分
析
、
登
場
人
物
を
「
神
様
」
の
登
場
人
物
を
結
び
付
け
る
と
い
う

仮
説
的
な
課
題
、
反
論
的
な
参
考
文
へ
の
意
見
文
作
成
等
を
、
学
習
課
題
と
し
て

設
定
し
た
。
こ
れ
ら
へ
の
取
り
組
み
を
通
し
て
、
学
習
者
は
作
品
を
繰
り
返
し
読

み
、
新
し
い
認
識
内
容
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

と
は
い
え
、
本
稿
は
、
学
習
者
の
読
み
の
変
容
の
ご
く
一
部
を
表
層
的
に
と
ら

え
た
に
過
ぎ
な
い
。
教
材
を
深
く
読
み
解
く
た
め
に
は
、
学
習
課
題
の
設
定
の
仕

方
だ
け
で
な
く
、
学
習
者
の
発
言
や
断
片
的
な
つ
ぶ
や
き
、
あ
る
い
は
文
章
表
現

や
メ
モ
を
共
有
し
て
、
互
恵
的
に
深
め
て
い
く
方
策
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
も

重
要
で
あ
る
。
特
に
後
者
の
有
効
性
と
具
体
的
な
方
策
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
授

業
実
践
を
通
し
て
研
究
を
深
め
た
い
。
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