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「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
四
号
（
令
和
五
年
三
月
刊
）

1
　
は
じ
め
に

　

二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
・
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
に
次
期
学
習
指

導
要
領
の
告
示
が
為
さ
れ
て
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
学
習
指
導
要
領
に

言
及
す
る
書
籍
が
刊
行
さ
れ
た
。
二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
度
か
ら
は
中
学
校

で
の
完
全
実
施
を
迎
え
、
既
に
あ
た
ら
し
い
教
科
書
を
使
っ
た
国
語
の
授
業
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
四
月
か
ら
は
高
等
学
校

の
必
履
修
科
目
「
現
代
の
国
語
」「
言
語
文
化
」
の
授
業
が
始
ま
っ
て
お
り
、
二

〇
二
三
（
令
和
五
）
年
四
月
か
ら
は
選
択
科
目
「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」

「
国
語
表
現
」「
古
典
探
究
」
の
授
業
が
開
始
さ
れ
る
。
学
習
指
導
要
領
の
方
針

や
内
容
に
つ
い
て
議
論
す
る
段
階
か
ら
、
あ
た
ら
し
い
教
育
課
程
の
編
成
・
実

施
の
実
態
が
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な
る
段
階
に
移
行
し
た
。

　

本
学
会
の
研
究
協
議
で
は
、
過
去
五
年
に
わ
た
る
こ
の
よ
う
な
動
向
を
踏
ま

え
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
中
学
校
・
高
等
学
校
の
国
語
科
教
育
実
践
を
考
え
て

い
く
た
め
に
、
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
（
第
五
九
回
）「
中
学
校
・
高
等
学

校
国
語
科
に
お
け
る
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」」、
二
〇
一
九
（
令
和

元
）
年
（
第
六
〇
回
）「
中
学
校
・
高
等
学
校
国
語
科
に
お
け
る
「
主
体
的
・
対

話
的
で
深
い
学
び
（
2
）」」
と
い
う
テ
ー
マ
を
設
け
て
議
論
を
行
っ
て
き
た
。

二
〇
二
〇
（
令
和
二
）
年
（
第
六
一
回
）
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の

状
況
の
も
と
、
学
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
か
な
わ
な
か
っ
た
が
、
引
き
続
き
二

〇
二
一
（
令
和
三
）
年
（
第
六
二
回
）
に
「
国
語
科
に
お
け
る
「
資
質
・
能
力
」

を
育
成
す
る
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」」
と
い
う
テ
ー
マ
で
研
究
協
議
に

取
り
組
ん
だ
。

　
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」「
資
質
・
能
力
」「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考

え
方
」
は
、
あ
た
ら
し
い
学
習
指
導
要
領
上
の
主
要
概
念
で
あ
る
。
二
〇
一
八

（
平
成
三
〇
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
の
「
総
則
編
」

に
は
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
を
目
指
し
て
授
業
改
善
を
進
め

る
に
当
た
り
、
特
に
﹃
深
い
学
び
﹄
の
視
点
に
関
し
て
、
各
教
科
の
学
び
の
深

ま
り
の
鍵
と
な
る
の
が
﹃
見
方
・
考
え
方
﹄
で
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の

研
究
協
議
の
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
議
論
だ
け
で
は
な
く
具
体
的
な
授
業
を

ど
の
よ
う
に
つ
く
っ
て
い
く
の
か
、
そ
れ
に
伴
う
課
題
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

ま
ず
は
す
で
に
実
施
さ
れ
て
い
る
必
履
修
科
目
の
授
業
に
つ
い
て
の
検
討
か
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ら
始
め
て
い
き
た
い
。「
現
代
の
国
語
」「
言
語
文
化
」
の
指
導
内
容
と
従
来
の

「
国
語
Ⅰ
」「
国
語
Ⅱ
」「
国
語
総
合
」
の
指
導
内
容
と
は
ど
こ
が
共
通
し
て
い
て
、

ど
こ
が
異
な
る
の
か
。
従
来
の
授
業
実
践
の
蓄
積
の
ど
う
い
う
部
分
を
使
う
こ

と
が
で
き
て
、
ど
う
い
う
部
分
に
つ
い
て
の
組
み
替
え
が
必
要
な
の
か
。「
現
代

の
国
語
」
と
「
言
語
文
化
」
と
い
う
二
つ
の
必
履
修
科
目
の
関
係
を
、
授
業
者

の
視
点
で
、
学
習
者
の
視
点
で
考
え
る
と
、
何
が
見
え
て
く
る
の
か
。
必
履
修

科
目
で
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
学
習
者
の
「
力
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。

　

そ
し
て
も
ち
ろ
ん
「
文
学
国
語
」「
論
理
国
語
」「
国
語
表
現
」「
古
典
探
究
」

と
い
う
四
つ
の
選
択
履
修
科
目
と
の
関
連
性
を
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
こ
と
が
、
生
徒
た
ち
と
教
師
た
ち
の
日
常
生
活
・
社
会
生
活
と
ど
の

よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
は
改
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
あ
た
ら
し
い
問
題
と
い

う
よ
り
も
、
こ
れ
ま
で
中
学
校
・
高
等
学
校
の
国
語
科
授
業
で
課
題
と
さ
れ
て

き
た
こ
と
で
も
あ
る
。
過
去
か
ら
現
在
ま
で
提
案
さ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
教

育
方
法
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
も
、
言
葉
の
「
力
」
を
育
て
て
い
く
あ
た
ら
し

い
国
語
科
授
業
の
姿
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
。
国
語
科

授
業
の
「
不
易
と
流
行
」
を
確
か
め
て
い
く
時
で
あ
る
と
も
考
え
る
。「
中
学

校
・
高
等
学
校
国
語
科
の
あ
た
ら
し
い
授
業
に
ど
う
取
り
組
む
か
」
と
い
う
研

究
協
議
を
設
け
る
意
義
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

2
　
教
科
横
断
的
な
視
点
で
構
想
す
る
中
学
校
国
語
科
授

業

　

西
村
尚
久
氏
は
、
勤
務
校
・
三
原
学
園
の
「
資
質
・
能
力
を
ベ
ー
ス
と
し
た

幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校
の
一
二
年
間
の
一
貫
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
に
お
け
る

新
領
域
「
光
輝
（
か
が
や
き
）」
と
国
語
科
授
業
と
の
関
連
を
探
り
な
が
ら
、
中

学
校
国
語
科
に
お
け
る
「
教
科
横
断
的
な
視
点
」
の
重
要
性
を
探
っ
た
。「
教
科

や
領
域
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
ず
、
幅
広
い
視
点
で
物
事
を
と
ら
え
直
す
機
会
」

を
学
習
者
に
も
た
ら
す
試
み
で
あ
る
。
三
原
学
園
で
は
生
徒
た
ち
に
育
て
た
い

「
資
質
・
能
力
」
を
、
①
躍
動
す
る
感
性
（
人
間
味
溢
れ
る
豊
か
な
感
覚
・
自
ら

学
ぼ
う
と
す
る
姿
勢
）、
②
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
（「
粘
り
強
く
取
り
組
む
力
・
コ
ラ

ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
力
・
複
眼
的
に
思
考
す
る
力
」）、
③
横
断
的
な
知
識
（
知

識
と
知
識
を
関
連
付
け
な
が
ら
追
究
す
る
力
・
論
理
的
に
問
題
を
解
決
す
る
力
）

の
三
つ
の
次
元
で
捉
え
て
い
る
。

　

西
村
氏
は
、「
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
追
究
し
た
く
な
る
、
魅
力
的
な
単
元
開

発
」「
学
び
の
振
り
返
り
」
の
二
点
を
国
語
科
で
重
点
を
置
く
べ
き
こ
と
と
し
な

が
ら
、
新
領
域
「
光
輝
（
か
が
や
き
）」
に
関
連
し
て
自
ら
が
実
践
し
た
中
学
校

1
年
生
の
国
語
科
授
業
報
告
を
行
っ
た
。「
理
想
的
な
リ
ー
ダ
ー
と
は
ど
の
よ
う

な
者
か
」
と
い
う
学
習
課
題
を
中
心
と
し
た
取
り
組
み
で
、
国
語
科
に
お
け
る

中
学
校
国
語
教
科
書
小
説
教
材
「
兄
や
ん
」（
笹
山
久
三
）
の
読
解
学
習
と
、

「
光
輝
（
か
が
や
き
）」
の
単
元
「
ス
タ
ー
ト
☆
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」「
運
動
会
」
を

関
連
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

教
材
文
と
な
っ
た
小
説
の
登
場
人
物
の
言
動
や
人
物
相
互
の
関
係
を
読
み
解

き
な
が
ら
、
登
場
人
物
「
兄
や
ん
」
と
「
テ
ツ
オ
」「
サ
チ
」
と
の
や
り
と
り
を

分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
理
想
的
な
リ
ー
ダ
ー
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
に

つ
い
て
議
論
を
深
め
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
単
元
「
ス
タ
ー
ト
☆
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
」「
運
動
会
」
そ
れ
ぞ
れ
の
「
リ
ー
ダ
ー
」
像
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に

つ
な
げ
て
い
っ
た
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
の
「
リ
ー
ダ
ー
」
像
の
検
討
が
、
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実
際
の
学
校
生
活
に
お
い
て
「
リ
ー
ダ
ー
」
と
し
て
行
動
し
、
そ
の
在
り
方
を

再
考
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

西
村
氏
の
実
践
は
、
国
語
科
の
授
業
で
学
ん
だ
こ
と
が
、
生
活
上
の
生
徒
の

行
動
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
る
の
か
、
そ
し
て
、
生
活
の
な
か
で
考
え
た

こ
と
や
実
践
し
た
こ
と
が
、
国
語
科
授
業
で
の
文
章
の
読
み
を
ど
の
よ
う
に
深

め
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
探
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ジ
ャ
ネ
ッ

ト
・
ア
ル
サ
ッ
プ
氏
が
考
察
し
た
、
文
学
が
読
者
の
思
考
と
行
動
に
及
ぼ
す
影

響
の
四
つ
の
位
相
（「
同
化
」「
共
感
」「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
思
考
」「
社
会
行
動

（social action

）」）
の
内
「
社
会
行
動
」
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
と
定
位
で
き

る
。

　

ア
ル
サ
ッ
プ
氏
の
言
う
「
社
会
行
動
」
と
は
「
文
学
を
読
む
こ
と
は
私
た
ち

自
身
を
変
え
る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

生
徒
た
ち
と
一
緒
に
、
テ
ク
ス
ト
と
彼
ら
の
経
験
と
の
間
の
共
通
点
と

相
違
点
の
両
方
を
認
識
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
相
違
点
や
、

読
者
の
実
生
活
と
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
つ
く
り
出
さ
れ
た
世
界
と
の
間
の

い
わ
ゆ
る
「
空
隙
」
を
認
識
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
大
切
だ
⋮
⋮
こ
う
し

た
空
隙
が
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
学
習
の
な
か
で
空
隙
を
見
極
め
る
こ
と

が
な
け
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
世
界
を
経
験
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
距
離
を
置

い
た
審
美
的
意
識
を
も
っ
て
テ
ク
ス
ト
世
界
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
、

視
野
の
広
い
読
者
（holistic reader

）
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

（A
lsup, 2015 , p. 69 , 

山
元
試
訳
）

　

引
用
箇
所
の
文
意
を
い
か
し
て
考
え
る
と
、
読
む
過
程
で
視
野
を
広
げ
て
人

生
の
意
味
を
も
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
読
者
が
「
視
野
の
広
い
読
者
（holistic 

reader

）」
で
あ
る
。
生
徒
を
「
視
野
の
広
い
読
者
」
に
育
て
、「
社
会
行
動
」
に

向
か
わ
せ
る
方
法
と
し
て
ア
ル
サ
ッ
プ
氏
が
提
案
し
て
い
る
の
は
「
教
室
で
学

ば
れ
た
学
問
的
な
知
識
・
技
能
を
地
域
社
会
の
諸
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
組

織
さ
れ
た
社
会
的
活
動
に
生
か
す
」
学
習
法
と
し
て
の
「
サ
ー
ビ
ス
ラ
ー
ニ
ン

グ （service learning

）」
で
あ
る
。
こ
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上

記
引
用
に
お
け
る
「
空
隙
」
を
生
徒
た
ち
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い

う
判
断
に
よ
る
。

　

文
学
教
育
を
考
え
る
時
、
サ
ー
ビ
ス
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、
虚
構
テ
ク
ス
ト

の
内
部
や
、
そ
れ
を
通
し
て
話
し
合
わ
れ
る
課
題
や
概
念
に
関
連
す
る
も

の
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
の
な
か
の
登
場
人
物
の
経
験
と
、
そ
れ
ら

の
経
験
を
生
徒
た
ち
の
生
き
る
世
界
に
移
し
か
え
る
こ
と
に
つ
い
て
も
同

じ
こ
と
が
言
え
る
。
だ
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
通
し
て
、
生
徒

た
ち
は
、
問
題
を
改
善
し
た
り
、
障
害
を
取
り
除
い
た
り
、
誤
解
を
解
い

た
り
す
る
た
め
の
手
段
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
文
学

を
読
む
こ
と
は
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
思
考
や
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
意
識
を
生

み
出
す
ば
か
り
で
な
く
、
最
終
的
に
は
所
属
す
る
地
域
社
会
に
お
け
る
行

動
と
変
化
の
触
媒
と
な
る
の
で
あ
る
。（A

lsup, 2015 , p. 74 , 

山
元
試
訳
）

　

西
村
氏
の
実
践
が
「
地
域
社
会
の
諸
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
」「
サ
ー
ビ
ス

ラ
ー
ニ
ン
グ
」
を
目
指
し
て
い
た
と
こ
こ
で
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、「
理
想
的
な
リ
ー
ダ
ー
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、

生
徒
た
ち
の
将
来
に
と
っ
て
お
そ
ら
く
「
地
域
社
会
の
諸
課
題
」
の
一
つ
に
な
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る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

西
村
氏
の
報
告
に
示
さ
れ
て
い
た
の
は
、「
兄
や
ん
」
と
い
う
虚
構
テ
ク
ス
ト

の
読
解
学
習
と
「
光
輝
（
か
が
や
き
）」
で
行
わ
れ
た
「
ス
タ
ー
ト
☆
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
」
や
「
運
動
会
」
の
学
習
と
を
関
連
づ
け
る
学
習
で
あ
っ
た
。
西
村
氏
が

引
い
て
い
る
「
国
語
の
授
業
で
習
っ
た
兄
や
ん
の
学
習
を
生
か
し
て
、
リ
ー

ダ
ー
に
と
っ
て
大
切
な
考
え
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
﹃
兄
や

ん
﹄
の
授
業
で
は
考
え
な
か
っ
た
フ
ォ
ロ
ワ
ー
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
兄
や
ん

の
視
点
を
使
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
生
徒
の
振
り
返
り
か
ら
は
、

「
リ
ー
ダ
ー
に
と
っ
て
大
切
な
考
え
」
に
関
す
る
虚
構
テ
ク
ス
ト
と
学
校
社
会
の

諸
課
題
と
の
間
の
「
空
隙
」
に
こ
の
生
徒
が
気
づ
き
、
両
者
の
共
通
点
と
相
違

点
に
つ
い
て
思
考
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
そ
し
て
「
兄
や
ん
」
と
い

う
虚
構
テ
ク
ス
ト
の
登
場
人
物
の
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
、
そ
の
思
考
の
深

ま
り
に
関
与
し
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
」
を
「
現
代
の
国
語
」
の
授

業
に
組
み
入
れ
る

　

沖
永
由
伸
氏
の
実
践
報
告
は
、
高
等
学
校
国
語
科
の
「
現
代
の
国
語
」
で
の

取
り
組
み
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
新
し
い
評
価
の
あ
り
よ
う
と
課
題
を
析
出
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
報
告
の
冒
頭
で
西
岡
加
奈
恵
氏
の
言
葉
を
引
い
て
述
べ
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
」
と
は
「
様
々
な
知
識
や
ス
キ
ル

を
総
合
し
て
使
い
こ
な
す
こ
と
を
求
め
る
よ
う
な
複
雑
な
課
題
」
の
こ
と
で
あ

る
が
、
沖
永
氏
は
こ
の
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
」
を
ど
の
よ
う
に
国
語
科
授

業
に
組
み
入
れ
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
い
う
問
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
。

　

沖
永
氏
の
報
告
し
た
の
は
単
元
「
筆
者
の
主
張
の
変
化
を
的
確
に
捉
え
た

「
要
約
」
を
し
て
み
よ
う
。」
と
単
元
「
筆
者
の
主
張
が
分
か
り
や
す
く
伝
わ
る

よ
に
「
絵
本
」
の
文
章
を
工
夫
し
て
書
い
て
み
よ
う
。」
で
の
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
課
題
」
と
そ
の
課
題
に
対
す
る
生
徒
た
ち
の
回
答
の
分
析
と
考
察
で
あ
る
。

　
「
要
約
」
は
文
章
理
解
の
基
本
的
な
行
為
で
あ
る
が
、
け
っ
し
て
ス
キ
ル
学
習

を
中
心
と
し
た
単
元
で
は
な
い
。「
要
約
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
把
握

し
た
文
章
内
容
を
筋
道
立
て
て
再
話
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
単
純
な

よ
う
に
見
え
て
、
そ
の
文
章
に
お
い
て
何
が
大
切
か
を
見
極
め
た
り
、
既
知
の

事
柄
と
文
章
内
容
を
関
連
づ
け
た
り
、
修
正
し
な
が
ら
意
味
を
捉
え
る
と
い
う

理
解
方
略
を
使
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
課
題
で
あ
る
。

　
「
書
き
換
え
」
の
課
題
の
方
は
さ
ら
に
手
が
込
ん
で
い
る
。
授
業
で
使
用
し
て

い
る
「
現
代
の
国
語
」
教
科
書
教
材
の
大
西
健
夫
「
地
球
を
旅
す
る
水
の
話
」

の
絵
本
版
﹃
地
球
を
旅
す
る
水
の
は
な
し
﹄
を
扱
い
、
絵
本
と
教
科
書
本
文
と

を
比
較
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
特
徴
を
分
析
さ
せ
、
そ
の
上
で
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
課
題
（
沖
永
氏
の
論
考
の
該
当
箇
所
を
参
照
の
こ
と
）
に
取
り
組
ま
せ

て
い
る
。「
小
学
校
の
先
生
か
ら
「
小
学
校
低
学
年
の
児
童
向
け
に
、
自
分
た
ち

と
水
の
関
係
が
よ
く
分
か
る
話
を
紹
介
し
て
ほ
し
い
」
と
依
頼
さ
れ
て
、
授
業

で
学
習
し
た
「
地
球
を
旅
す
る
水
の
話
」
の
内
容
を
も
と
に
、﹃
地
球
を
旅
す
る

水
の
は
な
し
﹄
と
い
う
絵
本
を
参
照
し
な
が
ら
紹
介
を
考
え
る
」、
と
い
う
設
定

で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
小
学
校
低
学
年
児
童
の
読
み
手
な
い
し
聞
き
手
を
想
定

す
る
こ
と
、
絵
本
の
表
現
の
特
色
を
生
か
す
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
条
件
を
満

た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
沖
永
氏
の
設
定
し
た
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
」
は
生
徒
に

と
っ
て
「
課
題
」
の
目
的
と
対
応
の
仕
方
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
よ
う
に
丁
寧
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に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
何
に
ど
の
よ
う
に
ど
こ
ま
で
取
り
組
め
ば

い
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
生
徒
た
ち
に
は
捉
え
や
す
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

沖
永
氏
は
報
告
の
最
後
に
、
自
身
の
実
践
の
成
果
と
し
て
三
つ
の
こ
と
を
挙

げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①「
目
的
や
対
象
、
状
況
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
シ
ナ
リ

オ
を
設
定
」
す
る
こ
と
で
学
習
の
動
機
付
け
に
な
る
と
同
時
に
、
相
互
評
価
の

観
点
が
明
確
に
な
る
こ
と
、
②「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
に
取
り
組
む
前
」
に

「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
で
満
た
す
こ
と
を
求
め
る
条
件
」
に
つ
い
て
「
取
り
立

て
指
導
」
を
し
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
考
え
さ
せ
て
お
く
方
が
課
し
た
条
件
を
達

成
す
る
生
徒
の
割
合
が
増
え
る
こ
と
、
③
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
を
一
通
り
や

り
終
え
た
後
「
相
互
評
価
を
し
合
う
活
動
」
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

身
の
取
り
組
み
を
見
つ
め
直
し
、
改
善
点
に
気
づ
き
や
す
く
な
り
、
そ
の
上
で

再
度
課
題
に
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
評
価
が
上
が
る
生
徒
が
出
る
こ

と
、
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
②
③
は
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
」
へ
の
取
り
組

み
を
成
績
に
反
映
さ
せ
る
場
合
に
重
要
な
点
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
」
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
め
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を

教
師
に
あ
る
い
は
友
人
に
学
び
、
そ
れ
を
も
と
に
練
習
す
る
こ
と
で
身
に
つ
け

る
こ
と
を
（
つ
ま
り
そ
の
努
力
を
）
認
め
て
い
く
評
価
の
仕
方
だ
か
ら
だ
。
間

接
的
に
、
学
習
に
は
練
習
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
生
徒
に
送
る

と
い
う
意
味
で
も
重
要
な
取
り
組
み
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

沖
永
氏
が
指
摘
し
て
い
る
、
定
期
考
査
等
の
テ
ス
ト
に
よ
る
評
価
と
の
バ
ラ

ン
ス
、「
時
間
の
厳
し
い
制
約
」
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か

と
い
っ
た
課
題
は
い
ず
れ
も
重
要
で
あ
る
が
、
沖
永
氏
の
実
践
で
は
、「
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
」
を
授
業
に
組
み
入
れ
る
こ
と
で
、
学
習
の
目
標
と
学
び

方
が
よ
り
明
確
に
な
り
、
学
ん
で
い
る
と
い
う
実
感
を
も
つ
こ
と
の
で
き
た
生

徒
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
。
沖
永
氏
は
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課

題
」
を
授
業
に
組
み
入
れ
る
こ
と
で
生
徒
に
充
実
し
た
学
び
を
も
あ
ら
す
可
能

性
と
課
題
を
、
堅
実
な
実
践
と
と
も
に
、
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
た
。

4
　
古
典
と
学
習
者
の
い
ま
を
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
る

か

　

白
井
大
介
氏
の
報
告
は
、
勤
務
校
で
の
Ｉ
Ｂ
（
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
）
教
育
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
導
入
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
け
る
、
高
校
一
年
生
の
一
〇
の
時

間
（
一
単
位
時
間
九
〇
分
）
の
実
践
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
古
典
か
ら
受

け
取
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
起
点
に
し
て
現
代
社
会
の
出
来
事
を
捉
え
直
し
、
古

典
と
現
代
の
関
係
を
考
察
す
る
」
こ
と
を
目
指
し
た
単
元
の
実
践
報
告
で
あ
る
。

白
井
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
こ
の
単
元
に
行
き
着
く
ま
で
に
は
、「
語
句
の
意

味
や
文
法
事
項
を
覚
え
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
知
識
に
基
づ
い
て
現
代
語
訳
を
さ
せ
、

本
文
の
内
容
に
関
連
し
た
問
い
を
い
く
つ
か
示
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
さ
せ

る
」
と
い
う
学
習
指
導
を
反
省
的
に
振
り
返
り
な
が
ら
、「
現
代
社
会
、
そ
し
て

未
来
を
生
き
る
生
徒
た
ち
に
、
古
典
文
学
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
わ
せ
て
い
け

ば
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
有
益
な
学
び
と
な
る
か
」
と
い
う
「
模
索
」
が
あ
っ
た

と
い
う
。

　

白
井
氏
の
言
う
「
語
句
の
意
味
や
文
法
事
項
を
覚
え
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
知
識

に
基
づ
い
て
現
代
語
訳
を
さ
せ
、
本
文
の
内
容
に
関
連
し
た
問
い
を
い
く
つ
か

示
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
さ
せ
る
」
学
習
指
導
に
よ
っ
て
学
習
す
る
場
合
、

生
徒
は
そ
の
古
典
作
品
本
文
の
読
み
・
書
き
の
全
体
的
な
過
程
に
無
関
心
に
な

り
や
す
く
、
ま
た
そ
の
古
典
作
品
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
と
そ
れ
を
読
む
自
分
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自
身
と
を
関
連
づ
け
る
機
会
は
得
に
く
い
。
ぎ
く
し
ゃ
く
と
し
た
「
現
代
語
訳
」

を
一
応
は
書
く
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
場
面
な
の
か
が
わ
か

ら
な
い
の
で
、「
現
代
語
訳
」
と
し
て
「
正
解
」
を
答
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
し

て
も
、
そ
の
本
文
を
「
理
解
」
し
た
と
は
言
え
な
い
状
態
に
あ
る
。
白
井
氏
が

目
指
し
た
「
古
典
を
「
古
典
」
と
し
て
楽
し
む
と
い
う
向
き
合
い
方
に
加
え
て
、

自
身
の
身
の
回
り
の
こ
と
や
社
会
的
な
事
象
を
意
識
し
な
が
ら
古
典
と
向
き
合

う
と
い
う
「
も
の
の
見
方
」
を
働
か
せ
る
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
は
何
が
必
要
か
。

　

哲
学
者
の
信
原
幸
広
氏
は
、「
わ
か
る
」
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
言
葉
が
ど

の
よ
う
な
働
き
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
言
う
。

　

言
葉
の
意
味
と
は
そ
の
使
用
だ
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
言

葉
の
意
味
と
は
そ
の
「
働
き
」
だ
と
言
え
よ
う
。（
中
略
）
意
味
が
働
き
だ

と
す
れ
ば
、
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
働
き
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

言
葉
に
せ
よ
、
物
事
に
せ
よ
、
た
だ
そ
れ
を
暗
記
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
の
は
、
よ
う
す
る
に
そ
れ

が
ど
ん
な
働
き
を
す
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。（﹃「
覚
え
る
」
と
「
わ
か
る
」﹄
五
〇
~
五
一
頁
）

　

古
語
の
「
働
き
」
を
理
解
す
る
場
が
な
け
れ
ば
、
古
文
を
「
わ
か
る
」
こ
と

は
む
ず
か
し
い
。
助
動
詞
に
つ
い
て
の
知
識
す
な
わ
ち
「
命
題
知
」（
信
原
氏
に

よ
る
と
「
物
事
を
命
題
で
著
し
て
、
そ
の
命
題
が
正
し
い
こ
と
を
知
る
と
い
う

形
の
知
識
」
の
こ
と
）
を
、「
技
能
知
」（
信
原
氏
に
よ
る
と
「
物
事
の
や
り
方

を
知
っ
て
い
る
こ
と
」）
と
し
て
い
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
は

「
言
語
ゲ
ー
ム
」
の
場
に
身
を
お
い
て
練
習
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
白
井
氏
が
こ
の
実
践
で
設
け
た
「
総
括
的
評
価

課
題
」（
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
）
も
「
形
成
的
評
価
課
題
」（
一
〇
〇
字
要
約
、

ミ
ニ
意
見
文
）
も
、
言
葉
の
「
働
き
」
を
理
解
す
る
場
と
し
て
の
意
義
が
あ
っ

た
。

　
「
総
括
的
評
価
課
題
」
で
は
「
単
元
の
学
習
で
学
習
し
た
古
典
作
品
、
ま
た
は

任
意
の
古
典
作
品
を
一
つ
選
び
、
そ
れ
と
現
代
社
会
の
事
象
と
関
連
づ
け
て
分

析
・
考
察
し
、
古
典
作
品
の
普
遍
性
の
程
度
に
つ
い
て
検
証
す
る
」
こ
と
が
生

徒
た
ち
に
課
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
教
科
書
で
学
ん
だ
古
典
作
品
に
関
連
し

た
経
験
や
感
情
や
記
憶
を
生
徒
か
ら
引
き
出
し
て
、
生
徒
の
使
え
る
言
葉
を
ゆ

た
か
で
幅
広
い
も
の
に
す
る
場
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
が
選
ん
で
読
ん

だ
古
典
作
品
の
一
節
を
自
分
が
知
り
得
た
現
代
社
会
の
出
来
事
と
関
連
づ
け
る

こ
と
で
あ
り
、
古
典
作
品
と
現
代
社
会
の
出
来
事
と
の
関
係
に
つ
い
て
自
分
の

考
え
た
こ
と
を
発
表
し
、
話
し
合
う
実
践
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
つ
く
り
上
げ
る
過
程
で
、
生
徒

た
ち
は
古
典
作
品
の
一
節
を
、
自
分
が
関
心
を
抱
い
た
社
会
的
な
出
来
事
と
関

連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
積
極
的
に
「
共
通
点
」
を
見
出
し
た
。
そ
れ
は
見

出
し
た
と
い
う
よ
り
も
創
造
し
た
と
い
っ
た
方
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
本

文
の
「
現
代
語
訳
」
の
成
否
で
決
着
す
る
よ
う
な
学
習
と
は
対
照
的
に
、
一
読

者
と
し
て
古
典
作
品
と
社
会
的
出
来
事
と
の
間
に
関
連
性
を
創
造
し
て
、
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
営
み
は
、
生
徒
と
古
典
作
品

と
の
距
離
を
縮
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
自
身
の
社
会
的
関
心
事
と
の
関
連
づ
け

が
な
さ
れ
た
が
故
に
、
生
徒
た
ち
の
古
典
作
品
へ
の
「
関
心
」
も
高
ま
っ
た
の

だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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そ
こ
に
こ
の
実
践
の
一
つ
の
意
義
を
認
め
る
と
同
時
に
、
白
井
氏
は
「
生
徒

5
」
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
再
検
討
す
る
。「
生
徒
5
」
は
、
総
括
的
評
価
課
題

で
「
現
代
の
事
象
と
古
典
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
比
較
し
た
が
、
私
は
「
普
遍

性
が
あ
る
」
と
は
断
片
的
で
な
く
途
切
れ
る
こ
と
が
な
い
期
間
の
中
で
通
ず
る

も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
、
現
代
と
の
共
通
性
は
あ
っ
た
け
れ

ど
、
古
典
作
品
が
作
ら
れ
て
か
ら
現
代
ま
で
普
遍
性
が
あ
っ
た
か
と
言
え
ば
、

現
代
の
事
象
し
か
取
り
上
げ
て
い
な
い
の
で
そ
う
と
は
言
え
な
い
と
思
う
」
と

述
べ
る
。
と
て
も
鋭
い
指
摘
で
あ
り
、
各
自
の
考
え
を
深
め
る
契
機
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
意
識
を
総
括
的
評
価
課
題
に
取
り
組
む
な
か
で
生
徒
相

互
に
ど
の
よ
う
に
共
有
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
れ
が
国
語
科
授
業
に

お
け
る
思
考
力
育
成
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
白
井
実
践
は
教
え
て
い

る
。

5
　
お
わ
り
に

　

リ
テ
ラ
シ
ー
の
歴
史
に
つ
い
て
も
多
く
の
著
作
が
あ
る
社
会
人
類
学
者
テ
ィ

ム
・
イ
ン
ゴ
ル
ド
氏
の
最
近
の
著
作
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

　

知
識
と
は
、
世
界
と
出
会
う
よ
り
前
に
心
の
な
か
に
コ
ピ
ー
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
出
来
合
い
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
環
境
の
状
況
の
な
か
に
行

為
者
│
知
覚
者
が
没
頭
す
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
関
係
の
場
に
お
い
て
、

永
遠
に
「
建
設
中
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
で
は
、
知
識
は
「
複
雑
な

構
造
」
と
し
て
伝
達
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
絶
え
間
な
く
現
れ
る
「
複
雑

な
プ
ロ
セ
ス
」
の
産
物
で
あ
る
。（﹃
生
き
て
い
る
こ
と
﹄
三
七
六
頁
）

　

沖
永
・
西
村
・
白
井
三
氏
が
示
し
た
あ
た
ら
し
い
国
語
科
授
業
の
姿
と
は
、

「
出
来
合
い
の
も
の
」
と
し
て
よ
り
も
「
建
設
中
」
の
「
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
」
の

産
物
と
し
て
の
知
識
を
生
徒
の
な
か
に
生
み
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
お
も
に
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
を
扱
っ
た
三
氏

が
実
践
の
な
か
で
目
指
し
た
の
は
、
テ
ク
ス
ト
の
内
容
を
写
し
取
る
行
為
で
は

な
く
、
そ
れ
を
読
む
学
習
者
自
身
を
も
巻
き
込
む
行
為
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

「
読
む
こ
と
」
は
語
り
手
と
聞
き
手
と
の
協
働
の
営
み
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ

そ
、
そ
の
協
働
の
過
程
で
あ
た
ら
し
い
知
識
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

あ
た
ら
し
い
国
語
科
授
業
で
目
指
す
必
要
が
あ
る
の
も
、
読
み
手
・
書
き
手
の

現
在
に
過
去
の
出
来
事
を
持
ち
込
む
協
働
の
営
み
で
あ
る
。

　

イ
ン
ゴ
ル
ド
氏
が
「
知
識
を
運
ぶ
の
は
輸
送
で
は
な
く
て
散
歩
を
通
し
て
で

あ
る
」（﹃
生
き
て
い
る
こ
と
﹄
三
八
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
読
み
書

き
に
お
い
て
も
重
要
だ
。「
輸
送
」
は
互
い
に
つ
な
が
れ
た
点
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
か
た
ち
づ
く
る
も
の
だ
が
、「
散
歩
」
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
す
る
に
は
あ
ま
り

に
複
雑
で
あ
る
。
イ
ン
ゴ
ル
ド
氏
は
そ
れ
を
「
メ
ッ
シ
ュ
ワ
ー
ク
」
と
呼
ぶ
。

　

散
歩
す
る
者
の
物
語
ら
れ
た
知
識
は
、
垂
直
方
向
に
も
水
平
方
向
に
も

統
合
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
分
類
の
よ
う
に
階
層
的
で
は
な
い
し
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
よ
う
に
「
平
ら
」
で
も
平
面
に
位
置
し
て
も
い
な
い
。
前
章
で

論
じ
た
よ
う
に
、
世
界
を
点
か
ら
点
へ
と
横
切
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

人
び
と
が
住
む
世
界
の
な
か
で
み
ず
か
ら
の
道
を
織
り
込
む
よ
う
に
し
て
、

散
歩
す
る
者
の
経
路
は
メ
ッ
シ
ュ
ワ
ー
ク
を
構
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

物
語
ら
れ
た
知
識
は
、
分
類
で
も
な
け
れ
ば
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
て
い

る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
メ
ッ
シ
ュ
ワ
ー
ク
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（﹃
生
き
て
い
る
こ
と
﹄
三
八
四
頁
）

　
「
メ
ッ
シ
ュ
ワ
ー
ク
」
と
は
「
編
細
工
」
で
あ
り
、「
編
み
合
わ
さ
れ
た
線
か

ら
な
る
場
」
で
あ
る
。
ひ
た
す
ら
読
む
こ
と
や
ひ
た
す
ら
書
く
こ
と
に
よ
っ
て

学
習
者
が
手
に
す
る
知
識
は
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
氏
が
言
う
よ
う
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
メ
ッ
シ
ュ
ワ
ー
ク
化
さ
れ
た
も
の
と
言
っ
て

い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
自
分
が
関
心
を
持
っ
て
選
択
し

た
本
や
文
章
を
「
ひ
た
す
ら
読
む
」
こ
と
の
繰
り
返
し
の
な
か
で
、
わ
た
く
し

た
ち
は
自
分
自
身
を
編
み
上
げ
な
が
ら
、
意
味
を
つ
く
り
出
し
、
成
長
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
か
ら
の
国
語
科
で
求
め
る
べ
き
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な

こ
と
を
実
行
す
る
行
為
主
体
性
（
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
）
を
育
て
る
こ
と
で
あ
る

と
、
三
氏
は
そ
の
実
践
報
告
を
通
し
て
教
え
て
く
れ
る
。「
メ
ッ
シ
ュ
ワ
ー
ク
」

と
し
て
の
学
び
を
仕
組
む
こ
と
が
、
生
徒
た
ち
に
生
涯
に
わ
た
る
言
葉
の
行
為

主
体
性
を
育
て
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
。
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