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１　

国
語
科
と
文
学

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
（
平
成
29
・
30
年
度
改
訂
）
は
、
国
語
と
い
う

科
目
の
目
標
を
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
、
言
語
活
動
を
通
し
て
、
国

語
で
的
確
に
理
解
し
効
果
的
に
表
現
す
る
資
質
・
能
力
を
次
の
通
り

育
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

　

こ
の
目
標
は
、
小
中
高
に
共
通
す
る
も
の
と
掲
げ
ら
れ
、「
次
の
通
り
」

が
指
す
⑴
～
⑶
に
お
い
て
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
が
生
徒
児
童
の
発
達

文
学
と
国
語
科
─
こ
と
ば
の
学
び
に
つ
い
て

高
橋
大
助

段
階
に
合
わ
せ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。「
見
方
・
考
え
方
」と
い
う
用
語
は
、

今
回
の
改
訂
で
、
各
教
科
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
、
多
く
は
「
数

学
的
な
」「
理
科
的
な
」「
音
楽
的
な
」
と
い
っ
た
科
目
名
に
直
結
す
る
形

容
が
冠
さ
れ
て
い
る
が
、「
技
術
・
家
庭
」
で
は
そ
の
科
目
が
範
疇
と
す

る
と
こ
ろ
を
明
確
に
す
る
「
生
活
の
営
み
に
関
わ
る
」
が
付
さ
れ
る
。「
国

語
」
の
場
合
も
、
扱
う
範
疇
を
明
確
に
し
た
の
だ
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、

「
国
語
に
よ
る
」
と
せ
ず
、「
言
葉
に
よ
る
」
と
し
た
の
に
は
何
か
意
図

が
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
学
習
指
導
要
領
の
「
解
説
」
に
は
以
下

の
よ
う
に
あ
る（
１
）。

言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
る
と
は
、
生
徒
が
学
習
の
中
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で
、
対
象
と
言
葉
、
言
葉
と
言
葉
と
の
関
係
を
、
言
葉
の
意
味
、
働

き
、
使
い
方
等
に
着
目
し
て
捉
え
た
り
問
い
直
し
た
り
し
て
、
言
葉

へ
の
自
覚
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の「
解
説
」の
原
型
と
で
も
い
う
べ
き
、教
育
課
程
部
会
の
国
語
ワ
ー

キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
審
議
を
取
り
ま
と
め
た
文
書
で
は
以
下
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る（
２
）。

本
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
は
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め
る
た

め
、
対
象
と
言
葉
、
言
葉
と
言
葉
の
関
係
を
、
言
葉
の
意
味
、
働
き
、

使
い
方
等
に
着
目
し
て
捉
え
、
そ
の
関
係
性
を
問
い
直
し
て
意
味
付

け
る
こ
と
が
、「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」で
あ
る
と
整
理
し
た
。

　

対
象
と
こ
と
ば
の
関
係
と
こ
と
ば
ど
う
し
の
関
わ
り
方
（
関
係
）
の
有

り
様
を
問
い
直
し
、
意
味
付
け
る
と
い
う
行
為
の
目
的
が
、「
解
説
」
で

は
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
違
い
は
、
文
の
構
成
の

変
更
に
伴
う
自
然
な
あ
る
い
は
必
然
的
な
言
い
換
え
の
域
を
超
え
て
い
る

だ
ろ
う
。「
主
体
的
な
学
び
」
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
も
、
国
語
科
の
目

的
を
「
自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め
る
」
こ
と
に
求
め
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
の
結
論
は
妥
当
な
も
の
に
思
わ
れ
る
が
、「
解
説
」
は
こ
れ
を
「
言

葉
へ
の
自
覚
」
と
表
現
し
直
し
、
国
語
科
が
こ
と
ば
そ
の
も
の
の
学
び
で

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。「
解
説
」
は
先
の
引
用
の
あ
と
、
こ

う
続
く
。

様
々
な
事
象
の
内
容
を
自
然
科
学
や
社
会
科
学
等
の
視
点
か
ら
理
解

す
る
こ
と
を
直
接
の
学
習
目
的
と
し
な
い
国
語
科
に
お
い
て
は
、
言

葉
を
通
じ
た
理
解
や
表
現
及
び
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
言
葉
そ
の
も
の

を
学
習
対
象
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
フ
レ
ー
ズ
の
原
型
は
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
文
書
に
も
見
出
す

こ
と
が
で
き
る（
３
）。

国
語
科
は
、
様
々
な
事
物
、
経
験
、
思
い
、
考
え
等
を
ど
の
よ
う
に

言
葉
で
理
解
し
、
ど
の
よ
う
に
言
葉
で
表
現
す
る
か
、
と
い
う
言
葉

を
通
じ
た
理
解
や
表
現
及
び
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
言
葉
そ
の
も
の
を

学
習
対
象
と
す
る
と
い
う
特
質
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
様
々
な

事
象
の
内
容
を
自
然
科
学
や
社
会
科
学
等
の
視
点
か
ら
理
解
す
る
こ

と
を
直
接
の
学
習
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。

　

理
科
や
社
会
と
は
異
な
る
国
語
の
科
目
と
し
て
の
特
性
の
定
義
に
関
し

て
、
両
者
の
間
に
齟
齬
は
な
い
。
こ
の
定
義
に
即
す
形
で
、
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ
の
「
自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め
る
」
で
は
な
く
、「
言
葉
へ

の
自
覚
」が
解
説
で
は
採
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。「
解
説
」

に
は
、
国
語
科
が
「
言
語
能
力
を
育
成
す
る
中
心
的
な
役
割
を
担
う
」
と

の
表
現
も
な
さ
れ
て
い
る
。
国
語
科
の
範
疇
や
目
的
を
示
す
文
章
の
中
で

「
言
語
」「
言
葉
」
と
い
う
語
が
頻
出
す
る
の
は
当
た
り
前
と
い
え
ば
当
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た
り
前
だ
が
、
今
回
の
改
訂
に
あ
た
っ
て
、「
言
語
能
力
の
向
上
に
関
す

る
特
別
チ
ー
ム
」
が
形
成
さ
れ
、
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
、
そ
こ

で
の
議
論
と
連
動
し
な
が
ら
審
議
を
行
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
看
過
で
き
ま
い（
４
）。

こ
う
し
た
審
議
の
有
り
様
自
体
に
、
国
語
科
を
こ
と

ば
の
学
び
と
し
て
再
定
義
し
よ
う
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
は
「
言
葉
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
と
ら
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
学
習
指
導
要
領
で
は
先
に
引
用
し
た

国
語
科
の
「
目
標
」
に
続
い
て
、
小
中
高
そ
れ
ぞ
れ
ぞ
れ
で
学
ぶ
べ
き
「
国

語
」
が
⑴
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
い
る（
５
）。

日
常
生
活
に
必
要
と
さ
れ
る
国
語
（
小
学
校
）

社
会
生
活
に
必
要
と
さ
れ
る
国
語
（
中
学
校
）

生
涯
に
わ
た
る
社
会
生
活
に
必
要
な
国
語
（
高
等
学
校
）

　

生
徒
児
童
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
な
さ
れ
た
定
義
で
あ
ろ
う
が
、
や

や
わ
か
り
に
く
い
高
等
学
校
の
「
生
涯
に
わ
た
る
社
会
生
活
」
と
は
、「
高

校
生
が
日
常
関
わ
る
社
会
に
限
ら
ず
、
現
実
の
社
会
そ
の
も
の
で
あ
る
実

社
会
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
生
涯
に
わ
た
り
他
者
や
社
会
と
関
わ
っ
て
い

く
社
会
生
活
全
般
を
指
し
て
い
る
」
と
「
解
説
」
に
は
あ
る
。
高
校
生
と

し
て
と
い
う
よ
り
、
教
育
基
本
法
の
第
一
条
に
明
記
さ
れ
る
「
平
和
で
民

主
的
な
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者
」
と
し
て
必
須
な
こ
と
ば
の
力
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
先
の
学
習
指
導
要
領
に
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
「
日
常
」「
社
会
」「
生
活
」
と
い
っ
た
用
語
が
頻
出
す
る
た
め
、
こ
と

ば
を
実
用
と
い
う
観
点
か
ら
し
か
見
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

疑
念
が
生
じ
る
よ
う
だ
。
一
方
で
、
新
井
紀
子
の
調
査
研
究
で
可
視
化
さ

れ
た
と
さ
れ
る「
教
科
書
が
読
め
な
い
子
ど
も
」問
題
へ
の
対
応
と
し
て
、

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
説
明
文
を
読
み
う
る
、
実
用
に
資
す
る
言
語
能

力
の
育
成
が
国
語
科
の
主
た
る
目
標
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
取
る
向
き
も

多
い（
６
）。

　

改
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、「
様
々
な
事
象
の
内
容
を
自
然
科
学
や
社
会

科
学
等
の
視
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
を
直
接
の
学
習
目
的
と
し
て
い
な

い
」
と
い
う
表
現
は
、
説
明
文
や
論
理
的
文
章
の
類
を
前
景
化
し
、
詩
歌

や
小
説
を
背
景
化
す
る
。「
解
説
」
者
の
頭
か
ら
文
学
教
材
が
抜
け
落
ち

て
い
る
と
い
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
国
語

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
高
木
展
郎
主
査
代
理
は
こ
ん
な
発
言
を
し
て
い

る
の
で
あ
る（
７
）。

い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
、
あ
な
た
は
小
学
校
、
中
学
校
、
高
校
で
国
語

の
力
っ
て
何
が
付
い
た
の
？　

と
聞
き
ま
す
と
、
ほ
と
ん
ど
の
方
は

答
え
て
く
れ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
と
て
も
悲
し
い
な
と
思
う
ん
で
す

け
ど
も
、
そ
の
と
き
に
、
そ
れ
じ
ゃ
、
国
語
で
ど
ん
な
こ
と
を
や
っ

て
き
た
？　

と
話
を
す
る
と
、
例
え
ば
小
学
校
だ
っ
た
ら
「
ご
ん
ぎ

つ
ね
」
を
読
ん
だ
と
か
、
中
学
校
だ
と
「
故
郷
」
を
読
ん
だ
と
か
、
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高
校
だ
と
「
羅
生
門
」
を
読
ん
だ
、
作
品
名
が
挙
が
っ
て
く
る
ん
で

す
ね
。

　
「
言
語
能
力
の
向
上
に
関
す
る
特
別
チ
ー
ム
」
の
一
員
で
も
あ
る
か
れ

は
、
こ
の
現
状
が
よ
ほ
ど
腹
に
据
え
か
ね
る
の
か
、
特
別
チ
ー
ム
の
初
回

の
審
議
の
際
に
も
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
発
言
し
て
い
る（
８
）。

　

も
と
よ
り
、
そ
れ
が
長
く
読
み
継
が
れ
、
多
く
の
存
在
に
影
響
を
与
え

て
来
た
、
定
評
あ
る
文
学
作
品
で
あ
ろ
う
と
、
教
室
で
使
用
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
学
習
体
験
か
ら
学
習
者
が
何
を
身
に
つ
け
経
験
と
し
た
か
を

も
っ
て
、
教
材
と
し
て
の
価
値
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か

ら
、
読
ん
だ
（
気
が
す
る
）、
と
い
う
答
え
を
「
悲
し
い
な
」
と
感
じ
る

の
は
理
解
で
き
る
。「
読
ん
だ
」
と
い
う
言
葉
の
向
こ
う
に
蠢
く
心
の
有

り
様
に
こ
そ
意
味
が
あ
る
、
と
い
う
反
論
も
あ
ろ
う
が
、
質
問
者
や
質
問

が
な
さ
れ
た
状
況
な
ど
の
影
響
を
鑑
み
て
も
、
こ
れ
ら
の
一
言
で
片
づ
け

ら
れ
る
国
語
の
授
業
に
問
題
が
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
語
る
こ
と
が

な
い
、
の
は
も
と
よ
り
、
蠢
く
心
を
語
る
こ
と
ば
が
な
い
、
と
し
て
も
、

授
業
が
十
全
に
は
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
微
か
な
違
和
感
を
覚
え
る
。
事
実
と
異

な
る
、
と
疑
い
を
持
つ
の
で
は
な
い
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
読
ん
だ
際
、

私
自
身
が
、
素
直
に
受
け
入
れ
、
何
ら
疑
い
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
に
違

和
感
が
あ
る
の
だ
。
小
中
高
い
ず
れ
も
近
代
現
代
の
小
説
教
材
が
上
が
る

こ
と
に
疑
念
を
覚
え
て
も
い
い
は
ず
だ
。
議
事
録
に
残
る
発
言
に
フ
ェ
イ

ク
が
含
ま
れ
る
は
ず
は
な
い
、
と
い
う
の
は
後
か
ら
浮
か
ん
で
く
る
考
え

で
あ
り
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
読
ん
だ
瞬
間
、
さ
も
あ
り
な
ん
、
と
受
け

入
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
現
場
の
状
況
に
精
通
し
て
い
る
と
は
い
い
が

た
い
私
に
は
そ
も
そ
も
真
偽
を
判
断
す
る
根
拠
が
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、

教
師
志
望
の
学
生
た
ち
に
印
象
に
残
る
教
材
を
聞
く
と
、
國
學
院
だ
か
ら

か
も
し
れ
な
い
が
、
古
典
や
詩
歌
を
上
げ
る
者
も
少
な
く
な
い
、
と
い
う

経
験
を
し
て
い
る
く
ら
い
な
の
だ
か
ら
、
疑
い
が
先
に
来
て
も
い
い
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、
き
っ
と
そ
う
だ
ろ
う
と
思
っ
て
し
ま
え
る
の
だ
。
こ

の
発
言
を
紹
介
す
る
と
、
教
師
も
教
師
志
望
の
学
生
も
、
事
実
か
ど
う
か

疑
う
こ
と
が
な
い
（
特
別
チ
ー
ム
で
も
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
も
こ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
対
す
る
疑
義
や
質
問
の
記
載
は
議
事
録
に
な
い
）。
多
く

の
者
に
と
っ
て
、
こ
の
質
問
に
こ
の
答
え
と
い
う
の
は
、
想
定
の
範
囲
内

に
あ
る
よ
う
だ
。
そ
こ
か
ら
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
回
答
者
た
ち

の
答
え
を
否
定
的
に
捉
え
よ
う
と
、
肯
定
的
に
弁
じ
よ
う
と
、
こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
自
体
が
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
以
上
、
国
語
の
授

業
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
心
に
は
「
近
現
代
の
小
説
の
読
解
」
が
あ
る
。
お
そ

ら
く
、
主
査
代
理
の
発
言
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
半
ば

「
常
識
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
憤
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
常
識
」
が
、

教
科
と
し
て
の
国
語
の
改
革
を
阻
ん
で
い
る
、
と
い
う
と
考
え
て
い
る
の
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で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
審
議
の
ま
と
め
の
中
で
、「
高
等
学
校

で
は
、
教
材
へ
の
依
存
度
が
高
く
、
主
体
的
な
言
語
活
動
が
軽
視
さ
れ
、

依
然
と
し
て
講
義
調
の
伝
達
型
授
業
に
偏
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、
授
業

改
善
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
」と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
る
。先
の「
解

説
」
や
主
査
代
理
の
発
言
に
注
目
す
る
と
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
教
材
」

が
文
学
テ
ク
ス
ト
を
指
し
示
す
よ
う
に
読
め
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
高
等

学
校
国
語
科
の
科
目
編
成
の
改
訂
を
、
こ
の
課
題
へ
の
対
応
と
し
て
捉
え

た
と
き
、
そ
こ
に
文
学
教
育
の
軽
視
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
見
出
す
者
が

い
て
も
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
、
あ
わ

せ
て
十
六
の
日
本
文
学
の
学
会
が
共
同
で
発
表
し
た
「
高
等
学
校
国
語
・

新
学
習
指
導
要
領
」
に
関
す
る
見
解
」
が
、
強
い
危
惧
を
も
っ
て
綴
ら
れ

た
の
は
無
理
も
な
い（
９
）。「

見
解
」
は
こ
う
説
く
。

「
論
理
」「
実
用
」
と
「
文
学
」
と
を
対
立
概
念
と
し
て
捉
え
る
こ
と

は
元
来
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
個
々
の
教
材
を
「
文
学
的
」
で
あ

る
か
否
か
に
よ
っ
て
区
分
す
る
こ
と
も
ま
た
不
可
能
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
と
の
本
質
は
こ
こ
に
あ
る
。

　

以
下
、
現
在
国
語
教
科
書
に
タ
イ
ト
ル
が
あ
る
文
章
を
手
が
か
り
に
し

な
が
ら
、
探
っ
て
み
た
い
。

２　

説
明
文
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と

　

東
京
書
籍
『
新
編
新
し
い
国
語
』
所
収
の
「
鰹
節
─
世
界
に
誇
る
伝
統

食
」
は
、
典
型
的
な
説
明
文
教
材
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

小
泉
武
夫
に
よ
っ
て
書
き
下
ろ
さ
れ
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
は「
皆
さ
ん
は
、

世
界
一
固
い
食
べ
物
は
何
だ
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
答
え
は
鰹
節

で
す
。」と
い
う
最
初
の
形
式
段
落
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、問
い
を
立
て
、

そ
れ
に
答
え
て
い
く
形
で
、
鰹
節
（
の
世
界
）
に
読
者
を
導
く
と
い
う
タ

イ
プ
の
説
明
的
文
章
で
あ
る
。
意
味
の
ま
と
ま
り
を
取
り
や
す
く
、
そ
の

ま
と
ま
り
相
互
の
関
係
も
比
較
的
素
直
で
あ
る
た
め
、
中
学
二
年
生
の
教

材
と
し
て
相
応
し
い
が
、
カ
ツ
オ
が
鰹
節
に
な
る
過
程
で
の
カ
ビ
の
働
き

を
述
べ
た
く
だ
り
な
ど
は
、「
鰹
節
菌
は
油
脂
分
解
酵
素
を
出
し
て
、
油

脂
成
分
を
脂
肪
酸
と
グ
リ
セ
リ
ン
に
分
解
し
、
そ
の
分
解
し
た
も
の
を
食

べ
て
い
る
の
で
す
」
と
い
っ
た
具
合
で
、
聞
き
慣
れ
な
い
自
然
科
学
の
用

語
が
出
て
く
る
。
こ
れ
を
読
み
こ
な
せ
れ
ば
、
理
科
の
教
科
書
を
読
め
る

子
ど
も
、
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
鰹
節
を
文
化
と
し
て
捉
え
説

明
を
試
み
る
こ
の
文
章
に
は
、「
拍
子
木
」「
か
ん
な
」「
乾
鮑
」「
燻
製
」「
三

枚
に
お
ろ
す
」「
簀
の
子
」「
イ
ノ
シ
ン
酸
」「
懐
石
料
理
」「
う
ま
味
調
味

料
」
な
ど
、
ほ
か
の
国
語
教
材
で
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
こ
と
ば
が
出
て
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く
る
。
そ
も
そ
も
「
鰹
節
と
い
う
と
、
お
好
み
焼
き
な
ど
に
振
り
か
け
る

お
が
く
ず
の
よ
う
な
ふ
わ
ふ
わ
の
食
べ
物
を
思
い
浮
か
べ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
」
と
読
者
に
語
り
か
け
て
い
る
く
ら
い
な
の
で
あ
る
。
教
科
書
に
は

鰹
節
と
削
り
器
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
、
鰹
節
の
製
法
が
順
を
追
っ
て
イ
ラ

ス
ト
で
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
実
用
的
で
な
く
日
常
か
ら
消
え
去
っ
た
鰹

節
を
扱
っ
た
こ
の
教
材
の
理
解
に
「
補
助
線
」
を
必
要
と
す
る
と
い
う
の

は
、
い
ま
や
自
明
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　

教
育
実
習
先
で
こ
の
教
材
を
担
当
し
た
あ
る
学
生
は
、
授
業
に
鰹
節
と

そ
の
削
り
器
を
持
参
し
、
生
徒
に
鰹
節
の
固
さ
を
実
感
さ
せ
、
削
る
作
業

を
経
て
、
削
り
節
の
香
り
や
味
を
味
合
わ
せ
た
。
そ
の
う
え
で
、
テ
ク
ス

ト
に
あ
る
「
問
い
と
答
え
」
の
対
応
に
注
目
さ
せ
整
理
さ
せ
る
「
言
葉
と

言
葉
の
関
係
」
と
し
て
テ
ク
ス
ト
を
捉
え
な
お
す
ワ
ー
ク
も
行
っ
て
い
る

（
し
か
も
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
用
い
て
）。
学
習
指
導
案
を
見
て
、
手

ご
た
え
が
あ
っ
た
の
で
、
国
語
科
教
育
法
の
授
業
で
授
業
を
再
現
し
て
も

ら
っ
た
。
鰹
節
と
削
り
器
、
パ
ソ
コ
ン
も
持
ち
込
ん
で
も
ら
っ
て
の
再
演

だ
っ
た
。

　

本
時
の
目
標
を
「
本
文
を
「
問
い
」
と
「
答
え
」
か
ら
考
え
る
」
と
し

た
授
業
の
冒
頭
で
は
、
生
徒
役
の
大
学
生
が
鰹
節
を
削
る
。
こ
の
と
き
、

授
業
者
が
ち
ょ
っ
と
困
る
事
態
が
生
じ
た
。
い
く
ら
削
っ
て
も
「
ふ
わ
ふ

わ
」に
な
ら
ず
、こ
ま
か
い
破
片
と
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。ち
ょ
っ

と
準
備
の
手
を
抜
い
て
し
ま
っ
て
、
と
反
省
の
際
、
授
業
者
は
そ
う
弁
じ

た
。
か
れ
に
よ
る
と
、
実
習
先
で
は
、
鰹
節
に
若
干
の
湿
り
気
を
も
た
せ

て
お
い
た
の
だ
そ
う
だ
。
そ
う
す
る
と
、
教
科
書
に
あ
る
よ
う
な
「
ふ
わ

ふ
わ
」
と
な
る
。
硬
い
ま
ま
で
は
、
削
り
カ
ス
と
い
い
た
く
な
る
よ
う
な
、

小
さ
な
薄
い
と
が
っ
た
欠
片
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
理
想
的
な
削

り
節
を
作
る
に
は
ひ
と
手
間
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。

　

そ
の
場
面
の
あ
と
、
文
章
全
体
を
「
問
い
」
と
「
答
え
」
に
注
目
し
て

整
理
す
る
作
業
に
入
っ
て
行
く
（
付
け
加
え
る
と
、
実
習
で
は
、
前
時
ま

で
に
文
章
の
要
約
等
は
終
え
て
い
る
た
め
、
生
徒
は
内
容
の
要
旨
を
お
お

よ
そ
理
解
し
て
い
る
）。
現
場
教
員
の
指
導
を
得
て
作
り
上
げ
た
授
業
で

あ
り
、
大
き
な
破
綻
は
な
く
、
文
章
の
構
成
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
生
徒

が
目
を
向
け
る
き
っ
か
け
と
な
る
、
そ
の
点
で
は
、
学
生
の
見
本
と
な
る

よ
う
な
授
業
内
容
だ
っ
た
。
た
だ
、
一
つ
目
の
「
問
い
・
答
え
」
と
二
つ

目
の
「
問
い
・
答
え
」
に
挟
ま
れ
た
部
分
の
役
割
を
答
え
さ
せ
る
場
面
で

は
、
授
業
者
が
期
待
し
た
「
鰹
節
に
関
す
る
補
足
説
明
」
と
「
鰹
節
が
固

い
理
由
」
と
い
う
正
解
は
大
学
生
で
も
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

か
れ
ら
は
、「
説
明
」
と
「
理
由
」
の
中
身
を
要
約
し
た
も
の
を
解
答
と

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
葉
の
働
き
と
い
う
観
点
か
ら
文
章
を
捉
え

る
こ
と
が
存
外
に
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

十
分
に
合
格
点
が
つ
け
ら
れ
る
授
業
だ
っ
た
。
た
だ
、
冒
頭
の
鰹
節
体
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験
と
そ
の
後
の
授
業
と
の
結
び
つ
き
は
今
一
つ
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
だ
と
、「
国
語
で
何
や
っ
た
？
」「
鰹
節
削
っ
た
！
」
と
な
り
、
導
入

ば
か
り
が
印
象
に
残
り
、本
末
転
倒
と
誹
り
を
受
け
か
ね
な
い
。し
か
し
、

実
習
先
で
は
、
生
徒
た
ち
は
自
身
で
削
っ
た
削
り
節
に
魅
了
さ
れ
、
香
り

を
楽
し
み
、
昼
飯
に
振
り
か
け
食
し
、
中
に
は
、
今
後
も
削
り
節
を
使
い

た
い
と
言
い
出
す
者
も
い
た
、
と
い
う
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
重
要
だ
。

生
徒
た
ち
の
反
応
は
大
き
な
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
で
あ
る
。
鰹
節
の
世
界
を

説
明
す
る
こ
の
文
章
は
こ
う
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

鰹
節
を
単
に
う
ま
み
調
味
料
に
置
き
換
え
る
よ
う
な
こ
と
は
、
日
本

人
と
し
て
は
寂
し
い
気
が
し
ま
す
。
こ
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
食
べ
物

が
我
々
の
世
代
で
消
え
る
と
い
う
の
は
、
本
当
に
も
っ
た
い
な
い
こ

と
で
す
。
食
文
化
と
し
て
の
「
和
食
」
は
、
二
〇
一
三
年
に
世
界
の

無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
和
食
を
支
え
る
陰
の
立
役
者

と
い
う
べ
き
鰹
節
を
次
の
世
代
に
伝
承
す
る
の
も
、
私
た
ち
の
使
命

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

伝
承
は
、
鰹
節
を
食
物
（「
だ
し
」
も
含
め
）
と
し
て
利
用
す
る
と
い

う
こ
と
に
留
ま
る
話
で
は
な
い
。「
鰹
節
は
、
日
本
人
の
知
恵
の
結
晶
」

と
述
べ
る
筆
者
は
、
こ
の
「
結
晶
」
を
生
み
だ
し
た
人
々
の
営
み
を
伝
え

る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

湿
度
の
高
い
環
境
を
好
む
カ
ビ
の
性
質
を
み
ご
と
に
見
ぬ
い
た
鰹
節

の
製
法
は
、
世
界
に
類
例
が
な
く
、
我
が
国
の
先
達
た
ち
の
知
恵
の

深
さ
と
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
に
は
舌
を
巻
き
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、
筆
者
が
伝
承
す
べ
き
と
考
え
る
の
は
鰹
節
と
と
も
に
あ
る

世
界
で
の
「
生
き
る
力
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
鰹
節
に
は
、
古
人
の
知
恵

と
工
夫
、
さ
ら
に
は
、
知
恵
を
働
か
せ
、
工
夫
を
試
み
る
こ
と
を
必
要
と

し
た
か
れ
ら
の
生
活
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
全
体
を
引
き
受
け
、
現

在
と
は
趣
の
異
な
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
文
化
・
社
会
の
担
い
手
に
な
り

ま
せ
ん
か
、
と
、
筆
者
は
中
学
生
に
問
い
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
筆
者

の
「
説
明
」
の
工
夫
は
、
で
き
る
だ
け
こ
の
問
い
か
け
に
呼
応
し
て
く
れ

る
次
世
代
を
増
や
す
た
め
に
こ
そ
行
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
問
い
か
け

を
受
け
止
め
な
い
限
り
、こ
の
文
章
の
意
味
が
分
か
っ
た
と
は
言
い
難
い
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
筆
者
の
主
張
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い
。
受
け
止
め
て
「
思
考
」
し
、「
判
断
」
し

た
こ
と
を
自
身
の
こ
と
ば
で
「
表
現
」
し
さ
え
す
れ
ば
、
筆
者
と
対
立
す

る
選
択
を
し
た
と
し
て
も
構
い
は
し
な
い
。
読
ん
で
知
る
、
と
い
う
こ
と

で
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
知
っ
た
私
を
働
か
せ
、
世
界
と
の
関
わ
り
方

を
と
ら
え
直
し
て
初
め
て
、
実
際
に
用
を
成
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
こ
の

説
明
的
文
章
を
受
容
し
た
こ
と
に
な
る
。ど
の
ボ
タ
ン
を
押
せ
ば
よ
い
か
、

と
い
う
説
明
が
書
か
れ
た
、
読
ん
で
知
れ
ば
事
足
り
る
も
の
と
は
全
く
質

の
違
う
テ
ク
ス
ト
が
こ
こ
に
は
展
開
さ
れ
て
い
る
、と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
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だ
か
ら
、
こ
の
文
章
に
表
れ
た
自
然
科
学
や
文
化
史
に
よ
る
見
方
・
考
え

方
を
学
ぶ
こ
と
に
、
授
業
の
中
心
を
置
か
な
い
と
し
て
も
、
鰹
節
を
「
見

る
目
」
が
変
わ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
授
業
が
行
わ
れ
た
と
し
た
ら
、
こ

の
説
明
文
を
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。見
る
目
が
変
わ
り
、

ど
う
応
答
す
る
か
、
す
な
わ
ち
「
自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め
る
」
こ
と

こ
そ
が
、
説
明
的
文
章
に
相
応
し
い
「
言
語
活
動
」
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
先
の
実
習
生
の
「
補
助
線
」
は
や
は
り
重
要
だ
。
文

章
を
読
む
だ
け
で
な
く
、鰹
節
を
実
際
に
体
験
す
る
こ
と
で
、よ
り
一
層
、

授
業
は
「
も
の
」
を
見
る
目
を
育
む
可
能
性
を
広
げ
る
。
事
実
、「
ふ
わ

ふ
わ
」の
削
り
節
を
自
ら
作
り
出
し
た
生
徒
は
、鰹
節
を
見
直
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
ふ
わ
ふ
わ
」
に
な
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
う
ま
く
削
れ
な
い

カ
ラ
カ
ラ
に
乾
い
た
の
鰹
節
も
用
意
し
て
、
両
者
の
違
い
に
注
目
さ
せ
た

と
し
た
ら
、生
徒
は
文
章
に
書
か
れ
た
先
達
の
知
恵
や
工
夫
は
も
と
よ
り
、

か
れ
ら
の
生
の
有
り
様
を
鰹
節
と
い
う
「
も
の
」
に
見
出
す
こ
と
に
な
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
鰹
節
の
魅
力
を
実
感
さ
せ
る
「
ふ
わ
ふ

わ
」
に
対
し
、
出
来
損
な
い
の
「
削
り
カ
ス
」
は
、
知
恵
を
働
か
せ
工
夫

す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
古
人
の
生
活
を
思
い
や
る
契
機
と
な
り
得
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
鰹
節
と
い
う
文
化
を
実
感
し
、
そ
の
衰
退
を
促
し

た
、
い
ま
こ
こ
に
あ
る
自
分
が
依
拠
す
る
文
化
を
見
直
す
手
が
か
り
を
生

徒
が
得
た
と
し
た
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
用
い
た
国
語
の
授
業
が
実
の
あ

る
こ
と
ば
を
用
い
る
力
と
し
て
の
言
語
能
力
の
育
成
に
寄
与
し
た
と
言
え

る
の
だ
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
の
「
理
解
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
言
語
能

力
の
向
上
に
関
す
る
特
別
チ
ー
ム
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

（1
（

。

テ
ク
ス
ト
の
深
い
理
解
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
発
達
段
階
に
も
よ

る
が
、
単
に
、
テ
ク
ス
ト
に
表
現
さ
れ
て
い
る
意
味
を
理
解
す
る
だ

け
で
な
く
、
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
得
た
新
し
い
情
報
を
編
集
・
操
作

し
て
、
自
分
が
既
に
持
っ
て
い
る
知
識
や
経
験
・
感
情
と
統
合
し
構

造
化
す
る
こ
と
や
、
そ
れ
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、
新
し
い
問
い
や
仮
説

を
立
て
る
な
ど
、
自
分
が
既
に
持
っ
て
い
る
考
え
の
構
造
を
転
換
す

る
こ
と
で
、
整
合
の
取
れ
た
自
分
の
考
え
を
形
成
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

　

テ
ク
ス
ト
は
私
を
編
み
直
す
。
い
や
、
テ
ク
ス
ト
と
私
は
編
み
合
わ
せ

る
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
私
に
作

用
し
「
理
解
」
さ
れ
て
初
め
て
、
テ
ク
ス
ト
は
意
味
を
持
ち
、
実
用
的
に

な
る
。
逆
に
言
え
ば
、「
文
学
」
テ
ク
ス
ト
で
あ
ろ
う
と
、「
論
理
的
」「
説

明
的
」
テ
ク
ス
ト
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
よ
う
に
「
理
解
」
さ
れ
る
の
で
あ

れ
ば
、
実
用
性
と
い
う
点
で
は
何
ら
違
い
が
な
い
、
と
言
い
得
る
の
で
は

な
い
か
。
次
章
で
は
、
ま
た
別
な
テ
ク
ス
ト
を
手
掛
か
り
に
し
て
こ
と
ば

と
実
用
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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３　

実
用
と
こ
と
ば

　
「
我
々
が
使
っ
て
い
る
言
葉
は
氷
山
の
一
角
だ
」
と
大
岡
信
は
言
う
。

お
そ
ら
く
は
、
定
番
教
材
の
一
つ
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
「
言
葉
の
力
」

と
名
付
け
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
中
で
の
こ
と
だ）

（（
（

。

氷
山
の
海
面
下
に
沈
ん
で
い
る
部
分
は
何
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
言
葉

を
発
し
た
人
の
心
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
心
が
、
同
じ
く
言

葉
の
海
面
下
の
部
分
で
伝
わ
り
合
う
他
人
の
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

私
た
ち
が
用
い
て
い
る
言
葉
は
、
そ
う
い
う
深
部
を
ち
ょ
っ
ぴ
り
の

ぞ
か
せ
る
窓
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
の
ぞ
き

込
み
な
が
ら
相
手
の
奥
ま
で
理
解
し
よ
う
と
絶
え
ず
努
め
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

人
と
人
の
間
を
交
通
す
る
と
い
う
機
能
ゆ
え
に
こ
と
ば
は
必
然
的
に
両

者
に
共
有
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
と
ば
は
間
（
あ
い
だ
）
に
し
か
存

在
し
え
な
い
。
人
と
人
、
そ
し
て
、
対
象
と
人
と
の
間
で
向
こ
う
を
伺
う

「
窓
」
と
し
て
そ
れ
は
在
る
。「
窓
」
に
は
不
自
由
が
付
い
て
回
る
。
そ

の
向
こ
う
側
を
覗
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
か
ら
だ
。「
窓
」
が
あ
る
以
上
、

向
こ
う
側
に
直
接
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
は
私
に
と
っ
て
想
像

的
に
し
か
と
ら
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
領
域
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

こ
と
ば
の
機
能
は
、
誘
う
、
と
い
う
こ
と
だ
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

こ
と
ば
は
、
覗
き
込
も
う
と
す
る
姿
勢
を
人
に
促
す
。
意
味
を
運
ぶ
の
で

は
な
く
、
自
身
の
向
こ
う
に
意
味
の
実
在
を
示
唆
し
て
、
私
に
そ
れ
を
つ

か
ま
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
引
用
部
に
続
け
て
「
現
代
の
作
品
を
読
む
場
合
」
と
書
か
れ

る
た
め
、
大
岡
は
「
詩
的
言
語
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
常
の
言
語
生
活
で
は
、
例
え

ば
、「
月
が
き
れ
い
だ
」
と
い
う
あ
な
た
の
こ
と
を
、
そ
の
こ
と
ば
か
ら

理
解
し
た
い
と
い
う
場
合
に
は
大
岡
の
比
喩
は
有
効
か
も
し
れ
な
い
が
、

数
多
あ
る
食
物
の
う
ち
、
バ
ラ
科
に
属
す
る
香
し
い
果
実
を
明
確
に
指
し

示
し
て
所
望
す
る
「
り
ん
ご
く
だ
さ
い
」
と
い
う
場
合
に
は
相
応
し
く
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
確
か
に
、「
り
ん
ご
く
だ
さ
い
」
か
ら
始
ま
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
「
氷
山
の
一
角
」
だ
け
で
完
結
し
そ
う
に
も
思

え
る
。
こ
の
「
り
ん
ご
」
の
よ
う
に
、
辞
書
に
載
っ
て
い
る
そ
の
ま
ま
の

意
味
を
流
通
さ
せ
る
だ
け
の
こ
と
ば
も
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。

　

だ
が
、
そ
の
疑
問
は
、
私
た
ち
が
辞
書
を
読
め
て
い
な
い
、
辞
書
と
い

う
も
の
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
端
的
に
示
す
。
そ
う
思
う

者
は
、
辞
書
に
「
氷
山
の
一
角
」
の
み
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
海
面
に

突
き
出
た
そ
の
部
分
は
、
そ
の
こ
と
ば
の
実
践
の
記
録
の
交
点
に
他
な
ら

な
い
。
様
々
な
用
例
が
重
な
り
合
う
、「
と
り
あ
え
ず
」
の
中
心
、
そ
こ
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に
見
え
る
風
景
が
「
と
り
あ
え
ず
」
の
意
味
と
し
て
記
載
さ
れ
て
あ
る
。

だ
か
ら
、
辞
書
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
ば
の
意
味
は
、「
窓
」
の
向
こ
う

の
世
界
と
は
等
価
で
は
な
い
。「
窓
」
の
向
こ
う
に
あ
る
世
界
を
想
像
的

に
把
握
す
る
手
が
か
り
に
す
ぎ
な
い
。
辞
書
に
あ
る
「
一
角
」
の
下
に
は

膨
大
な
実
践
が
蠢
い
て
い
る
。

　

辞
書
を
紐
解
く
私
の
中
で
も
、
そ
の
辞
書
を
編
ん
だ
者
の
内
で
も
、
こ

と
ば
は
そ
の
よ
う
な
姿
で
存
在
し
て
い
る
。
木
箱
い
っ
ぱ
い
に
そ
の
実
を

詰
め
て
送
っ
て
よ
こ
し
た
祖
父
母
の
笑
顔
が
浮
か
ぶ
者
と
、
そ
の
果
実
を

口
に
し
た
瞬
間
、ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
で
激
し
く
咳
き
込
む
体
験
を
し
た
者
、

そ
の
ど
ち
ら
も
「
り
ん
ご
く
だ
さ
い
」
に
正
し
く
対
応
で
き
よ
う
。
し
か

し
「
り
ん
ご
」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
相
容
れ
な
い
ほ
ど

異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
私
の
こ
と
ば
は
、
個
別
具
体
的
な
私
の
生
の
文

脈
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
大
切
に
す
べ
き
「
大
事

な
す
ば
ら
し
い
言
葉
と
い
う
の
は
、
実
は
そ
の
辺
に
ご
ろ
ご
ろ
転
が
っ
て

い
る
」「
私
た
ち
の
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
一
語
一
語
」
だ
と
言
い
得

る）
（1
（

。
私
が
「
り
ん
ご
」
と
口
ず
さ
む
と
き
、
そ
の
こ
と
ば
は
モ
ノ
と
し
て

の
果
実
を
指
す
と
同
時
に
そ
の
モ
ノ
に
関
わ
る
私
の
経
験
を
含
意
し
示
唆

す
る
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
と
ば
と
し
て
の
「
り
ん
ご
」
を
私
が
受

け
取
る
と
き
、
そ
の
こ
と
ば
を
発
し
た
者
の
「
り
ん
ご
」
経
験
が
、
私
の

生
の
文
脈
に
交
接
さ
れ
る
。「
り
ん
ご
」と
い
う
こ
と
ば
を
実
用
的
に
使
う
、

他
者
と
共
有
す
る
と
い
う
の
は
、「
氷
山
の
一
角
」
を
海
面
下
に
押
し
上

げ
て
い
る
部
分
が
交
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
と
ば
と
共
に

あ
る
以
上
、
私
の
内
部
に
は
外
部
と
し
て
の
他
者
が
宿
る
。
わ
た
し
は
使

用
す
る
こ
と
で
こ
と
ば
に
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
作
っ
た
の
は
わ

た
し
で
は
な
い
。
こ
と
ば
を
使
う
行
為
は
「
人
間
が
言
葉
を
話
し
て
い
る

の
で
は
な
い
。
言
葉
に
よ
っ
て
人
間
が
話
し
て
い
る
の
だ
」
と
表
現
し
た

方
が
実
態
に
即
し
て
い
る
と
い
え
よ
う）

（1
（

。

　

し
か
し
、
試
験
に
備
え
、
そ
の
た
め
の
み
に
、「
ゆ
か
し
」
を
古
語
辞

典
で
調
べ
て
意
味
を
知
る
、
と
い
う
場
合
、「
ゆ
か
し
」
は
リ
ニ
ア
に
意

味
を
運
ぶ
記
号
と
し
て
私
に
中
に
宿
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
確

か
に
、
こ
と
ば
そ
の
も
の
に
興
味
が
な
い
ま
ま
半
ば
強
迫
的
に
意
味
を
探

求
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
の
場
合
、「
氷
山
の
一
角
」
し
か
目
に
入
ら
な
く

な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
専
ら
、
試
験
と
い
う
仕
組
の
問
題

で
あ
る
。

　

ま
だ
こ
と
ば
を
話
す
前
、
私
は
他
者
か
ら
こ
と
ば
を
話
す
こ
と
を
教
わ

る
。
と
い
う
よ
り
、
話
し
て
い
る
他
者
、
あ
る
い
は
話
し
か
け
て
く
る
他

者
を
繰
り
返
し
目
撃
し
て
、
話
す
と
い
う
こ
と
発
見
し
、「
見
様
見
真
似
」

に
行
う）

（1
（

。
何
か
を
言
わ
れ
、
は
い
、
と
い
っ
て
手
さ
え
上
げ
た
と
こ
ろ
で

了
解
し
た
と
は
限
ら
な
い
。
た
だ
、
み
ん
な
そ
う
し
て
い
る
か
ら
、
そ
う

し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
見
出
し
、
自
身
の
も
の
に
し
よ
う
と
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す
る
と
い
う
そ
の
行
為
、
そ
こ
に
世
界
へ
の
関
心
と
し
て
の
好
奇
心
の
原

型
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
好
奇
心
、
な
に
？
な
に
？
と
見
た
が
り
聞

き
た
が
り
知
り
た
が
る
意
欲
は
、
や
が
て
、
名
付
け
と
い
う
行
為
に
具
体

化
さ
れ
る）

（1
（

。
意
欲
と
発
見
を
原
動
力
と
し
て
「
世
界
を
自
ら
の
も
の
と
す

べ
く
働
き
か
け
」「「
断
片
や
破
片
を
組
み
合
わ
せ
、
自
在
に
「
変
形
」
を

加
え
て
、
一
つ
の
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
る
」
と
い
う
「
名
前
に
も
と
づ
く

創
造
の
「
奇
跡
」」
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
既
存
の
言

語
の
文
化
を
所
与
の
も
の
と
し
な
い
「
社
会
的
存
在
の
「
第
一
日
目
」」

を
生
き
る
か
れ
の
そ
の「
世
界
」は
、か
れ
を
取
り
巻
き
話
し
か
け
る
人
々

の
「
世
界
」
に
や
が
て
抱
合
さ
れ
ゆ
く
運
命
に
あ
る
。
こ
と
ば
の
獲
得
は

そ
の
際
に
こ
そ
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、

既
存
の
言
語
体
系
へ
の
合
流
が
、
世
界
は
既
に
決
定
済
み
と
い
う
暗
示
を

与
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
、
人
は
名
付
け
か
ら
遠
ざ
か
り
、
そ
の
原
動

力
を
も
失
っ
て
し
ま
う
。「
見
た
い
」「
知
り
た
い
」「
聞
き
た
い
」
と
世

界
を
「
ゆ
か
し
」
と
想
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

存
在
に
と
っ
て
、
こ
と
ば
は
た
だ
の
記
号
、
意
味
を
運
ぶ
道
具
で
し
か
な

く
、「
自
分
が
既
に
持
っ
て
い
る
考
え
の
構
造
を
転
換
す
る
」
と
い
う
機

能
な
ど
果
た
さ
な
く
な
る
。

　

大
岡
が
「
言
葉
の
力
」
を
語
る
時
、
詩
的
言
語
の
話
へ
と
傾
斜
し
が
ち

な
の
は
、
そ
れ
が
こ
と
ば
の
理
想
形
だ
か
ら
で
は
な
く
、「
社
会
的
存
在

の
「
第
一
日
目
」」
で
は
誰
も
が
手
に
し
て
い
た
、
自
身
と
の
関
係
に
お

い
て
世
界
を
見
出
す
と
い
う
名
付
け
の
機
能
を
、
改
め
て
想
起
さ
せ
る
も

の
だ
か
ら
だ
。
こ
と
ば
を
獲
得
す
る
、
自
ら
に
こ
と
ば
を
受
け
入
れ
る
、

と
い
う
出
来
事
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
再
現
と
し
て
、
詩
は
存
在
す
る
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
ん
な
大
胆
な
こ
と
を
大
岡
は
言
い
放
つ
の

だ
。

よ
く
、「
詩
を
書
こ
う
と
思
っ
て
も
、
語
彙
が
貧
弱
で
…
…
。」
と
言

う
人
が
い
る
。
私
は
常
々
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
も
の
か
ど
う

か
疑
わ
し
く
思
っ
て
い
る
。
自
分
以
外
の
ど
こ
か
に
「
語
彙
」
の
宝

庫
が
あ
る
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
ら
だ
。

　

意
味
を
た
だ
運
ぶ
道
具
と
し
て
の
こ
と
ば
な
ど
存
在
せ
ず
、
た
だ
「
そ

の
よ
う
な
用
い
方
」
が
あ
り
得
る
だ
け
だ
が
、
大
岡
に
よ
れ
ば
、「
そ
の

よ
う
な
用
い
方
」
が
あ
る
だ
け
と
い
う
の
は
、
詩
の
こ
と
ば
に
こ
そ
当
て

は
ま
る
。そ
も
そ
も
詩
的
言
語
な
ど
な
い
の
だ
。し
か
し
、こ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
に
登
場
す
る
詩
人
志
望
者
は
、
用
い
れ
ば
詩
と
な
る
特
別
な
こ
と
ば
が

実
在
す
る
と
素
朴
に
信
じ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
一
方
で
、
か
れ
は
、
自

身
が
日
常
使
う
こ
と
ば
を
、
誰
が
用
い
て
も
同
じ
意
味
を
成
す
道
具
と
し

て
の
こ
と
ば
だ
と
感
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
、
唯
一
の
正
解
を
要
求
す
る
試
験
と
い
う
仕

組
み
が
、
学
校
と
い
う
場
や
教
育
と
い
う
方
法
に
お
い
て
幅
を
利
か
せ
る
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の
は
良
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。
そ
の
仕
組
み
が
、

本
来
的
な
こ
と
ば
の
獲
得
の
仕
方
か
ら
子
ど
も
た
ち
を
遠
ざ
け
る
か
ら

だ
。
あ
る
い
は
こ
う
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
試
験
と
い
う
制
度
が
、

こ
と
ば
は
リ
ニ
ア
に
意
味
を
運
ぶ
と
い
う
錯
覚
を
起
こ
さ
せ
て
い
る
の

だ
、
と
。
も
し
、
巷
間
に
い
わ
れ
る
「
教
科
書
を
読
め
な
い
」
と
い
う
問

題
の
解
決
が
、
試
験
と
い
う
仕
組
み
の
中
で
、
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と

し
て
想
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
仮
に
「
読
め
る
」
よ
う
に
な
っ
て

も
、
こ
と
ば
の
実
用
に
は
供
さ
な
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
試
験
と
い

う
仕
組
み
が
学
び
の
中
心
に
置
か
れ
る
限
り
、
学
校
は
、
誰
が
受
け
入
れ

使
っ
て
も
同
じ
に
な
る
こ
と
ば
な
ど
あ
り
は
し
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
子

ど
も
た
ち
の
目
を
逸
ら
し
、
こ
と
ば
へ
の
意
欲
を
削
い
で
い
く
。
そ
の
よ

う
な
場
に
あ
っ
て
は
、
詩
と
な
る
呪
言
が
存
在
し
な
い
理
由
を
述
べ
た
大

岡
の
次
の
こ
と
ば
を
理
解
し
ろ
と
い
う
方
が
無
理
で
あ
ろ
う
。

美
し
い
言
葉
と
か
正
し
い
言
葉
と
か
い
わ
れ
る
が
、
単
独
に
取
り
出

し
て
美
し
い
言
葉
と
か
正
し
い
言
葉
と
か
い
う
も
の
は
ど
こ
に
も
あ

り
は
し
な
い
。
そ
れ
は
、
言
葉
と
い
う
も
の
の
本
質
が
、
口
先
だ
け

の
も
の
、
語
彙
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
発
し
て
い
る
人

間
全
体
の
世
界
を
い
や
お
う
な
し
に
背
負
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
全
体
が
、
さ
さ
や
か
な
言
葉
の
一
つ
一
つ
に

反
映
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
こ
と
ば
は
わ
た
し
の
も
の
で
は
な
い
。
わ

た
し
は
わ
た
し
を
語
り
な
が
ら
、
こ
と
ば
に
刻
ま
れ
た
既
知
未
知
の
他
者

の
生
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
と
ば
と
共
に
あ
る
人
と
い
う
存
在
の
困

難
さ
と
可
能
性
と
が
こ
こ
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
か
つ
て
上
田
万
年
が
示
し

た
、
日
本
語
は
日
本
人
の
「
精
神
的
血
液
」
と
い
う
、
抽
象
的
な
民
族
性

と
そ
の
連
続
性
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
比
喩
も
受
け
入
れ
が
た
い）

（1
（

。
こ
と
ば

は
生
気
論
で
は
語
り
え
な
い
。
こ
と
ば
を
生
か
す
の
は
存
在
の
有
限
性
に

他
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
こ
と
ば
は
、
個
々
の
生
の
実
践
を
織
り
込
み
、
生

成
し
続
け
る
織
物
と
し
て
、
世
界
と
人
の
間
に
漂
う
。
こ
と
ば
そ
れ
自
体

は
無
意
味
で
あ
る
。
人
が
そ
の
こ
と
ば
を
生
の
営
み
の
中
で
受
け
入
れ
自

覚
し
た
と
き
、
初
め
て
こ
と
ば
は
リ
ア
ル
に
存
在
し
て
意
味
を
生
み
だ
す

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
う
も
い
う
べ
き
だ
。

言
葉
は
魔
法
の
杖
な
の
だ
。
人
は
、
魔
法
の
杖
を
使
っ
て
、
ど
ん
な

人
生
を
創
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
杖
を
持
つ
人
の
、
こ

の
自
分
自
身
の
、
心
の
構
え
一
つ
な
の
だ）

（1
（

。

　
「
言
葉
へ
の
自
覚
」
と
い
う
目
標
が
、
若
く
し
て
逝
っ
た
哲
学
者
の
こ

の
遺
言
を
も
っ
て
代
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
国
語
教
室
に
掲
げ

る
に
相
応
し
い
に
違
い
な
い
。
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４　

文
学
の
必
要

校
長
及
び
教
員
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
監
督

庁
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
学
生
、
生
徒
及
び
児
童
に
懲
戒
を
加
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
体
罰
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

教
職
課
程
の
授
業
で
、
学
校
教
育
法
第
十
一
条
の
こ
の
文
言
を
伝
え
る

と
、
今
で
も
、
軽
い
ど
よ
め
き
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
る
。
体
罰
は
是
か
非

か
と
い
う
議
論
が
可
能
だ
と
思
い
込
ん
で
そ
の
座
に
あ
る
者
が
未
だ
存
在

す
る
の
で
あ
る
。
当
人
が
体
罰
の
被
害
者
で
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
体
罰

の
現
場
を
目
撃
し
た
こ
と
の
な
い
者
が
そ
の
よ
う
な
錯
誤
を
抱
え
て
い
る

場
合
も
多
い
。
体
罰
を
な
く
す
た
め
に
、
体
罰
の
範
囲
が
法
の
文
言
で
厳

密
に
定
義
さ
れ
、
個
別
の
出
来
事
は
定
義
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
、
時
に

は
裁
判
の
場
で
そ
の
定
義
自
体
も
再
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
法
律
が
施
行
さ

れ
七
〇
年
を
超
え
た
今
、
我
々
は
、
体
罰
と
は
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
を

正
し
く
判
断
で
き
な
け
れ
ば
お
か
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
体
罰
は
な
く

な
ら
な
い
。
報
道
さ
れ
る
事
案
に
は
、
単
な
る
暴
行
や
教
師
・
生
徒
間
の

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
し
て
受
け
取
る
べ
き
行
い
さ
え
、
体
罰
と
し
て
語
ら
れ

る
も
の
が
驚
く
ほ
ど
多
い
。
指
導
の
隣
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
体
罰
が
ま

だ
し
っ
か
り
と
座
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
う
だ
と
し
た
ら
、
し
て
は
い
け
な
い
と
語
る
こ
と
ば
だ
け
で
は
、
現

実
を
変
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
そ
れ
を
し
て
は
い
け
な

い
の
か
、
と
語
る
哲
学
の
こ
と
ば
も
重
要
だ
が
、
そ
の
こ
と
ば
が
機
能
す

る
に
は
、
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
実
を
見
据
え
る
こ
と
ば
こ
そ
が
必
要
で

あ
る
。わ

た
し
は
あ
な
た
を
ぶ
ち
ま
せ
ん
で
し
た
か
。
あ
な
た
に
ひ
ど
い
仕

打
ち
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
か
、
も
し
し
て
い
た
な
ら
、
あ
や
ま
り
た

い）
（1
（

。

　

語
り
手
の
私
は
一
度
ぶ
た
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
ク
リ
ス
マ
ス
を
す
っ
ぽ

か
し
、
天
使
園
の
あ
る
仙
台
か
ら
夜
行
で
上
野
へ
繰
り
出
す
と
い
う
「
ぶ

た
れ
て
あ
た
り
ま
え
の
、
ひ
ど
い
こ
と
を
し
で
か
し
た
」
の
だ
か
ら
、
気

に
病
ま
な
い
で
、
と
修
道
士
ル
ロ
イ
先
生
を
擁
護
す
る
。
ル
ロ
イ
の
体
罰

に
は
子
ど
も
た
ち
へ
の
無
償
の
愛
が
あ
る
こ
と
を
、
私
は
信
じ
て
疑
わ
な

い
。

　

ル
ロ
イ
は
戦
時
下
将
校
に
虐
待
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
暴
力
の
痕
跡
が

か
れ
の
左
手
の
人
差
し
指
に
は
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
だ
か
ら
気

を
つ
け
ろ
、
ル
ロ
イ
先
生
は
い
い
人
に
は
違
い
な
い
が
、
心
の
底
で
は
日

本
人
を
憎
ん
で
い
る
。い
つ
か
爆
発
す
る
ぞ
」と
子
ど
も
た
ち
は
噂
し
た
。

そ
の
瞳
か
ら
敵
意
と
怖
れ
の
色
を
取
り
除
い
た
の
は
、
君
の
こ
と
が
大
切

な
ん
だ
と
語
る
こ
と
な
く
、
か
れ
ら
の
口
に
入
る
食
料
を
泥
だ
ら
け
に
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な
っ
て
作
り
続
け
る
ル
ロ
イ
の
愛
の
実
践
だ
っ
た
。「
ほ
ん
の
少
し
で
も

疑
っ
て
は
罰
が
当
た
る
」
と
み
ん
な
が
実
感
し
始
め
た
時
、
暴
力
の
連
鎖

が
断
ち
切
ら
れ
、
か
れ
の
つ
ぶ
れ
た
指
先
は
聖
痕
と
な
っ
た
、
は
ず
だ
っ

た
。
し
か
し
、
ル
ロ
イ
は
子
ど
も
を
平
手
で
打
っ
て
し
ま
う
。
し
か
も
、

一
度
や
二
度
の
事
で
は
な
い
。
私
は
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
の
だ
。

ル
ロ
イ
修
道
士
の
、
両
手
の
人
差
し
指
を
せ
わ
し
く
交
差
さ
せ
。
打

ち
つ
け
て
い
る
姿
が
脳
裏
に
浮
か
ぶ
。
こ
れ
は
危
険
信
号
だ
っ
た
。

こ
の
指
の
動
き
で
ル
ロ
イ
修
道
士
は
、「
お
前
は
悪
い
子
だ
。」
と
怒

鳴
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
次
に
は
き
っ
と
平
手
打
ち
が
飛
ぶ
。

　

き
っ
と
、
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
も
、
と
い
う
こ
と
だ
。
珍
し
い
、
特

別
な
こ
と
で
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
ル
ロ
イ
を

誰
も
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ル
ロ
イ
自
身
で
さ
え
も
。
こ
の
ル
ロ
イ

を
、
私
た
ち
天
使
園
の
子
ど
も
は
受
け
入
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
愛
が
あ
る

と
信
じ
て
い
る
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
十
五
を
過
ぎ
て
い
た
私
に
ル
ロ
イ

は
言
っ
て
聞
か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
。
ル
ロ
イ
に
は
子
ど
も
た
ち

が
過
ち
を
犯
し
た
と
き
、
右
手
の
人
差
し
指
を
ピ
ン
と
立
て
、
必
要
な
道

理
を
伝
え
る
と
い
う
方
法
も
あ
っ
た
の
で
あ
る）

（1
（

。

ル
ロ
イ
先
生
は
一
月
間
、
わ
た
し
た
ち
に
口
を
き
い
て
く
れ
ま
せ
ん

で
し
た
平
手
打
ち
よ
り
こ
っ
ち
の
ほ
う
が
こ
た
え
ま
し
た
よ
。

　

こ
の
ひ
と
月
、ル
ロ
イ
は
罰
と
し
て
口
を
利
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。

こ
と
ば
を
失
っ
て
い
た
の
だ
。
指
打
ち
を
「
悪
い
子
だ
」
と
と
る
の
は
平

手
を
受
け
た
側
の
理
解
で
あ
っ
て
、打
つ
側
の
心
に
は
別
の
思
い
が
蠢
く
。

ル
ロ
イ
は
そ
の
と
き
戦
っ
て
い
る
の
だ
。
ル
ロ
イ
の
身
体
に
満
ち
る
情
熱

が
、
最
愛
の
子
ど
も
た
ち
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
、
怒
り
に
変
り
、
そ
の
怒

り
が
、
肉
体
を
突
き
動
か
す
の
を
必
死
に
抑
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
指
打

ち
は
、
そ
の
葛
藤
が
身
体
化
し
た
ミ
ニ
マ
ム
な
ダ
ン
ス
に
他
な
ら
な
い
。

ダ
ン
ス
の
終
わ
り
は
、
い
つ
も
、
教
え
導
く
者
と
し
て
の
ル
ロ
イ
の
敗
北

を
意
味
す
る
。
こ
と
ば
で
は
な
く
、
暴
力
が
、
ル
ロ
イ
を
通
じ
て
子
ど
も

た
ち
を
打
つ
の
で
あ
る
。
ひ
と
月
は
、
道
理
を
説
く
や
さ
し
い
ル
ロ
イ
の

身
体
が
恢
復
す
る
ま
で
に
要
し
た
時
間
に
違
い
な
い
。
ル
ロ
イ
の
愛
の
強

さ
が
暴
力
と
な
る
。
だ
が
、
そ
の
強
さ
こ
そ
が
、
異
国
の
異
教
徒
の
子
ど

も
た
ち
に
ル
ロ
イ
先
生
と
し
て
慕
わ
れ
る
か
れ
の
人
生
を
可
能
に
し
た
と

い
う
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ル
ロ
イ
に
は
許
し
の
と
き
は
訪

れ
な
い
。
存
在
の
条
件
が
存
在
を
損
ね
る
、
こ
の
や
り
き
れ
な
い
不
条
理

に
耐
え
な
が
ら
、
ル
ロ
イ
は
生
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ

だ
、
と
ル
ロ
イ
の
身
体
は
そ
の
不
条
理
を
問
い
続
け
る
。
し
か
し
、
ル
ロ

イ
の
こ
の
人
生
を
凝
縮
し
た
指
打
ち
ダ
ン
ス
の
持
つ
意
味
は
子
ど
も
た
ち

に
は
伝
わ
ら
な
い
。
か
れ
ら
は
「
悪
い
子
」
と
し
て
反
省
し
、
ル
ロ
イ
の

暴
力
を
肯
定
す
る
ば
か
り
だ
っ
た
の
だ
。「
日
本
人
と
か
カ
ナ
ダ
人
と
か

ア
メ
リ
カ
人
と
か
い
う
も
の
が
あ
る
と
信
じ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
一
人
一
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人
の
人
間
が
い
る
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
か
ら
」
と
、
自
分
た
ち
に
愛

と
平
等
・
平
和
を
説
き
続
け
た
ル
ロ
イ
の
身
の
う
ち
に
愛
と
暴
力
が
葛
藤

し
て
あ
っ
た
こ
と
を
、
ル
ロ
イ
と
は
そ
う
い
う
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
、

天
使
園
の
子
ど
も
た
ち
は
知
ら
な
い
。
指
文
字
の
「
氷
山
の
一
角
」
し
か

か
れ
ら
は
見
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

わ
ざ
わ
ざ
上
京
し
て
き
た
訪
問
の
真
の
意
味
を
ル
ロ
イ
は
決
し
て
明
か

さ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
「
お
別
れ
の
儀
式
」
な
の
だ
と
私

は
悟
る
。
ル
ロ
イ
の
発
言
や
し
ぐ
さ
が
、
そ
の
向
こ
う
に
あ
る
も
の
を
の

ぞ
き
込
む
よ
う
私
を
促
し
、
私
は
ル
ロ
イ
の
事
実
を
想
像
的
に
理
解
し
て

い
る
。
そ
れ
を
求
め
た
の
は
ル
ロ
イ
の
「
意
思
」
で
は
な
い
。
意
思
は
事

実
を
隠
そ
う
と
し
て
い
る
。
求
め
て
い
る
の
は
、
ル
ロ
イ
の
身
体
だ
。
葛

藤
を
ダ
ン
ス
と
し
て
語
っ
た
、
意
思
で
は
制
御
で
き
な
い
ル
ロ
イ
の
身
体

が
、
か
つ
て
共
に
暮
ら
し
た
私
に
ル
ロ
イ
の
実
景
を
知
る
よ
う
求
め
て
い

る
の
で
あ
る
。「
遺
言
を
聞
く
た
め
」
の
再
会
の
よ
う
に
感
じ
た
私
は
、

ル
ロ
イ
か
ら
何
を
受
け
取
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
握
手
」
と
名
付
け
ら
れ

た
物
語
は
、
こ
う
終
え
ら
れ
る
。

上
野
公
園
の
葉
桜
が
終
わ
る
頃
、
ル
ロ
イ
修
道
士
は
仙
台
の
修
道
院

で
な
く
な
っ
た
。間
も
な
く
一
周
忌
で
あ
る
。私
た
ち
に
会
っ
て
回
っ

て
い
た
頃
の
ル
ロ
イ
修
道
士
は
、
体
中
が
悪
い
腫
瘍
の
巣
に
な
っ
て

い
た
そ
う
だ
。葬
式
で
そ
の
こ
と
を
聞
い
た
時
、私
は
知
ら
ぬ
間
に
、

両
手
の
人
さ
し
指
を
交
差
さ
せ
、
せ
わ
し
く
打
ち
つ
け
て
い
た
。

　

こ
の
指
打
ち
を
か
け
が
え
の
な
い
も
の
を
奪
わ
れ
た
「
怒
り
」
の
表
象

と
取
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
看
過
す
べ
き
で
な

い
の
は
、
こ
の
出
来
事
が
「
過
去
」
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
点

だ
。
語
り
手
は
、「
間
も
な
く
一
周
忌
」
と
語
り
得
る
時
間
に
存
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
葬
儀
で
知
ら
ず
指
を
打
つ
私
が
、「
上
野
公
園
に
古
く

か
ら
あ
る
西
洋
料
理
店
へ
、ル
ロ
イ
修
道
士
が
時
間
ど
お
り
や
っ
て
来
た
」

と
語
り
始
め
る
ま
で
、
お
よ
そ
一
年
間
の
空
白
が
あ
る
こ
と
を
テ
ク
ス
ト

は
示
唆
し
て
い
る
。
出
来
事
か
ら
受
け
た
衝
撃
は
、
私
か
ら
こ
と
ば
を
奪

い
、
私
に
は
「
ル
ロ
イ
の
ダ
ン
ス
」
し
か
残
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
一

年
間
、
私
は
沈
黙
す
る
。
沈
黙
の
あ
と
語
り
出
さ
れ
た
の
は
、
二
つ
の
こ

と
だ
っ
た
。
一
つ
は
、
ル
ロ
イ
と
の
再
会
と
そ
の
際
に
思
い
出
さ
れ
た
か

つ
て
の
ル
ロ
イ
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
つ
ま
り
、
私
の
知
る
ル
ロ
イ
の
姿
で

あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
葬
儀
の
際
の
私
の
姿
で
あ
る
。
読
み
手
は
、
再
会

の
場
面
で
語
ら
れ
る
ル
ロ
イ
の
姿
か
ら
そ
の
人
生
を
の
ぞ
き
込
む
手
が
か

り
を
得
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
葛
藤
す
る
身
体
を
生
き
る
ル

ロ
イ
の
姿
が
あ
る
。
そ
の
姿
に
対
峙
す
る
も
の
と
し
て
、
語
り
手
が
提
示

す
る
の
が
、「
ル
ロ
イ
の
ダ
ン
ス
」
を
身
に
移
し
た
自
身
の
姿
で
あ
る
。

こ
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
が
、
ル
ロ
イ
の
身
体
が
宿
す
問
い
か
け
の
答
え
と
な

ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
問
い
が
繰
り
返
さ
れ
る
に
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す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ル
ロ
イ
の
遺
言
が
私
に
確
か
に

伝
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ル
ロ
イ
の
身
体
は
、
か
れ
が
そ
の
よ
う

に
し
か
存
在
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
受
け
止
め
、
受
け
継
ぎ
、
こ
の
不
条

理
を
問
い
続
け
、
乗
り
越
え
る
こ
と
を
、
天
使
園
の
か
つ
て
の
子
ど
も
た

ち
に
託
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
あ
る
の
は
、
答
え
で
は
な
い
。
問
い
か
け
だ
け
が
、

読
み
手
に
開
か
れ
る
。
愛
が
暴
力
に
変
わ
る
者
な
ん
て
人
で
な
し
だ
と
、

問
い
そ
の
も
の
を
退
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
で
済
む
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
存
在
を
隣
人
（
あ
る
い
は
私
の
似
姿
）
と
し
て
受
け
止
め
る
の
だ

と
し
た
ら
、
そ
の
者
は
生
き
る
限
り
応
え
続
け
、
問
い
続
け
る
こ
と
に
な

る
。
ル
ロ
イ
の
ダ
ン
ス
を
、
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
に
な
る
。「
握
手
」

の
語
り
手
と
同
様
、
ル
ロ
イ
を
生
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

三
章
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
と
ば
の
本
来
的
な
獲
得
の
有
り
様
を
再

現
す
る
文
学
テ
ク
ス
ト
は
、
国
語
の
学
び
に
欠
か
せ
な
い
が
、
教
室
が
文

学
テ
ク
ス
ト
を
必
要
と
す
る
い
ま
一
つ
別
の
理
由
を
「
握
手
」
は
明
ら
か

に
す
る
。
意
味
が
伝
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
問
い
と
し
て
贈
ら
れ
る
こ

と
で
、
受
け
取
っ
た
者
が
自
ら
意
味
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
る
こ
と
ば
の

機
能
を
、
文
学
テ
ク
ス
ト
は
体
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
教
材
と

し
て
教
室
に
持
ち
込
ま
れ
た
文
学
テ
ク
ス
ト
は
、
教
室
を
正
解
主
義
の
呪

縛
か
ら
解
き
放
ち
、主
体
的
な
こ
と
ば
が
関
わ
り
合
う
対
話
的
で
、「
氷
山
」

の
海
面
下
の
深
い
と
こ
ろ
に
ま
で
及
ぶ
学
び
合
い
の
き
っ
か
け
と
な
り
得

る
の
だ
。

　

た
だ
、
教
室
に
と
っ
て
、
こ
の
「
握
手
」
は
特
別
な
文
学
テ
ク
ス
ト
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
な
た
が
生
徒
な
ら
、
こ
の
問
い
は
ど
う
受
け
取
ら

れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
あ
な
た
が
教
師
な
ら
、
ル
ロ
イ
と
い
う
存
在

の
問
い
か
け
に
、
自
身
の
実
践
の
な
か
で
ど
う
応
え
る
の
だ
ろ
う
か
。「
握

手
」と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
そ
の
応
答
を
期
待
し
て
手
を
差
し
出
す
。「
握
手
」

が
中
学
国
語
の
定
番
教
材
と
し
て
あ
る
の
は
皮
肉
な
こ
と
、
だ
ろ
う
か
。

い
や
、当
た
り
前
で
あ
る
べ
き
だ
。「
握
手
」が
そ
の
織
り
成
し
方
に
従
い
、

教
材
と
し
て
正
し
く
扱
わ
れ
れ
ば
、
教
室
は
問
わ
れ
捉
え
直
さ
れ
、
体
罰

の
呪
縛
を
自
ら
解
く
契
機
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
。　

注（１
） 

以
下
、「
解
説
」
か
ら
の
引
用
は
、『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
30
年
告
示
）

解
説　

国
語
編
』（
文
部
科
学
省　

東
洋
館
出
版　

平
成
31
年
２
月
21
日
）
に
拠
っ

た
。

（
２
） 

文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
「
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お

け
る
審
議
の
取
り
ま
と
め
」（
平
成
28
年
８
月
26
日
）
に
拠
っ
た
。（w

w
w

.m
ext.

go.jp/b_m
enu/shingi/chukyo/chukyo3/068/sonota/__icsF

iles/
afieldfile/2016/09/12/1377097.pdf

（
３
） 
注
３
前
掲
文
書
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（
４
） 

国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
第
一
回
目
の
審
議
（
平
成
27
年
11
月
19
日
）
の
議

事
録
（w

w
w

.m
ext.go.jp/b_m

enu/shingi/chukyo/chukyo3/068/
siryo/1383625.htm

）
に
は
、
平
野
教
育
課
程
課
教
育
改
革
調
整
官
の
発
言
と

し
て
以
下
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

失
礼
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
で
は
私
の
方
か
ら
資
料
８
に
基
づ
き
ま
し
て
言
語

能
力
の
向
上
に
関
す
る
特
別
チ
ー
ム
、
10
月
22
日
に
第
１
回
目
を
開
催
し
て

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
、
ご
く
簡
単
に
御
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
資
料
８
は
ク
リ
ッ
プ
止
め
に
な
っ
て
お
り
ま
す

の
は
、
第
１
回
の
特
別
チ
ー
ム
で
配
付
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
主
な
資
料
の
抜

粋
で
ご
ざ
い
ま
す
。
１
枚
目
が
議
事
次
第
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
１
枚
お
め
く

り
い
た
だ
き
ま
し
て
２
枚
目
が
、
言
語
能
力
の
向
上
に
関
す
る
特
別
チ
ー
ム

の
委
員
の
名
簿
に
な
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
何
名
か
の
委
員
の
先
生
方
に
は
、

国
語
の
ワ
ー
キ
ン
グ
と
特
別
チ
ー
ム
の
委
員
の
両
方
を
兼
ね
て
い
た
だ
い
て

い
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

な
お
、
両
会
議
の
名
簿
に
よ
れ
ば
、
兼
務
さ
れ
た
の
は
、
酒
井
邦
嘉
、
島
田
康

行
、
高
木
展
郎
、
中
村
和
弘
の
四
氏
で
あ
る
。

（
５
） （
１
）
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
目
標
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
種
に
お
け
る
「
必
要
な

国
語
に
つ
い
て
、
そ
の
特
質
を
理
解
し
適
切
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
。」
と
さ
れ
、
以
下
（
２
）
は
「
日
常
生
活
（
中
学
「
社
会
生
活
」、
高
校
「
生

涯
に
わ
た
る
社
会
生
活
」）
に
お
け
る
人
と
の
関
り
合
い
の
中
で
伝
え
合
う
力
を

高
め
、
思
考
力
や
想
像
力
を
養
う
」
と
あ
る
。（
３
）
は
学
校
種
に
よ
っ
て
表
現

の
異
な
り
が
大
き
く
、
小
学
校
は
「
言
葉
が
も
つ
よ
さ
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、

言
語
感
覚
を
養
い
、
国
語
の
大
切
さ
を
自
覚
し
、
国
語
を
尊
重
し
て
そ
の
能
力
の

向
上
を
図
る
態
度
を
養
う
」、
中
学
校
は
「
言
葉
が
も
つ
価
値
を
認
識
す
る
と
と

も
に
、
言
語
感
覚
を
豊
か
に
し
、
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
わ
り
、
国
語
を
尊
重

し
て
そ
の
能
力
の
向
上
を
図
る
態
度
を
養
う
」、
高
校
は
「
言
葉
の
も
つ
価
値
へ

の
認
識
を
深
め
る
と
と
も
に
、
言
語
感
覚
を
磨
き
、
我
が
国
の
言
語
文
化
の
担
い

手
と
し
て
の
自
覚
を
も
ち
、
生
涯
に
わ
た
り
国
語
を
尊
重
し
て
そ
の
能
力
の
向
上

を
図
る
態
度
を
養
う
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
６
） 『A

I vs. 

教
科
書
が
読
め
な
い
子
ど
も
た
ち
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
２
０
１
８
年

２
月
）
参
照
。
新
井
の
グ
ル
ー
プ
は
独
自
に
開
発
し
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
キ
ル
テ

ス
ト
を
用
い
て
２
５
０
０
０
人
を
対
象
に
調
査
し
た
結
果
「
中
学
生
の
半
数
は
、

中
学
校
の
教
科
書
を
読
め
て
い
な
い
状
況
」
と
の
結
論
を
得
る
。
そ
の
こ
と
以
上

に
重
要
な
の
は
、
新
井
が
「
デ
ジ
タ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
時
代
に
求
め
ら
れ
る
人
材

育
成
」（「N

IRA
 

オ
ピ
ニ
オ
ン
ペ
ー
パ
ー no.31/2017.July

」
共
同
執
筆
者
・
尾

崎
幸
謙
）
で
述
べ
る
「
意
味
理
解
な
し
に
解
く
こ
と
が
難
し
い
（
略
）
問
題
タ
イ

プ
の
正
答
率
の
方
が
悪
く
、
ラ
ン
ダ
ム
解
答
の
生
徒
の
割
合
が
高
い
」「
Ａ
Ｉ
に

代
替
さ
れ
や
す
い
よ
う
な
読
解
力
の
身
に
着
け
方
を
し
て
い
る
生
徒
が
少
な
か
ら

ず
い
る
」
と
い
う
指
摘
だ
ろ
う
。

（
７
） 

注
４
議
事
録

（
８
） 「
大
人
に
な
っ
た
と
き
に
、
例
え
ば
学
校
の
国
語
の
授
業
で
ど
ん
な
言
語
能
力
が

育
成
さ
れ
た
か
、
な
か
な
か
答
え
ら
れ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
例
え
ば
「
何
を
や
っ

た
」
と
言
っ
た
ら
、「『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
を
や
っ
て
き
た
」
と
か
、「『
故
郷
』
を
読

ん
だ
」
と
か
、「『
羅
生
門
』
を
読
ん
だ
」、
国
語
で
言
え
ば
、
作
品
が
出
て
く
る
。」

（
言
語
能
力
の
向
上
に
関
す
る
特
別
チ
ー
ム
第
一
回
（
平
成
27
年
10
月
22
日
）
議

事
録
（w

w
w

.m
ext.go.jp/b_m

enu/shingi/chukyo/chukyo3/056/
siryo/1383577.htm

））

（
９
） 

十
六
の
学
会
が
発
表
し
た
共
通
ア
ピ
ー
ル
で
は
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

平
成
30
年
に
告
示
さ
れ
た
新
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、
国
語
科
必
履
修

科
目
は
「
現
代
の
国
語
」
と
「
言
語
文
化
」
に
、
選
択
科
目
は
「
論
理
国
語
」

「
文
学
国
語
」「
国
語
表
現
」「
古
典
探
究
」
の
４
科
目
に
分
か
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
科
目
を
「
論
理
的
な
文
章
」「
実
用
的
な
文
章
」
を
扱
う
か
、「
文

学
的
な
文
章
」
を
扱
う
か
に
よ
っ
て
区
分
す
る
基
準
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
は

深
い
憂
慮
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。「
論
理
」「
実
用
」
と
「
文
学
」
と
を
対
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立
概
念
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
元
来
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
個
々
の
教
材

を
「
文
学
的
」
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
区
分
す
る
こ
と
も
ま
た
不
可
能
で

あ
る
。

　

日
本
語
の
歴
史
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
「
文
学
」
は
、
人
間
の
存
在
意
義

や
尊
厳
と
関
わ
る
人
文
科
学
、
社
会
科
学
全
般
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

「
文
学
」を
狭
義
の
言
語
芸
術
に
限
定
し
、囲
い
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
言
葉
に
よ
っ
て
新
た
な
世
界
観
を
切
り
開
い
て
い
く
「
人
文
知
」
が
、

今
後
の
中
・
高
等
教
育
に
お
い
て
軽
視
さ
れ
、
衰
退
し
か
ね
な
い
危
惧
が
あ

る
。

　

上
記
の
観
点
か
ら
、
新
学
習
指
導
要
領
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
単
位
の

認
定
、
教
科
書
検
定
等
に
際
し
、「
人
文
知
」
の
軽
視
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、

柔
軟
な
運
用
を
行
う
こ
と
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

 
２
０
１
９
年
（
令
和
元
年
）
８
月
10
日

古
代
文
学
会
／
西
行
学
会
／
上
代
文
学
会
／
昭
和
文
学
会 

全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
／
中
古
文
学
会
／
中
世
文
学
会 

日
本
歌
謡
学
会
／
日
本
近
世
文
学
会
／
日
本
近
代
文
学
会 

日
本
社
会
文
学
会
／
日
本
文
学
協
会
／
萬
葉
学
会 

美
夫
君
志
会
／
和
歌
文
学
会
／
和
漢
比
較
文
学
会（
五
十
音
順
）

（
10
） 「
教
育
課
程
部
会　

言
語
能
力
の
向
上
に
関
す
る
特
別
チ
ー
ム
に
お
け
る
審
議
の

取
り
ま
と
め
に
つ
い
て
（
報
告
）」（
平
成
28
年
８
月
26
日
）（w

w
w

.m
ext.

go.jp/b_m
enu/shingi/chukyo/chukyo3/056/sonota/__icsF

iles/
afieldfile/2016/09/12/1377098.pdf

）

（
11
） 『
新　

探
求
国
語
総
合
』（
桐
原
書
店
、
２
０
１
８
（
平
成
30
）
年
）
収
録
。
な
お
、

大
岡
の
こ
の
文
章
の
桜
の
木
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
部
分
が
、『
国
語
２
』（
光
村
図
書
、

２
０
１
６
（
平
成
28
）
年
）
に
「
言
葉
の
力
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
12
） 

注
11
前
掲
文

（
13
） 

池
田
晶
子
「
言
葉
の
力
」（「
伝
え
合
う
言
葉
３
」
教
育
出
版
）。
た
だ
し
、
現
行

の
２
０
１
６
（
平
成
28
）
年
版
で
は
、「
言
葉
の
自
習
室
」
と
い
う
章
に
置
か
れ
、

実
質
的
に
補
助
教
材
の
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
教
材
価

値
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
国
語
教
育
と
リ
テ
ラ
シ
ー
─
池
田
晶
子
「
言
葉
の
力
」

に
向
け
て
─
」（「
國
學
院
大
學
教
育
学
研
究
室
紀
要
第
42
巻
」（
２
０
０
８
（
平

成
20
）
年
３
月
））
を
参
照
の
こ
と
。

（
14
） 

こ
う
し
た
「
自
然
」
な
学
び
の
重
要
性
を
セ
レ
ス
タ
ン
・
フ
レ
ネ
は
強
調
す
る
。

「
バ
ル
（
引
用
者
注
フ
レ
ネ
の
娘
の
名
）
は
私
が
宛
名
書
き
で
都
市
名
と
自

分
の
名
を
下
線
つ
き
で
サ
イ
ン
す
る
の
に
気
が
つ
き
ま
す
。
こ
れ
は
重
要
だ

と
、
彼
女
は
と
っ
さ
に
直
感
し
た
よ
う
で
す
。（
略
）
ペ
ー
ジ
が
い
っ
ぱ
い

に
な
る
と
、
か
な
ら
ず
サ
イ
ン
を
し
て
、
そ
こ
に
下
線
を
引
く
の
で
す
」「
バ

ル
は
絵
を
描
く
こ
と
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
い
う
ふ
た
つ
の
活
動
を
と
う
と

う
分
離
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
書
く
こ
と
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
に

興
味
を
向
け
始
め
る
の
で
す
。（
略
）
書
く
こ
と
に
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
規
則

が
あ
り
、
真
似
る
べ
き
か
た
ち
が
あ
る
の
だ
（
略
）
教
室
で
普
通
に
書
か
れ

て
い
る
テ
ク
ス
ト
と
い
う
も
の
に
、
こ
の
と
き
は
じ
め
て
彼
女
は
本
当
の
意

味
で
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
で
す
」（
セ
レ
ス
タ
ン
・
フ
レ
ネ
『
言
語

の
自
然
な
学
び
方
』（
里
見
実
訳　

太
郎
次
郎
社
エ
デ
ィ
タ
ス
、
２
０
１
５

年
１
月
）

　

真
似
る
意
欲
か
ら
し
か
、
学
び
は
始
ま
ら
な
い
と
い
う
極
め
て
古
典
的
な
結
論

を
こ
こ
に
見
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
15
） 

以
下
の
「
名
づ
け
」
に
関
す
る
説
明
は
「「
名
づ
け
」
の
精
神
史
」（
市
村
弘
正
）

に
拠
っ
て
行
っ
て
い
る
。括
弧
内
の
引
用
は『〔
増
補
〕「
名
づ
け
」の
精
神
史
』（
平

凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
平
凡
社
、
１
９
９
６
年
）
所
収
の
も
の
を
典
拠
と
し
た
。

（
16
） 

ド
イ
ツ
で
の
留
学
を
終
え
た
上
田
万
年
は
、
帝
国
大
学
教
授
と
し
て
初
め
て
行
っ

た
講
演
「
国
語
こ
と
国
家
と
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

言
語
は
こ
れ
を
話
す
人
民
に
取
り
て
は
、
恰
も
其
血
液
が
肉
体
上
の
同
胞
を

示
す
が
如
く
、
精
神
上
の
同
胞
を
示
す
も
の
に
し
て
、
之
を
日
本
国
語
に
た
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と
へ
て
い
へ
ば
、
日
本
語
は
日
本
人
の
精
神
的
血
液
な
り
と
い
ひ
つ
べ
し
。

日
本
の
国
体
は
、
こ
の
精
神
的
血
液
に
て
主
と
し
て
維
持
せ
ら
れ
、
日
本
の

人
種
は
こ
の
最
も
つ
よ
き
最
も
長
く
保
存
せ
ら
る
べ
き
鎖
の
為
に
散
乱
せ
ざ

る
な
り
。

（『
国
語
の
た
め
』（
上
田
万
年
著
、安
田
敏
郎
校
注
、東
洋
文
庫
808
、平
凡
社
、

２
０
１
１
年
）

　

日
清
戦
争
開
戦
直
後
の
熱
狂
の
中
で
行
わ
れ
た
こ
の
講
演
が
、
の
ち
の
「
国
語

観
」
に
与
え
た
影
響
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

（
17
） 

注
12
前
掲
論
文

（
18
） 

井
上
ひ
さ
し
「
握
手
」。
こ
の
小
説
は
、
光
村
図
書
、
三
省
堂
、
学
校
図
書
の
三

社
の
２
０
１
６
（
平
成
28
）
年
版
の
中
学
三
年
生
用
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。「
握
手
」
全
体
の
分
析
は
「
ル
ロ
イ
の
ダ
ン
ス
」（「
國
學
院
大
學
教
育
学

研
究
室
紀
要
第
38
号
」（
２
０
０
４
（
平
成
16
）
年
３
月
）
で
行
っ
た
。
た
だ
し
、

ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
考
察
を
加
え
て
い
る
。

（
19
） 

再
会
の
場
面
で
、
ル
ロ
イ
は
私
の
誤
り
を
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

ル
ロ
イ
修
道
士
は
ナ
イ
フ
を
皿
の
上
に
置
い
て
か
ら
、
右
の
人
差
し
指
を
ぴ

ん
と
立
て
た
。
指
の
先
は
天
井
を
指
し
て
ぶ
る
ぶ
る
細
か
く
震
え
て
い
る
。

ま
た
思
い
出
し
た
。
ル
ロ
イ
修
道
士
は
、「
こ
ら
。」
と
か
「
よ
く
聞
き
な
さ

い
。」と
言
う
代
わ
り
に
、右
の
人
差
し
指
を
ぴ
ん
と
立
て
る
の
が
癖
だ
っ
た
。


