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生
徒
の
「
論
」
を
交
差
さ
せ
る
試
み

１

は
じ
め
に

　
文
学
と
は
何
だ
ろ
う
、
文
学
を
教
室
に
持
ち
込
む
こ
と
の
意
味
と
は
何
だ
ろ

う
と
近
頃
、
よ
く
考
え
る
。
私
は
、
と
り
あ
え
ず
、
文
学
と
は
「
言
葉
に
よ
っ

て
創
ら
れ
た
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
の
あ
る
芸
術
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、

文
学
を
教
室
に
持
ち
込
む
こ
と
の
意
味
と
は
、
そ
の
読
解
の
コ
ー
ド
こ
漢
字
・

単
語
・
文
法
、
教
養
、
読
み
を
規
制
す
る
文
化
の
枠
組
み
）
を
教
え
る
こ
と
で

あ
り
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
コ
ー
ド
に
の
っ
と
り
な

が
ら
も
、
言
葉
に
よ
る
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
を
通
し
て
、
生
徒
達
に
、
「
他
礼
」

と
の
出
会
い
を
経
験
さ
せ
、
世
界
を
広
げ
る
経
験
を
積
ま
せ
る
こ
と
に
あ
ろ
う

　
私
の
勤
務
す
る
学
校
は
中
高
一
貫
の
男
子
校
で
あ
り
、
世
間
一
般
で
は
進
学

校
と
い
う
受
け
と
め
ら
れ
方
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
な
る
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一
方
的
な
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
授
業
の
み
に
よ
っ
て
、
生
徒
に
及
ぼ
し
う
る
影
響

な
ど
た
か
が
知
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
る
で
「
器
械
的
、
所
動
的
」
や

り
方
に
し
か
過
ぎ
ず
、
結
局
彼
ら
は
授
業
の
中
で
、
自
分
に
も
作
品
に
も
出
会

え
ぬ
ま
ま
で
終
わ
る
に
違
い
な
い
。

　
で
は
、
ど
う
す
る
の
か
。
以
下
、
そ
の
方
法
を
『
舞
姫
』
に
即
し
て
考
え
て

み
た
い
。

２
　
私
の
読
み
の
変
容

　
私
は
本
校
で
過
去
二
回
の
『
舞
姫
』
の
実
践
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
今

回
二
一
〇
〇
四
年
度
）
が
三
度
目
で
あ
っ
た
が
、
『
舞
姫
』
と
い
う
作
品
を
次

の
よ
う
に
読
ん
で
い
た
。

　
『
舞
姫
』
に
お
い
て
は
、
豊
太
郎
の
近
代
的
自
我
の
覚
醒
と
挫
折
が
テ
ー
マ

で
あ
り
、
最
後
の
▽
又
は
そ
の
よ
う
な
弱
く
、
公
的
な
も
の
に
引
か
れ
て
い
か



ざ
る
を
得
な
い
自
己
、
及
び
そ
の
よ
う
な
自
己
の
属
す
る
世
界
で
あ
る
日
本
の

近
代
を
象
徴
的
に
批
判
し
た
も
の
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
読
み
の
も
と
に
、
授
業
に
入
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
実
質
的

に
使
え
た
時
間
数
（
十
時
間
）
の
関
係
も
あ
っ
て
、
結
局
は
表
面
的
な
筋
を
追

う
に
近
い
授
業
展
開
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

　
そ
の
な
か
で
、
豊
太
郎
の
「
我
」
に
対
す
る
認
識
の
変
容
や
、
エ
リ
ス
の
人

物
像
の
成
長
、
エ
リ
ス
の
パ
ラ
ノ
イ
ア
発
病
の
原
因
（
「
わ
れ
を
ば
欺
き
給
ひ

し
か
ヒ
、
末
尾
の
一
文
の
自
罰
性
に
も
触
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
結
局
、
単
な
る

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
授
業
で
し
か
な
く
、
そ
れ
を
通
し
て
、
生
徒
自
身
が
十
分
思

考
し
、
作
品
を
通
し
て
、
自
分
の
内
部
に
も
あ
る
は
ず
の
「
他
者
」
や
人
間
存

在
と
い
う
も
の
を
照
ら
し
出
し
た
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
。

　
そ
こ
で
、
生
徒
白
身
の
力
で
考
え
、
自
身
の
『
舞
姫
』
像
を
つ
か
ん
で
も
ら

う
た
め
に
、
冬
休
み
の
課
題
と
し
て
『
舞
姫
』
の
作
品
論
を
書
い
て
も
ら
う
こ

と
に
し
た
。
正
確
に
は
「
『
舞
姫
』
の
豊
太
郎
を
批
判
し
つ
つ
、
豊
太
郎
の

『
心
中
に
満
足
を
与
へ
ん
』
言
葉
を
か
け
て
や
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
も
の
だ

っ
た
。
が
、
課
題
の
わ
か
り
・
に
く
さ
の
せ
い
か
、
結
果
は
散
々
な
も
の
で
、
三

割
ほ
ど
の
生
徒
し
か
出
し
て
く
れ
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
中
で
、
あ
る
生
徒
が
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
。
（
傍
線
部

は
稿
者
が
注
目
し
た
部
分
じ
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Ｔ
　
な
ぜ
豊
太
郎
は
こ
の
よ
う
な
手
記
を
書
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

や
は
り
最
初
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
豊
太
郎
は
、
こ
の
手
記
が
読
ま
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
少
な
か
ら
ず
第
三
者
か
ら
の
同
情
を
期
待
し
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
豊
太
郎
は
あ
る
程
度
の
批
判
を
覚
悟
し
た
の

だ
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
上
で
、
豊
太
郎
の
臆
病
な
自
尊
心
と
尊
大
な

羞
恥
心
に
と
っ
て
は
、
自
分
を
擁
護
し
て
く
れ
る
よ
う
な
（
彼
の
自
尊
心

を
く
す
ぐ
る
）
暖
か
い
見
解
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。
確
か
に
、
こ
の
手
記

を
読
む
限
り
豊
太
郎
に
同
情
の
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
手
記
に
は
、
豊
太
郎
が
自
分
白
身
を
誇
る
よ
う
な
言
い
ま
わ
し
が
少

な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
、
読
者
（
少
な
く
と
も
僕
）
は
、
不
快
な
気
分
を

抱
か
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
未
だ
に
自
分
自
身
の
本
当
に
弱
い
部
分
に
は
気
付
い
て
い
な

い
豊
太
郎
に
一
言
声
を
か
け
て
や
り
た
い
。
「
プ
ラ
イ
ド
高
す
ぎ
り
‥
」

と
は
い
え
、
自
分
の
中
の
豊
太
郎
的
部
分
に
ふ
と
気
付
い
て
背
筋
が
凍

り
つ
き
、
豊
太
郎
に
一
種
の
親
し
み
（
？
）
を
感
じ
た
の
は
、
僕
だ
け
な

の
だ
ろ
う
か
（
Ｄ
・
Ｍ
君
）

　
こ
の
生
徒
は
豊
太
郎
を
批
判
し
つ
つ
、
一
方
で
豊
太
郎
に
「
親
し
み
」
を
感

じ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
生
徒
の
論
の
中
に
は
、
似
た

傾
向
の
も
の
が
他
に
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
、
批
判
さ
れ
る
対
象
な
の
に
、
親
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し
み
を
感
じ
る
と
い
う
の
は
、
一
種
の
近
親
憎
悪
的
感
情
と
同
様
な
だ
け
な
の

だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
、
読
み
に
繋
が
る
よ
う
な
何
か
が
『
舞

姫
』
の
内
部
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
『
舞
姫
』
を
私
白
身
が
あ
ら
た
め
て
読
み
直
し
て
み
た
。
そ
の
読

み
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
手
記
を
書
い
て
い
る
、
「
今
」
の
豊
太
郎
は
、
自
己
の
立
身
出
世
を
望
む
心

と
、
エ
リ
ス
と
の
愛
情
は
措
抗
し
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
こ
で
決
断
で
き

ず
に
流
さ
れ
る
自
己
を
「
弱
き
心
」
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
、
豊
太
郎
の
か

つ
て
も
っ
て
い
た
、
「
ま
こ
と
の
我
」
の
崩
壊
に
際
し
て
、
彼
自
身
が
仮
に
措

定
し
た
自
己
像
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
豊
太
郎
の
心
の
内
奥
に
は
、

さ
ら
に
立
身
出
世
に
縛
ら
れ
る
心
が
あ
っ
た
。
豊
太
郎
は
こ
の
内
奥
の
自
己
を
、

認
知
は
し
て
い
て
も
、
そ
の
正
体
は
の
み
込
め
て
い
な
い
。
（
「
故
郷
を
思
ふ
念
、

心
頭
を
衝
い
て
起
こ
れ
り
。
あ
あ
何
ら
の
特
操
な
き
心
ぞ
、
承
り
は
べ
り
と
答

へ
た
る
は
」
じ
つ
ま
り
豊
太
郎
は
、
本
当
の
自
己
（
自
分
の
中
の
「
了
解
不
能

の
他
者
ヒ
に
出
会
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
と

の
関
係
も
、
（
「
真
の
愛
」
と
い
う
も
の
が
、
他
者
の
真
実
の
姿
を
認
め
、
そ
れ

を
受
け
入
れ
あ
う
こ
と
な
の
だ
と
し
た
ら
、
）
鴎
外
白
身
が
（
相
沢
謙
吉
を
名

乗
っ
て
「
気
取
反
之
丞
に
与
ふ
る
書
」
で
）
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
真
の
愛
」

で
は
な
い
と
言
え
る
。
豊
太
郎
が
、
手
記
の
最
後
に
、
事
件
の
結
末
を
「
お
話

の
経
過
」
と
し
て
し
か
書
け
な
い
の
は
、
田
中
実
氏
の
言
わ
れ
る
と
お
り
、
確

四
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か
に
、
豊
太
郎
の
「
擬
態
」
を
取
る
自
已
に
対
す
る
自
覚
の
欠
旨
を
示
す
も
の

で
あ
る
と
考
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
手
記
の
書
き
手
と
し
て
の
豊
太
郎
は
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
建
て
直
し
を
図
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
、
客
観
的
に
は
不

十
分
な
形
で
し
か
果
た
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
逆

に
「
お
話
の
経
過
」
と
し
て
で
も
、
手
記
の
中
に
叙
述
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

語
り
手
で
あ
る
、
豊
太
郎
が
経
験
し
、
認
知
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
男
子
高
校
生
た
ち
が
「
親
し
み
」
を
感
じ
る
原
因
も
あ
る
よ
う

に
思
え
る
。
今
後
の
豊
太
郎
の
中
で
そ
の
認
識
が
深
め
ら
れ
、
自
覚
が
生
ま
れ

る
と
い
う
こ
と
も
可
能
性
と
し
て
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
い
っ
た
と
き
、
私
の
中
で
、
生
徒
と
太
田
豊
太
郎
を
、

重
ね
て
見
る
気
持
ち
が
生
ま
れ
て
き
た
。
何
と
か
生
徒
達
を
彼
ら
自
身
の
力
で

作
品
と
、
そ
し
て
語
り
手
で
あ
る
現
在
の
豊
太
郎
と
出
会
わ
せ
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
、
と
考
え
た
。

　
『
舞
姫
』
に
つ
い
て
の
、
い
わ
ゆ
る
授
業
は
終
わ
っ
て
い
た
状
態
か
ら
の
ス

タ
ー
ト
で
あ
る
。
し
か
も
、
本
校
の
場
合
、
高
校
三
年
生
で
の
授
業
で
は
受
験

の
た
め
の
問
題
演
習
が
中
心
と
な
る
こ
と
は
暗
黙
の
了
解
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、

彼
ら
に
彼
ら
自
身
の
力
で
作
品
と
出
会
っ
て
も
ら
う
た
め
の
方
法
が
、
他
の
教

材
（
小
説
・
評
論
）
や
他
の
生
徒
の
意
見
と
自
分
の
意
見
を
交
錯
さ
せ
、
そ
こ

か
ら
自
分
の
意
見
を
練
り
直
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。



３
　
授
業
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
ヘ
向
け
て

　
ま
ず
は
、
一
月
に
な
っ
て
か
ら
、
山
崎
正
和
氏
の
『
劇
的
な
る
日
本
人
』

（
新
潮
社
、
▽
几
七
一
年
七
月
）
の
鴎
外
に
関
し
た
部
分
の
一
節
を
授
業
で
扱

っ
た
。
山
崎
氏
の
鴎
外
論
を
読
む
こ
と
で
彼
ら
の
持
っ
て
い
る
考
え
、
い
わ
ば

授
業
で
や
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
っ
て
満
足
し
て
い
る
考
え
を
、
あ
る

い
は
相
対
化
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
ア
ン

ケ
ー
ト
を
と
っ
た
。
作
品
論
を
提
出
し
な
か
っ
た
生
徒
も
含
め
て
彼
ら
自
身
が

正
直
な
と
こ
ろ
『
舞
姫
』
に
対
し
て
ど
ん
な
距
離
感
を
持
っ
て
い
る
の
か
知
り

た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

問
一
　
あ
な
た
は
、
『
舞
姫
』
の
エ
リ
ス
と
は
ど
ん
な
女
性
だ
と
イ
メ
ー

ジ
し
ま
す
か
。

問
二
　
あ
な
た
は
自
分
は
『
こ
こ
ろ
』
の
先
生
と
、
『
舞
姫
』
の
豊
太
郎

の
ど
ち
ら
に
近
い
と
思
い
ま
す
か
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
で
す
か
。
（
稿
者
注

…
こ
の
質
問
は
、
彼
ら
の
豊
太
郎
へ
の
距
離
感
を
計
る
た
め
に
、
『
こ
こ

ろ
』
の
先
生
を
も
っ
て
き
た
も
の
。
た
だ
し
、
か
え
っ
て
誘
導
的
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
か
も
知
れ
な
い
づ

問
三
　
あ
な
た
は
、
『
舞
姫
』
の
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
は
そ
の
後
ど
う
な
っ

た
と
思
い
ま
す
か
。
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そ
の
結
果
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

　
問
一
で
は
、
エ
リ
ス
を
「
普
通
の
女
性
」
「
優
し
い
女
性
」
と
す
る
も
の
も

多
か
っ
た
が
、
「
エ
リ
ス
は
豊
太
郎
を
衆
づ
る
と
見
て
い
た
」
と
か
、
「
エ
リ
ス

は
白
馬
の
王
子
様
を
求
め
て
い
た
」
と
す
る
意
見
も
あ
っ
た
。
エ
リ
ス
を
結
構

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
見
る
意
見
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
が
、
こ
れ
は
授
業
で
、

「
よ
も
あ
だ
し
名
を
名
の
ら
せ
た
ま
は
じ
」
に
よ
っ
て
、
追
い
つ
め
ら
れ
る
豊

太
郎
を
強
調
し
す
ぎ
た
せ
い
か
？
　
彼
ら
の
印
象
で
は
、
エ
リ
ス
は
随
分
「
恐

い
女
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
気
が
す
る
。

　
問
二
で
は
、
圧
倒
的
に
「
豊
太
郎
」
と
い
う
意
見
が
多
か
っ
た
。
彼
ら
に
と

っ
て
は
「
先
生
」
＝
自
殺
＝
「
決
断
力
が
あ
る
人
」
、
「
豊
太
郎
」
＝
「
優
柔
不
断
な

人
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
壊
せ
な
か
っ
た
（
実
は

「
先
生
」
も
弱
さ
を
持
っ
て
い
る
の
だ
し
、
豊
太
郎
の
「
優
柔
不
断
さ
」
は
、

そ
の
背
後
に
常
に
自
分
で
も
理
解
し
切
れ
て
い
な
い
立
身
出
世
へ
の
欲
求
を
も

っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
）
と
い
う
点
で
は
授
業
と
し
て
は
失
敗
で
あ
っ
た
。

　
問
三
に
つ
い
て
は
色
々
な
意
見
が
出
た
が
、
「
豊
太
郎
は
エ
リ
ス
の
こ
と
を

忘
れ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
「
罪
悪
感
」
の
よ
う
な
も
の

は
一
生
消
え
な
い
だ
ろ
う
と
す
る
意
見
が
多
か
っ
た
。
そ
の
中
に
「
エ
リ
ス
の

所
に
も
ど
る
」
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
の
は
印
象
的
だ
っ
た
。
こ
の
意
見
の
中

に
は
、
今
後
の
豊
太
郎
の
変
容
を
可
能
性
と
し
て
受
け
取
る
彼
ら
の
姿
が
見
て

取
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
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彼
ら
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
っ
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
一

方
で
、
自
分
な
り
の
豊
太
郎
像
を
自
分
に
近
い
位
置
に
持
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
を
『
現
代
文
通
信
』
と
名
づ
け
、
「
ｍ
人
の
太
田
豊
太
郎
達
へ
」
と
サ

ブ
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
プ
リ
ン
ト
に
し
て
（
ｍ
人
は
私
の
受
け
持
っ
て
い
る
生

徒
の
人
数
）
、
高
校
三
年
生
の
授
業
始
め
に
配
っ
た
。
載
せ
る
基
準
は
、
今
回

は
、
論
と
し
て
の
善
し
悪
し
で
は
な
く
、
で
き
る
だ
け
特
徴
的
な
も
の
を
載
せ

る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
生
徒
に
刺
激
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
だ
。

　
そ
れ
以
前
に
も
、
作
文
や
感
想
文
な
ど
を
集
め
て
良
い
も
の
を
プ
リ
ン
ト
に

載
せ
て
い
た
こ
と
は
あ
っ
た
の
だ
が
、
載
る
数
が
少
な
か
っ
た
せ
い
か
、
多
く

の
生
徒
が
興
味
を
示
す
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
（
先
の
『
舞
姫
』
の
作

品
論
の
プ
リ
ン
ト
も
三
名
だ
け
載
せ
て
い
た
。
）

　
そ
れ
が
今
回
の
『
現
代
文
通
信
』
第
一
号
で
は
三
二
名
の
生
徒
の
意
見
を
載

せ
た
せ
い
か
、
生
徒
達
が
静
ま
り
か
え
っ
て
読
み
始
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

意
外
な
手
ご
た
え
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
４
　
他
の
教
材
と
生
徒
の
小
論
文

　
高
校
三
年
生
の
授
業
を
開
始
し
て
間
も
な
く
、
授
業
と
並
行
し
て
、
小
論
文

指
導
を
始
め
た
。

　
こ
こ
で
確
認
す
る
と
、
私
自
身
は
国
語
教
育
に
お
い
て
、
文
学
教
育
の
読
解

教
育
だ
け
が
特
別
な
も
の
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
生
徒
が
表
現
し
て
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始
め
て
、
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
（
特
に
高
校
の
上
級
学
年
の
場

合
）
「
論
」
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
文
学
の
読
解
は
、
表

現
と
も
、
ま
た
評
論
と
も
関
わ
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
我
々

が
小
説
を
読
む
時
、
い
つ
の
ま
に
か
、
別
の
あ
る
評
論
を
内
容
面
・
表
現
・
論

理
展
開
な
ど
、
様
々
な
面
で
応
用
し
な
が
ら
考
え
て
い
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
そ
こ
で
、
で
き
る
だ
け
、
他
の
評
論
教
材
を
応
用
し
な
が
ら
、
生
徒
の
論
を

仕
上
げ
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
た
。
小
論
文
の
最
初
は
、
脳
死
の
是
非
に
つ
い
て

根
拠
を
含
め
て
書
か
せ
、
こ
れ
も
『
現
代
文
通
信
』
第
二
号
と
し
て
、
ま
と
め

た
。

　
四
月
後
半
に
、
蒲
生
芳
郎
氏
の
文
章
（
『
森
鴎
外
－
そ
の
冒
険
と
挫
折
－
』

春
秋
社
、
▽
几
七
四
年
四
月
）
の
一
節
を
読
ま
せ
て
、
生
徒
に
賛
否
の
形
で
意

見
を
書
か
せ
た
。
蒲
生
氏
の
意
見
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
意
見
を
再
び
相
対
化
さ

せ
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
確
た
る
形
で

意
見
を
持
て
ず
に
い
た
生
徒
に
も
、
蒲
生
氏
の
意
見
に
賛
否
を
表
明
す
る
と
い

う
比
較
的
や
り
や
す
い
形
で
意
見
を
書
か
せ
よ
う
と
し
た
。

　
先
の
山
崎
氏
の
文
章
も
そ
う
で
あ
る
が
、
蒲
生
氏
の
文
章
も
作
品
論
と
い
う

よ
り
は
作
家
論
に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
豊
太
郎
は
、
そ
の
経
歴
や

人
物
関
係
か
ら
、
実
在
の
作
家
、
鴎
外
を
思
わ
せ
る
よ
う
に
、
作
品
（
語
り

手
）
に
よ
っ
て
仕
組
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
生
徒
達
が
彼
ら
な
り



に
作
家
論
を
読
ん
で
お
く
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
と
考
え
た
。
ま
た
、
そ
の

中
で
、
生
徒
が
内
的
に
作
品
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
も
、
か
え
っ
て
や
り
や

す
い
と
考
え
た
。

　
蒲
生
氏
の
文
章
の
一
部
を
引
い
て
お
く
。

　
こ
の
、
衝
迫
と
抑
制
と
の
二
重
の
要
求
（
稿
者
注
・
：
自
我
の
疼
き
と
い

う
夢
の
追
求
と
諦
め
）
、
そ
の
間
の
微
妙
な
均
衡
の
上
に
乗
っ
て
書
が
れ

だ
の
が
、
ド
イ
ツ
の
日
々
へ
の
思
い
出
に
か
か
わ
る
青
春
三
部
作
、
青
春

の
意
味
－
現
実
的
な
意
味
－
の
追
求
で
は
な
く
、
そ
の
情
感
の
詠
嘆
と
し

て
の
三
つ
の
創
作
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
鴎
外
の
文
学
上
の
立
場
、
「
芸

術
論
上
の
唯
美
主
義
」
が
、
そ
れ
ら
お
の
ず
か
ら
な
る
青
春
の
な
げ
き
に

作
用
し
た
と
き
、
物
語
は
、
実
生
活
と
の
つ
な
が
り
を
い
っ
そ
う
弱
め
、

人
工
の
空
に
運
び
去
ら
れ
る
。
そ
こ
に
、
明
治
文
学
史
上
類
例
を
絶
し
た

清
新
な
ロ
マ
ン
ス
、
青
春
の
情
感
を
審
美
的
な
措
辞
の
中
に
封
じ
こ
め
た

ロ
マ
ン
ス
が
完
成
す
る
。

　
同
時
に
、
蒲
生
氏
の
文
章
の
中
で
触
れ
ら
れ
て
い
た
、
『
普
請
中
』
を
プ
リ

ン
ト
と
し
て
配
布
し
た
。

　
次
の
文
章
は
、
『
現
代
文
通
信
』
に
載
せ
た
生
徒
の
文
章
で
あ
る
。
（
傍
線
部

は
稿
者
が
授
業
時
に
生
徒
に
注
目
を
促
し
た
部
分
じ
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Ｈ
　
蒲
生
氏
の
意
見
に
賛
成
す
る
。
豊
太
郎
は
、
最
後
ま
で
通
し
て
自
分

の
人
物
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
一
方
で
、
そ
の
Ｉ

「
個
」
の
人
物
と
し
て
こ
貝
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
豊
太
郎
に
不
幸
を
も

た
ら
し
た
が
、
そ
の
事
も
『
舞
姫
』
で
は
、
「
あ
な
あ
は
れ
」
で
済
ま
せ
、

え
て
い
る
。
そ
の
哀
感
（
そ
れ
は
何
も
青
春
の
夢
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、

自
我
と
い
う
も
の
の
拠
り
所
の
な
さ
だ
と
思
う
が
）
、
そ
れ
こ
そ
が
鴎
外

に
文
学
活
動
を
行
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
『
舞
姫
』
作
中
で
は
青
春
の
夢

で
あ
っ
た
ろ
う
、
愛
さ
れ
る
こ
と
だ
っ
た
と
思
う
。
（
Ｗ
・
Ｉ
君
）

　
こ
の
生
徒
の
論
は
、
豊
太
郎
自
身
が
、
自
分
を
「
哀
感
」
で
捉
え
て
し
ま
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
が
鋭
い
と
思
う
。

Ⅲ
　
蒲
生
氏
の
意
見
に
反
対
す
る
。
筆
者
の
主
張
に
は
以
下
の
二
点
で
異

論
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
普
請
中
』
の
一
節
「
こ
こ
は
日
本
だ
」
を
日
本

的
秩
序
に
よ
り
か
か
る
鴎
外
の
意
思
表
示
と
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
『
舞

姫
』
は
鴎
外
と
現
実
と
の
関
係
を
切
り
捨
て
た
抒
情
的
詠
嘆
と
見
て
い
る

点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
二
作
の
関
連
と
相
違
を
見
な
が
ら
こ
の
二
点

を
読
み
解
い
て
い
こ
う
。
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豊
太
郎
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自

分
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を縛

し

て
放

た

れし
鳥

の
運
命

を
哀
感
で
捉

自
身

を
理
解

は
し
て

い
な
≒

そ

の事

は
豊
太

郎
自
身

が
一
貫
し

た
一
個
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『
普
請
中
』
の
渡
辺
は
官
吏
で
あ
り
・
な
が
ら
自
国
を
既
め
ら
れ
た
り
・
、

「
本
当
の
フ
ィ
リ
ス
テ
ル
に
な
り
す
ま
し
て
い
る
」
と
自
分
を
皮
肉
っ
て

み
た
り
す
る
よ
う
に
、
彼
は
心
か
ら
日
本
的
秩
序
の
上
に
い
る
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
「
こ
こ
は
日
本
だ
」
と
心
に
も
な
い
秩
序
を
あ
げ
る
こ
と
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
考
え
方
と
日
本
的
秩
序
の
食
い
違
い
か
ら
生
じ
る
、
女

性
か
ら
の
非
難
を
巧
み
に
か
わ
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
逆
に
日
本
的
秩

序
の
外
に
向
か
う
自
分
を
十
分
意
識
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
言
葉
で
あ
る
。

　
次
に
両
作
品
に
お
け
る
女
性
の
違
い
に
つ
い
て
た
。
『
舞
姫
』
で
は
あ

る

想
化
さ

た

の
は
っ
き
り
し
な
い
無
垢
な
少
女
だ
っ
た
エ
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主
で
あ
り
、
ま
た
、
『
舞
姫
』
も
『
普
請
中
』
も
鴎
外
の
実
体
験
を
下
敷

き
に
し
つ
つ
彼
が
当
時
直
面
し
て
い
た
実
生
活
上
の
苦
難
を
織
り
込
ん
だ

も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
蒲
生
氏
の
い
う
「
文
学
と
現
実
と
の
真
の
か

か
わ
り
合
い
の
追
求
」
は
達
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
僕
に
は
思
え
る
。

（
Ａ
・
Ｆ
君
）

　
こ
の
生
徒
の
論
は
、
彼
な
り
に
作
品
同
士
の
つ
な
が
り
の
中
で
登
場
人
物
を

考
え
た
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
ろ
う
。

　
こ
の
辺
り
か
ら
、
生
徒
が
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
が
幾
つ
か
あ
っ
た
。
一
つ
は

ほ
ぼ
全
員
の
生
徒
が
文
章
を
提
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
あ
る
。
私
が
食
堂
に
い
る
と
き
な
ど
、
何
人
か
の
生
徒
、
そ
れ
も

国
語
好
き
で
も
な
か
っ
た
は
ず
と
思
う
生
徒
ま
で
が
よ
っ
て
き
て
、
『
現
代
文

通
信
』
の
話
題
を
す
る
の
だ
。
「
先
生
、
次
、
お
れ
の
意
見
載
せ
て
や
」
、
「
あ

の
意
見
は
お
か
し
い
ん
ち
ゃ
う
」
。
中
味
は
様
々
だ
が
、
少
な
く
と
も
今
ま
で

の
〈
国
語
フ
ァ
ン
〉
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
層
以
外
の
層
に
『
現
代
文
通
信
』
が
浸

透
し
出
し
て
い
る
と
い
う
手
ご
た
え
が
感
じ
ら
れ
た
。

　
彼
ら
に
と
っ
て
見
れ
ば
受
験
勉
強
の
息
抜
き
（
は
け
口
？
）
と
い
う
と
こ
ろ

も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
「
自
分
の
意
見
が
載
っ
て
友
達
に
読
ん
で
も
ら
え
る
」
と

い
う
の
は
単
純
に
う
れ
し
い
も
の
ら
し
い
。
ま
た
、
あ
る
生
徒
は
「
一
つ
の
事

柄
で
も
、
こ
ん
な
に
違
う
見
方
が
あ
る
ん
で
す
ね
」
と
言
っ
て
い
た
。

公
を
相
手
に
渡
り
合
う
成
熟
し
た
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
『
舞
姫
』

で
の
エ
リ
ス
は
い
わ
ば
、
鴎
外
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
体
験
し
か
「
個
の
解
放
、

自
由
な
生
き
方
」
の
象
徴
と
読
む
こ
と
が
出
来
た
。
な
ら
ば
、
こ
の
エ
リ

ス
の
成
長
ぶ
り
は
鴎
外
の
内
面
で
、
た
だ
漠
然
と
し
た
憧
れ
の
対
象
で
あ

っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
が
、
し
ば
ら
く
時
間
と
距
離
を
置
く
こ
と
で
よ
り

現
実
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
と
も
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
念
が
あ
ま
り
に
強
い
為
に
、
鴎
外
は

「
日
本
的
秩
序
」
と
い
う
仮
面
を
か
ぶ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
鴎
外
は
日
本
的
秩
序
を
隠
れ
蓑
に
し
た
自
由
思
想
の
持
ち

リ
ス
が

⊇

昌
雨中
に

で
は
他

の
男

性
の
存
在
を
ち
ら

つ
か
せ
な

が
ら
主
人



　
こ
れ
は
「
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
」
状
態
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
、
　
よ
、
と
指
示
し
た
。
問

い
か
に
教
師
が
う
ま
く
棹
さ
し
て
や
れ
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
だ
ろ
う
。
そ
う
す
れ

ば
、
生
徒
達
は
、
意
外
に
ス
ト
ラ
イ
ク
ゾ
ー
ン
の
中
に
入
っ
て
来
て
く
れ
る
よ

う
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
『
現
代
文
通
信
』
配
布
時
に
何
人
か
の
生
徒
の
意
見
を
読

み
上
げ
て
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
良
か
っ
た
と
か
、
こ
う
す
れ
ば
も
っ
と
良
く

な
る
と
か
い
う
ア
ナ
ウ
ン
ス
メ
ン
ト
は
す
る
。
提
出
物
の
返
却
の
時
に
す
べ
て

の
生
徒
に
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

　
む
し
ろ
、
生
徒
個
々
人
が
「
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
」
を
受
け
と
め
つ
つ
、
山

崎
正
和
氏
、
蒲
生
芳
郎
氏
、
そ
し
て
他
の
生
徒
の
『
舞
姫
』
に
つ
い
て
の
考
え

方
を
前
に
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
読
み
深
め
を
行
っ
て
い
く
か
が
重
要
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
生
徒
達
は
、
次
第
に
自
分
の
中
で
の
読
み
深
め

を
行
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。
教
師
と
し
て
の
私
は
そ
の
中
で
、
い
か
に

「
語
り
手
」
と
し
て
の
「
今
」
の
豊
太
郎
に
、
自
然
な
形
で
注
目
さ
せ
て
や
る

か
が
問
題
で
あ
っ
た
。

　
や
が
て
、
五
月
末
頃
、
私
は
「
ラ
ス
ト
舞
姫
」
と
題
し
て
、
『
舞
姫
』
に
関

す
る
最
後
の
課
題
を
彼
ら
に
出
し
た
。
前
回
の
課
題
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
蒲
生
氏

の
考
え
に
賛
否
を
明
ら
か
に
す
る
形
で
の
読
み
深
め
、
自
分
の
意
見
の
形
成
に

あ
っ
た
の
だ
が
、
今
回
は
、
彼
ら
白
身
が
『
舞
姫
』
を
ど
う
評
価
す
る
か
を
問

お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
他
の
生
徒
の
論
や
山
崎
氏
、
蒲
生
氏
の
論

を
利
用
し
て
も
良
い
が
、
発
展
的
に
継
承
す
る
か
、
批
判
的
に
継
承
す
る
か
せ

　
　
　
　
　
『
舞
姫
』
授
業
と
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
試
論

い
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
・

問
　
『
舞
姫
』
は
面
白
い

作

口
叩
で
あ
る
か
否
か
、
根
拠
を
挙
げ
て
論
ぜ
よ
。

　
同
時
に
、
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
高
一
と
高
三
で
、
そ
れ
ぞ
れ
学
習
し
た
鷲
田
清

一
氏
の
論
（
『
じ
ぶ
ん
・
こ
の
不
思
議
な
存
在
』
講
談
社
現
代
新
書
、
▽
几
九

六
年
七
月
）
の
中
に
あ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
考
え
方
を
参
照
す
る
よ
う
促

し
た
。
ま
た
、
作
品
中
の
「
あ
あ
」
と
い
う
感
嘆
詞
が
手
記
執
筆
時
の
詠
嘆
で

あ
る
こ
辻
を
確
認
し
た
。

　
以
下
に
、
一
人
の
生
徒
の
論
を
挙
げ
る
（
傍
線
部
は
こ
の
生
徒
が
他
者
の
意

見
を
応
用
し
つ
つ
論
を
組
み
立
て
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分
）
。
が
、
そ
の
前
に
、

次
の
生
徒
が
先
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
書
い
て
い
た
エ
リ
ス
像
は
、
以
下
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
。

人
生
に
は
枠
が
あ
る
。
そ
の
枠
は
、
エ
リ
ス
の
住
む
裏
町
で
あ
り
、
母
親

で
あ
り
・
、
団
長
で
あ
っ
た
。
決
し
て
壊
せ
な
い
そ
の
枠
の
強
さ
に
エ
リ
ス

は
涙
し
た
。
そ
し
て
、
同
時
に
「
白
馬
に
乗
っ
た
王
子
様
」
の
到
来
を
望

ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
豊
太
郎
王
子
が
や
っ
て
来
た
。
し
か
し
、
そ

の
王
子
様
に
は
日
本
国
に
子
供
を
思
う
お
妃
が
い
て
、
帰
国
を
望
む
政
府

が
あ
っ
て
、
「
門
限
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
　
『
舞
姫
』
授
業
と
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
試
論

さ
て
、
生
徒
の
読
み
深
め
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
。

Ⅳ
　
①
『
舞
姫
』
と
い
う
作
品
で
豊
太
郎
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
わ
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

で
は
、
エ
リ
ス
の
豊
太
郎
へ
の
愛
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

　
－
⑤
は

じ
め
は
豊
太
郎
は
エ
リ
ス
に
と
っ
て
、
自
分
を
苦
境
か
ら
救
い
だ
し
て
く

れ
る
「
手
段
」
で
し
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
⑥
し
か
し
、
最
後
に
、

豊

郎
に
「

か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

し
て
い
る
の
を
見
る
と
、

て
い
た
か
否
か
と
い
え
ば
、
僕
は
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。

　
自
分
が
母
親
や
上
司
と
い
っ
た
「
日
本
の
秩
序
・
体
制
」
と
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
行
っ
て
か
ら
直
面
し
た
「
自
由
に
生
き
た
い
」
と
い
う
想
い
・
夢

の
間
で
揺
れ
る
弱
い
存
在
だ
と
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
エ
リ

ス
を
捨
て
る
際
に
非
常
に
迷
っ
た
の
だ
ろ
う
。
②
し
か
し
、
手
記
を
書
い

て
い
る
時
点
で
の
豊

「
あ
あ
」
と
い
う
感
大

郎
は
そ
の

に
気
付
き
、
そ
れ
を

詞
を
多
用
し
て

い
て
い
る
。

肉
り
、
か
つ

し
か
し
、
そ
の
「
弱
き
自
己
」
は
本
当
に
、
豊
太
郎
の
真
の
姿
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
僕
は
違
う
と
思
う
。
③
豊
太
郎
は

結
局
「

は
り
は
べ
り
」
と

凡
て
し
ま
っ
て
い
る
。
豊
太
郎
の
原
型
と

考
え
ら
れ
る
森
鴎
外
白
身
も
帰
国
後
、
日
本
の
秩
序
に
参
加
し
、
そ
の
改

良
・
発
展
に
努
め
、
官
僚
、
軍
医
と
し
て
成
功
を
納
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、

④
「
日
本
の
体
制
」
と
「
夢
」
で
揺
れ
動
い
た
の
は
、
後
者
か
ら
前
者
へ

と
移
っ
て
い
く
自
己
形
成
の
途
中
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
・
、
そ
の
「
体
制

「
自
己
」
に
と
っ
て
絶
対
に
必
要
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
僕
は
『
舞
姫
』
の
単
な
る
古
文
調
の
文
体
に
よ
る
耽
美
的
な
美
し
さ
で

は
な
く
、
自
分
を
作
り
き
れ
な
か
っ
た
豊
太
郎
の
悲
劇
、
こ
う
し
た
エ
リ

ス
と
豊
太
郎
の
心
の
す
れ
違
い
の
悲
劇
と
い
う
も
の
が
、
最
も
注
目
す
べ

き
所
だ
と
思
い
、
面
白
い
作
品
だ
と
思
う
。
（
Ｙ
・
Ｎ
君
）

　
傍
線
部
①
・
②
・
③
、
特
に
②
は
、
先
に
挙
げ
た
Ｈ
の
Ｗ
・
Ｉ
君
等
の
意
見

を
吸
収
し
て
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
④
は
そ
の
結
果
彼
が
到
達
し
た
豊
太
郎
像

を
示
し
て
い
る
。
③
は
彼
が
か
つ
て
ア
ン
ケ
ー
ト
に
書
い
て
い
た
意
見
で
あ
る
。

⑥
は
、
読
み
深
め
の
結
果
、
Ⅲ
の
Ａ
・
Ｆ
君
の
意
見
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
も
、

『
舞
姫
』
の
中
で
の
人
物
の
成
長
・
変
化
を
踏
ま
え
て
、
Ａ
・
Ｆ
君
の
意
見
を

も
、
そ
し
て
⑤
の
自
分
の
意
見
を
も
乗
り
越
え
て
、
彼
が
到
達
し
か
エ
リ
ス
像

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
が
他
者
の
意
見
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
自

分
な
り
に
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
彼
の
読
み
の
成
長
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
仮
の
姿
で
は
な
い
の
か
。

か

ら
離

れ
て
生
き

よう

と

いう
想

い
の
最
後

の
対
象
と

な
っ
た
の

が
工

リ
ス
で
は

な
かっ

た
か

そ

れ
は
し
ょ
せ

ん
は
底

に
あ

る
本
物

の
ア
イ

デ

豊
太
郎

は

工
リ
ス
に
と
っ

て
か
け

が
え

の
な

い
大
切

な
人

工
リ
ス

の

Ｃ

八

t2二

うヽ

リ

うヽ

ヒ

ハ

と

よ

｀ゝ

亮

ま

ﾋ）

ｙ

つ

Ｃ

八

ン

yヽ

つ

ヒ

ヒ

竺

う



５
　
結
び
に
か
え
て

　
本
当
は
『
舞
姫
』
の
授
業
の
中
で
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
行
わ
れ
る
べ
き

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
通
り
の
授
業
が
終
わ
っ
た
後
だ
っ
た

こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
他
の
教
材
や
他
者
の
意
見
を
参
照
し
な
が
ら
、

『
舞
姫
』
を
彼
ら
白
身
が
再
読
す
る
視
点
を
獲
得
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
と
も
思
う
。

　
彼
ら
の
立
て
た
論
は
必
ず
し
も
、
私
の
立
て
た
論
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
教
育
現
場
で
小
説
を
読
む
以
上
、
そ
こ
で
は
あ
る
種
の
ス
ト
ラ
イ
ク

ゾ
ー
ン
（
論
自
体
の
整
合
性
・
語
り
手
に
対
す
る
読
み
と
作
品
の
他
の
部
分
へ

の
整
合
性
の
幅
）
は
設
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
ス
ト
ラ
イ
ク
ゾ
ー

ン
ヘ
、
彼
ら
自
身
の
気
づ
き
に
よ
っ
て
、
到
達
さ
せ
る
た
め
に
、
私
は
彼
ら
白

身
の
「
論
」
を
交
差
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
用
い
た
。

　
教
師
の
「
読
み
」
も
常
に
絶
対
で
は
な
い
。
し
か
し
、
生
徒
は
「
論
」
を
交

差
さ
せ
、
読
み
深
め
て
い
く
過
程
で
、
自
分
の
力
で
「
手
記
を
書
く
今
の
豊
太

郎
の
無
自
覚
さ
」
に
注
目
し
始
め
た
。
私
は
そ
れ
を
今
回
の
『
舞
姫
』
に
お
け

る
、
ス
ト
ラ
イ
ク
ゾ
ー
ン
の
中
心
と
し
て
設
定
し
た
。

　
無
論
、
手
記
の
冒
頭
、
書
き
手
と
し
て
崩
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
建
て

直
し
を
図
る
豊
太
郎
に
注
目
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も

「
語
り
手
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
生
徒
を
縛
る
こ
と
（
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
に

　
　
　
　
　
『
舞
姫
』
授
業
と
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
試
論

教
え
る
こ
と
）
が
良
い
こ
と
だ
と
は
思
わ
な
い
。
む
し
ろ
自
然
に
生
徒
の
目
が

「
語
り
手
」
に
行
く
よ
う
に
す
べ
き
と
考
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
な
ぜ
書
く
か
」

と
い
う
問
い
を
私
は
し
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
か
ら
の
豊
太
郎
に
対
す
る
評
価
は
各
生
徒
に
よ
っ
て
分
か
れ
る
。
あ
る

生
徒
は
「
Ｖ
　
豊
太
郎
は
『
自
我
』
を
心
の
中
で
理
解
し
て
い
て
も
ど
こ
か

『
権
力
』
に
縛
ら
れ
続
け
る
。
今
の
大
部
分
の
日
本
人
に
と
っ
て
同
様
の
こ
と

が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
自
己
の
た
め
に
他
人
の
意
見
に
同
意
す
る
。
嫌
わ

れ
た
く
な
い
の
で
便
乗
す
る
。
し
か
も
そ
の
こ
と
に
い
つ
も
意
識
的
で
は
な
い

僕
た
ち
。
そ
う
考
え
る
と
豊
太
郎
は
近
代
日
本
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
も
思

え
た
。
僕
は
将
来
た
と
え
孤
独
を
味
わ
っ
て
も
『
権
力
』
に
屈
す
る
こ
と
な
い

自
分
で
あ
り
た
い
と
思
う
。
（
Ｓ
・
Ｎ
君
）
」
と
書
い
て
い
た
。
ま
た
、
あ
る
生

徒
は
『
舞
姫
』
を
読
み
深
め
る
過
程
で
、
自
分
の
無
意
識
の
欲
望
の
問
題
に
つ

い
て
深
く
考
え
、
法
学
部
志
望
（
官
僚
的
な
も
の
へ
の
志
向
）
に
つ
い
て
考
え

直
し
、
教
育
学
部
心
理
学
専
攻
へ
と
将
来
の
志
望
を
変
更
し
た
。
私
は
こ
れ
ら

に
、
作
品
の
力
に
よ
る
生
徒
の
〈
私
〉
が
揺
ら
ぐ
様
を
見
る
。

深
谷
純
一
氏
は
そ
の
編
著
書
『
カ
キ
ナ
ー
腿
』
の
中
で
、
「
ゆ
る
や
か
さ
」

を
言
わ
れ
る
。
深
谷
氏
の
言
わ
れ
る
「
ゆ
る
や
か
さ
」
は
教
室
と
い
う
場
に
お

け
る
、
教
師
の
権
力
的
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
方
向
を
強
め
す
ぎ
な
い
こ
と
だ
と
思

う
。
私
も
同
意
見
だ
が
、
そ
の
ゆ
る
や
か
さ
の
質
が
問
わ
れ
て
い
る
の
が
、
現

在
の
国
語
教
育
界
を
取
り
巻
く
状
況
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
す
る
私
な
り
の
答
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『
舞
姫
』
授
業
と
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
試
論

え
の
つ
も
り
で
も
あ
る
。

　
た
だ
し
、
ま
だ
考
え
る
べ
き
点
は
多
い
。
こ
れ
ら
の
実
践
が
生
徒
達
に
「
自

分
の
こ
と
ば
を
く
ぐ
ら
せ
付
」
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
私
は
彼
ら
な
り
の
読
み
深
め
を
彼
ら
の
成
長
（
「
他
者
」
と
の
出
会

い
）
と
取
っ
て
お
き
た
い
。

　
生
徒
・
教
師
は
、
互
い
を
映
し
合
っ
て
、
成
長
し
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る

と
、
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
視
点
か
ら
、
今
後
も
実
践
を
考
え
て
い
き
た
い
。

注①
　
田
中
実
氏
は
客
観
的
対
象
と
し
て
の
〈
本
文
〉
を
「
了
解
不
能
の
《
他
者
》
」
と

　
し
て
、
己
の
理
解
に
基
づ
く
「
私
の
中
の
他
者
」
と
区
別
さ
れ
、
「
私
の
中
の
他
者
」

　
を
克
服
す
る
「
読
む
」
と
い
う
動
的
過
程
に
お
い
て
〈
私
〉
が
明
ら
か
に
な
る
と
さ

　
れ
て
い
る
（
フ
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
〉
＝
『
還
元
不
可
能
な
複
数
性
』
を
超
え
て
」

　
『
小
説
の
力
』
大
修
館
書
店
・
一
九
九
六
年
二
月
）
。
稿
者
も
こ
の
意
見
に
し
た
が
っ

　
て
お
き
た
い
。
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
他
者
」
と
は
「
了
解
不
能
の
《
他
者
》
」

　
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
教
室
に
お
い
て
、
他
人
（
他
の
ク
ラ

　
ス
メ
ー
ト
・
教
師
）
の
読
み
が
（
田
中
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
）
「
了
解
不
能
の

　
《
他
者
》
」
と
し
て
顕
在
化
す
る
場
面
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
を
払
っ
て
お
く
必
要
が

　
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
了
解
不
能
の
《
他
者
》
」
に
も
二
通
り
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ

　
れ
が
「
私
の
中
の
他
者
」
を
倒
壊
さ
せ
う
る
働
き
を
持
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
。

②
　
田
中
実
氏
「
多
層
的
意
識
構
造
の
中
の
〈
劇
作
者
〉
」
（
前
掲
書
）
。
と
こ
ろ
で
、

　
稿
者
は
豊
太
郎
が
手
記
を
書
こ
う
と
し
た
理
由
を
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

　
掘
り
下
げ
る
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
Ｉ
の
Ｄ
・
Ｍ
君
が
書
く
よ
う
に
「
他
人
に
わ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

っ
て
ほ
し
か
っ
た
」
と
い
う
部
分
が
大
き
い
と
考
え
て
い
る
。
手
記
の
中
で
豊
太
郎

が
自
分
の
勤
め
る
と
こ
ろ
を
「
某
省
」
と
表
現
し
、
自
分
と
仲
の
悪
い
留
学
生
仲
間

を
「
そ
の
名
を
指
さ
ん
は
は
ば
か
り
あ
れ
ど
」
と
表
現
す
る
の
が
そ
の
証
拠
と
な
ろ

う
か
。
こ
の
手
記
は
他
へ
と
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
「
天
方
」
・
「
相
沢
」
な
ど

　
は
実
名
で
な
く
仮
名
と
考
え
れ
ば
わ
か
り
や
す
か
ろ
う
じ
そ
し
て
、
そ
れ
は
己
の

　
あ
ま
り
の
辛
さ
の
故
に
こ
そ
、
誰
か
に
わ
か
っ
て
欲
し
か
っ
た
か
ら
だ
っ
た
と
稿
者

　
は
考
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
、
他
へ
開
か
れ
た
文
章
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ま
た
、
豊

　
太
郎
の
手
記
の
末
尾
、
「
彼
を
憎
む
二
占
一
の
心
」
は
「
公
」
批
判
に
も
な
っ
て
い
る

　
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
か
ら
以
降
の
授
業
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
部
分
で
は
必

　
ず
し
も
「
『
語
る
理
由
』
『
書
く
理
由
』
に
触
れ
ね
ば
小
論
文
と
し
て
認
め
な
い
」
と

　
い
う
姿
勢
は
と
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
生
徒
に
「
語
り
手
」
に
注
目
す
る
「
読

　
み
」
を
強
制
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
も
方
法
の
一
つ
だ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
、
語
り

　
手
（
手
記
を
書
く
現
在
の
豊
太
郎
）
の
無
自
覚
性
の
部
分
に
で
き
る
だ
け
自
然
な
形

　
で
注
目
し
て
欲
し
い
と
い
う
〈
密
か
な
欲
望
〉
を
授
業
者
で
あ
る
稿
者
は
抱
い
て
い

　
た
。

③
　
幸
田
国
広
氏
「
〈
読
み
方
〉
指
導
の
再
定
義
－
『
舞
姫
』
指
導
の
今
日
的
展
開
－
」

　
（
『
日
本
文
学
』
二
〇
〇
一
年
八
月
号
）
に
お
い
て
幸
田
氏
の
実
践
さ
れ
た
課
題
の
出

　
し
方
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
た
だ
し
、
幸
田
氏
は
教
室
に
お
け
る
垂
直
方

　
向
の
、
縦
の
関
係
の
重
要
性
を
説
か
れ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
重
要
だ
と
し
て
も
、
稿

　
者
と
し
て
は
、
む
し
ろ
教
室
の
水
平
方
向
の
、
横
の
関
係
に
即
し
て
、
指
導
を
考
え

　
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
縦
の
関
係
に
よ
る
実
践
の
後
で
、
横

　
の
関
係
に
注
目
し
た
実
践
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

④
　
深
谷
純
一
氏
『
カ
キ
ナ
ー
ー
レ
』
（
東
方
出
版
こ
Ｉ
〇
〇
一
年
十
月
）
。
深
谷
氏
は
表

　
現
指
導
に
お
け
る
教
室
の
雰
囲
気
作
り
に
関
し
て
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
文
学

　
教
育
に
関
し
て
も
、
同
様
の
「
ゆ
る
や
か
さ
」
は
必
要
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と

　
稿
者
は
考
え
る
。
そ
の
中
で
、
は
じ
め
て
生
徒
は
間
達
に
発
言
し
、
意
見
を
述
べ
、



　
論
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
た
だ
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
文
学
作
品

　
の
読
み
を
問
う
場
合
に
は
、
そ
の
生
徒
の
読
み
の
妥
当
性
を
厳
し
く
指
導
す
る
必
要

　
性
も
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
同
時
に
実
現
す
る
方
法
と
し
て
、
本
稿
で
の
、
論
の

　
交
差
を
考
え
た
。

⑤
　
藤
原
和
好
氏
「
文
学
教
育
の
最
近
の
動
向
と
今
後
の
展
望
」
（
『
日
文
協
国
語
教

　
育
』
三
五
号
・
二
〇
〇
五
年
六
月
）
。
藤
原
氏
に
よ
れ
ば
、
「
他
者
と
の
出
会
い
」
を

　
上
滑
り
の
操
作
に
し
な
い
た
め
に
「
自
分
の
言
葉
を
く
ぐ
ら
せ
る
」
こ
と
が
必
要
だ

　
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
実
践
の
後
で
、
藤
原
氏
の
「
語
り
合
う
文
学

　
教
育
」
（
例
え
ば
藤
原
和
好
氏
「
『
読
み
深
め
』
を
問
い
直
す
」
『
語
り
合
う
文
学
教

　
育
』
第
三
号
二
〇
〇
四
年
一
二
月
）
と
い
う
お
考
え
を
知
っ
た
。
今
後
の
実
践
の
参

　
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
た
だ
し
、
本
稿
で
目
指
し
た
も
の
は
、
生
徒
一
人
一

　
人
が
他
者
の
意
見
を
前
に
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
自
分
の
読
み
を
更
新
さ
せ
ら
れ

　
る
か
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
「
論
」
を
組
み
立
て
さ
せ
、
交
差
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
生
徒
は
安
易
に
感
想
を
漏
ら
す
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
「
声
」
は
彼

　
ら
な
り
に
練
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
と
稿
者
は
考
え
て
い
る
。

（
付
記
）
　
本
稿
は
第
二
十
五
回
日
本
文
学
協
会
研
究
発
表
大
会
（
於
奈
良
教
育
大
学
）

　
　
　
　
で
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
も
と
に
し
て
い
る
。
席
上
、
ま
た
会
の
後
で
、
御

　
　
　
　
意
見
を
賜
っ
た
多
く
の
方
々
に
感
謝
す
る
。

『
舞
姫
』
授
業
と
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
試
論

五
三
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