
「
理
解
」
の
た
め
の
評
論
文
指
導

「
理
解
」
の
た
め
の
評
論
文
指
導

は
じ
め
に

「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
な
ど
を
例
に
し
て

　
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
二
〇
〇
六
年
度
ま
で
三
年
間
、
県
立
高
柘
に
勤
務
し
、

二
〇
〇
七
年
度
か
ら
は
、
国
立
大
学
の
附
属
学
大
辻
勤
務
し
て
い
る
。
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
学
校
が
変
わ
れ
ば
、
学
校
を
と
り
・
ま
く
状
況
や
生
徒
の
学
力
な

ど
が
異
な
る
た
め
、
た
と
え
同
一
の
教
材
を
用
い
た
と
し
て
も
、
指
導
の
方
法

は
異
な
る
。
そ
の
一
方
で
、
ど
ち
ら
の
学
校
で
も
、
生
徒
の
語
彙
力
が
乏
し
く
、

難
解
な
単
語
が
並
ぶ
と
、
途
端
に
理
解
不
能
に
陥
っ
て
し
ま
う
場
面
に
何
度
か

遭
遇
し
た
。
本
稿
で
は
、
特
に
高
等
学
校
現
代
文
分
野
に
お
け
る
評
論
文
指
導

の
実
践
例
を
紹
介
す
る
が
、
評
論
文
教
材
に
つ
い
て
生
徒
に
感
想
を
求
め
る
と
、

「
難
し
い
言
葉
ば
か
り
で
、
全
然
わ
か
ら
な
い
。
読
む
気
に
な
ら
な
い
。
」
と
訴

え
る
こ
と
が
多
い
。
現
代
文
分
野
と
い
え
ど
も
、
生
徒
達
に
と
っ
て
は
、
英
語

や
古
文
に
近
い
感
覚
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
評
論
文
指
導

口
‥

力

七
〇

藤
　
　
直
　
　
志

の
な
か
で
も
、
難
解
な
語
、
特
に
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
や
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」

な
ど
と
い
っ
た
抽
象
概
念
を
生
徒
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
指
導
方

法
を
用
い
た
の
か
を
中
心
に
報
告
す
る
。

　
ま
た
、
実
際
の
教
育
現
場
で
は
、
進
路
指
導
、
生
徒
指
導
な
ど
と
連
動
し
な

が
ら
教
科
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ

と
と
す
る
。

一
、
教
科
指
導
の
背
景
に
あ
る
も
の

　
と
り
わ
け
普
通
科
高
校
に
お
い
て
は
、
進
路
指
導
と
教
科
指
導
が
一
体
化
し

て
い
る
面
が
あ
る
た
め
、
教
科
指
導
の
実
践
報
告
の
前
に
、
前
任
校
で
の
進
路

指
導
部
の
業
務
に
触
れ
て
お
く
。
私
自
身
、
二
〇
〇
六
年
度
第
二
学
年
進
路
指

導
部
の
一
員
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
業
務
を
実
際
に
担
当
し
た
。

　
　
（
口
補
習
授
業
や
学
習
会
に
関
す
る
業
務
（
生
徒
募
集
、
ク
ラ
ス
編
成
、



　
　
時
間
割
作
成
な
ど
）

つ
こ
模
擬
試
験
に
関
す
る
業
務
（
学
校
で
実
施
す
る
際
の
使
用
教
室
の

　
　
割
り
振
り
、
業
者
と
の
折
衝
、
成
績
処
理
、
傾
向
分
析
な
ど
）

言
一
）
進
路
意
識
向
上
の
た
め
の
業
務
（
進
路
ニ
ュ
ー
ス
作
成
、
進
路
資

　
　
料
の
提
供
、
大
学
説
明
会
へ
の
参
加
な
ど
）

（
四
）
進
路
相
談
に
関
す
る
業
務
（
進
路
希
望
調
査
の
実
施
・
集
計
、
個

　
　
別
相
談
な
ど
）

（
五
）
就
業
体
験
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）
に
関
す
る
業
務
（
イ
ン
タ
ー

　
　
ン
シ
ッ
プ
推
進
会
議
へ
の
出
席
、
受
け
入
れ
先
事
業
所
と
の
折
衝
、

　
　
生
徒
へ
の
指
導
な
ど
）

（
六
）
就
職
に
関
す
る
業
務
（
公
共
職
業
安
定
所
と
の
情
報
交
換
、
求
人

　
　
票
の
整
理
、
面
接
指
導
な
ど
）

「
大
学
全
柚
」
時
代
を
控
え
、
大
学
進
学
が
比
較
的
容
易
に
な
り
つ
つ
あ
る

な
か
、
前
任
校
に
は
、
大
学
進
学
を
希
望
す
る
生
徒
だ
け
で
は
な
く
、
専
門
学

校
進
学
や
就
職
を
希
望
す
る
生
徒
も
一
定
数
お
り
、
「
自
分
に
と
っ
て
本
当
に

納
得
で
き
る
進
路
」
を
考
え
さ
せ
た
り
、
安
易
な
選
択
の
結
果
、
フ
リ
ー
タ
ー

や
ニ
ー
ト
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
を
主
眼
に
お
い
て
指
導
し
た
。

例
え
ば
、
⊇
こ
の
進
路
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
大
学
入
試
の
制
度
の
解
説
の
ほ
か
、

正
規
の
職
員
・
従
業
員
と
パ
ー
ト
ー
ア
ル
バ
イ
上
雇
用
者
と
の
収
入
格
差
を
表

し
た
グ
ラ
フ
な
ど
を
掲
載
し
、
進
路
意
識
の
向
上
を
目
指
し
た
。

　
　
　
　
　
「
理
解
」
の
た
め
の
評
論
文
指
導

　
ま
た
、
現
在
の
多
く
の
高
校
に
お
け
る
進
路
指
導
に
お
い
て
、
避
け
て
通
れ

な
い
こ
と
が
あ
る
。
先
程
、
「
大
学
全
入
」
時
代
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
が
、

高
校
に
お
い
て
は
、
既
に
全
心
時
代
を
迎
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
近
年
の
生
徒

数
の
減
少
も
加
わ
り
、
多
く
の
学
校
が
安
定
的
に
入
学
希
望
者
を
集
め
る
こ
と

に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
卒
業
後
の
進
路
を
保
証
す
る
こ

と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
多
く
の
保
護
者
（
や
生
徒
）
に
と
っ
て
、
過
去
の

進
路
実
績
は
、
行
事
や
部
活
動
の
取
り
組
み
以
上
に
、
学
校
を
評
価
す
る
大
き

な
指
標
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
普
通
科
高
校
で
は
、

「
進
路
指
導
＝
教
科
指
導
＝
受
験
指
導
」
と
な
る
傾
向
が
あ
り
、
よ
り
端
的
に

言
え
ば
高
校
が
予
備
校
化
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
起

こ
っ
た
の
が
、
必
履
修
科
目
の
未
履
牡
や
合
格
者
数
の
水
増
レ
と
い
っ
た
問
題

で
あ
る
。

　
本
稿
で
紹
介
す
る
実
践
報
告
も
、
こ
の
よ
う
な
現
状
と
全
く
無
関
係
で
は
な

い
た
め
、
は
じ
め
に
触
れ
て
お
く
こ
と
と
し
た
。

二
、
評
論
文
指
導
の
実
践
例
①
　
上
回
任
校
の
場
合
～

対
象
二
度
知
県
立
岡
崎
乗
高
等
学
校
第
一
学
年
（
二
〇
〇
五
年
度
）

科
目
二
国
語
総
合

使
用
教
材
こ
鴬
田
清
一
「
自
分
・
こ
の
不
思
議
な
存
牡
」

ね
ら
い
‥
ａ
．
漢
字
の
読
み
書
き
や
語
彙
力
の
向
上
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二



　
　
　
　
　
「
理
解
」
の
た
め
の
評
論
文
指
導

　
　
　
　
　
ｂ
．
評
論
文
を
正
確
に
読
解
す
る
力
を
つ
け
る
。

　
　
　
　
　
ｃ
．
抽
象
的
な
内
容
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
、
思
考
力
を
つ
け

　
　
　
　
　
　
　
る
。

　
ク
ラ
ス
の
展
開
・
分
割
な
ど
を
行
わ
ず
に
授
業
を
行
っ
た
た
め
、
対
象
生
徒

数
は
各
ク
ラ
ス
約
四
十
名
。
従
っ
て
、
通
常
の
講
義
形
式
で
授
業
を
実
施
し
た
。

紙
幅
の
都
合
上
、
す
べ
て
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
一
部
分
に
絞

っ
て
実
践
例
を
報
告
す
る
。
教
材
の
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
わ
た
し
が
だ
れ
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

　
　
は
、
わ
た
し
が
だ
れ
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
だ
れ
を
自
分
と
は

　
　
異
な
る
も
の
（
他
者
）
と
見
な
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
背
中
合
わ

せ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
た
し
が
（
ア
）
そ
れ

に
よ
っ
て
他
者
と
の
差
異
を
確
認
す
る
そ
の
（
イ
）
意
味
の
軸
線
が
わ
た

し
た
ち
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
軸
線
が
（
ウ
）

そ
の
形
成
の
歴
史
を
忘
却
し
て
「
自
然
」
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
（
こ
こ

か
ら
「
自
然
」
が
規
範
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
始
め
る
）
、
そ
れ
を
共
有

し
な
い
も
の
は
、
わ
た
し
た
ち
で
は
な
い
も
の
＝
「
普
通
」
で
な
い
も
の

と
し
て
否
認
さ
れ
る
。
「
普
通
」
と
い
う
こ
と
は
（
于
世
界
の
解
釈
の

一
体
系
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

で
あ
る
。
（
オ
）
わ
た
し
た
ち

自

の
存
在
に
斟

を
与
え
て
い
く
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

　
　
－

　
　
る
。
そ
れ
は
、
常
に
解
釈
の
規
準
を
提
示
し
、
そ
れ
を
共
有
で
き
な
い
も

　
　
の
は
排
除
し
、
そ
れ
を
は
ず
れ
る
も
の
に
は
欠
陥
と
か
劣
性
と
い
っ
た
否

　
　
定
的
な
ま
な
ざ
し
の
も
と
で
自
ら
を
見
る
こ
と
を
強
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
コ
三
頁
十
五
行
目
～
コ
ー
四
頁
九
行
恥
）

　
一
読
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
哲
学
的
で
難
解
な
文
章
で
あ
る
。
昨
今
の
大

学
入
試
、
ま
た
そ
の
影
響
下
に
あ
る
、
予
備
校
な
ど
が
実
施
す
る
模
擬
試
験
で

は
（
高
一
・
二
向
け
の
も
の
で
あ
っ
て
も
）
、
こ
の
よ
う
な
文
章
が
頻
繁
に
出

題
さ
れ
る
。
高
等
学
校
、
と
り
わ
け
普
通
科
に
お
け
る
評
論
文
の
授
業
で
は
、

こ
う
し
た
文
章
を
読
み
取
る
力
を
付
け
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
授
業
の
展
開
は
次
の
通
り
。
（
二
範
読
↓
つ
こ
難
解
語
・
重
要
語
の
確
認

↓
⊇
一
）
生
徒
に
よ
る
音
読
↓
（
四
）
発
問
・
補
足
説
明
・
板
書
↓
（
五
）
評
価
。

以
下
、
詳
細
を
述
べ
る
。

（
口
範
読

　
読
み
方
が
わ
か
ら
な
い
漢
字
に
振
り
仮
名
を
つ
け
る
よ
う
指
示
し
た
上
で
、

教
師
が
範
読
を
す
る
。

二
一
）
難
解
語
・
重
要
語
の
確
認

　
難
解
語
・
重
要
語
を
教
師
が
指
摘
す
る
。
生
徒
を
指
名
し
、
意
味
を
問
う
。

わ
か
ら
な
い
場
合
は
、
国
語
辞
典
で
調
べ
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
辞
書
に
よ
る
説

明
で
は
分
か
り
に
く
い
語
や
、
よ
り
丁
寧
に
説
明
し
た
い
語
に
つ
い
て
は
、

（
四
）
の
段
階
で
説
明
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
引
用
箇
所
で
い
え
ば
、
「
差
異
」

プ
ロ
セ
ス
は

だ
か

ら
同
時

に

き

わ

め
て

政
治
的
な

プロ

セ
ス
で
も
あ



「
軸
線
」
「
忘
却
」
「
規
範
」
「
否
認
」
「
劣
性
」
な
ど
の
意
味
を
確
認
さ
せ
た
。

（
四
）
発
問
（
生
徒
を
指
名
し
て
答
え
さ
せ
た
も
の
）
・
補
足
説
明
（
生
徒
を
指

名
し
て
答
え
さ
せ
る
に
は
難
し
過
ぎ
る
と
判
断
し
、
教
師
が
解
説
し
た
も
の
）

「
発
問
例
①
」

　
わ
た
し
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
時
に
、
「
自
然
」
「
普
通
」
と
み
な
す
の
か
。

あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
時
に
、
「
自
然
」
「
普
通
」
で
な
い
と
み
な
す
の
か
。

（
解
答
は
、
わ
た
し
が
そ
れ
に
よ
っ
て
他
者
と
の
差
異
を
確
認
す
る
そ
の
意
味

の
軸
線
が
わ
た
し
た
ち
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
と
き
づ

「
発
問
例
②
」

傍
線
（
ア
）
「
そ
れ
」
の
指
し
示
し
て
い
る
も
の
は
何
か
〔
指
導
罰
に
あ
り
〕
。

（
解
答
は
、
他
者
と
の
差
異
を
確
認
す
る
そ
の
意
味
の
軸
線
じ

【
発
問
例
③
】

　
傍
線
（
イ
）
「
意
味
の
軸
線
」
と
は
何
か
〔
指
導
書
に
あ
り
〕
。
（
解
答
は
、

他
者
と
の
差
異
を
確
認
す
る
際
、
そ
の
基
準
と
な
る
も
の
じ

【
補
足
説
明
例
①
】

　
傍
線
（
ウ
）
「
そ
の
形
成
の
歴
史
」
と
は
、
「
こ
れ
が
普
通
（
自
然
）
だ
」
と

い
う
基
準
は
、
地
球
が
出
来
た
と
き
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ

る
時
代
、
あ
る
時
点
で
、
何
ら
か
の
理
由
・
事
情
に
よ
り
、
形
成
さ
れ
た
も
の

に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
。
生
徒
に
説
明
す
る
際
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
民

族
に
よ
っ
て
固
有
で
あ
る
食
文
化
を
、
そ
れ
を
共
有
し
な
い
人
々
が
一
方
的
に

　
　
　
　
　
「
理
解
」
の
た
め
の
評
論
文
指
導

批
判
す
る
例
な
ど
を
引
き
合
い
に
出
し
、
よ
り
わ
か
り
・
や
す
い
よ
う
工
夫
し
た
。

具
体
的
に
は
、
捕
鯨
問
題
な
ど
を
紹
介
し
た
が
、
政
治
的
な
問
題
に
踏
み
込
み

過
ぎ
な
い
よ
う
、
あ
く
ま
で
も
文
章
理
解
の
助
け
に
な
る
範
囲
に
話
題
を
絞
り
、

慎
重
に
扱
っ
た
。

「
補
足
説
明
例
②
」

　
傍
線
（
于
「
世
界
の
解
釈
の
一
体
系
を
共
有
し
て
い
る
」
と
は
、
目
の
前

に
あ
る
も
の
を
、
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
と
意
味
づ
け
し
、
区
分
け
を
す
る
、
そ

の
認
識
パ
タ
ー
ン
の
一
つ
を
、
わ
た
し
た
ち
が
、
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

〔
指
導
書
に
あ
り
〕
。

「
補
足
説
明
例
③
」

　
傍
線
（
オ
）
「
政
治
的
」
と
は
、
選
挙
や
国
会
な
ど
と
い
っ
た
意
味
で
の
政

治
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
解
釈
の
規
準
を
共
有
で
き
る
も
の
を
「
普

通
（
自
然
ご
、
共
有
で
き
な
い
も
の
を
、
一
方
的
に
「
普
通
（
自
然
）
で
な

い
」
と
決
め
つ
け
て
排
除
・
否
定
す
る
の
が
、
政
治
権
力
に
よ
る
一
方
的
な
権

力
の
行
使
に
似
て
い
る
か
ら
、
「
政
治
的
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
生
徒
が
使
用
し
て
い
た
国
語
辞
典
の
「
政
治
」
の
項
に
は
、

「
住
み
や
す
い
社
会
を
作
る
た
め
に
、
統
治
権
を
持
つ
（
委
託
さ
れ
た
）
者
が

立
法
・
司
法
・
行
政
の
諸
機
関
を
通
じ
て
国
民
生
活
の
向
上
を
図
る
施
策
を
行

な
っ
た
り
治
安
保
持
の
た
め
の
対
策
を
と
っ
た
り
す
る
こ
萌
。
」
と
書
か
れ
て

七
三



　
　
　
　
　
「
理
解
」
の
た
め
の
評
論
文
指
導

お
り
・
、
こ
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
た
だ
け
で
は
文
意
を
理
解
で
き
な
い
。

こ
こ
で
は
、
辞
書
の
記
述
が
不
十
分
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
言
葉
が

ど
の
よ
う
な
状
況
で
使
わ
れ
た
か
に
よ
っ
て
二
言
葉
の
意
味
は
変
わ
る
と
い
う

こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
た
め
、
生
徒

達
に
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
（
文
聡
）
」
と
い
う
概
念
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
目
論

み
、
「
Ａ
君
が
Ｂ
君
に
向
か
っ
て
「
バ
カ
ー
・
ヒ
と
い
う
場
合
と
、
「
可
愛
い
女

の
子
が
Ａ
君
に
向
か
っ
て
「
バ
カ
ワ
ヒ
と
さ
さ
や
く
場
面
で
は
、
同
じ
「
バ

カ
」
で
も
意
味
が
違
っ
て
い
る
と
い
う
例
を
あ
げ
て
説
明
し
加
。

　
ま
た
、
実
際
の
授
業
で
は
、
Ａ
君
、
Ｂ
君
に
、
実
際
の
生
徒
を
当
て
は
め
て

説
明
し
た
が
、
こ
の
際
、
普
段
は
学
習
意
欲
に
乏
し
い
よ
う
な
生
徒
を
指
名
し

た
と
こ
ろ
、
積
極
的
に
授
業
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
み
ら
れ
、
授
業
が

盛
り
上
が
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
面
で
、
授
業
者
と
意
欲
に
乏
し
い
生
徒
と
の

距
離
を
縮
め
て
お
く
こ
と
で
、
生
徒
指
導
上
の
効
果
も
期
待
で
き
よ
う
。

（
五
）
評
価

　
評
価
方
法
は
、
定
期
テ
ス
ト
の
点
数
に
漢
字
の
小
テ
ス
ド
や
提
出
物
の
提
出

状
況
を
加
味
し
て
行
っ
た
。
定
期
テ
ス
ト
の
問
題
は
、
授
業
内
容
を
踏
ま
え
た

も
の
に
す
る
と
同
時
に
、
一
学
年
統
一
問
題
で
実
施
す
る
た
め
、
採
点
基
準
が

ぶ
れ
に
く
い
も
の
に
す
る
必
要
が
あ
っ
仏
。

評
価
問
題
の
一
例
を
紹
介
す
る
。

　
傍
線
部
（
オ
）
「
わ
た
し
た
ち
が
自
分
の
存
在
に
形
を
与
え
て
い
く
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

　
　
プ
ロ
セ
ス
は
、
だ
か
ら
同
時
に
、
き
わ
め
て
政
治
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ

　
　
る
」
と
あ
る
が
、
「
わ
た
し
た
ち
が
自
分
の
存
在
に
形
を
与
え
て
い
く
こ

　
　
の
プ
ロ
セ
ス
」
が
「
政
治
的
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
な
ぜ
か
。
「
政
治

　
　
的
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
に
注
意
し
て
答
え
な
さ
い
。

　
解
答
例
。

　
　
　
自
分
と
解
釈
の
規
準
を
共
有
で
き
る
も
の
を
一
方
的
に
「
普
通
（
自

　
　
然
）
」
と
み
な
し
、
共
有
で
き
な
い
も
の
を
一
方
的
に
「
普
通
（
自
然
）

　
　
で
な
い
」
と
決
め
つ
け
て
排
除
・
否
定
す
る
の
が
、
政
治
権
力
に
よ
る
Ｉ

　
　
方
的
な
権
力
の
行
使
に
似
て
い
る
か
ら
。

定
期
テ
ス
ト
で
あ
る
た
め
、
授
業
の
内
容
を
反
映
し
た
問
題
に
し
た
が
、
授
業

の
内
容
を
暗
記
し
て
さ
え
い
れ
ば
正
解
で
き
て
し
ま
う
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。

そ
の
た
め
二
言
葉
の
意
味
を
規
定
す
る
の
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
本
当
に
「
理
解
」
し
た
上
で
文
章
を
読
解
す
る
力
が
付
い
た
の
か
ど
う
か

を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
生
徒
が
誤
答
を
し
た
際
、
単
に
記
憶

が
不
十
分
で
あ
っ
た
の
か
、
読
解
加
が
身
に
つ
い
て
い
な
い
の
か
の
判
別
も
難

し
い
。
漢
字
の
書
き
取
り
・
や
文
学
史
の
知
識
に
つ
い
て
は
暗
記
し
て
い
る
か
ど

う
か
を
問
う
こ
と
に
意
味
も
あ
ろ
う
が
、
読
解
力
を
問
う
問
題
は
そ
う
で
は
な

い
。
こ
れ
は
、
私
を
含
め
て
多
く
の
国
語
科
教
員
が
抱
え
て
い
る
ジ
レ
ン
マ
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
す
る
私
な
り
の
解
決
策
を
一
例
で
は
あ
る
が
、

次
章
で
報
告
す
る
。



三
、
評
論
文
指
導
の
実
践
例
②
　
～
現
任
校
の
場
合
～

対
象
‥
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
高
等
学
校
第
二
学
年
つ
Ｉ
〇
〇
七
年

　
　
　
度
）

科
目
‥
国
語
表
現
Ｉ

使
用
教
材
‥
鷲
田
清
一
「
自
分
・
こ
の
不
思
議
な
存
右
」

ね
ら
大
（
ａ
．
漢
字
の
読
み
書
き
や
語
彙
力
の
向
上
。

　
　
　
　
　
ｂ
．
評
論
文
を
正
確
に
読
解
す
る
力
を
つ
け
る
。

　
　
　
　
　
ｃ
．
抽
象
的
な
内
容
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
、
思
考
力
を
つ
け

　
　
　
　
　
ｄ
．
教
師
の
説
明
を
一
方
的
に
聞
く
の
で
は
な
く
、
生
徒
自
身
が

　
　
　
　
　
　
　
自
分
の
意
見
を
表
現
し
た
り
、
他
の
生
徒
の
意
見
も
聞
き
、

　
　
　
　
　
　
　
話
し
合
っ
た
り
す
る
力
を
つ
け
る
。

　
前
任
校
と
は
、
生
徒
の
学
力
、
学
年
な
ど
が
異
な
る
が
、
そ
れ
以
上
に
決
定

的
に
異
な
る
点
は
、
受
講
者
数
で
あ
る
。
選
択
授
業
の
た
め
、
通
常
の
四
十
人

学
級
で
は
な
く
、
八
名
と
い
う
極
め
て
少
人
数
で
の
授
業
で
あ
る
。
前
任
校
で

の
実
践
例
同
様
、
一
部
分
に
絞
っ
て
紹
介
す
る
。
教
材
の
該
当
箇
所
を
引
用
す

る
。

　
　
　
こ
こ
で
〈
ピ
ュ
ア
〉
や
〈
ク
リ
ー
ン
〉
と
は
、
汚
染
度
ゼ
ロ
と
い
う
こ

な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
す
る
と
そ
こ
に
は
、
身
体
の
衛
生
学
的
な

管
理
へ
の
意
識
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
異
物
を
た
え
ず
摘
発
し
続
け
な

い
で
は
自
分
の
存
在
を
保
持
で
き
な
い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
く
わ
た
し
〉

の
衰
弱
し
た
状
態
が
映
し
出
さ
れ
て
も
い
る
よ
う
だ
。
と
い
う
の
も
、

（
カ
）
自
己
同
一
性
の
免
疫
力
が
低
下
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
自
分
で
は

な
い
も
の
、
異
質
な
も
の
を
一
種
の
ウ
イ
ル
ス
と
し
て
と
ら
え
、
身
体
の

内
部
あ
る
い
は
表
面
か
ら
、
身
体
を
取
り
巻
く
環
境
か
ら
、
そ
う
い
う
異

物
を
徹
底
的
に
排
除
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
清
潔
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
ン
ー
ボ
ー
ド
リ
ヤ

ー
ル
が
現
代
の
文
明
的
徴
候
と
し
て
次
の
よ
う
に
解
釈
し
た
。
人
体
を
あ

ら
ゆ
る
菌
感
染
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
、
環
境
を
テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
に
純

粋
化
す
る
こ
と
で
、
人
間
の
内
的
免
疫
シ
ス
テ
ム
を
補
強
し
よ
う
と
す
れ

ば
す
る
だ
け
、
人
体
は
自
己
防
御
の
シ
ス
テ
ム
を
退
化
さ
せ
、
ま
す
ま
す

人
体
を
外
部
か
ら
守
る
必
要
が
出
て
く
る
。
人
体
は
そ
う
い
う
透
明
な
覆

い
の
お
か
け
で
、
皮
肉
に
も
免
疫
不
全
の
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
い
う

の
だ
。
（
キ
）
浸

不
可
能
な
壁
の
隔
た
り
を

置
す
る
こ
と

、
壁
の

　
て
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
（
コ
入
頁
九
行
目
～
コ
元
頁
七
行
目
）

（
口
範
読
↓
二
一
）
教
師
が
作
成
し
た
レ
ジ
ュ
メ
を
用
い
て
説
明
及
び
発
問

と
、
つ
ま
り
は
、
混
じ
り
気
の
な
い
こ
と
、
異
質
な
も
の
が
混
入
し
て
い
　
　
↓
⊇
一
）
生
徒
の
質
問
、
意
見
発
表
、
意
見
交
換
な
ど
↓
（
四
）
教
師
の
補
足
説

　
　
　
「
理
解
」
の
た
め
の
評
論
文
指
導
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五

内
部
を

脆弱

に
す

る
と

いう

パ
ラ

ド
ッ

ク
ハ

こ

れ
は
文
化

全
体
に
つ

い



　
　
　
　
　
「
理
解
」
の
た
め
の
評
論
文
指
導

明
↓
（
五
）
評
価
、
と
い
う
手
順
で
授
業
を
展
開
し
か
。
四
十
人
を
対
象
と
し

た
授
業
で
は
講
義
形
式
が
中
心
に
な
る
が
、
こ
の
授
業
は
、
板
書
を
ノ
ー
ト
に

写
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
せ
ず
、
レ
ジ
ュ
メ
を
作
成
し
、
大
学
の
ゼ
ミ
に
近
い

よ
う
な
討
論
形
式
を
と
っ
た
。

（
口
範
読

　
読
み
方
が
わ
か
ら
な
い
漢
字
に
振
り
仮
名
を
つ
け
る
よ
う
指
示
し
た
上
で
、

教
師
が
範
読
を
す
る
。
難
解
語
に
つ
い
て
は
、
レ
ジ
ュ
メ
の
中
で
示
す
に
留
め
、

意
味
調
べ
は
、
各
自
で
や
っ
て
お
く
よ
う
指
示
し
た
。

二
一
）
（
四
）
説
明
及
び
発
問
（
実
際
に
は
、
（
三
）
も
同
時
展
開
）

【
例
①
】

　
傍
線
部
（
カ
）
「
自
己
同
一
性
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
」
と
は
、
「
自
己
の

位
置
付
け
、
自
分
は
自
分
だ
と
い
う
確
信
」
の
こ
と
で
あ
る
と
説
明
し
加
。

　
こ
の
際
、

　
　
わ
た
し
た
ち
は
わ
た
し
た
ち
で
な
い
人
を
知
る
こ
と
を
通
し
て
し
か
、
白

　
　
分
白
身
を
知
り
得
な
い
の
だ
か
ら
。
が
、
わ
た
し
た
ち
は
自
分
は
だ
れ
か

　
　
と
い
う
問
い
を
自
分
の
内
部
へ
と
向
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
コ
五
頁
一
行
目
上
一
行
目
）

と
い
っ
た
他
の
箇
所
の
記
述
に
も
触
れ
な
が
ら
、
将
来
の
進
路
を
ど
う
す
る
の

か
、
自
分
が
ど
ん
な
分
野
に
向
い
て
い
る
か
、
な
ど
を
考
え
る
際
に
本
教
材
に

書
か
れ
て
い
る
思
考
方
法
が
役
立
つ
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

路
指
導
と
も
関
連
す
る
話
題
に
も
言
及
し
た
。

【
例
②
】

　
傍
線
部
（
キ
）
に
あ
る
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
（
逆
説
）
」
と
は
「
「
一
見
矛
盾
、

実
は
真
理
」
、
つ
ま
り
言
葉
の
上
で
は
理
屈
に
合
わ
な
い
よ
う
だ
が
、
よ
く
考

え
て
み
る
と
真
実
を
言
い
当
て
て
い
る
と
い
っ
た
論
ら
」
の
こ
と
で
、
「
「
負
け

る
が
勝
ち
」
「
急
が
ば
回
れ
」
等
の
こ
と
わ
ざ
も
「
逆
総
」
」
の
例
で
あ
る
と
説

明
し
た
。

　
紹
介
し
た
二
つ
の
例
は
、
重
要
語
の
説
明
の
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
に

も
、
段
落
と
段
落
の
関
係
や
、
そ
の
段
落
が
文
章
全
体
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
か
を
考
え
さ
せ
た
り
も
し
た
。
文
章
の
読
解
に
は
、
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
言
葉
の
意
味
に
拘
る
微
視
的
な
視
点
も
文
章
全
体
の
構
造
を
捉
え

る
巨
視
的
な
視
点
も
ど
ち
ら
も
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
五
）
評
価

　
定
期
テ
ス
ト
の
問
題
は
、
授
業
内
容
を
踏
ま
え
た
も
の
に
す
る
と
同
時
に
、

表
現
力
も
問
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
考
え
た
。
採
点
を
担
当
す
る
教
員
が
一

人
で
、
受
講
者
も
少
な
い
た
め
、
自
由
記
述
問
題
な
ど
を
積
極
的
に
出
題
し
た
。

　
評
価
問
題
の
一
例
を
紹
介
す
る
。

　
　
傍
線
部
（
キ
）
「
浸
透
不
可
能
な
壁
の
隔
た
り
を
設
置
す
る
こ
と
が
、
壁

　
　
の
内
部
を
脆
弱
に
す
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
こ
れ
は
文
化
全
体
に
つ

　
　
い
て
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
」
と
あ
る
が
、
「
清
潔
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」
以
外
に
、



　
　
こ
の
よ
う
な
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、

　
　
ど
の
よ
う
な
例
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
思
い
つ
く
具
体
例
を
あ
げ
、
「
パ
ラ

　
　
ド
ッ
ク
ス
」
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
説
明

　
　
し
な
さ
い
。

こ
の
よ
う
な
問
題
で
あ
れ
ば
、
授
業
内
容
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
単
な
る
暗
記
で

は
な
く
、
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
い
う
概
念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
「
理
解
」

し
て
い
る
か
、
文
章
を
読
解
す
る
力
が
つ
い
た
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
上
、
記
述
式
の
解
答
を
求
め
る
こ
と
で
、
表
現
力
も
問
う
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
生
徒
が
誤
答
を
し
た
際
で
も
、
生
徒
が
ど
こ
で
蹟
い
て
い
る
の

か
を
把
握
し
や
す
い
。

　
実
際
に
生
徒
が
書
い
た
答
案
を
、
本
人
の
了
解
を
得
た
上
で
紹
介
す
る
。

【
解
答
例
①
】

　
　
わ
た
し
た
ち
の
日
常
生
活
に
お
け
る
機
械
化
は
、
人
が
作
業
を
早
く
、
簡

　
　
単
に
、
し
か
も
間
違
い
な
く
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
、
一
見
人
間
の
能
力

　
　
を
高
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
ひ
と
た
び
機
械
が
使
え
な
く
な

　
　
る
と
本
来
な
ら
で
き
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
と
い
う
点
で
、
人
間
の
能
力

　
　
は
逆
に
退
化
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
に
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
現
象
」
が

　
　
生
じ
て
い
る
。

「
解
答
例
②
」

　
　
野
生
の
動
物
の
保
護
の
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
。
あ
ま
り
人
間
が
手
を
か

　
　
　
　
　
「
理
解
」
の
た
め
の
評
論
文
指
導

　
　
け
て
し
ま
う
と
、
逆
に
そ
の
動
物
は
そ
れ
に
甘
え
て
、
本
来
あ
る
動
物
の

　
　
能
力
の
低
下
に
つ
な
が
り
、
自
立
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
も
っ
と
人

　
　
間
が
め
ん
ど
う
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
現
象
例
。

「
解
答
例
①
」
は
、
「
機
械
化
は
人
間
の
退
化
で
あ
る
」
と
先
に
述
べ
、
そ
の
後
、

ど
う
し
て
そ
う
い
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
概
念
に
則
し
て

説
明
す
れ
ば
、
よ
り
わ
か
り
や
す
い
解
答
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
解
答
例
②
」

も
、
「
野
生
動
物
を
保
護
す
る
と
動
物
は
暮
ら
し
に
く
く
な
る
」
と
い
う
こ
と

を
先
に
述
べ
て
か
ら
、
説
明
す
れ
ば
よ
り
わ
か
り
や
す
い
解
答
に
な
る
は
ず
で

あ
る
。
改
善
の
余
地
も
あ
る
も
の
の
、
ど
ち
ら
も
高
校
二
年
生
と
し
て
は
優
れ

た
解
答
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
優
れ
た
解
答
が
あ
っ
た
一
方
で
、
「
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
」
と
い
う
概
念
が
全
く
理
解
で
き
て
い
な
い
解
答
を
書
い
た
生
徒
や
全
く

未
記
入
の
生
徒
も
お
り
・
、
こ
の
よ
う
な
生
徒
を
減
ら
す
こ
と
も
今
後
の
課
題
で

あ
る
。

　
文
章
の
内
容
や
語
句
の
意
味
（
概
念
）
を
理
解
し
た
上
で
、
同
様
の
現
象
が

他
で
も
起
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
自
分
の
言
葉

で
表
現
す
る
と
い
う
か
な
り
多
く
の
能
加
が
要
求
さ
れ
る
高
度
な
問
題
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
出
題
を
繰
り
返
せ
ば
、
授
業
の
内
容
の
暗
記
の
み
に
と
ど
ま

ら
ず
、
読
解
力
や
表
現
力
を
高
め
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

　
た
だ
し
、
教
室
に
四
十
人
前
後
の
生
徒
が
い
る
授
業
や
前
任
校
の
よ
う
な
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七



　
　
　
　
　
「
理
解
」
の
た
め
の
評
論
文
指
導

級
数
が
多
い
学
校
で
は
、
採
点
日
を
設
け
た
り
、
テ
ス
ト
の
実
施
日
か
ら
成
績

入
力
ま
で
の
期
間
を
長
く
す
る
な
ど
の
措
置
を
と
ら
な
い
限
り
、
難
し
い
指
導

方
法
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
セ
ン
タ
ー
試
験
や
、
そ
の
影
響
下
に
あ
る
模
擬

試
験
に
お
い
て
は
、
記
号
選
択
式
の
問
題
も
多
く
、
読
解
力
に
加
え
て
、
長
く

紛
ら
わ
し
い
選
択
肢
の
中
か
ら
短
時
間
で
正
解
を
見
抜
く
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
磨
く

指
導
も
必
要
で
は
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

受
験
対
策
を
抜
き
に
教
科
指
導
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
受
験
指
導
の
ニ
ー

ズ
に
も
応
え
つ
つ
、
同
時
に
、
大
学
入
学
後
、
さ
ら
に
は
大
学
卒
業
後
に
も
通

用
す
る
学
力
を
つ
け
さ
せ
る
指
導
も
目
指
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
ら
す
べ
て
の
課
題
を
ク
リ
ア
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
今
後
も
様
々

な
実
践
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
お
わ
り
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
愛
知
県
立
岡
崎
乗
高
等
学
校
。
全
日
制
課
程
普
通
科
（
二
〇
〇
八
年
度
よ
り
、
総

　
本
稿
は
、
前
任
校
及
び
現
任
校
に
お
け
る
実
践
の
報
告
で
あ
る
。
前
任
校
は
　
　
　
　
合
学
科
の
設
置
が
決
定
し
て
い
る
）
、
第
三
学
年
八
学
級
、
第
一
・
二
学
年
七
学
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
石
○
七
年
度
の
場
合
）
を
置
く
。
以
下
、
「
前
任
校
」
と
す
る
。

典
型
的
な
公
立
普
通
科
高
校
と
い
え
る
し
、
現
任
校
は
国
立
大
学
の
附
属
と
い
　
　
　
②
　
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
・
高
等
学
校
。
高
校
（
全
日
制
課
程
普
通
科
）
に

う
、
あ
る
意
味
で
は
特
殊
な
学
校
で
あ
る
。
前
者
で
は
、
多
数
の
生
徒
達
に
講
　
　
　
　
各
学
年
三
学
級
、
中
学
に
各
学
年
二
学
級
を
置
く
。
以
下
、
「
現
任
校
」
と
す
る
。

義
中
心
で
難
解
な
評
論
文
を
理
解
さ
せ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
追
求
し
、
　
　
　
③
「
大
学
全
入
」
と
は
、
大
学
の
入
学
定
員
の
総
数
が
志
願
者
の
総
数
を
上
回
る
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
態
の
こ
と
。
全
入
時
代
に
入
る
時
期
に
つ
い
て
、
中
央
教
育
審
議
会
は
二
〇
〇
七
年

後
者
で
は
、
少
人
数
の
授
業
に
お
い
て
こ
そ
可
能
に
な
る
指
導
方
法
に
挑
戦
し
　
　
　
　
度
を
予
測
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
七
年
八
月
九
日
に
公
表
さ
れ
た
文
部
科
学
省
の
学

だ
。
難
解
な
語
や
概
念
の
説
明
で
は
、
な
る
べ
く
生
徒
が
興
味
を
持
つ
よ
う
な
　
　
　
　
校
基
本
調
査
（
速
報
）
に
ょ
る
と
「
大
学
・
短
大
の
今
春
の
入
学
者
数
は
６
９
万
８

具
体
例
を
紹
介
す
る
こ
と
を
心
が
け
、
テ
ス
ト
問
題
の
作
成
の
際
に
は
、
単
に
　
　
　
　
２
１
５
人
だ
っ
た
の
に
対
し
、
志
願
者
数
は
計
７
７
万
1
6
6
0
人
。
」
（
「
読
売
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聞
」
二
〇
〇
七
年
八
月
十
日
、
朝
刊
）
で
、
未
だ
大
学
全
入
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

評
価
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
宣
（
に
生
徒
の
学
力
向
上
に
繋
が
る
よ
う
な
問
題
　
　
　
　
「
同
省
で
は
、
「
全
入
時
代
が
い
っ
始
ま
る
の
か
は
予
測
出
来
な
い
」
と
し
て
い
る
。
」

作
成
を
工
夫
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）
。

　
ま
た
、
実
際
に
教
育
現
場
に
身
を
置
い
て
み
て
、
進
路
指
導
や
生
徒
指
導
、
　
　
　
①
「
県
が
公
表
し
た
平
成
十
九
年
度
学
校
基
本
調
査
結
果
（
速
報
）
に
ょ
る
と
、
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
年
三
月
の
中
学
校
卒
業
者
の
高
校
進
学
率
は
９
７
・
Ｏ
％
（
前
年
度
比
Ｏ
・
２
ポ

さ
ら
に
は
生
徒
募
集
な
ど
の
諸
問
題
を
無
視
し
て
教
科
指
導
が
成
立
し
え
な
い
　
　
　
　
イ
ン
ト
増
）
、
高
校
卒
業
者
の
大
学
等
へ
の
進
学
率
は
５
７
・
７
％
（
同
２
・
Ｏ
ポ

と
い
う
こ
と
を
、
強
く
感
じ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
普
通
科
高
校
で
は
、
大
学
　
　
　
　
イ
ン
ト
増
）
と
な
り
、
い
ず
れ
も
過
去
最
高
を
記
録
し
た
」
（
「
中
日
新
聞
」
二
〇
〇



　
七
年
八
月
十
四
日
、
朝
刊
、
県
内
版
）
。
愛
知
県
に
限
定
し
た
デ
ー
タ
で
は
あ
る
が
、

　
中
学
校
卒
業
者
の
ほ
ぽ
全
員
が
高
校
に
進
学
す
る
状
況
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑤
　
富
山
県
の
県
立
高
校
で
三
年
生
の
全
生
徒
が
二
年
時
に
必
修
科
目
の
二
鄙
を
履
修

　
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
報
道
（
「
読
売
新
聞
」
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
二
十
四
日
、

　
夕
刊
）
を
皮
切
り
に
、
同
様
の
問
題
が
全
国
の
学
校
で
次
々
に
明
る
み
に
出
た
。
同

　
年
十
月
三
十
▽
日
に
は
、
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
茨
城
県
の
県
立
高
校
の
校
長
が

　
自
殺
す
る
と
い
う
痛
ま
し
い
事
件
も
発
生
し
た
。

⑥
　
大
阪
市
の
私
立
高
校
が
受
験
料
を
負
担
し
た
上
で
「
2
0
0
6
年
度
の
大
学
入
試

　
で
、
成
績
が
優
秀
だ
っ
た
１
人
の
男
子
生
徒
に
志
望
と
関
係
の
な
い
学
部
・
学
科
を

　
多
数
受
験
さ
せ
、
合
格
実
績
を
事
実
上
水
増
し
し
て
い
た
」
（
「
読
売
新
聞
」
二
〇
〇

　
七
年
七
月
二
十
▽
日
、
朝
刊
）
と
い
う
問
題
。
そ
の
後
、
同
様
の
こ
と
が
他
校
で
も

　
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

⑦
　
稲
賀
敬
二
・
竹
盛
天
雄
ほ
か
二
六
名
編
『
高
等
学
校
　
国
語
総
合
』
二
一
〇
〇
四

　
年
、
第
一
学
習
社
）
所
収
。
初
出
は
、
鷲
田
清
一
　
『
じ
ぶ
ん
・
こ
の
不
思
議
な
存

　
在
』
（
一
九
九
六
年
、
講
談
社
現
代
新
書
）
四
十
六
～
五
十
六
頁
。

⑧
　
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
1
1
1
1
年
３
月
）
』
（
一
九
九
九
年
、
財
務
省
印
刷

　
局
）
の
以
下
の
部
分
と
重
な
る
授
業
内
容
で
あ
る
。
（
「
第
２
章
　
普
通
教
育
に
関
す

　
る
各
教
科
／
第
１
節
　
国
語
／
第
３
　
国
語
総
合
／
２
　
内
容
」
よ
り
抜
粋
）

　
　
Ｃ
　
読
む
こ
と

　
　
　
　
ア
　
文
章
の
内
容
を
叙
述
に
即
し
て
的
確
に
読
み
取
っ
た
り
、
必
要
に
応
じ

　
　
　
　
　
　
て
要
約
し
た
り
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
イ
　
文
章
を
読
ん
で
、
構
成
を
確
か
め
た
り
表
現
の
特
色
を
と
ら
え
た
り
す

　
　
　
　
　
　
る
こ
と
。

　
　
　
　
エ
　
様
々
な
文
章
を
読
ん
で
、
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
広
げ
た

　
　
　
　
　
　
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
。

　
　
〔
言
語
事
項
〕

「
理
解
」
の
た
め
の
評
論
文
指
導

　
　
　
　
イ
　
文
や
文
章
の
組
立
て
、
語
句
の
意
味
、
用
法
及
び
表
記
の
仕
方
な
ど
を

　
　
　
　
　
　
理
解
し
、
語
彙
を
豊
か
に
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
ウ
　
常
用
漢
字
の
読
み
に
慣
れ
、
主
な
常
用
漢
字
が
書
け
る
よ
う
に
な
る
こ

⑨
　
引
用
は
、
初
出
（
注
⑦
前
掲
書
）
で
は
な
く
、
教
科
書
（
注
⑦
前
掲
書
）
に
よ
り
、

　
頁
・
行
も
同
書
に
よ
っ
た
。
以
下
、
同
教
材
の
引
用
を
す
る
場
合
は
、
す
べ
て
同
様
。

⑩
　
稲
賀
敬
二
・
竹
盛
天
雄
ほ
か
二
六
名
編
『
高
等
学
校
　
国
語
総
合
　
指
導
と
研
究

　
第
３
分
冊
・
現
代
文
編
』
二
一
〇
〇
三
年
、
第
一
学
習
社
）
。
「
評
論
言
（
自
分
・
こ

　
の
不
思
議
な
存
在
ご
の
項
は
、
鈴
木
章
弘
の
執
筆
に
よ
る
。

⑥
　
山
田
忠
雄
ほ
か
四
名
編
『
新
明
解
国
語
辞
典
　
第
五
版
（
特
装
版
と
（
一
九
九
八

　
年
二
二
省
堂
）

⑩
　
同
教
材
の
一
二
四
頁
一
六
行
目
に
「
具
体
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
則
し
て
検
証
し

　
て
い
く
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
の
箇
所
と
関
連
さ
せ
て
説
明
し
た
。

⑩
　
浅
野
直
樹
・
榎
吉
郁
夫
『
現
代
文
キ
ー
ワ
ー
ド
読
解
』
二
一
〇
〇
五
年
、
Ｚ
会
出

　
版
）
「
第
３
章
　
言
語
ノ
テ
ク
ス
ト
ー
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
の
、
「
同
じ
「
バ
カ
」
と
い

　
う
言
葉
も
、
ケ
ン
カ
の
最
中
と
、
デ
ー
ト
中
と
で
は
、
当
然
意
味
合
い
が
異
な
っ
て

　
く
る
。
テ
ク
ス
ト
の
意
味
は
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
決
ま
る
の
で
あ
る
。
」
と
い

　
う
説
明
を
参
考
に
し
た
。

⑩
　
授
業
中
の
小
テ
ス
ト
は
、
授
業
時
間
が
奪
わ
れ
た
り
、
自
主
的
な
学
習
姿
勢
が
身

　
に
つ
か
な
く
な
る
恐
れ
も
あ
り
、
そ
の
質
と
量
は
、
生
徒
の
学
力
や
学
習
姿
勢
を
考

　
慮
し
な
が
ら
慎
重
に
決
定
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
保
護
者
の
視
線

　
を
意
識
し
て
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
理
由
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
な

　
り
頻
繁
に
実
施
す
る
学
校
も
現
実
に
は
多
い
よ
う
で
あ
る
。
教
科
指
導
の
背
景
に
様

　
々
な
要
因
が
存
在
す
る
と
い
う
一
例
で
あ
る
。
類
似
の
こ
と
が
大
学
受
験
対
策
の
補

　
習
授
業
な
ど
で
も
い
え
る
と
思
う
が
、
多
く
の
学
校
が
生
徒
募
集
に
苦
労
し
て
い
る

　
昨
今
の
状
況
を
考
え
る
と
、
軽
々
に
批
判
は
で
き
な
い
。

七
九



　
　
　
　
「
理
解
」
の
た
め
の
評
論
文
指
導

⑩
　
前
任
校
は
、
一
学
年
に
八
学
級
が
置
か
れ
て
お
り
、
複
数
の
教
員
で
担
当
し
て
い

　
た
。
従
っ
て
、
授
業
者
＝
テ
ス
ト
の
採
点
者
が
複
数
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⑩
　
こ
こ
で
い
う
「
読
解
力
」
と
は
「
文
章
の
内
容
を
正
確
に
読
み
取
る
能
力
」
と
い

　
っ
た
程
度
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。

⑤
　
副
教
材
と
し
て
の
使
用
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
教
科
書
も
使
用
し
て
い
る
。

⑩
　
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
1
1
年
３
月
）
』
（
注
⑧
前
掲
書
）
の
以
下
の
部

　
分
と
重
な
る
授
業
内
容
で
あ
る
。
（
「
第
２
章
　
普
通
教
育
に
関
す
る
各
教
科
／
第
１

　
節
　
国
語
／
第
１
　
国
語
表
現
Ｉ
／
２
　
内
容
」
よ
り
抜
粋
）

　
　
ア
　
自
分
の
考
え
を
も
っ
て
論
理
的
に
意
見
を
述
べ
た
り
、
相
手
の
考
え
を
尊
重

　
　
　
　
し
て
話
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
。

　
　
エ
　
様
々
な
表
現
に
つ
い
て
そ
の
効
果
を
吟
味
し
、
自
分
の
表
現
や
推
敲
に
役
立

　
　
　
　
て
る
こ
と
。

　
　
オ
　
国
語
の
表
現
の
特
色
、
語
句
や
語
彙
の
成
り
立
ち
及
び
言
語
の
役
割
に
つ
い

　
　
　
　
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
。

⑩
　
生
徒
達
が
持
っ
て
い
る
生
徒
手
帳
の
学
生
証
を
例
に
あ
げ
、
「
身
分
証
明
書
を

　
「
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
」
と
い
う
が
、
こ
の
「
Ｉ
Ｄ
」
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
略
で
あ
る
。

　
自
分
か
何
に
所
属
し
て
い
る
の
か
、
自
分
は
ど
の
よ
う
な
人
間
な
の
か
、
そ
う
い
っ

　
た
こ
と
を
自
分
自
身
で
理
解
し
て
、
私
が
私
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
信
す
る
こ
と

　
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
。
」
（
注
⑩
前
掲
書
「
第
５
章
　
折
に
学
・
心
理
／
ア
イ

　
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
）
と
い
う
説
明
も
し
た
。

⑩
　
牧
野
剛
ほ
か
四
名
『
こ
と
ぼ
け
ち
か
ら
ダ
ー
　
現
代
文
キ
ー
ワ
ー
ド
　
ー
入
試
現

　
代
文
最
重
要
キ
ー
ワ
ー
ド
２
０
－
』
二
一
〇
〇
一
年
、
河
合
出
版
）
「
第
一
章
　
読
解

　
語
／
７
　
論
理
・
修
辞
／
逆
説
」
に
よ
る
。

⑤
　
注
⑩
に
同
じ
。

⑩
　
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
生
徒
の
学
習
到
達
度
調
査
（
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
）
に
お
い
て
も
、
「
書
か
れ
た

　
情
報
か
ら
推
論
し
て
意
味
を
理
解
す
る
「
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
ヒ
（
文
部
科
学
省
『
読

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
〇

解
力
向
上
に
関
す
る
指
導
資
料
～
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
（
読
解
力
）
の
結
果
分
析
と
改
善

の
方
向
～
』
、
二
〇
〇
六
年
、
東
洋
館
出
版
社
）
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
「
書
か
れ
た

情
報
を
自
ら
の
知
識
や
経
験
に
位
置
付
け
る
「
熟
考
・
評
価
」
」
（
同
）
の
力
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
報
告
し
た
指
導
方
法
は
、
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
」
の
向
上

の
Ｉ
助
に
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
尚
、
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
」
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
文
科
省
に
よ
る
報
告
書
の

ほ
か
、
石
原
千
秋
『
国
語
教
科
書
の
思
想
』
「
第
一
章
「
読
解
力
低
下
問
題
」
と
は

何
か
」
二
一
〇
〇
五
年
、
ち
く
ま
新
書
）
や
、
『
日
本
語
学
』
（
第
二
十
四
巻
第
七
号
、

二
〇
〇
五
年
六
月
）
、
『
月
刊
国
語
教
育
』
（
第
二
十
七
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
七
年
六

月
）
、
『
教
育
科
学
　
国
語
教
育
』
（
第
六
八
六
号
、
二
〇
〇
七
年
十
一
月
）
の
特
集

等
に
詳
し
い
。

【
付
記
】

　
本
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
度
同
志
社
大
学
国
文
学
会
研
究
発
表
会
（
二
〇
〇
七
年
六
月

二
十
四
日
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
多
く
の

方
か
ら
様
々
な
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
。
ま
た
、
前
任
校
及
び
現
任
校
の
生
徒
諸
君
の
存

在
な
く
し
て
、
本
稿
は
存
在
し
な
い
。
皆
様
に
、
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。




