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匡　
　

由

一
、
は
じ
め
に

　

日
本
語
に
お
い
て
、
読
点
に
は
明
確
な
規
則
が
な
く
、
書
き
手
の
個
性
に
任

さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
明
確
な
規
則
が
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
か
、

教
育
現
場
に
お
い
て
、
取
り
立
て
て
読
点
が
扱
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
学
習

者
の
自
然
習
得
に
任
さ
れ
て
い
る
面
が
大
き
い
。
そ
の
た
め
、
学
習
者
の
中
で

読
点
の
使
用
は
、
無
意
識
化
・
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
読
点
は
、
文
の
要
素
・
ま
と
ま
り
の
伝
わ
り
や
す
さ
や
、
読
み
手
が

感
じ
る
印
象
を
担
う
重
要
な
符
号
で
あ
り
、
読
点
を
指
導
す
る
こ
と
は
、
文
を

構
成
す
る
力
と
い
っ
た
、
作
文
能
力
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
読
点
を
授
業
の
課
題
と
し
て
扱
っ
た
。
そ

の
際
、
新
た
な
規
則
を
作
成
し
た
り
、
そ
れ
ら
を
学
習
者
へ
習
得
さ
せ
た
り
す

る
こ
と
は
目
的
と
し
て
い
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
打
ち
方
に
個
性
は
あ
る
と

し
て
も
、
一
定
の
共
通
性
が
見
ら
れ
る
読
点
に
つ
い
て
、
学
習
者
が
役
割
を
意

識
し
、
そ
の
意
識
を
自
身
が
読
点
を
打
つ
際
に
も
生
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
。

二
、
読
点
指
導
の
必
要
性

　

筆
者
が
、
読
点
指
導
の
必
要
性
を
感
じ
た
き
っ
か
け
は
、
本
校
高
等
学
校
第

二
学
年
の
生
徒
に
書
か
せ
た
、「
山
月
記
」
の
テ
ー
マ
批
評
で
あ
る
。

●
本
校
第
二
学
年
の
生
徒
が
書
い
た
「『
山
月
記
』
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
」 

　

袁
傪
と
別
れ
た
あ
と
吼
え
た
と
き
人
虎
伝
で
は
「
大
き
な
巌
も
谷
も
み
な
揺

れ
動
く
ほ
ど
だ
っ
た
」
と
書
い
て
あ
る
が
山
月
記
で
は
「
既
に
白
く
光
を
失
っ

た
月
を
仰
い
で
二
声
三
声
咆
哮
し
た
」
と
い
う
よ
う
に
人
虎
伝
の
李
徴
か
ら
は

強
さ
を
感
じ
る
が
、
山
月
記
で
の
李
徴
か
ら
は
正
反
対
の
弱
々
し
さ
を
感
じ
る
。

読
点
を
意
識
化
す
る
た
め
の
指
導
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こ
の
文
は
「
と
い
う
よ
う
に
」
を
挟
ん
だ
前
後
で
、
本
文
か
ら
の
引
用
部
分

と
、
そ
れ
を
ま
と
め
た
部
分
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
と
い
う
よ
う

に
」
の
後
ろ
に
は
読
点
を
打
つ
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
そ
こ
に
読
点
は
な
い
。

ま
た
、
前
半
の
引
用
部
分
は
「
人
虎
伝
」
と
「
山
月
記
」
を
対
比
す
る
記
述
と

な
っ
て
い
る
た
め
、「
書
い
て
あ
る
が
」
の
後
ろ
に
は
読
点
を
打
つ
こ
と
が
望

ま
し
い
が
、
打
た
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
、
必
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
読
点
を
打
つ
こ
と
が
で
き
な
い
事

例
が
散
見
さ
れ
、
読
点
の
使
用
に
対
す
る
意
識
が
希
薄
な
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
た
。

　

読
点
は
、
石
黒①
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
打
た
れ
る
位
置
に
よ
っ
て
意
味

や
読
み
取
り
や
す
さ
を
変
化
さ
せ
る
。
森
岡②
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
読
点
を
打

ち
、
句
点
を
付
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
末
梢
的
な
技
術
で
な
く
、
こ
と

ば
や
意
味
の
か
た
ま
り
を
符
号
に
よ
っ
て
視
覚
的
に
区
切
る
知
的
な
作
業
で
、

そ
れ
は
思
考
力
の
裏
付
け
を
必
要
と
す
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
読
点
に
は
、
正

し
く
分
か
り
や
す
い
文
を
作
成
す
る
た
め
の
符
号
と
い
う
役
割
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
、
読
点
指
導
は
、
学
習
者
の
作
文
能
力
の
向
上
に
資
す
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
棚
橋③
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
学
校
教
育
の
場
に
お
い
て
は
あ
ま
り

意
識
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
り
、
取
り
立
て
て
指
導
さ
れ
る
こ
と
は
少

な
く
、
学
習
者
の
自
然
習
得
に
任
さ
れ
て
い
る
面
が
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

学
習
指
導
要
領
で
は
、
読
点
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
。
平
成
三

〇
年
告
示
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
で
は
、「
論
理
国
語
」
に
お
い
て

以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

論肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯

文
・
レ
ポ
ー
ト
の
よ
う
な
論
証
の
た
め
の
文
章
や
、
法
令
・
契
約
書
の

よ肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯

う
な
客
観
的
な
内
容
を
一
義
的
に
示
す
た
め
の
文
章
に
お
い
て
は
、
書
き

手肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯

の
意
図
を
明
確
に
伝
え
、
読
み
手
の
解
釈
に
揺
れ
が
生
じ
る
可
能
性
を
極

力肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯

避
け
る
た
め
に
、
文
や
文
章
の
効
果
的
な
組
立
て
方
や
接
続
の
仕
方
に
工

夫肯
肯
肯
肯
肯
肯
肯

が
必
要
と
な
る
。 

 

　

こ
の
よ
う
な
文
章
を
構
成
す
る
文
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
語
句
の
選
択

や
成
分
の
順
序
、
必
要
に
応
じ
た
定
義
や
、「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査

（
以
下
「
調
査
」
と
い
う
）
」
と
い
っ
た
略
記
の
仕
方
、「
こ
こ
で
は
、
〜
県

は
…
地
方
に
含
め
な
い
も
の
と
す
る
」
の
よ
う
な
多
義
的
な
解
釈
を
許
さ
な

い
述
べ
方
、
読
点
や
記
号
の
使
い
方
な
ど
に
注
意
し
て
、
一
つ
の
文
の
意
味

が
必
ず
一
つ
に
定
ま
る
よ
う
な
文
の
組
立
て
方
や
接
続
の
仕
方
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。（
論
理
国
語
、
３

内
容
、〔
知
識
及
び
技

能
〕）

　

読
点
は
、
論
理
的
・
一
義
的
な
文
章
を
作
成
す
る
た
め
の
符
号
と
し
て
、
指

導
の
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
今
回
の
実
践
に
お
い
て
は
、
読
点
の
、
論
理
的
文
章
を
作
成
す
る

読
点
を
意
識
化
す
る
た
め
の
指
導
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た
め
の
符
号
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
、
そ
の
役
割
全
般
を
指
導
の
対
象
と
し

た
。

　

ま
た
、
大
学
附
属
校
で
あ
る
本
校
と
し
て
も
、
文
の
作
成
指
導
を
行
う
こ
と

は
、
レ
ポ
ー
ト
や
論
文
作
成
が
必
要
と
な
る
大
学
で
の
学
び
に
向
け
て
必
要
で

あ
り
、
そ
の
上
で
読
点
を
指
導
し
、
意
識
さ
せ
る
こ
と
は
有
効
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

三
、
読
点
分
類
の
先
行
例

　

読
点
に
つ
い
て
、
今
日
参
考
に
な
る
の
は
、
昭
和
二
一
年
に
文
部
省
教
科
書

局
調
査
課
国
語
調
査
室
が
発
表
し
た
『
く
ぎ
り
符
号
の
つ
か
ひ
方
（
句
読
法

案
）
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
三
九
年
に
文
部
大
臣
官
房
図
書
課
が
発
表
し
た

『
句
読
法
案
』
を
元
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
国
か
ら
一
般
的
な
規
則
と
し
て
示

さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
最
新
の
文
書
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
句
読
点

に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
一
年
以
来
、
全
体
と
し
て
の
整
備
は
さ
れ
て
い
な
い
の

が
現
状
と
い
え
る
。
さ
ら
に
『
く
ぎ
り
符
号
の
つ
か
ひ
方
（
句
読
法
案
）
』
の

中
に
は
、「
く
ぎ
り
符
号
の
適
用
は
一
種
の
修
辞
で
も
あ
る
か
ら
、
文
の
論
理

的
な
す
じ
み
ち
を
乱
さ
な
い
範
囲
内
で
自
由
に
加
減
し
、
あ
る
ひ
は
こ
の
案
を

参
考
と
し
て
更
に
他
の
符
号
を
使
つ
て
も
よ
い
。」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
厳
守
す
べ
き
明
確
な
規
則
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
よ
う
に
、
明
確
な
規
則
が
な
い
中
で
、
読
点
の
規
則
や
役
割
に
対
す
る

分
類
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
の
か
。
読
点
分
類
の
先
行
例
を
列
挙
し
、

授
業
に
援
用
す
る
こ
と
を
前
提
に
吟
味
し
た
。
尚
、
紙
面
の
関
係
上
、
先
行
例

に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
詳
細
は
各
々
で
参
照
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
言
い
添
え
て
お
く
と
、
読
点
分
類
は
、
明
確
な
規
則
が
な
い
と
い
う

点
か
ら
か
、
体
系
化
さ
れ
た
分
類
が
多
く
は
な
い
。
以
下
、
引
用
す
る
先
行
例

は
、
体
系
化
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
引
用
件
数
の
多
い
も
の
を
中
心
に
挙
げ
て

い
る
。
ま
た
、
読
点
分
類
の
先
行
例
に
対
す
る
筆
者
の
評
価
は
、
研
究
的
な
視

点
よ
り
も
教
室
で
学
習
者
に
教
え
る
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
。

読
点
分
類
の
先
行
例

　

① 

文
部
省
教
科
書
局
調
査
課
国
語
調
査
室
（
１

９

４

６

） 『
く
ぎ
り
符
号

の
つ
か
ひ
方
（
句
読
法
案
）
』

　

②
永
野
賢
（
１

９

５

８

）『
学
校
文
法
概
説
』
朝
倉
書
店

　

③ 

武
部
良
明
（
１

９

８

２

）「
句
読
点
」『
日
本
語
教
育
事
典
』
大
修
館
書

店

　

④
岡
崎
洋
三
（
１

９

８

８

）『
日
本
語
と
テ
ン
の
打
ち
方
』
晩
聲
社

　

⑤ 

本
多
勝
一
（
１

９

９

４

）『
新
版  

実
戦
・
日
本
語
の
作
文
技
術
』
朝

日
文
庫

読
点
を
意
識
化
す
る
た
め
の
指
導
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⑥ 

佐
藤
政
光
（
２

０

０

０

）「
日
本
語
の
読
点
に
つ
い
て
―
規
則
の
再
検

討
―
」『
明
治
大
学
教
養
論
集
』
３

３

１

　

⑦ 
石
黒
圭
（
２

０

１

１

）「
句
読
点
の
ル
ー
ル
」『
日
本
語
文
章
・
文
体
・

表
現
事
典
』
朝
倉
書
店

　

①
〜
③
は
、
細
分
化
さ
れ
た
規
則
が
示
さ
れ
、
打
つ
こ
と
が
可
能
な
「
場
合

分
け
」
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
主
と
な
っ
て
お
り
、「
な
ぜ
、
そ
こ
に
読
点
を
打

つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
読
点
の
「
役
割
」
に
関
す
る
説
明
が
体
系
化

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、「
場
合
分
け
」
の
中
に
は
存
在
し
な
い
例
外
へ

の
対
応
や
、
文
脈
や
文
章
の
種
類
を
考
え
て
、
読
点
を
打
つ
・
打
た
な
い
と

い
っ
た
対
応
に
関
す
る
問
題
が
指
導
上
は
考
え
ら
れ
る
。

　

④
は
、
読
点
の
機
能
が
「
分
か
つ
」
こ
と
に
あ
る
と
し
、
読
点
の
役
割
を
五

つ
に
ま
と
め
た
点
は
参
考
に
な
る
が
、
⑦
石
黒
の
先
行
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、

「
構
造
」
に
関
す
る
記
述
が
な
く
、
文
全
体
の
意
味
を
考
慮
し
た
読
点
の
打
ち

方
の
説
明
が
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

⑤
は
「
述
部
（
動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
）
が
最
後
に
く
る
。」「
形
容
す

る
語
句
が
先
に
く
る
（
修
飾
辞
が
被
修
飾
辞
の
前
に
く
る
）。」「
長
い
修
飾
語

ほ
ど
先
に
。」「
句
を
先
に
。」
と
い
う
日
本
語
語
順
の
基
本
原
則
を
四
つ
掲
げ
、

そ
の
上
で
、「
長
い
修
飾
語
が
二
つ
以
上
あ
る
と
き
そ
の
境
界
に
テ
ン
を
う

つ
。」「
語
順
が
逆
に
な
っ
た
と
き
に
テ
ン
を
う
つ
。」
と
い
う
テ
ン
の
二
大
原

則
を
示
し
、
こ
れ
ら
の
原
則
以
外
の
自
由
な
テ
ン
を
「
思
想
の
テ
ン
」
と
し
て

い
る
。
こ
の
先
行
例
は
、
語
順
に
対
す
る
考
え
方
な
ど
は
参
考
に
な
る
が
、
本

文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
句
の
定
義
が
不
明
確
で
あ
り
、
重
文
な
ど
へ
の
対
応

も
難
し
い
と
い
う
問
題
点
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
語
順
に
対
し
て
、「
基
本
原

則
」
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
教
室
で
教
え
る
上
で
の
難
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

⑥
は
、
読
点
の
役
割
を
三
つ
、
そ
こ
か
ら
細
分
化
し
た
も
の
を
合
わ
せ
て
も

五
つ
に
ま
で
ま
と
め
て
い
る
。
し
か
し
、「
こ
こ
で
は
特
に
、
論
述
文
を
書
き

表
す
際
の
読
点
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
」
と
本
文
に
記
述
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
論
理
的
文
章
を
書
く
際
に
重
要
な
読
点

の
役
割
の
み
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
読
点
の
役
割
全
体
を
対
象
と
し
て
い
な
い
。

　

⑦
は
読
点
の
分
類
に
つ
い
て
、「
意
味
」「
長
さ
」「
構
造
」「
表
記
」「
音
調
」

「
リ
ズ
ム
」「
強
調
」
の
七
分
類
に
ま
と
め
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
こ
そ
「
ル
ー

ル
」
と
い
う
読
者
の
注
意
を
引
き
や
す
い
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
ル
ー

ル
・
規
則
と
い
う
よ
り
も
、
読
点
の
役
割
を
体
系
化
し
た
先
行
例
だ
と
い
え
る
。

管
見
の
限
り
、
授
業
で
用
い
る
こ
と
に
最
も
適
し
た
役
割
分
類
だ
と
判
断
し
た
。

そ
れ
ま
で
の
先
行
例
と
違
い
、「
構
造
」
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
や
、

役
割
が
七
つ
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
た
め
学
習
者
の
負
担
が
少
な
い
点
が
、
そ
の

理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

以
上
よ
り
、
本
授
業
で
は
、
石
黒
の
役
割
分
類
を
主
な
参
考
例
と
し
て
用
い
、

以
下
の
よ
う
な
役
割
分
類
を
用
い
て
授
業
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

読
点
を
意
識
化
す
る
た
め
の
指
導
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本
授
業
で
の
読
点
役
割
分
類

　

① 

意
味
：
複
数
取
れ
る
文
の
意
味
を
明
確
に
し
た
り
、
取
り
づ
ら
い
文
の

意
味
を
明
確
に
し
た
り
す
る
た
め
の
読
点
。

　

②
構
造
：
文
意
の
中
心
に
対
す
る
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
の
読
点
。

　

③ 

表
記
：
同
じ
表
記
が
続
く
読
み
に
く
さ
を
解
消
さ
せ
る
た
め
に
打
つ
読

点
。

　

④
音
調
：
こ
と
ば
を
音
に
し
た
時
に
置
か
れ
る
間
を
示
す
際
に
打
つ
読
点
。

　

⑤
リ
ズ
ム
：
文
体
の
リ
ズ
ム
を
考
え
て
打
た
れ
る
読
点
。

　

⑥
強
調
：
文
の
一
部
の
要
素
を
際
だ
た
せ
る
た
め
に
打
た
れ
る
読
点
。

　

石
黒
の
「
意
味
」
と
「
長
さ
」
を
、「
意
味
」
と
い
う
一
つ
の
項
目
に
統
合

し
た
。
こ
れ
ら
は
、「
読
み
取
れ
な
い
」
も
し
く
は
「
読
み
取
り
づ
ら
い
」
文

の
意
味
を
明
確
に
す
る
た
め
の
読
点
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
「
係
り
受

け
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
文
意
を
明
確
に
す
る
」
と
い
う
役
割
を
指
導
上

は
強
調
す
べ
き
だ
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
実
際
に
行
っ
た
授
業
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

四
、
授
業
実
践

ａ
、
授
業
概
要

○
対
象　

高
校
第
三
学
年
Ｉ
組
３

１

名

○
教
科　

現
代
文
Ｂ
（
２

単
位
）

○
単
元
名　
「
読
点
を
意
識
し
て
打
と
う
」（
自
作
プ
リ
ン
ト
）

○ 

単
元
の
主
な
目
標  

読
点
に
つ
い
て
の
活
動
を
通
じ
て
、
読
点
の
役
割
を
理

解
し
、
意
識
的
に
読
点
を
打
つ
こ
と
が
で
き
る
。（
３　

内
容
（
１

）
オ
）

○ 

指
導
観  

読
点
に
つ
い
て
は
規
則
が
な
く
、
取
り
立
て
て
指
導
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
た
め
に
、
学
習
者
の
中
で
読
点
の
使
用
は
無
意
識
化
・
固
定
化

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
読
点
を
、
授
業
の

課
題
と
し
て
扱
う
こ
と
で
、
意
識
化
・
対
象
化
さ
せ
た
い
。

○
指
導
計
画

　

●
一
時
限
目

　
　
（
ⅰ
）
課
題
１

・
２

に
学
習
者
が
個
人
で
取
り
組
む
。

　
　
（
ⅱ
）
読
点
箇
所
と
基
準
に
つ
い
て
、
他
の
学
習
者
と
共
有
す
る
。

　
　
（
ⅲ
） 

読
点
の
役
割
に
つ
い
て
、
プ
リ
ン
ト
を
用
い
て
授
業
者
が
説
明
す
る
。

　
　
（
ⅳ
） 
原
文
か
ら
読
点
を
消
去
し
た
文
章
に
読
点
を
打
つ
作
業
を
、
グ

ル
ー
プ
で
行
う
。

読
点
を
意
識
化
す
る
た
め
の
指
導
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●
二
時
限
目

　
　
（
ⅰ
）
読
点
の
役
割
に
つ
い
て
復
習
す
る
。

　
　
（
ⅱ
） 
前
時
の
グ
ル
ー
プ
活
動
結
果
を
教
室
で
共
有
し
、
各
読
点
を

打
っ
た
理
由
に
つ
い
て
発
表
す
る
。

　
　
（
ⅲ
）
課
題
４

・
５

・
６

に
学
習
者
が
個
人
で
取
り
組
む
。

　

既
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
読
点
指
導
の
必
要
性
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
、
第
二
学
年
の
文
章
を
添
削
し
た
こ
と
な
の
だ
が
、
授
業
数
や
単
元
の

関
係
も
あ
り
、
上
記
ク
ラ
ス
に
お
い
て
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　

以
下
、
授
業
の
展
開
に
つ
い
て
使
用
プ
リ
ン
ト
と
同
じ
内
容
を
示
し
つ
つ
説

明
し
て
い
く
。

ｂ
、
一
時
限
目
（
ⅰ
）〜（
ⅱ
）

課
題
１　

 

次
の
文
章
は
原
文
か
ら
読
点
を
除
い
た
も
の
で
あ
る
。
必
要
だ
と

思
わ
れ
る
と
こ
ろ
す
べ
て
に
読
点
を
打
ち
な
さ
い
。

　

ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
眺
め
な
が
ら
彼
女
が
こ
ん
な
に
も
魅
惑
的
で
あ
る

た
め
に
は
両
腕
を
失
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
ぼ
く
は
ふ
と

ふ
し
ぎ
な
思
い
に
と
ら
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
美
術
作
品

の
運
命
と
い
う
制
作
者
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
何
も
の
か
も
微
妙
な
協
力
を
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

パ
ロ
ス
産
の
大
理
石
で
で
き
て
い
る
彼
女
は
十
九
世
紀
の
は
じ
め
ご
ろ
メ

ロ
ス
島
で
そ
こ
の
農
民
に
よ
り
思
い
が
け
な
く
発
掘
さ
れ
フ
ラ
ン
ス
人
に
買

い
取
ら
れ
て
パ
リ
の
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
運
ば
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
と
き
彼
女
は
そ
の
両
腕
を
故
郷
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
の
海
か
陸
の
ど
こ
か
い

わ
ば
生
ぐ
さ
い
秘
密
の
場
所
に
う
ま
く
忘
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

課
題
２　

 

あ
な
た
は
、
読
点
を
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
打
ち
ま
し
た
か
。

説
明
し
な
さ
い
。

　

ま
ず
、
原
文
か
ら
読
点
を
消
去
し
た
文
章
に
、
読
点
を
打
た
せ
る
活
動
（
課

題
１

）
を
学
習
者
個
人
で
取
り
組
ま
せ
た
。
今
回
は
、
清
岡
卓
行
「
手
の
変

幻
」（
数
研
出
版
「
現
代
文
Ｂ
」
よ
り
引
用
）
を
使
用
し
た
。
今
後
学
習
者
は

「
小
説
」
や
「
詩
」
の
作
成
機
会
よ
り
も
「
レ
ポ
ー
ト
」
や
「
論
文
」
の
作
成

機
会
の
方
が
多
い
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
「
評
論
文
」
を
選
ん
だ
。
ま
た
、「
読

点
」
と
い
う
明
確
な
正
解
が
な
い
も
の
を
扱
う
上
で
、
自
分
と
は
違
う
意
見
に

触
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
感
じ
た
た
め
、
学
習
者
間
で
読
点
箇
所
に
揺
れ
が
生

じ
や
す
い
と
思
わ
れ
る
文
章
を
選
ん
だ
。

　

そ
し
て
、
課
題
１

に
お
け
る
読
点
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
打
っ
た
か
記
入
さ

せ
た
（
課
題
２

）。

読
点
を
意
識
化
す
る
た
め
の
指
導
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次
に
、
教
室
の
雰
囲
気
作
り
も
兼
ね
て
、
課
題
１

・
２

に
つ
い
て
、
周
り
の

学
習
者
と
共
有
さ
せ
た
。

　

課
題
２

の
、
学
習
者
の
回
答
例
を
紹
介
す
る
と
、「
一
呼
吸
入
れ
る
と
こ
ろ
」

や
「
接
続
詞
の
後
」
と
い
っ
た
、
お
そ
ら
く
既
習
の
内
容
だ
と
思
わ
れ
る
回
答

や
、「
文
が
長
く
な
っ
た
と
き
」「
読
み
や
す
く
な
る
よ
う
に
」「
な
ん
と
な
く

打
ち
た
い
と
こ
ろ
」
と
い
っ
た
、
感
覚
的
な
回
答
が
目
立
っ
た
。
他
に
も
、

「
英
語
で
い
う
と
、「that

」
で
説
明
が
入
る
よ
う
な
と
こ
ろ
の
前
に
打
っ
た
」

「
副
詞
節
の
下
」「
主
述
の
間
に
長
い
説
明
が
入
る
と
き
」
な
ど
の
鋭
い
回
答
も

複
数
存
在
し
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
学
習
者
の
中
で
、
基
準
は
体
系
化
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

　

他
の
学
習
者
と
の
共
有
の
後
に
、
読
点
の
役
割
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な

プ
リ
ン
ト
を
用
い
て
説
明
し
た
。

ｃ
、
一
時
限
目
（
ⅲ
）〜（
ⅳ
）

●
読
点
の
役
割

　

読
点
に
は
以
下
の
よ
う
な
役
割
が
あ
る
。

　
〔　
　

意
味　
　
　

〕　
〔　
　

構
造　
　
　

〕　
〔　
　

標
記　
　
　

〕

　
〔　
　

音
調　
　
　

〕　
〔　
　

リ
ズ
ム　
　

〕　
〔　
　

強
調　
　
　

〕

① 　

意
味　
（
複
数
取
れ
る
文
の
意
味
を
明
確
に
し
た
り
、
取
り
づ
ら
い
文

の
意
味
を
明
確
に
し
た
り
す
る
た
め
の
読
点
。）

例
文
１

） 

そ
の
刑
事
は
血
だ
ら
け
に
な
っ
て
逃
げ
だ
し
た
犯
人
を
追
い
か
け
た
。

例
文
２

） 

お
父
さ
ん
は
小
学
校
で
ケ
ン
カ
を
し
て
傷
だ
ら
け
に
な
っ
た
太
郎

を
手
当
て
し
た
。

②　

構
造　
（
文
意
の
中
心
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
打
つ
読
点
。）

例
文
） 

先
月
は
人
が
い
っ
ぱ
い
で
店
に
な
か
な
か
入
れ
な
か
っ
た
が
今
日
は

前
も
っ
て
予
約
を
入
れ
て
お
い
た
の
で
す
ぐ
に
店
に
入
る
こ
と
が
で

き
た
。

③ 　

表
記　
（
同
じ
表
記
が
続
く
読
み
に
く
さ
を
解
消
さ
せ
る
た
め
に
打
つ

読
点
。）

例
文
） 

実
在
す
る
の
は
物
理
学
が
描
き
出
す
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
の
物

理
的
な
刺
激
的
作
用
が
存
在
す
る
。

④　

音
調　
（
こ
と
ば
を
音
に
し
た
時
に
置
か
れ
る
間
を
示
す
際
に
打
つ
読
点
。）

読
点
を
意
識
化
す
る
た
め
の
指
導
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例
文
） 

こ
っ
ち
は
ひ
ど
い
息
切
れ
が
す
る
。
何
を
言
う
に
も
、
と
ぎ
れ
と
ぎ

れ
だ
。
見
や
が
れ
、
そ
ん
な
だ
か
ら
、
お
前
は
、
大
学
に
も
、
行
か

れ
な
い
ん
だ
、
行
け
る
も
ん
か
。（
阿
部
昭
『
三
月
の
風
』
）

⑤　

リ
ズ
ム　
（
文
体
の
リ
ズ
ム
を
考
え
て
打
た
れ
る
読
点
。）

例
文
１

） 

ま
っ
た
く
、
そ
の
子
供
の
笑
顔
は
、
よ
く
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
、
何

と
も
知
れ
ず
、
イ
ヤ
な
薄
気
味
悪
い
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
て
来
る
。

ど
だ
い
、
そ
れ
は
、
笑
顔
で
な
い
。
こ
の
子
は
、
少
し
も
笑
っ
て

は
い
な
い
の
だ
。（
太
宰
治
『
人
間
失
格
』
）

例
文
２

） 

人
は
記
憶
を
失
わ
ぬ
限
り
故
人
を
夢
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
生

き
て
い
る
相
手
を
夢
で
の
み
見
て
い
た
佐
助
の
よ
う
な
場
合
に
は

い
つ
死
別
れ
た
と
も
は
っ
き
り
し
た
時
は
指
さ
せ
な
い
か
も
知
れ

な
い
。（
谷
崎
潤
一
郎
『
春
琴
抄
』
）

⑥　

強
調　
（
文
の
一
部
の
要
素
を
際
だ
た
せ
る
た
め
に
打
た
れ
る
読
点
。）

例
文
）
乗
る
だ
け
と
い
う
幸
福
。

　

役
割
の
①
〜
⑥
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
て
い
き
た
い
。

　

①
「
意
味
」
の
読
点
。
例
文
１

で
あ
る
が
、「
血
だ
ら
け
に
な
っ
」
た
の
が

「
犯
人
」
で
あ
れ
ば
「
刑
事
は
」
の
直
後
に
読
点
を
打
つ
し
、「
血
だ
ら
け
に

な
っ
」
た
の
が
「
刑
事
」
で
あ
れ
ば
「
血
だ
ら
け
に
な
っ
て
」
の
直
後
に
読
点

を
打
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
二
つ
目
の
例
文
で
あ
れ
ば
、「
お
父
さ
ん
」
が
小

学
校
で
ケ
ン
カ
を
す
る
可
能
性
は
低
く
、「
太
郎
」
は
「
傷
だ
ら
け
に
な
っ
た
」

と
あ
る
た
め
、
ケ
ン
カ
を
し
た
の
は
お
そ
ら
く
「
太
郎
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
、「
お
父
さ
ん
は
」
の
直
後
に
読
点
を
打
つ
と
読
み
や
す
く
な
る
。

こ
の
よ
う
に
「
意
味
」
の
読
点
と
は
、「
複
数
取
れ
る
文
の
意
味
を
明
確
に
し

た
り
、
取
り
づ
ら
い
文
の
意
味
を
明
確
に
し
た
り
す
る
た
め
の
読
点
。」
を
指

す
。

　

②
「
構
造
」
の
読
点
。
例
文
に
一
点
だ
け
読
点
を
打
つ
な
ら
ど
こ
に
打
つ
だ

ろ
う
か
。
例
文
は
「
先
月
」
と
「
今
日
」
の
、
対
比
の
文
に
な
っ
て
い
る
た
め
、

お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
の
人
が
「
入
れ
な
か
っ
た
が
」
の
直
後
に
打
つ
と
考
え
ら

れ
る
。
さ
ら
に
二
点
追
加
で
打
つ
と
す
れ
ば
、
こ
の
文
は
「
先
月
」
に
つ
い
て

述
べ
ら
れ
た
部
分
と
「
今
日
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
部
分
が
、
そ
れ
ぞ
れ

「
理
由
―
結
果
」
と
い
う
並
び
に
な
っ
て
い
る
の
で
、「
い
っ
ぱ
い
で
」
と
「
入

れ
て
お
い
た
の
で
」
の
直
後
に
打
つ
と
、
そ
の
構
造
が
明
確
に
な
る
。
ま
た
、

「
先
月
」「
今
月
」
と
い
う
時
期
の
対
比
構
造
を
強
調
す
る
た
め
に
、「
先
月
は
」

と
「
今
日
は
」
の
直
後
に
打
つ
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
構
造
」

の
読
点
と
は
「
文
意
の
中
心
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
打
つ
読
点
。」
を

指
す
。

読
点
を
意
識
化
す
る
た
め
の
指
導

五
〇
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③
「
表
記
」
の
読
点
。
表
記
の
読
点
は
、
例
文
の
読
点
の
よ
う
な
、
ひ
ら
が

な
続
き
や
漢
字
続
き
な
ど
、
同
じ
表
記
が
連
続
す
る
時
に
語
句
の
境
目
を
明
確

に
す
る
読
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
同
じ
表
記
が
続
く
読
み
に
く
さ
を
解
消
さ

せ
る
た
め
に
打
つ
読
点
。」
を
指
す
。

　

④
「
音
調
」
の
読
点
。
例
文
の
読
点
は
、
ひ
ど
い
息
切
れ
に
よ
っ
て
、
と
ぎ

れ
と
ぎ
れ
に
発
話
さ
れ
る
様
子
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
音
調
」
の

読
点
と
は
「
こ
と
ば
を
音
に
し
た
時
に
置
か
れ
る
間
を
示
す
際
に
打
つ
読
点
。」

を
指
す
。

　

⑤
「
リ
ズ
ム
」
の
読
点
。
例
文
１

は
、
太
宰
治
の
『
人
間
失
格
』
で
、
か
な

り
頻
繁
に
、
読
点
が
打
た
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
太
宰
の
作
品
は
読
点
の
割

合
が
高
い
も
の
が
多
く
、
読
点
の
多
い
文
体
を
太
宰
は
好
ん
で
用
い
た
。
例
文

２

は
、
谷
崎
の
『
春
琴
抄
』
で
あ
る
が
、「
人
間
失
格
」
と
は
対
照
的
に
読
点

が
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
谷
崎
が
「
１

、
セ
ン
テ
ン
ス
の
切
れ

目
を
ぼ
か
す
目
的
」「
２

、
文
章
の
息
を
長
く
す
る
目
的
」「
３

、
薄
墨
で
す
ら

す
ら
と
書
き
流
し
た
よ
う
な
、
淡
い
、
弱
々
し
い
心
持
ち
を
出
す
目
的
」
に

よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
文
体
を
選
択
し
た
こ
と
は
『
文
章
読
本
』
で
も
語
ら
れ

て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
リ
ズ
ム
」
の
読
点
と
は
「
文
体
の
リ

ズ
ム
を
考
え
て
打
た
れ
る
読
点
。」
を
指
す
。「
音
調
」
の
読
点
と
似
て
い
る
が
、

「
音
調
」
の
読
点
が
、
ど
の
よ
う
に
再
生
さ
れ
る
か
と
い
う
音
の
要
素
を
重
ん

じ
る
読
点
で
あ
る
の
に
対
し
、「
リ
ズ
ム
」
の
読
点
は
、
読
者
が
感
じ
る
印
象

に
重
き
を
置
い
て
い
る
所
に
違
い
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
文
体
の
印
象
を
考

え
て
打
た
れ
る
読
点
」
と
も
言
い
か
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

⑥
「
強
調
」
の
読
点
。
例
文
は
「
電
車
は
車
と
違
っ
て
乗
る
だ
け
で
目
的
地

へ
辿
り
つ
く
の
で
、
幸
せ
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
内
容
の

電
車
広
告
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。「
乗
る
だ
け
で
い
い
」
と
い
う
部
分
を
強
調

す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
乗
る
だ
け
」
の
直
後
に
読
点
を
打
つ
で
あ
ろ
う
し
、「
幸

福
な
時
間
だ
」
と
い
う
部
分
を
強
調
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
と
い
う
」
の
直
後

に
打
つ
で
あ
ろ
う
。「
強
調
」
の
読
点
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
文
の
一
部
の
要

素
を
、
際
だ
た
せ
る
た
め
に
打
た
れ
る
読
点
。」
を
指
す
。

　

以
上
の
「
意
味
」「
構
造
」「
標
記
」「
音
調
」「
リ
ズ
ム
」「
強
調
」
が
、
本

実
践
で
使
用
し
た
読
点
役
割
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
読
点
役
割
を
説
明
す
る
際
、「
読
点
に
は
明
確
な
規
則
は
な
い
た

め
、
特
定
の
場
所
に
必
ず
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
く
、
役
割
を

意
識
し
て
打
つ
こ
と
が
大
切
だ
。」
と
理
解
さ
せ
た
。

　

ま
た
、「
一
読
点
に
つ
き
必
ず
し
も
役
割
が
一
つ
で
は
な
い
。」
と
い
う
こ
と

を
、
例
文
を
用
い
て
理
解
さ
せ
た
。
例
え
ば
、
①
の
例
文
１

に
お
い
て
、
も
し

後
ろ
に
「
お
母
さ
ん
は
、
そ
の
後
で
太
郎
を
抱
き
し
め
た
。」
よ
う
な
文
が
続

い
て
い
れ
ば
「
お
父
さ
ん
は
〜
手
当
て
し
た
。」「
お
母
さ
ん
は
〜
抱
き
し
め

た
。」
と
い
う
文
脈
と
な
り
、
こ
の
読
点
は
「
強
調
」
の
役
割
を
持
っ
た
読
点

と
も
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

読
点
を
意
識
化
す
る
た
め
の
指
導

五
一
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さ
ら
に
、「
読
点
役
割
の
比
重
は
、
文
の
種
類
に
よ
っ
て
変
わ
る
。」
と
い
う

こ
と
を
理
解
さ
せ
た
。
例
え
ば
、
一
義
的
な
文
章
・
論
理
的
な
文
章
で
あ
れ
ば
、

「
意
味
」
や
「
構
造
」、「
表
記
」
の
読
点
が
優
先
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
人
を
惹

き
つ
け
た
い
エ
ッ
セ
イ
や
小
説
を
か
く
の
で
あ
れ
ば
、「
音
調
」
や
「
リ
ズ
ム
」

に
気
を
使
わ
な
い
と
い
け
な
い
。
先
程
、
学
習
者
た
ち
が
読
点
を
打
っ
た
文
章

は
、「
評
論
文
」
だ
と
い
う
こ
と
も
、
こ
こ
で
意
識
さ
せ
た
。

　

読
点
の
役
割
に
つ
い
て
説
明
し
た
後
は
、
個
人
で
行
っ
た
も
の
と
同
じ
原
文

を
用
い
て
、
グ
ル
ー
プ
で
同
じ
活
動
（
課
題
１

・
２

）
を
行
っ
た
。
今
回
は
五

〜
六
人
組
の
グ
ル
ー
プ
を
六
グ
ル
ー
プ
作
っ
て
行
っ
た
。

ｄ
、
二
時
限
目
（
ⅰ
）
〜
（
ⅱ
）

　

二
時
限
目
で
は
、
最
初
に
読
点
の
役
割
に
つ
い
て
復
習
し
た
後
、
一
限
目
の

グ
ル
ー
プ
活
動
の
結
果
を
教
室
で
共
有
し
、
読
点
を
打
っ
た
理
由
に
つ
い
て
グ

ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
さ
せ
た
。
そ
の
際
、
ス
ク
リ
ー
ン
で
グ
ル
ー
プ
活
動
の
結

果
を
共
有
し
た
。
ス
ク
リ
ー
ン
に
は
、
全
六
グ
ル
ー
プ
中
何
グ
ル
ー
プ
が
ど
こ

に
読
点
を
打
っ
た
か
が
わ
か
る
よ
う
に
し
た
。
授
業
者
は
、
ど
の
グ
ル
ー
プ
が

ど
こ
に
読
点
を
打
っ
た
の
か
が
わ
か
る
よ
う
に
し
て
お
き
、
読
点
箇
所
ご
と
に

任
意
で
グ
ル
ー
プ
を
指
名
し
て
発
表
さ
せ
た
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表

に
つ
い
て
補
足
や
説
明
を
行
っ
た
。
本
稿
で
は
紙
面
の
関
係
上
、
印
象
に
残
っ

た
指
導
例
を
二
つ
だ
け
、
紹
介
す
る
。

●
グ
ル
ー
プ
活
動
の
結
果　
（
括
弧
内
の
数
字
は
、
全
六
グ
ル
ー
プ
中
何
グ

ル
ー
プ
が
当
該
箇
所
に
読
点
を
打
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。）

　

ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
眺
め
な
が
ら
（
５ア

）
彼
女
が
こ
ん
な
に
も
魅
惑
的

で
あ
る
た
め
に
は
（
１

）
両
腕
を
失
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ

（
１

）
と
（
５

）
ぼ
く
は
（
１

）
ふ
と
ふ
し
ぎ
な
思
い
に
と
ら
わ
れ
た
こ
と

が
あ
る
。
つ
ま
り
（
５

）
そ
こ
に
は
美
術
作
品
の
運
命
と
い
う
（
２

）
制
作

者
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
何
も
の
か
も
（
３

）
微
妙
な
協
力
を
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

パ
ロ
ス
産
の
大
理
石
で
（
１

）
で
き
て
い
る
彼
女
は
（
５イ

）
十
九
世
紀
の

は
じ
め
ご
ろ
（
３

）
メ
ロ
ス
島
で
（
２

）
そ
こ
の
農
民
に
よ
り
思
い
が
け
な

く
発
掘
さ
れ
（
６ウ

）
フ
ラ
ン
ス
人
に
買
い
取
ら
れ
て
（
５エ

）
パ
リ
の
ル
ー
ヴ

ル
美
術
館
に
運
ば
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
（
１

）
彼
女
は

（
４

）
そ
の
両
腕
を
（
２

）
故
郷
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
の
海
か
陸
の
ど
こ
か

（
６

）
い
わ
ば
生
ぐ
さ
い
秘
密
の
場
所
に
う
ま
く
忘
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
５

つ
の
グ
ル
ー
プ
が
打
っ
た
、
ア
の
読
点
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
読
点

が
無
い
と
「
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
眺
め
な
が
ら
」
が
、
直
後
の
「
彼
女
が
」

に
か
か
っ
て
し
ま
い
、
ま
る
で
「
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
を
、
そ
れ
と
は
別
の

「
彼
女
」
が
眺
め
て
い
る
と
誤
読
し
そ
う
に
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
、「
ミ
ロ
の

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
眺
め
な
が
ら
」
が
、
比
較
的
遠
い
位
置
に
あ
る
「
ふ
と
ふ
し
ぎ

読
点
を
意
識
化
す
る
た
め
の
指
導
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な
思
い
に
と
ら
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
述
部
へ
と
か
か
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
の
読
点
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
読
点
に
つ
い
て
は
一
人
の
男

子
生
徒
が
説
明
し
て
く
れ
た
た
め
、
補
足
と
し
て
以
上
の
よ
う
な
説
明
を
行
っ
た
。

　

ま
た
、
イ
・
ウ
・
エ
の
読
点
に
つ
い
て
も
説
明
し
た
。
こ
の
文
を
分
解
す
る

と
、「
パ
ロ
ス
産
の
〜
彼
女
は
」
と
い
う
主
部
が
、
①
「
発
掘
さ
れ
」
②
「
買

い
取
ら
れ
て
」
③
「
運
ば
れ
た
」
④
「
と
言
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
四
つ
の
述

部
へ
と
か
か
る
文
だ
と
理
解
で
き
る
が
、
そ
の
う
ち
述
部
①
〜
③
は
、
ヴ
ィ
ー

ナ
ス
像
が
、
現
在
の
環
境
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
文
意
の
中
心
も
、
そ
の
過
程
を
表
す
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
、
文
構

造
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
イ
・
ウ
・
エ
の
位
置
に
読
点
を
打
つ
と
読
み
取
り

が
易
し
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
読
点
に
関
し
て
は
「
並
列
」
と
い

う
ワ
ー
ド
を
生
徒
が
出
し
て
く
れ
た
た
め
、
補
足
す
る
形
で
、
以
上
の
よ
う
な

説
明
を
付
け
加
え
た
。

ｅ
、
二
時
限
目
（
ⅲ
）

課
題
４　

 

次
の
文
章
は
原
文
か
ら
読
点
を
除
い
た
も
の
で
あ
る
。
必
要
だ
と

思
わ
れ
る
と
こ
ろ
す
べ
て
に
読
点
を
打
ち
な
さ
い
。

　

二
十
一
世
紀
は
「
知
識
社
会
」
だ
と
い
う
声
が
あ
る
。
二
十
世
紀
ま
で
は

土
地
労
働
資
本
な
ど
が
富
を
生
む
源
泉
だ
っ
た
の
だ
が
今
後
は
知
識
が
鍵
を

握
る
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
例
え
ば
投
資
金
融
で
利
益
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
各

企
業
の
製
品
開
発
力
を
正
し
く
把
握
し
成
長
の
可
能
性
に
つ
い
て
的
確
な
判

断
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
評
価
表
の
よ
う
な
も
の
が

「
知
識
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
う
と
評
価
表
の
各

項
目
を
な
す
断
片
的
デ
ー
タ
の
よ
う
な
も
の
が
「
情
報
」
で
あ
り
こ
の
情
報

（
デ
ー
タ
）
群
を
体
系
的
に
ま
と
め
あ
げ
た
の
が
い
わ
ゆ
る
「
知
識
」
だ
と

常
識
的
に
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

課
題
５　

 

右
に
記
入
し
た
読
点
の
う
ち
、
指
定
さ
れ
た
三
か
所
に
つ
い
て
、

読
点
を
打
っ
た
理
由
を
説
明
し
な
さ
い
。

〔
二
点
目
〕

〔
三
点
目
〕

〔
最
後
〕

課
題
６　

本
授
業
で
の
学
び
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

最
後
に
、
再
び
個
人
活
動
を
行
っ
た
。「
意
識
的
に
読
点
を
打
つ
」
と
い
う

目
標
が
学
習
者
個
人
で
達
成
で
き
て
い
る
か
を
測
る
た
め
、
二
度
目
の
個
人
活

読
点
を
意
識
化
す
る
た
め
の
指
導

五
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動
に
は
「
手
の
変
幻
」
で
は
な
く
、
西
垣
通
の
「
知
識
社
会
と
い
う
幻
想
」

（
数
研
出
版
「
現
代
文
Ｂ
」
よ
り
引
用
）
を
用
い
た
。
理
由
と
し
て
は
、「
手
の

変
幻
」
を
選
ん
だ
理
由
と
同
じ
く
、「
評
論
文
」
で
あ
り
、
学
習
者
の
間
で
揺

れ
が
生
ま
れ
そ
う
な
文
章
だ
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
個
人
活
動
で
打
っ
た
読
点
の
う
ち
、
授
業
者
が
指
定
し
た
三
つ
の

読
点
に
つ
い
て
、
打
っ
た
理
由
を
記
入
さ
せ
た
。
今
回
は
、
学
習
者
が
そ
れ
ぞ

れ
打
っ
た
読
点
の
う
ち
、「
二
点
目
」「
三
点
目
」「
最
後
」
を
指
定
し
た
。

ｆ
、
学
習
者
の
成
果
物
（
課
題
２

・
４

・
５

）

　

以
下
に
何
点
か
、
学
習
者
の
成
果
物
を
紹
介
す
る
。
そ
の
際
、
課
題
４

・
課

題
５

、
と
共
に
、
課
題
２

も
併
記
す
る
よ
う
に
し
た
。
ま
っ
た
く
同
じ
課
題
で

は
な
い
た
め
、
明
確
な
比
較
に
は
な
ら
な
い
が
、
本
授
業
を
通
じ
た
、
学
習
者

の
学
習
状
況
の
一
端
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
う
。

●
学
習
者
Ａ

　

課
題
２

　

・
主
語
の
後
に
う
ち
ま
し
た
。　

・
接
続
詞　

・
長
い
文
章
の
あ
い
だ

　

課
題
４

　

 　

二
十
一
世
紀
は
「
知
識
社
会
」
だ
と
い
う
声
が
あ
る
。
二
十
世
紀
ま
で

　

 

は
、
土
地
労
働
資
本
な
ど
が
富
を
生
む
源
泉
だ
っ
た
の
だ
が
、
今
後
は
、

知
識
が
鍵
を
握
る
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
、
例
え
ば
投
資
金
融
で
利
益
を
得

よ
う
と
す
れ
ば
、
各
企
業
の
製
品
開
発
力
を
正
し
く
把
握
し
、
成
長
の
可

能
性
に
つ
い
て
、
的
確
な
判
断
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め

の
評
価
表
の
よ
う
な
も
の
が
「
知
識
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
言
う
と
、
評
価
表
の
各
項
目
を
な
す
、
断
片
的
デ
ー
タ
の
よ
う

な
も
の
が
「
情
報
」
で
あ
り
、
こ
の
情
報
（
デ
ー
タ
）
群
を
体
系
的
に
ま

と
め
あ
げ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
知
識
」
だ
と
、
常
識
的
に
定
義
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

課
題
５

　

二
点
目
：
読
点
の
前
と
後
ろ
で
話
し
て
い
る
時
期
が
ち
が
う
か
ら

　

三
点
目
： 「
二
十
世
紀
ま
で
は
」
に
読
点
を
う
け
た
の
で
「
今
後
は
」
に

も
つ
け
ま
し
た
。

　

最
後
： 

知
識
と
い
う
も
の
を
強
調
す
る
た
め
。「
情
報
」
と
「
知
識
」
の

比
較
。

　

ま
ず
、
学
習
者
Ａ
で
あ
る
が
、
二
点
目
は
、
読
点
よ
り
前
が
「
二
十
世
紀
以

前
」、
後
ろ
が
「
今
後
」
と
い
う
比
較
の
文
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
境
目

に
打
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
三
点
目
は
、「
二
十
世
紀
ま
で
は
」
の
後
ろ

に
読
点
を
打
っ
た
た
め
、
比
較
の
対
象
で
あ
る
「
今
後
は
」
の
後
ろ
に
も
打
っ

読
点
を
意
識
化
す
る
た
め
の
指
導

五
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た
と
い
う
理
由
付
け
で
あ
る
。
最
後
は
、「
知
識
」
と
い
う
言
葉
の
強
調
の
た

め
、
そ
し
て
、「
知
識
」
は
「
情
報
」
と
比
較
さ
れ
て
い
る
た
め
、
対
応
す
る

箇
所
に
読
点
を
打
つ
こ
と
で
、
比
較
構
造
を
見
え
や
す
く
す
る
た
め
、
と
あ
る
。

い
ず
れ
も
、
読
点
の
「
構
造
」
の
役
割
を
、
よ
く
意
識
で
き
て
い
る
。

●
学
習
者
Ｂ

　

課
題
２

　

・
音
読
し
た
時
に
読
み
に
く
い
と
こ
ろ
が
な
い
よ
う
に

　

課
題
４

　

 　

二
十
一
世
紀
は
「
知
識
社
会
」
だ
と
い
う
声
が
あ
る
。
二
十
世
紀
ま
で

は
、
土
地
労
働
資
本
な
ど
が
富
を
生
む
源
泉
だ
っ
た
の
だ
が
、
今
後
は
、

知
識
が
鍵
を
握
る
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
、
例
え
ば
投
資
金
融
で
利
益
を
得

よ
う
と
す
れ
ば
、
各
企
業
の
製
品
開
発
力
を
正
し
く
把
握
し
成
長
の
可
能

性
に
つ
い
て
的
確
な
判
断
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
評

価
表
の
よ
う
な
も
の
が
「
知
識
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体

的
に
言
う
と
、
評
価
表
の
各
項
目
を
な
す
断
片
的
デ
ー
タ
の
よ
う
な
も
の

が
「
情
報
」
で
あ
り
、
こ
の
情
報
（
デ
ー
タ
）
群
を
体
系
的
に
ま
と
め
あ

げ
た
の
が
い
わ
ゆ
る
「
知
識
」
だ
と
、
常
識
的
に
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

課
題
５

　

二
点
目
：
前
と
後
ろ
の
文
の
内
容
を
比
べ
る
た
め
。　

　

三
点
目
：「
時
間
」
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
。　

　

最
後
の
点
：
常
識
的
に
定
義
さ
れ
て
い
る
も
の
が
何
か
を
強
調
す
る
た
め
。

　

学
習
者
Ｂ
は
、
最
後
の
読
点
の
理
由
付
け
を
、「
常
識
的
に
」
と
い
う
言
葉

の
強
調
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
情
報
」「
知
識
」
に
対
す
る
上
記
の
解
釈
が
、

「
常
識
」「
一
般
論
」
だ
と
強
調
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

こ
こ
に
紹
介
で
き
な
か
っ
た
学
習
者
も
、
お
お
む
ね
、
自
分
の
打
っ
た
読
点

に
つ
い
て
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

　

続
い
て
、
課
題
６

の
成
果
物
も
紹
介
し
、
そ
れ
ら
の
内
容
も
踏
ま
え
て
「
ま

と
め
」
に
入
り
た
い
。

ｇ
、
学
習
者
の
成
果
物
（
課
題
６

）

●
学
習
者
Ｃ

　
 　

個
人
的
に
興
味
深
い
授
業
で
し
た
。
小
学
校
の
時
に
習
っ
て
な
い
の
に
、

作
文
の
添
削
で
大
量
に
読
点
を
書
き
こ
ま
れ
て
困
惑
し
た
記
憶
も
あ
り
、

ず
っ
と
疑
問
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
や
っ
て
み
る
と
、
よ
く
よ
く
考
え
れ

ば
、
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
特
に
、
意
味
の
役
割
に
関
心

を
持
ち
ま
し
た
。
将
来
論
文
を
書
く
と
き
に
も
必
要
に
な
る
と
思
う
の
で
、

読
点
を
意
識
化
す
る
た
め
の
指
導

五
五
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普
段
か
ら
意
識
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

●
学
習
者
Ｄ

　

 　

文
章
を
か
く
と
き
に
、
読
点
を
ど
こ
に
打
つ
べ
き
か
い
つ
も
悩
ん
で
い

た
の
で
、
す
ご
く
助
か
り
ま
し
た
。

　

 　

読
点
を
意
識
す
る
だ
け
で
文
章
の
構
造
が
分
か
っ
て
く
る
の
で
今
ま
で

よ
り
も
理
解
が
深
く
な
り
ま
し
た
。

●
学
習
者
Ｅ

　

 　

今
回
の
授
業
で
、
今
ま
で
は
読
点
の
個
数
が
と
て
も
少
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
読
点
を
意
識
し
て
打
っ
て
い
こ

う
と
思
い
ま
す
。

五
、
ま
と
め

　

本
授
業
を
受
け
る
前
の
学
習
者
は
「
一
呼
吸
入
れ
る
と
こ
ろ
」
や
「
接
続
詞
の

後
」「
読
み
や
す
く
な
る
よ
う
に
」「
な
ん
と
な
く
打
ち
た
い
と
こ
ろ
」
と
い
っ

た
体
系
化
さ
れ
て
い
な
い
既
習
の
内
容
や
自
分
自
身
の
感
覚
で
読
点
を
打
っ
て

い
た
が
、
今
回
の
授
業
を
通
じ
て
「
読
点
の
役
割
を
理
解
し
、
意
識
的
に
読
点

を
打
つ
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
目
標
は
、
お
お
む
ね
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

学
習
者
自
身
も
、
読
点
に
つ
い
て
取
り
立
て
て
授
業
を
受
け
た
こ
と
が
な
い

た
め
、
読
点
を
打
つ
箇
所
に
対
し
て
は
悩
み
を
抱
え
て
い
た
よ
う
で
、
今
回
の

授
業
を
自
分
の
読
点
意
識
に
対
す
る
見
直
し
や
将
来
の
言
語
活
動
に
つ
な
げ
よ

う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
読
点
に
対
す
る
意
識
が
、
読
解
に
生
き

て
く
る
と
い
う
意
見
も
多
数
見
ら
れ
た
。
読
点
指
導
は
読
解
力
の
向
上
に
も
つ

な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

読
点
箇
所
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
説
明
し
理
解
さ
せ
る
に
は
、
文
の
構
造
に

つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
文
の
構
造
に
つ

い
て
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
学
習
者
が
一
定
数
存
在
し
た
。
読
点
の
指
導
は

文
の
構
造
を
指
導
す
る
に
も
、
有
効
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

今
回
は
、
学
習
者
の
必
要
性
と
時
間
数
の
関
係
か
ら
、
評
論
文
を
用
い
た
活

動
の
み
を
行
っ
た
が
、
今
後
は
小
説
や
随
想
な
ど
も
用
い
た
活
動
も
行
い
た
い

と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
読
点
の
み
を
打
つ
こ
と
は
で
き
て
も
、
課
題
６

の
よ

う
に
自
分
で
作
文
す
る
際
に
は
読
点
を
打
つ
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
学
習
者
が

数
名
み
ら
れ
た
。
今
回
の
よ
う
な
活
動
の
後
は
、
読
点
を
意
識
し
て
、
学
習
者

が
一
か
ら
作
文
を
行
う
活
動
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
ち
ら
に
関
し

て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注①　

石
黒
圭
（
２

０

１

１

）「
句
読
点
の
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ー
ル
」『
日
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語
文
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・
文
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・
表
現
事

典
』

②　

森
岡
健
二
（
１

９

８

８
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こ
と
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の
教
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」『
現
代
語
研
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シ
リ
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巻
』

③　

棚
橋
尚
子
（
２

０

１

５

）「
句
読
点
」『
国
語
科
重
要
用
語
辞
典
』
明
治
図
書

読
点
を
意
識
化
す
る
た
め
の
指
導
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