
文様／こまを楽しむ

11

指導展開

本
時
の

目
標

第
１
次

第
１
時

「
文
様
」
を
読
み
、
初
め
て
知
っ
た
こ
と
や
分
か
っ
た
を
伝
え
合
い
、
学
習
の
見
通
し

を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。

主
な
学
習
活
動

主
な
発
問
・
留
意
点

児
童
の
反
応
・
板
書
例

１
題
名
と
文
様
の
写
真
か

ら
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る
。

２
「
文
様
」
を
読
み
、
初

め
て
知
っ
た
こ
と
や
分

か
っ
た
こ
と
を
ノ
ー
ト

に
ま
と
め
、発
表
す
る
。

３
次
時
の
学
習
の
見
通
し

を
も
つ
。

こ
れ
か
ら
「
文
様
」
と
い
う
説
明
文
を
読
み
ま
す
。
題
名
や

絵
を
見
て
、
気
づ
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

〇
あ
か
ら
う
ま
で
の
文
様
の
絵
を
一
枚
ず
つ
提
示
し
て
気
づ

い
た
こ
と
を
伝
え
合
い
、
説
明
文
の
内
容
に
興
味
を
も
て

る
よ
う
に
す
る
。

こ
れ
か
ら
先
生
が
「
文
様
」
を
読
み
ま
す
。
初
め
て
知
っ
た

こ
と
や
分
か
っ
た
こ
と
を
ノ
ー
ト
に
書
き
、
発
表
し
ま
し
ょ

う
。

〇
教
師
の
範
読
の
後
、
子
ど
も
た
ち
が
一
人
一
人
で
読
ん
だ

り
、
全
体
で
読
ん
だ
り
す
る
時
間
を
設
け
る
。

〇
説
明
文
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
中
心
に
、
お
お
ま
か
に

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

こ
れ
か
ら
の
説
明
文
の
学
習
で
、
筆
者
が
み
な
さ
ん
に
分
か

り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
る

の
か
を
読
み
取
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

C
文
様
は
、
模
様
に
似
て
い
る
よ
ね
。

C
あ
は
、
よ
く
見
る
と
亀
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
よ
。

C
鳥
の
よ
う
な
絵
も
描
い
て
あ
る
ね
。

C
い
は
鳥
の
絵
だ
。
二
羽
、
は
っ
き
り
分
か
る
ね
。

C
う
は
、
花
の
よ
う
な
絵
が
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
に
見
え
る
よ
。

C
文
様
は
、
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
よ
。

C「
つ
る
か
め
」は
、元
気
で
長
生
き
す
る
こ
と
を
願
う
文
様
だ
ね
。

C
「
か
り
が
ね
」
は
、
か
り
と
い
う
鳥
が
飛
ぶ
様
子
を
表
し
て

い
る
ん
だ
ね
。

C
「
あ
さ
の
葉
」
は
、
子
ど
も
た
ち
が
元
気
で
じ
ょ
う
ぶ
に
育

つ
よ
う
に
願
う
文
様
だ
と
分
か
っ
た
よ
。

C
三
つ
の
文
様
は
全
部
、「
い
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
。」

と
い
う
願
い
が
あ
る
ん
だ
ね
。

C
私
は
、
い
く
つ
か
見
つ
け
た
よ
。

C
前
の
説
明
文
で
習
っ
た
こ
と
も
あ
る
よ
ね
。

●
子
ど
も
の
発
言
や
つ
ぶ
や
き
を
広
げ
、
次
時
の
学
習
へ
の
意

欲
を
も
て
る
よ
う
に
す
る
。
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指導展開

本
時
の

目
標

第
１
次

第
２
時

段
落
や
文
章
構
成
な
ど
の
役
割
を
知
り
、
文
章
全
体
の
中
心
に
着
目
し
て
「
問
い
」
に

対
す
る
「
答
え
」
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

主
な
学
習
活
動

主
な
発
問
・
留
意
点

児
童
の
反
応
・
板
書
例

１
学
習
課
題
を
確
認
し
、

教
科
書
を
ヒ
ン
ト
に
構

成
や
段
落
な
ど
を
知
る
。

２「
問
い
」に
対
す
る「
答

え
」
が
ど
こ
に
書
か
れ

て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

３
４
段
落
の
書
き
方
の
違

い
を
捉
え
る
。

４
学
習
を
振
り
返
る
。

「
文
様
」
の
筆
者
の
熊
谷
さ
ん
は
、
み
な
さ
ん
に
分
か
り
や

す
く
伝
え
る
た
め
に
書
き
方
を
工
夫
し
て
い
ま
す
。
教
科
書

を
見
て
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

〇
子
ど
も
の
気
づ
き
を
基
に
、「
段
落
」や「
は
じ
め
」「
中
」「
お

わ
り
」
な
ど
初
め
て
学
ぶ
こ
と
は
丁
寧
に
確
認
し
た
い
。

「
問
い
」
に
対
す
る
「
答
え
」
は
ど
れ
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、

文
章
の
ど
こ
に
書
い
て
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

〇
「
問
い
」
の
中
の
「
ね
が
う
文
様
」
と
い
う
言
葉
に
着
目

す
る
こ
と
で
、「
答
え
」
が
見
つ
け
ら
れ
る
。

４
段
落
は
、
２
・
３
段
落
と
違
う
書
か
れ
方
を
し
て
い
ま
す
。

ど
こ
か
分
か
り
ま
す
か
。

〇
次
の
「
こ
ま
を
楽
し
む
」
で
、「
ず
ぐ
り
」
の
説
明
の
書

き
方
に
つ
な
が
る
た
め
、
必
ず
押
さ
え
た
い
。

筆
者
の
熊
谷
さ
ん
は
、
ど
ん
な
工
夫
を
し
て
い
た
の
か
、
最

後
に
振
り
返
り
ま
し
ょ
う
。

C
段
落
と
い
う
ま
と
ま
り
で
文
章
を
書
い
て
い
る
。
全
部
で
五

つ
の
段
落
が
あ
る
よ
。

C
「
は
じ
め
」「
中
」「
お
わ
り
」と
三
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
よ
ね
。

C
写
真
も
使
っ
て
い
て
分
か
り
や
す
い
よ
。

C
「
は
じ
め
」
に
「
問
い
」
が
あ
る
よ
。
そ
し
て
、「
中
」
で

答
え
が
書
か
れ
て
い
る
。

C
「
こ
の
よ
う
に
」
は
、
ま
と
め
の
役
割
だ
と
分
か
り
や
す
い
。

C
「
ど
ん
な
こ
と
を
ね
が
う
文
様
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。」

と
書
い
て
あ
る
か
ら
、「
ね
が
う
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
す

る
と
、「
答
え
」
が
見
つ
け
ら
れ
そ
う
だ
ね
。

C
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
の
最
後
に
「
答
え
」
が
書
い
て
あ
る
よ
。

C
最
後
の
文
が
違
う
よ
ね
。

C
「
子
ど
も
の
着
物
に
よ
く
使
わ
れ
ま
し
た
。」
は
、
付
け
加

え
ら
れ
て
い
る
感
じ
が
す
る
。

●
子
ど
も
の
発
言
か
ら
、
文
末
表
現
が
過
去
形
に
な
っ
て
文
が

終
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

●
板
書
を
基
に
、
筆
者
の
書
き
方
の
工
夫
や
新
し
く
学
ん
だ
学

習
用
語
を
確
認
し
、
次
時
に
つ
な
げ
る
。
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指導展開

本
時
の

目
標

第
２
次

第
３
時

「
こ
ま
を
楽
し
む
」
を
読
み
、「
問
い
を
も
と
う
」
を
基
に
感
想
を
伝
え
合
い
、「
も
く
ひ
ょ

う
」
を
確
認
し
て
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。

主
な
学
習
活
動

主
な
発
問
・
留
意
点

児
童
の
反
応
・
板
書
例

１
題
名
や
写
真
か
ら
、
文

章
の
内
容
を
想
像
す
る
。

２
文
章
を
読
み
、「
問
い

を
も
と
う
」
を
基
に
感

想
を
書
き
、話
し
合
う
。

３
「
も
く
ひ
ょ
う
」
を
読

み
、
学
習
の
見
通
し
を

も
つ
。

「
こ
ま
を
楽
し
む
」
と
い
う
題
名
や
写
真
か
ら
、
想
像
す
る

こ
と
を
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

〇
六
つ
の
こ
ま
の
写
真
を
順
次
提
示
し
て
、
気
づ
い
た
こ
と

を
伝
え
合
う
と
よ
い
。

「
問
い
を
も
と
う
」
を
読
み
ま
し
ょ
う
。
初
め
て
知
っ
た
こ

ま
や
気
に
な
っ
た
こ
ま
の
こ
と
を
ノ
ー
ト
に
書
き
、
発
表
し

ま
し
ょ
う
。

〇
六
つ
の
こ
ま
を
分
類
し
て
板
書
し
、
そ
こ
へ
子
ど
も
の
感

想
を
書
く
よ
う
に
す
る
と
分
か
り
や
す
い
。

〇
二
次
元
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、「
鳴
り
ご
ま
」
の
様
子
を

動
画
で
視
聴
す
る
と
よ
い
。

「
も
く
ひ
ょ
う
」
を
読
み
ま
し
ょ
う
。
こ
ま
の
説
明
を
丁
寧

に
読
み
、
筆
者
の
書
き
方
の
工
夫
を
考
え
て
い
き
ま
す
。
そ

し
て
、
学
習
の
最
後
に
、
遊
ん
で
み
た
い
こ
ま
に
つ
い
て
話

し
合
い
ま
し
ょ
う
。

○
「
問
い
を
も
と
う
」
で
考
え
た
こ
と
を
、
筆
者
の
書
き
方

の
工
夫
を
考
え
る
と
い
う
課
題
に
つ
な
げ
た
い
。

C
こ
ま
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
説
明
文
だ
な
。

C
こ
ま
に
も
種
類
が
あ
る
の
か
な
。
ど
ん
な
こ
ま
の
こ
と
が
書

い
て
あ
る
ん
だ
ろ
う
。

C
不
思
議
な
形
の
こ
ま
も
あ
る
よ
。

C
「
た
た
き
ご
ま
」
や
「
曲
ご
ま
」
は
、
初
め
て
知
っ
た
よ
。

C
雪
の
上
で
回
し
て
楽
し
む
「
ず
ぐ
り
」
と
い
う
こ
ま
も
あ
る
ん

だ
ね
。雪
が
降
る
と
こ
ろ
の
子
ど
も
た
ち
が
遊
ぶ
ん
だ
ろ
う
ね
。

C
「
鳴
り
ご
ま
」の「
ボ
ー
ッ
」と
い
う
音
を
聞
い
て
み
た
い
な
。

C
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
ま
の
楽
し
み
方
が
書
い
て
あ
る
よ
ね
。

●
子
ど
も
の
発
言
を
基
に
、
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が

書
か
れ
て
い
る
か
、お
お
ま
か
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

C
「
文
様
」
で
学
ん
だ
こ
と
が
「
こ
ま
を
楽
し
む
」
で
も
同
じ

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
よ
。

C
私
は
「
さ
か
立
ち
ご
ま
」
で
遊
び
た
い
な
。

●
子
ど
も
の
前
向
き
な
発
言
や
既
習
の
学
習
を
想
起
す
る
つ
ぶ

や
き
な
ど
を
広
げ
、
次
時
の
学
習
に
つ
な
げ
る
。



文様／こまを楽しむ

44

指導展開

本
時
の

目
標

第
２
次

第
４
時

文
章
の
全
体
と
中
心
を
理
解
し
、段
落
相
互
の
関
係
に
着
目
し
な
が
ら
文
章
全
体
を
「
は

じ
め
」「
中
」「
お
わ
り
」
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

主
な
学
習
活
動

主
な
発
問
・
留
意
点

児
童
の
反
応
・
板
書
例

１
学
習
課
題
を
確
認
し
、

「
問
い
」
が
書
い
て
あ

る
文
に
線
を
引
く
。

２
教
科
書
に
段
落
番
号
を

つ
け
る
。

３
文
章
全
体
を「
は
じ
め
」

「
中
」「
お
わ
り
」
に
分

け
る
。

４
学
習
を
振
り
返
る
。

今
日
は
「
問
い
」
を
確
認
し
て
、
文
章
を
「
は
じ
め
」「
中
」

「
お
わ
り
」
に
分
け
ま
す
。
こ
の
文
章
は
、「
問
い
」
が
二
つ

あ
り
ま
す
。
そ
の
文
に
線
を
引
き
ま
し
ょ
う
。

〇
「
問
い
①
」
は
赤
、「
問
い
②
」
は
青
の
よ
う
に
、
色
を

変
え
て
線
を
引
く
。

教
科
書
に
段
落
の
番
号
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

〇
Ｐ
160
「
学
習
に
用
い
る
言
葉
」
で
段
落
の
意
味
を
確
認
し
、

番
号
を
つ
け
る
。

Ｐ
65
の
「
全
体
と
中
心
」
を
読
み
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
文

章
全
体
を
「
は
じ
め
」「
中
」「
お
わ
り
」
に
分
け
ま
し
ょ
う
。

〇
「
こ
ま
を
楽
し
む
」
の
中
心
は
、
こ
ま
の
「
種
類
」
と

「
楽
し
み
方
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
着
目
し
な
が
ら
、「
文
様
」

で
学
ん
だ
こ
と
も
想
起
し
て
構
成
を
捉
え
る
。

今
日
の
学
習
を
振
り
返
り
ま
し
ょ
う
。筆
者
の
安
藤
さ
ん
は
、

ど
ん
な
こ
と
を
工
夫
し
て
書
い
て
い
ま
し
た
か
。

C
「
問
い
①
」
は
「
ど
ん
な
こ
ま
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。」
だ
ね
。

C
「
問
い
②
」
は
「
ど
ん
な
楽
し
み
方
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。」

だ
よ
。

●
ど
ち
ら
の
「
問
い
」
も
、
文
末
が
「
～
で
し
ょ
う
」
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

C
段
落
は
、
初
め
が
一
字
下
げ
て
書
い
て
あ
っ
た
よ
。

C
「
色
が
わ
り
ご
ま
は
」
か
ら
、
２
段
落
だ
。

●
全
部
で
８
段
落
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
捉
え
る
。

C
「
は
じ
め
」
は
、「
問
い
」
が
あ
る
１
段
落
だ
ね
。

C
「
お
わ
り
」
は
、
ま
と
め
の
段
落
だ
ね
。「
文
様
」
と
同
じ

よ
う
に
、
最
後
の
段
落
の
初
め
に
「
こ
の
よ
う
に
」
と
い
う

言
葉
が
が
あ
る
よ
。

C
「
中
」
は
、
こ
ま
の
楽
し
み
方
が
段
落
ご
と
に
説
明
さ
れ
て

い
る
。
だ
か
ら
、「
中
」
は
２
～
７
段
落
だ
。

●
学
ん
だ
こ
と
を
板
書
を
基
に
想
起
し
な
が
ら
、
筆
者
の
書
き

方
の
工
夫
を
振
り
返
る
。
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指導展開

本
時
の

目
標

第
２
次

第
５
時

中
心
と
な
る
語
や
文
を
考
え
な
が
ら
「
問
い
」
に
対
す
る
「
答
え
」
を
見
つ
け
、「
中
」

の
書
か
れ
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

主
な
学
習
活
動

主
な
発
問
・
留
意
点

児
童
の
反
応
・
板
書
例

１
学
習
課
題
を
確
認
し
、

「
問
い
」
に
対
す
る
「
答

え
」
を
確
か
め
る
。

２
「
文
様
」
と
「
こ
ま
を

楽
し
む
」
を
比
べ
、「
答

え
」
の
位
置
の
違
い
を

捉
え
る
。

３
「
中
」
に
は
「
答
え
」

の
他
に
何
が
書
か
れ
て

い
る
か
を
読
み
取
る
。

４
学
習
を
振
り
返
る
。

今
日
は
、「
中
」
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る

か
を
考
え
ま
す
。
ま
ず
、「
問
い
」
に
対
す
る
「
答
え
」
が

書
い
て
い
る
文
に
線
を
引
き
ま
し
ょ
う
。

〇
「
問
い
①
」
に
対
す
る
答
え
は
赤
、「
問
い
②
」
対
す
る

答
え
は
青
と
い
う
よ
う
に
色
を
分
け
て
線
を
引
く
。

「
文
様
」
と
「
こ
ま
を
楽
し
む
」
の
「
答
え
」
に
注
目
し
ま
す
。

何
か
違
い
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

〇
「
答
え
」
の
位
置
も
、
筆
者
の
書
き
方
の
工
夫
で
あ
る
こ

と
を
捉
え
る
。

「
中
」
に
は
、「
答
え
」
の
他
に
ど
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る

で
し
ょ
う
か
。

〇
本
文
と
写
真
を
結
び
付
け
な
が
ら
、
何
が
書
か
れ
て
い
る

か
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

今
日
の
学
習
を
振
り
返
り
ま
し
ょ
う
。筆
者
の
安
藤
さ
ん
は
、

ど
ん
な
こ
と
を
工
夫
し
て
書
い
て
い
ま
し
た
か
。

C
「
問
い
①
」
の
答
え
は
、２
段
落
で
は
「
色
が
わ
り
ご
ま
」
だ
。

こ
こ
に
赤
い
線
を
引
こ
う
。

C
そ
の
後
の
「
回
っ
て
い
る
と
き
の
色
を
楽
し
む
こ
ま
で
す
」

と
い
う
の
が
、「
問
い
②
」
の
答
え
に
な
っ
て
い
る
。

●
一
文
に
、
二
つ
の
「
問
い
」
に
対
す
る
「
答
え
」
が
書
い
て

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
全
て
の
「
答
え
」
の
書

か
れ
方
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

C
「
文
様
」
は
、段
落
の
最
後
に
「
答
え
」
が
書
い
て
あ
っ
た
よ
。

C
「
こ
ま
を
楽
し
む
」
は
、
段
落
の
最
初
に
「
答
え
」
が
書
い

て
あ
る
ね
。

C
こ
ま
の
形
が
書
い
て
あ
る
よ
。

C
「
答
え
」
の
次
に
、
こ
ま
の
形
が
書
い
て
あ
る
か
ら
分
か
り

や
す
い
よ
ね
。

C
「
鳴
り
ご
ま
」
は
、
別
の
呼
ば
れ
方
が
書
い
て
あ
る
よ
。

●
学
ん
だ
こ
と
を
板
書
を
基
に
想
起
し
な
が
ら
、
筆
者
の
書
き

方
の
工
夫
を
振
り
返
る
。
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指導展開

本
時
の

目
標

第
２
次

第
６
時

筆
者
が
、
ど
の
よ
う
な
順
序
で
六
種
類
の
こ
ま
の
説
明
を
し
て
い
る
の
か
を
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

主
な
学
習
活
動

主
な
発
問
・
留
意
点

児
童
の
反
応
・
板
書
例

１
学
習
課
題
を
確
認
し
、

六
つ
の
こ
ま
の
写
真
を

順
番
に
並
び
替
え
る
。

２
ど
の
よ
う
な
順
序
で
説

明
さ
れ
て
い
る
か
を

ノ
ー
ト
に
書
き
、
発
表

す
る
。

３
「
ず
ぐ
り
」
が
ど
う
し

て
最
後
に
説
明
さ
れ
て

い
る
か
を
考
え
る
。

４
学
習
を
振
り
返
る
。

今
日
は
、
筆
者
の
安
藤
さ
ん
が
六
つ
の
こ
ま
を
ど
の
よ
う
な

順
序
で
説
明
し
て
い
る
の
か
を
考
え
ま
す
。
ま
ず
、
六
つ
の

こ
ま
の
写
真
を
説
明
さ
れ
て
い
る
順
序
で
並
べ
替
え
ま
し
ょ

う
。

筆
者
の
安
藤
さ
ん
が
ど
の
よ
う
な
順
序
で
説
明
し
て
い
る
の

か
を
考
え
、
発
表
し
ま
し
ょ
う
。

〇
こ
ま
を
楽
し
ん
だ
経
験
や
文
章
表
現
に
注
目
し
て
、
事
例

の
順
序
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

〇
「
た
た
き
ご
ま
」
以
降
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
身
近
で
は

な
い
こ
と
を
捉
え
な
が
ら
展
開
し
た
い
。

で
は
、「
ず
ぐ
り
」
が
最
後
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
ど
う
し

て
で
し
ょ
う
か
。

〇
「
文
様
」
の
学
習
を
想
起
し
、
事
例
の
最
後
の
説
明
が
過

去
形
で
終
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。

今
日
の
学
習
を
振
り
返
り
ま
し
ょ
う
。筆
者
の
安
藤
さ
ん
は
、

ど
ん
な
こ
と
を
工
夫
し
て
書
い
て
い
ま
し
た
か
。

C
最
初
は
「
色
が
わ
り
ご
ま
」
だ
っ
た
ね
。

C
次
は
「
鳴
り
ご
ま
」
だ
よ
。

C
最
後
は
「
ず
ぐ
り
」
だ
っ
た
ね
。

●
写
真
だ
け
で
な
く
、
本
文
の
短
冊
も
あ
る
と
分
か
り
や
す
い
。

C
「
色
が
わ
り
ご
ま
」
は
幼
稚
園
で
も
や
っ
た
か
ら
、
私
た
ち

が
分
か
り
や
す
い
こ
ま
か
ら
説
明
し
て
い
る
と
思
う
。

C
で
も
、
私
は
「
さ
か
立
ち
こ
ま
」
で
遊
ん
だ
こ
と
が
あ
る
よ
。

C
「
色
が
わ
り
ご
ま
」
と
「
鳴
り
ご
ま
」
は
、「
色
を
楽
し
む
」

と
「
音
を
楽
し
む
」
で
、見
る
→
聞
く
と
つ
な
が
る
よ
う
に
、

こ
の
二
つ
の
こ
ま
を
続
け
て
書
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

C
雪
が
降
る
地
域
の
人
し
か
分
か
ら
な
い
か
ら
だ
と
思
う
。

C
「
文
様
」
と
同
じ
よ
う
に
、最
後
の
文
は
「
～
で
し
た
」
と
な
っ

て
い
る
。「
で
す
」
で
も
い
い
と
思
う
け
れ
ど
、「
で
し
た
」
の

ほ
う
が
、
説
明
が
終
わ
っ
た
感
じ
が
す
る
ね
。

●
学
ん
だ
こ
と
を
板
書
を
基
に
想
起
し
な
が
ら
、
筆
者
の
書
き

方
の
工
夫
を
振
り
返
る
。
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指導展開

本
時
の

目
標

第
２
次

第
７
時

文
章
全
体
の
「
お
わ
り
」
の
役
割
を
捉
え
、筆
者
は
六
種
類
の
こ
ま
の
楽
し
み
方
を
「
回

る
様
子
」
と
「
回
し
方
」
で
ま
と
め
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

主
な
学
習
活
動

主
な
発
問
・
留
意
点

児
童
の
反
応
・
板
書
例

１
学
習
課
題
を
確
認
し
、

「
お
わ
り
」
に
書
い
て

あ
る
こ
と
を
捉
え
る
。

２
六
つ
の
こ
ま
の
種
類
を

「
回
る
様
子
」
と
「
回

し
方
」
を
楽
し
む
こ
ま

に
分
け
る
。

３
事
例
の
順
序
で
分
か
っ

た
こ
と
を
発
表
す
る
。

４
学
習
を
振
り
返
る
。

今
日
は
「
お
わ
り
」
を
読
ん
で
、
こ
ま
に
は
ど
ん
な
楽
し
み

方
が
あ
る
の
か
を
考
え
ま
す
。「
お
わ
り
」
に
は
、
ど
ん
な

こ
と
が
書
い
て
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

〇
こ
ま
の
楽
し
み
方
は
二
種
類
あ
る
こ
と
を
捉
え
る
。

六
つ
の
こ
ま
は
、「
回
る
様
子
」を
楽
し
む
こ
ま
で
し
ょ
う
か
。

「
回
し
方
」
を
楽
し
む
こ
ま
で
し
ょ
う
か
。
説
明
の
一
文
目

を
見
て
考
え
ま
し
ょ
う
。

〇
各
段
落
の
一
文
目
を
短
冊
で
黒
板
に
提
示
す
る
。

〇
前
半
三
つ
は
「
回
る
様
子
」、
後
半
三
つ
は
「
回
し
方
」

を
楽
し
む
こ
ま
だ
と
い
う
こ
と
を
捉
え
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ど
ん
な
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
か
。

今
日
の
学
習
を
振
り
返
り
ま
し
ょ
う
。筆
者
の
安
藤
さ
ん
は
、

ど
ん
な
こ
と
を
工
夫
し
て
書
い
て
い
ま
し
た
か
。

C「
こ
の
よ
う
に
」で
、こ
れ
ま
で
の
文
章
を
ま
と
め
て
い
る
ね
。

C
最
後
の
文
末
は
「
の
で
す
」
と
強
調
し
て
終
わ
っ
て
い
る
よ
。

C
こ
ま
の
楽
し
み
方
に
は
、「
回
る
様
子
」
と
「
回
し
方
」
の

二
つ
の
楽
し
み
方
が
あ
る
ん
だ
ね
。

C
「
色
が
わ
り
ご
ま
」
は
、「
回
っ
て
い
る
と
き
の
色
を
楽
し
む
」

だ
か
ら
、「
回
る
様
子
」
を
楽
し
む
こ
ま
だ
ね
。

C
「
鳴
り
ご
ま
」
も
、
同
じ
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、「
回

る
様
子
」
を
楽
し
む
こ
ま
だ
よ
。

C
「
た
た
き
ご
ま
」
は
、「
た
た
い
て
回
し
つ
づ
け
る
」
と
あ

る
か
ら
、「
回
し
方
」
を
楽
し
ん
で
い
る
ね
。

C
最
初
は
「
回
る
様
子
」
を
楽
し
む
こ
ま
、
最
後
は
「
回
し
方
」

を
楽
し
む
こ
ま
に
分
け
ら
れ
て
い
る
よ
。

C
ば
ら
ば
ら
で
な
い
か
ら
、
分
か
り
や
す
い
ね
。

●
学
ん
だ
こ
と
を
板
書
を
基
に
想
起
し
な
が
ら
、
筆
者
の
書
き

方
の
工
夫
を
振
り
返
る
。
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指導展開

本
時
の

目
標

第
３
次

第
８
時

い
ち
ば
ん
遊
ん
で
み
た
い
こ
ま
を
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
お
う
と
し

て
い
る
。

主
な
学
習
活
動

主
な
発
問
・
留
意
点

児
童
の
反
応
・
板
書
例

１
本
時
の
学
習
課
題
を
確

認
し
、
い
ち
ば
ん
遊
ん

で
み
た
い
こ
ま
を
ノ
ー

ト
に
書
く
。

２
い
ち
ば
ん
遊
ん
で
み
た

い
こ
ま
に
つ
い
て
、
グ

ル
ー
プ
で
話
し
合
う
。

３
学
習
全
体
を
振
り
返
る
。

今
日
は
「
こ
ま
を
楽
し
む
」
で
読
ん
だ
こ
ま
の
中
か
ら
、
い

ち
ば
ん
遊
ん
で
み
た
い
こ
ま
を
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
ま
す
。

〇
Ｐ
63
下
段
の
「
か
ん
そ
う
を
つ
た
え
合
う
と
き
の
れ
い
」

を
参
考
に
し
て
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
る
。

ノ
ー
ト
に
書
い
た
こ
と
を
グ
ル
ー
プ
で
伝
え
合
い
ま
し
ょ
う
。

〇
自
分
の
感
想
と
似
て
い
る
と
こ
ろ
や
違
う
と
こ
ろ
も
伝
え

る
よ
う
に
す
る
。

学
習
全
体
を
振
り
返
り
ま
し
ょ
う
。
筆
者
の
安
藤
さ
ん
は
、

ど
ん
な
こ
と
を
工
夫
し
て
書
い
て
い
ま
し
た
か
。

〇
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
想
起
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。「
ふ

り
か
え
ろ
う
」「
た
い
せ
つ
」「
い
か
そ
う
」を
参
考
に
し
て
、

学
習
全
体
を
振
り
返
る
。

こ
ま
を
楽
し
む

�

安
藤
正
樹

い
ち
ば
ん
遊
ん
で
み
た
い
こ
ま
を
グ
ル
ー
プ
で
つ
た
え
合
お
う

か
ん
そ
う
を
つ
た
え
合
う
と
き
の
れ
い

学
習
全
体
を
ふ
り
か
え
っ
て

・「
は
じ
め
」「
中
」「
お
わ
り
」
に
分
け
て
文
章
を
書
い
て
い
た
。

・
段
落
は
、
内
容
の
ま
と
ま
り
で
書
か
れ
て
い
た
。

・
こ
ま
を
説
明
す
る
じ
ゅ
ん
ば
ん
に
気
を
つ
け
て
い
た
。

・�「
問
い
」
に
対
す
る
「
答
え
」
に
気
を
つ
け
て
読
む
と
、
段
落

で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
中
心
が
分
か
っ
た
。

　
ぼ
く
は
、
色
が
わ
り
ご
ま
で
遊
び
た

い
と
思
い
ま
し
た
。

　
こ
の
こ
ま
は
、
回
っ
て
い
る
と
き
の
色

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
こ
ま
で
す
。

　
回
す
速
さ
で
、
ど
ん
な
ふ
う
に
色
が

か
わ
る
の
か
を
、
見
て
み
た
い
と
思
い

ま
し
た
。

こ
ま
の

し
ゅ
る
い

楽
し
み
方

え
ら
ん
だ

理
由
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9

後記

9

本
実
践
案
の
ポ
イ
ン
ト

本
実
践
案
で
は
、
単
元
名
を
「
筆
者
の
書
き
方
の
工
夫
を
読
み
取

ろ
う
」
と
し
た
。
筆
者
は
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し
て
文
章
を

書
い
て
い
る
。
文
章
構
成
、
段
落
の
ま
と
ま
り
、「
問
い
」
と
「
答
え
」、

事
例
の
順
序
、
写
真
の
使
い
方
、
文
末
表
現
…
…
。
そ
れ
は
、
読
み

手
に
知
っ
て
ほ
し
い
、
分
か
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
か
ら
だ
。

し
か
し
、
実
際
の
教
室
で
子
ど
も
た
ち
か
ら
筆
者
の
名
前
が
出
る

こ
と
は
少
な
い
。
教
師
自
身
に
も
、
あ
ま
り
意
識
さ
れ
な
い
の
が
実

情
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
本
案
で
は
筆
者
を
意
識
し
て
文

章
を
読
み
な
が
ら
、
指
導
目
標
に
迫
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
た
。

そ
の
た
め
、「
読
み
手
に
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
、
筆
者
は

ど
の
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
る
の
か
読
み
取
ろ
う
」
と
い
う
単
元
全
体

を
貫
く
学
習
課
題
を
設
定
す
る
。
ま
ず
は
、
教
師
が
意
図
的
に
筆
者

の
名
前
を
用
い
な
が
ら
、
子
ど
も
に
問
い
か
け
た
り
、
板
書
し
た
り

す
る
こ
と
が
大
切
だ
。
子
ど
も
の
発
言
に
筆
者
の
名
前
が
出
て
く
る
、

そ
の
よ
う
な
学
習
を
展
開
し
た
い
。

新
教
材
「
文
様
」
の
ポ
イ
ン
ト

第
三
学
年
か
ら
の
説
明
文
の
学
習
で
は
、
本
教
材
に
入
る
前
に
練

習
教
材
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
新
教
材
の
「
文
様
」
は
見
開
き

で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、子
ど
も
に
と
っ
て
文
章
構
成
が
捉
え
や
す
い
。

で
は
、「
文
様
」
を
読
ん
で
、
子
ど
も
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
気
づ

く
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
文
章
上
部
の
「
は
じ
め
」「
中
」「
お
わ
り
」

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。「
は
じ
め
」
は
話
題
提
示
か
ら
始
ま

り
、「
問
い
」
が
あ
る
。「
問
い
」
と
「
答
え
」
に
赤
線
が
引
い
て
あ
る

の
で
、
ひ
と
目
で
分
か
る
。
す
る
と
、
３
段
落
の
「
か
り
が
ね
」、
４

段
落
の
「
あ
さ
の
葉
」
も
ど
こ
か
に
「
答
え
」
が
あ
る
と
子
ど
も
は

考
え
る
。
大
切
な
言
葉
は
、
文
章
中
で
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
。
そ

れ
を
知
る
と
、
文
章
の
中
心
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
文
様
」
で
は
、「
ど
ん
な
こ
と
を
ね
が
う
文
様
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。」
が
「
問
い
」
に
当
た
る
。
す
る
と
、「
答
え
」
に
も
「
ね
が
う

文
様
で
す
。」と「
問
い
」と
同
じ
表
現
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。

そ
こ
に
着
目
す
る
と
、
子
ど
も
は
「
答
え
」
に
当
た
る
部
分
を
容
易

に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。

次
に
、
子
ど
も
は
段
落
番
号
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
段
落
で
ま
と
ま

り
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
文
章
は
読
み
や
す
く
な
る
。
段
落
の
役
割
を

理
解
す
る
に
は
、
段
落
を
な
く
し
た
「
文
様
」
の
文
章
を
提
示
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
文
章
を
５
段
落
で
分
け
る
と
す
る
と
、
子
ど

も
は
必
然
的
に
内
容
の
ま
と
ま
り
を
意
識
す
る
に
違
い
な
い
。

最
後
に
考
え
た
い
の
が
、「
お
わ
り
」
で
あ
る
。「
文
様
」「
こ
ま
を

楽
し
む
」
と
も
に
、「
こ
の
よ
う
に
」
か
ら
ま
と
め
に
入
っ
て
い
る
。

第
二
学
年
の
「
た
ん
ぽ
ぽ
の　

ち
え
」
な
ど
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
、「
お

わ
り
」
に
は
「
ま
と
め
」
の
働
き
が
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
た
い
。

次
の
学
習
へ
の
展
望

筆
者
を
意
識
し
て
学
習
を
進
め
た
子
ど
も
た
ち
。
次
に
学
習
す
る

説
明
文
は
「
す
が
た
を
か
え
る
大
豆
」
だ
。
こ
こ
で
も
、
筆
者
の
説

明
の
工
夫
を
意
識
し
な
が
ら
読
ん
で
い
き
た
い
。「
こ
ま
を
楽
し
む
」

と
「
す
が
た
を
か
え
る
大
豆
」
を
比
べ
な
が
ら
、
構
成
や
表
現
の
共

通
点
、
相
違
点
を
捉
え
て
い
く
と
、
実
り
あ
る
学
習
と
な
る
だ
ろ
う
。


