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「
説
明
文
を
読
む
と
き
も
、
内
容
に
触
れ
る
だ
け
で
精
い
っ
ぱ

い
。
定
期
テ
ス
ト
の
時
期
は
迫
っ
て
く
る
し
、
文
章
の
構
成
に

触
れ
た
り
、
ま
し
て
や
、
自
分
で
も
書
い
て
み
る
な
ど
と
い
う

学
習
ま
で
時
間
を
割
く
こ
と
は
で
き
な
い
よ
。」

「
読
む
こ
と
」
は
、
国
語
の
授
業
の
い
ち
ば
ん
中
心
に
あ
っ
た

は
ず
な
の
に
、（
だ
か
ら
こ
そ
？
）
一
時
間
の
時
数
減
の
あ
お
り

を
い
ち
ば
ん
強
く
受
け
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

こ
の
現
状
の
中
で
、
私
た
ち
は
、
も
う
一
度
国
語
の
学
習
の
中

の
「
読
む
こ
と
」
の
位
置
づ
け
を
見
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
読
む
こ
と
」
を
通
し
て
生
徒
た
ち
に

つ
け
た
い
力
は
何
な
の
か
。
現
実
に
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
国

語
の
時
間
の
中
で
、
ど
ん
な
ふ
う
に
そ
の
力
を
つ
け
る
工
夫
を
す

れ
ば
い
い
の
か
。
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
読
む
こ
と
」
と
は
何
か
　
そ
こ
で
つ
け
た
い
力
は
何
か

学
習
指
導
要
領
の
中
の
「
読
む
こ
と
」
の
目
標
を
み
る
と
、

一
学
年
…
…
様
々
な
種
類
の
文
章
を
読
み
内
容
を
的
確
に
理
解
す

る
能
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
読
書
に
親
し
み
も
の
の
見
方
や

考
え
方
を
広
げ
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。

二
・
三
年
…
…
目
的
や
意
図
に
応
じ
て
文
章
を
読
み
、
広
い
範
囲

か
ら
情
報
を
集
め
、
効
果
的
に
活
用
す
る
能
力
を
身
に
付
け
さ

「
読
む
こ
と
」
は
、
今
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か

週
四
時
間
か
ら
三
時
間
へ
と
国
語
の
授
業
時
数
が
減
少
し
て

一
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
こ
の
一
年
間
の
実
感
と
し
て
、
私
の
周
囲

か
ら
聞
こ
え
る
声
を
拾
っ
て
み
ま
す
。

「
時
間
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
、
生
徒
の
反
応
を
ゆ
っ
く
り
見

て
い
る
余
裕
が
な
い
の
よ
ね
。」

「
文
学
作
品
を
じ
っ
く
り
味
わ
い
た
い
と
思
っ
て
も
、
週
に
三

時
間
で
は
、
学
校
行
事
が
あ
る
と
間
隔
が
一
週
間
も
空
い
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
ち
っ
と
も
集
中
で
き
な
い
。」

「
指
導
書
の
計
画
で
は
「
故
郷
」
が
三
時
間
扱
い
に
な
っ
て
い

る
け
れ
ど
、
三
時
間
な
ん
て
無
茶
よ
。
作
品
の
背
景
も
な
に
も

あ
っ
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
深
く
考
え
て
ほ
し
い
作
品
な
の
に
。」

せ
る
と
と
も
に
、
読
書
を
生
活
に
役
立
て
自
己
を
向
上
さ
せ
よ

う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。

と
な
っ
て
い
ま
す
。

一
学
年
で
の
目
標
は
「
内
容
を
的
確
に
理
解
す
る
」
こ
と
に
重

点
が
あ
り
、
二
・
三
学
年
で
は
、「
活
用
す
る
」
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

け
れ
ど
も
、
読
ん
だ
こ
と
を
「
効
果
的
に
活
用
す
る
」
場
面
は
、

国
語
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
教
科
で
も
、
ま
た
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
中
で
も
、
そ
の
よ
う
な
場
面
が
想
像
で

き
ま
す
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
国
語
の
学
習
が
、
あ
ら
ゆ
る
学

び
の
基
礎
を
つ
く
る
学
習
で
あ
る
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
ま

す
。
国
語
科
の
学
習
で
身
に
つ
け
た
力
が
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
の

中
で
生
か
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
と
も
あ
れ
、
内
容
を
的
確
に
理
解

す
る
こ
と
が
「
読
む
こ
と
」
の
根
幹
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を

活
用
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
必
要
が

あ
り
そ
う
で
す
。

今
ま
で
「
読
解
指
導
」
と
し
て
行
っ
て
き
た
こ
と
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
文
学
的
文
章
で
あ
れ
ば
、
登
場
人

物
の
心
情
を
示
す
部
分
を
抜
き
出
し
た
り
、
説
明
的
文
章
で
あ
れ

ば
、
文
章
の
構
成
を
表
に
書
い
た
り
と
い
っ
た
学
習
は
、「
的
確

に
理
解
す
る
」
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の

次
の
段
階
で
あ
る
「
効
果
的
に
活
用
す
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
へ
の

道
筋
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

安や
す

居い

總ふ
さ

子こ

氏
は
、「
読
む
」と
い
う
行
為
を
広
く
と
ら
え
る
と
、
一

つ
は
文
章
を
読
み
解
く
力
、
一
つ
は
生
活
に
役
立
て
る
読
み
の
力

に
整
理
で
き
る
、
と
分
析
し
て
お
ら
れ
ま
す
。（「『
伝
え
合
い
・
学
び

合
い
』の
時
代
へ
」東
洋
館
出
版
社
）こ
の
二
つ
の
力
を
た
っ
た
週
三

時
間
の
国
語
の
授
業
の
中
で
、
と
も
に
伸
ば
し
て
い
く
に
は
ど
う
し

た
ら
よ
い
の
か
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
読
む
こ
と
」
の
発
想
を
変
え
て

自
分
の
指
導
を
振
り
返
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
今
ま
で
は
教
材

と
し
て
の
文
章
を
ま
ず
読
み
解
く
こ
と
か
ら
学
習
を
始
め
て
い
ま

し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
読
み
解
く
こ
と
は
「
読
む
」
こ
と
の
大
事
な

力
で
す
か
ら
、
当
然
な
の
で
す
が
、
何
の
た
め
に
読
み
解
い
て
い

る
の
か
、
読
み
解
い
た
こ
と
が
何
に
生
か
さ
れ
る
の
か
と
い
う
視

点
が
欠
け
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
っ
た
く
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
で
は
、
そ
れ
を
何

か
に
生
か
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
極
端

な
言
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
た
と
え
「
読
み
解
い
て
理
解
す

る
こ
と
」
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
の
作

業
の
中
で
、
生
徒
自
身
が
そ
の
不
十
分
さ
に
気
づ
い
て
、
も
う

一
度
文
章
に
立
ち
戻
っ
て
い
く
よ
う
な
、
そ
ん
な
学
習
を
考
え
て

品
川
区
立
大
崎
中
学
校
教
諭

堀ほ
り

江え

佐さ

和わ

子こ
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第
二
次
「
故
郷
」
を
め
ぐ
る
小
冊
子
を
作
る
。（
２
時
間
）

小
冊
子
の
内
容
の
例
と
し
て

・
作
者
へ
の
手
紙

・
登
場
人
物
の
紹
介
・
人
物
論

・
表
現
を
味
わ
う

・
作
品
の
構
成
を
読
む

・
当
時
の
社
会
状
況

・
魯
迅
の
そ
の
他
の
作
品
紹
介

・
魯
迅
の
生
涯
・
作
家
論

・
そ
の
他

第
三
次

で
き
あ
が
っ
た
作
品
（
情
報
）
を
ク
ラ
ス
の
中
で

お
互
い
に
読
み
合
う
。（
１
時
間
）

学
習
の
最
終
の
形
（
こ
の
場
合
は
小
冊
子
を
作
る
）
が
見
え

て
い
て
、
そ
の
た
め
に
「
読
む
」
活
動
を
す
る
わ
け
で
す
が
、
第

一
次
に
は
あ
ま
り
時
間
を
か
け
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
、

「
ヤ
ン
お
ば
さ
ん
」
が
「
私
」
に
「
知
事
様
に
な
っ
て
も
金
持
ち

じ
ゃ
な
い
？
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
「
私
」
を
「
知
事
で
あ
る
」
と

思
い
込
む
と
い
っ
た
、
と
ん
で
も
な
い
読
み
間
違
い
が
あ
っ
た
り

し
ま
す
。
そ
う
い
う
間
違
い
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
毎
時
間
の
小
さ

な
感
想
を
、
次
の
時
間
に
前
の
時
間
の
振
り
返
り
と
し
て
活
用
し

み
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
故
郷
」
の
事
例
で

魯
迅
の
「
故
郷
」
は
、
長
年
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
教
材
で

す
。
当
時
の
中
国
の
状
況
、
そ
の
中
に
生
き
る
人
間
の
姿
、
生
き

方
、
ま
た
、
竹
内
好
氏
の
翻
訳
に
よ
る
情
景
や
心
情
の
描
写
の
的

確
さ
な
ど
、
見
る
べ
き
と
こ
ろ
の
多
い
作
品
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
重
厚
な
作
品
を
読
み
解
く
だ
け
で
終
わ
ら
ず
、
各
自
の
読

み
を
再
構
成
す
る
形
で
、
読
ん
だ
こ
と
が
一
つ
の
情
報
に
な
る
よ

う
な
読
み
を
し
て
み
ま
し
た
。

第
一
次
　
作
品
を
読
む
。（
３
時
間
）

学
習
の
流
れ
を
知
る
。（
第
二
次
の
学
習
に
つ
い
て
も
触
れ
る
。）

１
時

・
魯
迅
の
生
涯
を
知
る
。

・
故
郷
の
描
写
を
読
み
、
感
じ
た
こ
と
を
メ
モ
す
る
。

２
時

・
感
想
メ
モ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
を
印
刷
し
て
、
感
想
を

共
有
す
る
。

・
故
郷
で
出
会
っ
た
人
々
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
変
化
に

つ
い
て
気
づ
い
た
こ
と
を
メ
モ
す
る
。

３
時

・
メ
モ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
を
印
刷
し
て
、
そ
の
変
化
の

理
由
に
つ
い
て
考
え
る
。

・
故
郷
を
離
れ
る
「
私
」
の
気
持
ち
を
想
像
す
る
。

ま
す
。
ま
た
、
そ
こ
で
書
い
た
小
さ
な
感
想
が
「
表
現
を
味
わ
う
」

と
い
う
形
で
、
小
冊
子
の
中
に
生
き
る
よ
う
に
、
と
い
う
意
図
も

あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
友
達
の
読
み
を
通
し
て
、
自
分
の
読
み
を

確
認
し
た
り
、
深
め
た
り
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

「
読
む
こ
と
」
そ
れ
で
も
残
る
不
安
・
問
題
点

小
冊
子
を
作
る
作
業
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
は
も
う
一
度
作
品

に
向
き
合
い
、
自
分
の
言
葉
で
書
く
こ
と
を
し
ま
す
。
作
品
を
再

構
成
す
る
た
め
に
、
一
人
一
人
の
「
読
む
こ
と
」
を
体
験
す
る
わ

け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
実
際
の
授
業
で
は
、
こ
こ
に
ほ
と
ん
ど
時

間
を
か
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
結
局
、
授
業
中
に
終
わ
ら
な
か
っ
た
作

業
は
家
庭
で
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
本
来
な

ら
、
こ
の
時
間
に
こ
そ
、
一
人
一
人
の
読
み
を
じ
っ
く
り
教
師
が

確
か
め
た
り
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
り
し
た
い
の
で
す
。
作
品
の

本
来
も
つ
魅
力
も
手
伝
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
楽
し
ん
で

作
品
を
作
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
時
間
を
学
校
の
授
業
の
時
間

の
中
で
保
障
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
や
は
り
問
題
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

ま
た
、
ど
の
よ
う
な
最
終
の
形
を
用
意
す
る
か
に
よ
っ
て
、

何
に
重
点
を
置
い
て
読
む
の
か
、
と
い
う
点
も
変
わ
っ
て
く
る
で

し
ょ
う
。
ど
ん
な
目
標
の
も
と
に
、
ど
ん
な
「
読
み
」
を
体
験
さ

せ
る
の
か
、
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
時
間
数
が
少

な
く
な
っ
た
今
、
同
じ
よ
う
な
読
み
方
を
繰
り
返
す
余
裕
は
な
さ

そ
う
で
す
。
ど
の
時
期
に
、
ど
ん
な
学
習
を
す
る
か
、
分
析
す
る

必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

英
語
や
数
学
と
違
っ
て
、
国
語
は
「
こ
の
構
文
を
教
え
る
」

「
こ
の
公
式
を
教
え
る
」
と
い
っ
た
は
っ
き
り
し
た
形
が
あ
り
ま

せ
ん
。
国
語
の
学
習
と
し
て
、
こ
の
時
期
に
、
こ
の
よ
う
な
力
を

つ
け
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
学
習
が
必
要
と
い
う
こ
と
を
分
析
し

て
い
く
と
、「
国
語
科
で
困
っ
て
い
る
」
こ
と
が
、
も
っ
と
明
確

に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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