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以
上
の
考
え
に
従
え
ば
、
関
連
だ
、
生
き
る
力
だ
、
伝
え
合
い

だ
と
い
う
時
流
に
対
応
す
る
に
も
、
学
習
者
の
表
現
（
書
く
、
話

す
）
活
動
が
わ
ず
か
ず
つ
で
も
毎
時
間
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ

れ
が
な
け
れ
ば
、
学
習
者
か
ら
何
を
引
き
出
せ
ば
よ
い
か
、

何
を
助
言
・
支
援
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
見
当
が
つ
か
な
い
か
ら

で
あ
る
。

そ
れ
に
、
国
語
科
の
教
材
は
日
本
語
で
あ
る
。
そ
の
日
本
語
は
、

読
む
場
合
と
書
く
場
合
と
で
、
異
な
る
言
語
で
は
な
い
。
レ
ベ
ル

の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
同
じ
日
本
語
で
あ
る
。
読
む
教
材
か
ら
、

書
く
題
材
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
書
き
方
の
手
法
が
学
べ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
か
な
い
「
読
み
」

の
活
動
は
、
は
た
し
て
十
分
な
「
読
み
」
を
指
導
し
て
い
る
の
か
、

と
い
う
疑
問
さ
え
い
だ
か
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
無
理
な
く
「
話
す
・
聞
く
、
書

く
、
読
む
」
こ
と
の
で
き
る
授
業
の
一
例
を
提
示
し
て
み
た
。
わ

ず
か
で
も
い
い
、
読
ん
で
い
る
最
中
に
書
い
て
お
く
と
、
そ
の
教

材
の
読
み
が
終
了
す
る
や
否
や
、
一
、
二
時
間
で
原
稿
用
紙
何
枚

も
の
作
文
に
仕
上
が
る
。

学
習
の
記
録
文
と
報
告
書
、
学
習
を
伝
え
る
手
紙
、
学
習
指

示
・
豆
知
識
コ
ラ
ム
な
ど
の
学
級
新
聞
等
々
、
多
種
多
様
な
書
く
作

業
が
、
読
む
学
習
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
、
題
材
と
取
材
の
段
階

を
飛
び
越
え
て
、
構
想
と
記
述
に
入
り
、
短
時
間
で
で
き
あ
が
る
。

時
間
数
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
て
、
指
導
に
ゆ
と
り
の
な
く

な
っ
た
こ
と
が
、
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
わ
ず
か
な
時
間

で
、
効
果
的
な
指
導
計
画
を
立
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で

は
、
一
例
を
示
し
て
、
実
践
家
の
皆
様
の
更
な
る
工
夫
を
お
願
い

し
た
い
。

教
育
の
本
質
は
、
も
う
何
千
年
以
来
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

学
習
者
に
知
識
や
技
能
を
注
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
学
習
者

の
も
っ
て
い
る
力
を
引
き
出
す
だ
け
だ
。「
教
育
」
と
は
、
語
源

で
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
表
す
語
で
あ
る
。

そ
れ
に
、
近
代
百
年
の
初
等
教
育
の
実
践
か
ら
、「
話
す
・
聞

く
、
書
く
、
読
む
」
の
三
（
四
）
領
域
の
活
動
が
無
理
な
く
有
機

的
に
結
び
付
い
た
授
業
こ
そ
、
国
語
の
力
を
も
っ
と
も
効
果
的
に

育
成
し
て
い
く
も
の
だ
と
確
認
さ
れ
て
い
る
。

限
ら
れ
た
授
業
時
間
を

生
か
す
指
導
の
工
夫

中な
か

西に
し

一か
ず

弘ひ
ろ

大
阪
教
育
大
学
名
誉
教
授

主
な
学
習
事
項

◎
「
お
手
紙
」
が
す
ら
す
ら
と
読
め
て
、
楽
し

く
感
想
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結

果
、
他
の
お
話
を
読
む
意
欲
を
育
て
る
。

（
読
ウ
エ
）

○
語
や
文
の
ま
と
ま
り
に
注
意
し
、
声
の
大

き
さ
な
ど
を
考
え
な
が
ら
読
む
。（
読
エ
）

○
挿
絵
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
人
物
の
気
持

ち
や
動
作
を
読
む
。
読
み
取
っ
た
も
の
を

プ
リ
ン
ト
に
書
く
。（
読
ウ
・
書
イ
）

【
言
語
活
動
例
】

○
自
分
の
も
っ
た
感
想
を
人
前
で
し
っ
か
り

と
し
た
声
で
発
表
す
る
。（
話
聞
ア
）

○
紙
人
形
劇
に
で
き
る
よ
う
に
、
台
本
の
形

式
に
書
き
換
え
、
発
表
す
る
。（
話
聞

ア
・
書
エ
）

○
友
達
の
し
た
紙
人
形
劇
の
楽
し
か
っ
た
と

こ
ろ
を
知
ら
せ
る
お
手
紙
を
書
く
。
そ
の

返
事
を
も
ら
う
。（
書
ア
）

学
習
活
動
（
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
）

１

挿
絵
を
初
め
か
ら
順
に
見
て
い
く
だ
け
で
、
登
場
人
物
、
こ
と
が
ら
（
お
手
紙
）、
場
所
が
わ

か
る
。
こ
れ
で
「
あ
ら
す
じ
」
も
ほ
と
ん
ど
予
想
で
き
る
。
他
の
本
に
も
活
用
で
き
る
観
点
で

あ
る
こ
と
を
指
示
し
て
お
く
。

２

く
り
返
し
音
読
し
な
が
ら
、
各
場
面
の
様
子
を
話
し
合
う
。

・
場
面
ご
と
に
、「
お
も
し
ろ
い
な
。」「
好
き
だ
な
。」「
ど
う
な
る
の
か
な
。」「
こ
こ
を
読
み

た
い
。」
な
ど
、
読
み
手
に
強
く
印
象
を
与
え
た
部
分
（
一
文
か
二
文
）
を
プ
リ
ン
ト
に
記

入
す
る
。（
教
科
書
の
本
文
に
傍
線
を
引
か
せ
て
か
ら
、
そ
の
部
分
を
視
写
さ
せ
て
も
よ
い
。）

そ
れ
に
、
一
語
程
度
の
感
想
も
加
え
さ
せ
る
。
吹
き
出
し
で
自
由
に
表
現
さ
せ
る
の
も
よ
い
。

３

全
員
の
記
入
を
見
届
け
て
、
順
次
、
発
表
さ
せ
る
。

・
全
員
の
指
摘
し
た
文
を
展
開
に
即
し
て
印
を
つ
け
て
い
く
と
、
重
要
な
文
は
す
べ
て
取
り
上

げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

・
全
員
の
指
摘
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
読
み
の
確
認
を
し
て
い
く
。
指
摘
し
た
理
由
や
感
想
を

発
言
さ
せ
て
い
く
と
、
そ
れ
だ
け
で
ほ
ぼ
読
み
の
学
習
は
で
き
あ
が
る
。
多
様
な
意
見
も
出

て
、
読
み
の
広
が
り
も
期
待
で
き
る
。

４

本
文
の
音
読
が
一
応
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
好
き
な
場
面
を
紙
人
形
劇

に
す
る
た
め
の
台
本
作
り
を
す
る
。
グ
ル
ー
プ
の
全
員
が
、
わ
ず
か
で
も
一
人
で
分
担
す
る
部

分
が
で
き
る
よ
う
に
役
割
を
用
意
す
る
。

５

友
達
の
紙
人
形
劇
を
見
て
、
発
表
の
よ
い
点
を
手
紙
に
書
い
て
知
ら
せ
る
。
も
ら
っ
た
人
も
、

友
達
の
発
表
を
見
て
、
返
事
を
書
く
。

６

表
紙
や
挿
絵
を
見
せ
な
が
ら
、
あ
ら
す
じ
（
お
も
し
ろ
さ
）
を
紹
介
す
る
。

二
年
下
　
一
よ
う
す
を
考
え
て
読
も
う
「
お
手
紙
」
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主
な
学
習
事
項

◎
「
海
の
命
」
を
読
ん
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
命
と

生
き
方
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。（
海

で
、
山
で
、
都
会
で
）
生
き
る
と
い
う
こ

と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。

こ
の
問
題
を
み
ん
な
で
考
え
る
。（
読

ウ
・
書
イ
ウ
）

○
タ
イ
ト
ル
を
読
ん
で
書
く
。（
読
オ
・
書
イ
）

・
読
む
前
と
読
ん
で
か
ら
考
え
た
「
海
の

命
」。
そ
の
相
違
点
。（
読
ア
）

○
作
品
全
体
を
と
ら
え
る
。（
読
イ
）

・
書
き
だ
し
の
一
段
落
と
最
後
の
二
段
落

と
を
比
べ
る
。
初
め
と
終
わ
り
で
大
枠

を
と
ら
え
る
。（
読
イ
）

・
人
物
を
グ
ル
ー
プ
で
調
べ
る
。（
読
ウ
）

主
人
公
の
成
長
ぶ
り
・
父
の
死
の
様

子
・
与
吉
じ
い
さ
の
教
え
・
母
の
嘆
き

と
、
そ
の
役
割
・
ク
エ
と
の
対
面
と
争
い
。

○
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
す
る
。（
話
聞
ウ
）

○
発
表
を
し
た
り
聞
い
た
り
し
た
こ
と
に
基

づ
い
て
学
習
記
録
、
ま
た
は
感
想
文
を
書

く
。（
書
イ
ウ
）

学
習
活
動
（
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
）

１

本
文
を
読
む
前
に
、
タ
イ
ト
ル
の
「
海
の
命
」
か
ら
、
作
者
は
ど
の
よ
う
な
「
命
」
の
こ
と
を

書
こ
う
と
し
て
い
る
か
、
予
想
さ
せ
る
。
予
想
を
も
ち
、
そ
れ
と
自
分
の
読
み
を
比
べ
る
と
い

う
主
体
的
な
姿
勢
を
つ
く
っ
て
、
初
読
に
と
り
か
か
る
。
短
く
一
、
二
行
程
度
の
予
想
を
書
き

記
し
て
お
く
。

２
初
読
し
て
、
作
者
が
述
べ
て
い
る
こ
と
（
あ
ら
す
じ
）
が
わ
か
っ
て
か
ら
、
作
者
の
考
え
て
い

る
「
海
の
命
」
と
は
何
か
、
ま
た
、
自
分
の
読
み
取
り
を
、
予
想
と
比
べ
な
が
ら
書
く
。（
読

み
の
前
後
の
考
え
を
書
く
の
で
、
や
や
詳
し
く
書
け
る
だ
ろ
う
。）

３

作
品
の
骨
組
み
を
理
解
す
る
た
め
に
、
冒
頭
部
と
結
末
部
と
の
比
較
を
し
て
お
く
。
山
場
で
の

人
物
の
変
容
を
理
解
す
る
た
め
に
、
両
者
の
反
復
語
彙
に
注
目
し
て
、
気
づ
き
を
書
き
出
す
。

４

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
分
担
す
る
登
場
人
物
を
決
め
、
人
物
の
特
徴
を
と
ら
え
る
。（
特
徴
を
示
す

箇
所
を
視
写
し
て
、
そ
こ
か
ら
わ
か
る
特
徴
を
書
く
。）

*

そ
れ
だ
け
で
、
筋
の
変
化
が
つ
か
め
る
の
で
、
会
話
文
だ
け
を
見
て
い
く
グ
ル
ー
プ
も
作
る
。

５
分
担
事
項
を
報
告
す
る
。
各
グ
ル
ー
プ
と
も
、
根
拠
と
な
る
本
文
（
の
部
分
）
を
引
用
し
な
が

ら
（
プ
リ
ン
ト
に
示
し
な
が
ら
）、
そ
こ
か
ら
引
き
出
し
た
自
分
た
ち
の
気
づ
き
を
書
く
。

６

分
担
部
分
の
調
査
・
報
告
の
結
果
を
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
る
。

六
年
下
　
一
生
き
方
や
考
え
方
を
読
み
取
ろ
う
「
海
の
命
」

主
な
学
習
事
項

◎
体
に
は
、
い
く
つ
も
の
仕
組
み
が
あ
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
の
攻
撃
か
ら
体
を
守
っ

て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
。（
読
イ
）

○
説
明
文
の
読
み
取
り
に
欠
か
せ
な
い
、
段

落
と
キ
ー
ワ
ー
ド
な
ど
に
注
目
す
る
。

（
読
オ
）

○
科
学
的
な
説
明
文
に
興
味
を
も
っ
て
取
り

組
め
る
よ
う
に
、「
読
み
取
っ
た
こ
と
を

発
表
す
る
」
と
い
う
動
機
づ
け
を
し
て
、

主
体
的
な
学
習
を
展
開
す
る
。（
読
ア
・

話
聞
ア
）

○
説
明
文
を
正
確
に
読
み
取
る
た
め
に
、
記

述
項
目
を
整
理
し
て
お
き
、
発
表
学
習
の

台
本
に
活
用
す
る
。（
書
ア
イ
）

○
教
材
の
読
み
取
り
の
学
習
と
並
行
し
て
、

関
係
す
る
資
料
を
読
ん
だ
り
聞
い
た
り
し

て
、
体
の
仕
組
み
に
関
す
る
知
識
を
集
め

る
。（
話
聞
イ
・
書
イ
・
読
ア
オ
）

○
分
担
し
て
得
た
知
識
を
発
表
し
て
、「
体
」

事
典
に
仕
上
げ
る
。（
話
聞
ウ
・
書
エ
）

学
習
活
動
（
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
）

１
風
邪
を
ひ
い
た
と
き
の
体
験
を
話
し
合
う
。
そ
れ
だ
け
で
、
い
つ
も
と
異
な
る
体
の
調
子
が
判

明
す
る
。

２
「
わ
た
し
の
体
」
と
い
う
絵
を
描
い
て
、
自
分
の
体
（
外
見
）
の
特
徴
を
短
い
言
葉
で
表
す
。

欠
点
の
指
摘
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
。

３
「
体
を
守
る
仕
組
み
」
を
読
む
。
説
明
文
を
正
確
に
読
む
観
点
を
学
ぶ
。

・
タ
イ
ト
ル
か
ら
、「
体
―
守
る
―
仕
組
み
」
の
三
語
が
最
重
要
の
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
と
わ
か
る
。

そ
こ
か
ら
、「
守
る
―
攻
め
る
」
な
ど
も
。

・
同
じ
段
落
で
二
回
以
上
く
り
返
さ
れ
る
言
葉
も
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
。

・
説
明
さ
れ
る
方
向
を
見
定
め
る
た
め
に
、最
初
の
数
段
落
を
ゆ
っ
く
り
注
意
し
な
が
ら
読
む
。

（
微
生
物
か
ら
自
分
を
守
る
仕
組
み
が
、
体
に
あ
る
。
そ
の
仕
組
み
を
こ
れ
か
ら
説
明
し
て

い
く
の
だ
な
と
予
想
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
。
こ
の
際
に
も
、
キ
ー
ワ
ー
ド
発
見
を
さ

せ
て
お
く
。）

・
短
い
段
落
に
注
目
す
る
。（
具
体
的
な
内
容
よ
り
も
、
こ
れ
か
ら
述
べ
て
い
く
文
章
の
方
向

を
示
す
の
が
、
短
い
段
落
の
役
目
で
あ
る
。
段
落
の
ま
と
ま
り
を
早
く
見
当
を
つ
け
る
の
に

役
立
つ
。）

・
段
落
の
最
初
の
文
・
キ
ー
ワ
ー
ド
に
注
目
し
て
、
段
落
の
内
容
を
と
ら
え
る
。

４

発
表
を
す
る
。
教
材
文
の
正
確
な
読
み
を
進
め
、
新
知
識
を
得
る
。

・「
わ
か
っ
た
こ
と
」「
調
べ
た
い
こ
と
」
の
順
で
、
文
章
内
容
を
読
み
進
め
な
が
ら
記
入
し
て

い
く
。
事
典
風
に
ま
と
め
て
お
く
の
も
よ
い
。

５

記
入
し
た
も
の
を
も
と
に
、「
ひ
ふ
」や「
な
み
だ
」や「
せ
ん
も
う
」な
ど
に
分
か
れ
て
分
担
し

て
発
表
す
る
。（「
調
べ
て
わ
か
っ
た
こ
と
」
も
加
味
し
て
、
台
本
を
作
っ
て
用
意
し
て
お
く
。）

四
年
下
　
二
わ
た
し
た
ち
の
体
に
つ
い
て
調
べ
よ
う
「
体
を
守
る
仕
組
み
」「
こ
れ
が
、『
わ
た
し
』
で
す
」
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