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短
歌
は
ま
こ
と
に
不
思
議
な
表
現
形
式
で
あ
る
。

万
葉
集
の
成
立
は
八
世
紀
半
ば
と
さ
れ
て
い
る
が
、

日
本
最
古
の
こ
の
歌
集
に
す
で
に
短
歌
は
登
場
す
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
時
代
は
長
歌
（「
五
音
と
七
音
」
の

組
み
合
わ
せ
を
二
回
以
上
繰
り
返
し
、
最
後
を
五
七

七
で
結
ぶ
形
）
が
主
流
で
、
短
歌
（
五
七
五
七
七
）

は
長
歌
の
後
ろ
に
添
え
物
と
し
て
置
か
れ
る
だ
け
で

あ
っ
た
。
短
歌
が
表
舞
台
に
躍
り
出
る
の
は
平
安
時

代
に
な
っ
て
か
ら
。
古
今
和
歌
集
を
は
じ
め
と
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
勅
撰
和
歌
集
が
編
ま
れ
、
そ
こ
に
収
め

ら
れ
た
歌
の
数
々
は
や
が
て
日
本
人
の
美
意
識
の
基

盤
と
な
っ
て
い
っ
た
。

明
治
時
代
や
敗
戦
直
後
の
昭
和
二
十
年
代
な
ど
、

時
代
の
変
わ
り
め
に
「
短
歌
は
古
臭
い
」「
短
歌
は
片

言
に
し
か
す
ぎ
な
い
」
と
い
っ
た
滅
亡
論
が
湧
き
上

が
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
ぜ
か
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て

し
ま
う
こ
と
な
く
、
現
在
ま
で
生
き
残
っ
て
い
る
。

万
葉
集
の
昔
か
ら
数
え
て
千
数
百
年
。
三
十
一
音
の

ち
っ
ぽ
け
な
形
式
の
ど
こ
に
そ
ん
な
し
ぶ
と
さ
が
あ

る
の
だ
ろ
う
。
考
え
る
ほ
ど
に
不
可
解
な
気
持
ち
に

な
っ
て
く
る
。

た
だ
、
不
可
解
な
が
ら
も
私
な
り
に
生
き
残
り
の

理
由
を
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
思
い
当
た
る
の
が
短

歌
の
リ
ズ
ム
の
こ
と
で
あ
る
。

短
歌
は
五
音
と
七
音
の
繰
り
返
し
で
成
り
立
っ
て

い
る
の
だ
が
、
五
音
と
七
音
の
リ
ズ
ム
は
日
本
語
と

と
て
も
相
性
が
よ
い
。
現
在
で
も
、
標
語
や
キ
ャ
ッ

チ
フ
レ
ー
ズ
な
ど
語
感
が
の
び
や
か
で
つ
い
口
ず
さ

ん
で
し
ま
う
表
現
は
五
音
と
七
音
の
組
み
合
わ
せ
で

あ
る
こ
と
が
多
い
。

飛
び
出
す
な
車
は
急
に
と
ま
れ
な
い

お
出
掛
け
は
ひ
と
声
か
け
て
鍵
か
け
て

注
意
一
秒
け
が
一
生

た
と
え
ば
こ
れ
ら
の
標
語
は
五
音
と
七
音
で
出
来

て
い
る
。
三
つ
め
に
あ
げ
た
標
語
を
聞
く
と
、
じ
つ

は
私
は
次
の
自
作
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で
あ
る
。

観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想
ひ
出
は

君
に
は
一ひ

と

日ひ

我
に
は
一ひ

と

生よ

有
難
い
こ
と
に
教
科
書
に
も
た
び
た
び
採
り
上
げ

て
も
ら
っ
て
い
る
歌
で
あ
る
。「
注
意
一
秒
」
の
標
語

と
「
観
覧
車
」
の
短
歌
の
下
句
を
比
べ
て
み
よ
う
。

注
意
一
秒
／
け
が
一
生

君
に
は
一
日
／
我
に
は
一
生

ど
ち
ら
も
な
か
な
か
き
れ
い
な
対
称
形
を
成
し
て

い
る
。
す
べ
て
の
標
語
や
短
歌
が
対
称
性
を
持
て
ば

よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
五
音
と
七
音
の
織

り
成
す
し
ら
べ
は
と
て
も
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
の
で
、
繰

り
返
し
や
対
句
と
自
然
に
融
合
す
る
特
徴
が
あ
る
。

や
や
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
日
本
人
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
呼
吸

し
た
り
歩
行
し
た
り
す
る
よ
う
に
、
短
歌
の
リ
ズ
ム

と
親
和
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
自
歌
自
讃
の
よ
う
で
恐
縮
だ
が
観
覧

車
の
歌
に
つ
い
て
少
し
だ
け
解
説
を
付
け
さ
せ
て
も

ら
い
た
い
。
そ
れ
は
「
君
に
は
一
日
我
に
は
一
生
」

の
と
こ
ろ
で
「
一
日
」
に
「
ひ
と
ひ
」、「
一
生
」
に

「
ひ
と
よ
」
と
ル
ビ
を
振
っ
た
こ
と
で
あ
る
。「
い
ち

に
ち
」「
い
っ
し
ょ
う
」
と
読
ん
で
も
意
味
の
上
で
は

問
題
な
い
の
だ
が
、
作
者
と
し
て
は
こ
こ
は
何
と
し

て
も
「
ひ
と
ひ
」「
ひ
と
よ
」
の
な
め
ら
か
な
語
感
を

大
切
に
し
た
か
っ
た
。「
ひ
と
ひ
」
と
「
ひ
と
よ
」。

た
っ
た
一
音
の
差
が
一
日
と
一
生
と
い
う
大
き
な
隔

た
り
を
生
む
。
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
三
十
一
音

の
小
さ
な
空
間
だ
か
ら
い
っ
そ
う
際
立
っ
て
く
る
。

私
の
大
好
き
な
短
歌
に
、

あ
ぢ
さ
ゐ
の
藍あ

ゐ

の
つ
ゆ
け
き
花
あ
り
ぬ

ぬ
ば
た
ま
の
夜
あ
か
ね
さ
す
昼

佐
藤
佐
太
郎

が
あ
る
。
み
ず
み
ず
し
い
藍
色
の
あ
じ
さ
い
が
咲

い
て
い
る
、
夜
も
昼
も
。
そ
れ
だ
け
を
表
し
て
い
る

歌
だ
が
、
シ
ン
プ
ル
な
中
に
豊
か
な
味
わ
い
を
持
っ

て
い
る
。
声
に
出
し
て
読
み
上
げ
る
と
な
お
さ
ら
。

ア
の
音
を
母
音
に
持
つ
語
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
拠
る
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、「
ぬ
ば
た
ま
の
」

「
あ
か
ね
さ
す
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
た
い
。
い
ず

れ
も
枕ま

く
ら

詞こ
と
ば

で
あ
る
。
枕
詞
は
万
葉
集
以
来
の
伝
統
を

持
つ
修
辞
法
で
、
決
め
ら
れ
た
言
葉
に
付
い
て
独
特

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
た
ら
す
。
引
用
歌
の
場
合
は

「
ぬ
ば
た
ま
の
」
が
「
夜
」
に
掛
か
る
枕
詞
で
、「
あ

か
ね
さ
す
」
は
「
昼
」
に
掛
か
る
枕
詞
。
た
と
え
ば

枕
詞
「
あ
か
ね
さ
す
」
は
昼
の
ほ
か
に
も
「
日
」
や

「
む
ら
さ
き
」
に
も
掛
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
あ
か
ね

さ
す
」
と
聞
い
た
だ
け
で
、

あ
か
ね
さ
す
紫
野
行
き
標し

め

野の

行
き

野の

守も
り

は
見
ず
や
君
が
袖
振
る

額ぬ
か

田た
の

王
お
ほ
き
み

万
葉
の
時
代
の
女
性
歌
人
の
恋
歌
を
ふ
っ
と
思
い

出
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
る
と
、
目
の
前
の
あ

じ
さ
い
の
花
が
何
や
ら
万
葉
人び

と

の
化
身
の
よ
う
に
感

じ
ら
れ
て
、
か
ぐ
わ
し
い
気
持
ち
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
古
典
の
知
識
が
な
く
て
も
短
歌
の
解

釈
に
差
し
支
え
な
い
の
だ
が
、
歴
史
を
知
れ
ば
知
る

ほ
ど
よ
り
深
い
鑑
賞
が
で
き
る
。
そ
れ
が
長
い
伝
統

を
有
す
る
短
歌
な
ら
で
は
の
醍
醐
味
と
言
え
よ
う
。

明
治
の
末
か
ら
昭
和
に
か
け
て
歌
人
、
詩
人
と
し

て
活
躍
し
た
北
原
白
秋
は
歌
集
『
桐
の
花
』
に
収
め

た
散
文
の
中
で
、「
短
歌
は
一
個
の
小
さ
い
緑
の
古
宝

玉
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
エ
メ
ラ
ル
ド
色
の
小

さ
な
古
い
宝
石
。
そ
れ
が
短
歌
な
の
だ
と
い
う
。
じ

つ
に
美
し
い
定
義
付
け
で
あ
る
。
歳
月
の
波
に
磨
か

れ
て
輝
き
を
増
す
宝
石
。
こ
れ
か
ら
も
こ
の
不
思
議

な
古
宝
玉
を
大
切
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

短
歌
と
い
う
宝
石
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学
習
で
も
生
活
で
も
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
吐
く
息
・
吸
う
息
、
人
の
一
生
の
こ
と
で
あ
る
。
ほ
か

の
人
の
言
葉
で
も
、
時
と
し
て
、
自
分
に
と
っ
て
の
生
涯
の
珠
玉
と
な
る
（
一
年
第
七
単
元
『
胸
の
底
の

人
と
言
葉
た
ち
』）。
人
は
毎
日
自
分
の
中
の
自
分
と
対
話
し
て
い
る
。
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い

う
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
と
思
う
。
考
え
る
こ
と
が
、
そ
の
人
の
な
か
に
、
な
に
も
の
か
を
蓄
積
す
る
。
書

き
残
さ
れ
た
言
葉
は
、
そ
の
思
い
の
軌
跡
で
あ
ろ
う
。

こ
ん
な
詩
が
手
許
に
あ
る
。
一
つ
は
十
二
節
一
連
、
も
う
一
つ
は
四
節
一
連
で
、
い
ず
れ
も
五
七
調

（
一
部
分
七
五
調
）
の
文
語
詩
と
い
う
時
代
も
の
だ
が
、
戦
後
間
も
な
い
昭
和
二
一
年
・
二
二
年
の
春
、

一
高
寮
歌
（
注
）
と
し
て
残
し
た
も
の
で
あ
る
。
読
ん
で
い
た
だ
く
の
も
恐
縮
だ
が
、
来
し
か
た
行
く
末

を
思
っ
た
若
い
時
の
言
葉
を
許
し
て
い
た
だ
く
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部
を
引
く
。
一
つ
は
、

「
敗
れ
に
し
　
国
に
聳そ

び

ゆ
る
　
富
士
の
嶺ね

の
　
雪
を
あ
は
れ
み
　
か
へ
り
来
ん
　
友
は
幾い

く

人た
り

」（
第
十
節
）

「
丘
な
ら
で
　
誰
か
抱
か
ん
　
去
り
ま
し
し
　
純き

よ

き
み
魂た

ま

を
　
傷
つ
き
し
　
若
き
心
を
」（
第
十
一
節
）

こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
た
ま
た
ま
斉
藤
茂
吉
が
読
ん
で
好
感
を
も
っ
て
く
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る

（「
茂
吉
随
聞
（
十
八
）」
田
中
隆
尚
／
『
も
も
ん
が
』
昭
和
三
三
年
六
月
号
初
出
）。

も
う
一
つ
は
、

「
り
ょ
う
り
ょ
う
と
　
笛
吹
け
や
友
　
愛か

な

し
き
は
　
追
は
じ
と
言
ひ
し
　

君
の
み
は
　
寒さ

む

空ぞ
ら

を
截き

り
　
雄を

心ご
こ
ろ

の
調
べ
鳴
ら
さ
ん
　
　
　

た
ま
ゆ
ら
の
　
春
に
命
は
　
あ
り
や
な
し
　

丘
に
も
花
は
　
咲
き
に
し
を
　

あ
て
な
る
花
は
　
咲
き
に
し
を
」（
第
一
節
）

わ
が
来
し
方
を
顧
み
れ
ば
、
予
想
や
思
案
の
ほ
か
に
あ
る
の
が
人
生
と
い
う
も
の
ら
し
い
と
思
う
。
こ

れ
ら
の
詩
も
戦
時
中
の
い
ろ
い
ろ
な
経
験
が
あ
っ
た
り
、
東
京
を
去
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
り
し
て
、

生
ま
れ
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
こ
と
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
い
く
ら
も
あ
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
稀
に
は
、
志
を
立
て
て
終
始
一
貫
、
人
生
を
生
き
抜
い
た
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
本
当
に
そ
う
か
ど
う
か
は
本
人
の
「
最
後
の
詞
の
最
後
の
一
句
」（
森

外
『
最
後
の
一
句
』）
を

聞
い
た
と
し
て
も
、
な
か
な
か
分
か
ら
な
い
話
だ
。
棺
を
蓋お

お

っ
て
も
定
め
が
た
い
の
が
人
間
と
い
う
も

の
ら
し
い
。

「
学
び
て
思
は
ざ
れ
ば
則
ち
罔く

ら

し
。
思
ひ
て
学
ば
ざ
れ
ば
則
ち
殆あ

や
ふ

し
。」（『
論
語
』「
為
政
第
二
」）
の

「
思
ふ
」
は
「
考
え
る
」
意
の
よ
う
だ
か
ら
、「
我
思
ふ
、
故
に
我
あ
り
。」
と
い
う
西
洋
哲
学
と
（
日
本

語
に
お
い
て
）
呼
応
す
る
も
の
の
よ
う
だ
。
教
科
書
の
単
元
名
に
も
、
似
た
よ
う
な
趣
旨
の
言
葉
が
見
ら

れ
る
。「
自
分
を
見
つ
め
る
」（
一
年
）、「
心
を
開
く
」（
二
年
）、「
心
の
在
り
方
」（
三
年
）
な
ど
で
あ
る
。

事
は
常
に
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
の
身
辺
に
あ
り
、
思
索
は
常
に
わ
れ
わ
れ
自
身
の
な
か
に
あ
る
。
言
葉

は
、「
こ
ん
に
ち
た
だ
い
ま
」
の
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
「
い
つ
い
つ
ま
で
も
」
の
こ
と
で
も
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

（
注
）
昔
の
高
校
・
大
学
予
科
の
学
寮
の
多
く
は
、
学
生
の
作
詞
・
作
曲
に
よ
る
寮
歌
を
持
っ
て
い
た
（
一
高

寮
歌
は
約
三
五
〇
編
）。
今
な
お
全
国
寮
歌
祭
が
あ
り
、
地
方
ご
と
・
学
校
ご
と
の
寮
歌
祭
や
そ
の
集
い

が
行
わ
れ
る
。
独
特
な
懐
メ
ロ
で
あ
る
。

自
分
と
の
対
話
の
こ
と

日常の中で
生きる言葉

特集

宮
地
　
裕
（
み
や
じ
ゆ
た
か
）

大
阪
大
学
名
誉
教
授
。
一
九
二
四
年
東
京
都
生
ま
れ
。
著
書
に
、『
新
版
文
論
』『
敬
語
・

慣
用
句
表
現
論
』（
と
も
に
明
治
書
院
）
な
ど
が
あ
る
。
光
村
図
書
小
学
校
・
中
学
校
国
語
教

科
書
編
集
委
員
。
中
学
校
国
語
教
科
書
１
（
平
成
十
八
年
度
版
）
に
、
書
き
下
ろ
し
教
材

『
胸
の
底
の
人
と
言
葉
た
ち
』
を
執
筆
。

中国相談室_54  07.12.21 7:10 PM  ページ 7



7 6

身
近
な
文
章
を
き
っ
か
け
に

『
言
葉
を
探
検
す
る
』（
一
年
第
七
単
元
）
の
授
業
を
構
想
す
る
際
、

新
聞
・
雑
誌
・
広
告
・
小
説
な
ど
、
自
分
の
身
近
な
文
章
の
中
の
語
彙
を

き
っ
か
け
に
し
て
、
言
葉
を
調
べ
、
広
げ
る
学
習
が
で
き
な
い
か
と
考
え

た
。「
言
葉
を
調
べ
る
こ
と
っ
て
お
も
し
ろ
い
。」「
も
っ
と
言
葉
を
知
り
、

語
彙
を
豊
か
に
し
た
い
。」
と
い
う
体
験
を
し
て
、
言
葉
の
学
習
へ
の
さ
ら

な
る
意
欲
を
喚
起
す
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
る
。

発
表
例
を
示
す
こ
と
で
、
学
習
の
見
通
し
を
も
た
せ
る

導
入
と
し
て
指
導
者
に
よ
る
発
表
例
を
見
せ
た
（
資
料
１
）。
発
表
例
を

示
す
こ
と
で
、
学
習
の
イ
メ
ー
ジ
や
見
通
し
を
も
た
せ
る
こ
と
と
し
た
。

発
表
例
に
は
、
新
聞
の
ス
ポ
ー
ツ
面
の
見
出
し
を
活
用
し
た
。
勝
ち
試
合

の
呼
び
方
も
、
勝
ち
方
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
そ
こ
で
、「
辛
勝
」
の
言
葉
を

使
っ
て
い
る
記
事
を
紹
介
し
、
今
回
の
学
習
の
導
入
と
し
た
。
調
べ
た
内

容
を
フ
リ
ッ
プ
に
ま
と
め
、
そ
れ
を
示
し
な
が
ら
、
ク
イ
ズ
形
式
の
発
表

で
交
流
す
る
こ
と
を
伝
え
た
。「
い
ろ
い
ろ
な
勝
ち
方
」
を
表
す
言
葉
を

テ
ー
マ
に
発
表
す
る
た
め
、『
類
語
大
辞
典
』（
柴
田
武
・
山
田
進
編
／

講
談
社
二
〇
〇
二
年
刊
）
を
資
料
と
し
た
。

学
習
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て

①
参
考
文
献
の
準
備

言
葉
に
関
し
て
の
文
献
・
資
料
は
、
一
人
一
冊
（
も
し
く
は
一
部
）
手

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
準
備
し
た
い
。
地
域
の
図
書
館
に
依
頼
し
て

本
を
用
意
す
る
と
よ
い
。

②
身
近
な
文
章
の
用
意

文
章
が
用
意
で
き
な
い
生
徒
に
は
、
新
聞
記
事
や
雑
誌
な
ど
か
ら
ヒ
ン

ト
を
与
え
る
。
た
と
え
ば
、「
カ
リ
ス
マ
コ
ー
チ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、

カ
タ
カ
ナ
語
に
つ
い
て
調
べ
る
な
ど
、
テ
ー
マ
を
設
定
で
き
る
。

学
習
の
流
れ
（
四
時
間
扱
い
）

第
一
時
　
指
導
者
が
発
表
例
を
示
し
、
発
表
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
せ
な
が

ら
、
学
習
の
流
れ
を
説
明
す
る
。

第
二
時
　
気
に
な
る
語
彙
の
あ
る
文
章
か
ら
、
各
自
の
調
べ
る
テ
ー
マ
を

考
え
る
。

第
三
時
　
テ
ー
マ
に
そ
っ
て
参
考
文
献
や
参
考
資
料
を
探
し
、
フ
リ
ッ
プ

を
作
る
。

※
教
科
書
の
言
葉
探
検
の
テ
ー
マ
例
（
一
年
Ｐ
１７９
）
を
参
考
に

す
る
と
よ
い
。

・
自
然
を
表
す
言
葉
…
…
天
気
欄
な
ど
か
ら

・
略
語
…
…
新
聞
、
雑
誌
な
ど
か
ら

・
広
告
の
言
葉

第
四
時
　
フ
リ
ッ
プ
を
見
せ
な
が
ら
、「
言
葉
・
ふ
し
ぎ
発
見
！
」
大
会
を

開
く
。

※
授
業
後
、
フ
リ
ッ
プ
は
教
室
に
掲
示
す
る
。

お
わ
り
に

本
実
践
で
は
、
調
べ
る
活
動
も
発
表
会
も
、
生
徒
た
ち
は
非
常
に
興
味

深
く
取
り
組
ん
で
い
た
。
言
葉
を
知
り
、
言
語
生
活
を
豊
か
に
す
る
国
語

教
室
を
今
後
も
展
開
し
て
い
き
た
い
。

言
葉
・
ふ
し
ぎ
発
見
！
（
一
年
）

生
徒
が
作
っ
た
フ
リ
ッ
プ
例

【資料1】
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地
域
の
方
々
と
「
文
化
」
や
「
芸
能
」
を
体
験
す
る
学
習

本
校
で
は
、
毎
年
一
学
期
に
学
校
を
地
域
に
開
く
取
り
組
み
の
一
つ
と

し
て
、
体
験
学
習
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
地
域
の
中
か
ら
、
職
業
や

趣
味
を
通
し
て
一
芸
に
秀
で
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
を
講
師
と
し
て
お
招
き

し
て
、
体
験
や
発
表
の
学
習
を
行
う
も
の
で
、
二
十
を
超
え
る
講
座
を
開

設
し
て
い
る
。
こ
の
体
験
学
習
に
あ
わ
せ
て
、
毎
年
、
国
語
科
の
授
業
で
講

師
の
方
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
際
し
て

は
、
生
徒
た
ち
に
五
つ
の
言
語
意
識（
相
手
意
識
、
目
的
意
識
、
場
面
意
識
、

方
法
・
条
件
意
識
、
評
価
意
識
）を
明
確
に
さ
せ
る
こ
と
に
留
意
し
た
。

本
稿
で
は
、『
小
さ
な
「
物
語
」
を
探
る
』（
二
年
第
七
単
元
）
と
関
連

さ
せ
て
取
り
組
ん
だ
実
践
を
紹
介
す
る
。

指
導
の
目
標

単
元
計
画
と
し
て
次
の
よ
う
な
価
値
目
標
と
技
能
目
標
を
設
定
し
た
。

価
値
目
標

・
事
前
の
準
備
や
実
際
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
、
地

域
の
方
々
の
生
き
方
や
考
え
方
を
学
ぶ
。

技
能
目
標

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
、
必
要
な
情
報
が
収
集
で
き
る
。

・
言
語
意
識
を
も
っ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
で
き
る
。

・
聞
き
取
っ
た
情
報
を
整
理
し
、わ
か
り
や
す
く
発
表
で
き
る
。

実
践
報
告
（
七
時
間
扱
い
）

第
一
次
（
一
、
二
時
）

本
単
元
の
学
習
の
意
義
や
目
標
を
と
ら
え
さ
せ
て
か
ら
グ
ル
ー
プ
を

編
成
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
準
備
を
行
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
は
男
女
各
二
名

ず
つ
の
四
人
編
成
と
し
、
仕
事
分
担
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
一
名
、
記
録
者

二
名
（
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影
役
と
発
表
用
原
稿
作
成
役
）、
発
表
の
進
行
役

一
名
と
し
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
相
手
は
、
講
師
と
し
て
来
て
い
た
だ
く

方
の
一
覧
表
の
中
か
ら
代
表
者
に
選
ば
せ
た
。
そ
の
後
は
グ
ル
ー
プ
単
位

で
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
は
何
が
必
要
か
、
ど
ん
な
こ
と
が
大
事
か
な
ど
に

つ
い
て
話
し
合
い
を
行
っ
た
。

第
二
時
で
は
、
視
聴
覚
教
材
（
ビ
デ
オ
や
「
光
村
国
語
デ
ジ
タ
ル
教
科

書
」）
を
用
い
て
良
い
例
と
悪
い
例
を
比
較
し
な
が
ら
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の

基
本
的
な
形
式
に
つ
い
て
学
習
し
た
。

第
二
次
（
三
、
四
時
）

第
三
時
で
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
と
課
題
プ
リ
ン
ト
を
活
用
し
て
、
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
聞
く
べ
き
具
体
的
な
内
容
と
効
果
的
な
尋
ね
方
・
聞
き
方
に

つ
い
て
学
習
し
、
質
問
メ
モ
を
作
成
し
た
。
ま
た
、
実
際
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
想
定
し
た
シ
ナ
リ
オ
作
り
に
取
り
組
ん
だ
。

第
四
時
で
は
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
役
割
を
決
め
て
、
作
成
し
た
メ
モ
と

シ
ナ
リ
オ
を
基
に
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
練
習
を
行
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
内

の
相
互
評
価
を
通
し
て
、
気
づ
い
た
こ
と
や
改
善
点
を
本
番
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
で
取
り
入
れ
る
よ
う
に
確
認
す
る
場
も
設
定
し
た
。

第
三
次
（
五
時
）

事
前
に
講
師
の
方
に
連
絡
を
取
っ
て
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
臨
ん
だ
。
体

験
学
習
当
日
、
講
座
開
始
前
に
一
時
間
の
授
業
枠
を
設
定
し
、
学
年
全
体

を
集
め
て
簡
単
な
説
明
を
行
っ
た
あ
と
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
講
師
控
え
室

な
ど
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
一
ク
ラ
ス
九
グ
ル
ー
プ
、
学
年
四
ク

ラ
ス
な
の
で
、
三
十
六
人
の
講
師
の
方
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
お
願
い
し
た
。

第
四
次
（
六
、
七
時
）

ま
と
め
と
し
て
、
こ
の
二
時
間
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
記
録
を
発
表
で
き

る
形
に
ま
と
め
、
各
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
し
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー

と
原
稿
担
当
の
記
録
係
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
内
容
を
発
表
用
原
稿
に
ま
と

め
、
撮
影
担
当
の
記
録
係
と
発
表
の
進
行
役
は
発
表
内
容
と
ポ
イ
ン
ト
を

模
造
紙
に
ま
と
め
た
。
こ
こ
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
発
表
が

で
き
る
か
の
工
夫
を
考
え
さ
せ
た
。
具
体
的
に
は
、
事
実
と
意
見
・
感
想

を
分
け
る
こ
と
、
視
覚
に
訴
え
る
実
物
を
用
意
す
る
こ
と
、
発
表
者
に
よ

る
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
い
が
な
さ
れ
た
。

ク
ラ
ス
単
位
で
の
発
表
会
で
は
、
評
価
用
紙
を
準
備
し
、
評
価
意
識
を

明
確
に
し
な
が
ら
相
互
評
価
に
取
り
組
ん
だ
。

ま
た
、
発
表
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
ど
ん
な
言
葉
の
力
を
獲
得
し
自
分

の
も
の
に
で
き
た
か
を
考
え
る
、
振
り
返
り
の
時
間
を
も
っ
た
。

お
わ
り
に

国
語
科
は
、
生
き
て
は
た
ら
く
言
葉
の
力
を
育
む
教
科
で
あ
る
。
生
徒

た
ち
が
生
活
の
中
で
生
き
生
き
と
し
た
言
葉
を
駆
使
す
る
た
め
に
は
、
言

葉
の
学
習
が
な
に
よ
り
大
切
で
あ
る
。
言
葉
を
学
習
す
る
こ
と
と
生
活
の

中
で
言
葉
を
使
う
こ
と
を
相
互
に
関
連
さ
せ
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
活
動
例

を
取
り
入
れ
て
実
践
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
指
導
者
と
し
て
常
に
念
頭

に
あ
る
の
が
、
五
つ
の
言
語
意
識
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
が
、
相
手
意
識
、

目
的
意
識
、
場
面
意
識
、
方
法
・
条
件
意
識
、
評
価
意
識
を
確
か
に
身
に

つ
け
て
、
言
葉
の
力
を
獲
得
し
て
い
け
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
授
業
を
こ
れ

か
ら
も
行
い
た
い
。

地
域
の
人
々
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で

言
葉
の
力
を
つ
け
る
（
二
年
）
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初
冬
の
あ
る
日
、
数
人
の
仲
間
と
奈
良
県
の
山
村
を
歩
い
て
い
た
と
き
、

そ
れ
ま
で
の
好
天
が
一
転
し
て
に
わ
か
雨
と
な
っ
た
。
向
か
い
の
山
に
は

日
が
照
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
雨
は
少
し
待
て
ば
止
む
「
し
ぐ
れ
」
だ
と

わ
か
る
。
近
く
の
農
家
の
軒
下
を
借
り
て
、
し
ば
ら
く
の
雨
宿
り
を
さ
せ

て
も
ら
っ
た
の
だ
が
、
雨
が
あ
が
っ
て
歩
き
は
じ
め
た
と
き
、
仲
間
の
一

人
が
「『
少
し
の
時
を
過
ぎ
て
ゆ
く
雨
』
を
『
時
雨
』
と
書
い
た
最
初
の

人
っ
て
、
す
ぐ
れ
た
気
象
予
報
士
だ
っ
た
と
思
う
ね
。」
と
言
っ
た
。
す

る
と
、「
夏
の
夕
方
に
降
る
『
夕
立
』
だ
っ
て
そ
う
だ
よ
。」
と
誰
か
が
言

い
、
た
だ
の
雨
が
、
季
節
や
降
り
よ
う
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
も
の
名
を
変

え
る
こ
と
に
話
が
及
ん
だ
。

そ
ん
な
話
を
耳
に
し
な
が
ら
、
私
が
中
学
生
の
こ
ろ
、
祖
母
が
、
た
ま

た
ま
道
で
出
会
っ
た
呉
服
店
の
店
員
さ
ん
に
「
地
は
ね
ず
み
で
、
そ
れ
に

雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。
ニ
ビ
イ
ロ
に
し
た
い
の
だ
け
れ
ど
、
ギ
ン
ネ

ズ
に
し
ま
し
ょ
う
。
雨
も
夕
立
で
は
派
手
だ
ろ
う
か
ら
、
春
雨
く
ら
い
が

い
い
か
も
し
れ
な
い
。」
と
、
着
物
の
色
柄
を
注
文
し
て
い
る
の
を
不
思

議
な
思
い
で
聞
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

「
ニ
ビ
イ
ロ
」「
ギ
ン
ネ
ズ
」
が
「
鈍
色
」「
銀
鼠
」
と
い
う
色
の
名
で

あ
る
こ
と
も
、
鈍
色
と
い
う
暗
い
鼠
色
が
不
祝
儀
の
色
だ
か
ら
明
る
い
銀

鼠
色
が
い
い
と
い
う
こ
と
も
、
大
人
に
な
っ
て
知
っ
た
こ
と
だ
っ
た
が
、

「
夕
立
」
で
は
な
く
「
春
雨
」
に
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
祖
母

と
呉
服
店
の
店
員
さ
ん
と
の
会
話
を
聞
い
た
と
き
に
わ
か
っ
た
。

い
く
ら
伝
統
的
な
色
柄
の
名
が
あ
る
と
は
い
え
、
色
見
本
も
柄
見
本
も

な
い
と
こ
ろ
で
の
こ
の
程
度
の
会
話
で
、
祖
母
の
希
望
に
ぴ
っ
た
り
の
着

物
が
出
来
上
が
る
の
だ
か
ら
、
特
定
の
言
葉
を
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
は

魔
法
み
た
い
だ
と
思
っ
た
。
い
く
つ
に
な
っ
て
も
そ
の
魔
法
が
と
け
ず
、

五
十
歳
に
な
っ
た
と
き
に
、
祖
母
を
真
似
て
懇
意
の
呉
服
店
に
「
濃
い
め

の
枯
葉
色
に
霰あ

ら
れ

で
は
ど
う
か
し
ら
。」
と
注
文
し
て
み
た
。
す
る
と
、「
霰

小
紋
で
す
ね
、
い
い
で
し
ょ
う
。」
と
の
返
事
で
あ
る
。
私
の
場
合
は
、

呉
服
店
専
用
の
色
見
本
帳
を
繰
っ
て
決
め
る
と
い
う
段
取
り
に
な
っ
た

が
、
そ
の
見
本
帳
を
見
て
い
る
と
、
日
常
さ
り
げ
な
く
使
っ
て
い
る
色
や

柄
を
あ
ら
わ
す
言
葉
が
、
こ
と
ご
と
く
自
然
の
動
植
物
や
気
象
に
由
来
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

色
見
本
帳
と
同
じ
よ
う
に
「
俳
句
歳
時
記
」
を
繰
る
と
、
い
や
で
も
目

に
入
っ
て
く
る
の
が
、
季
節
ご
と
の
雨
の
名
、
風
の
名
、
雲
の
名
、
そ
し

て
雪
の
名
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
に
も
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
ん

な
詳
し
い
解
説
よ
り
は
、
暮
ら
し
の
う
ち
に
体
験
し
た
現
物
に
ま
さ
る
も

の
は
な
い
。

「
春
雨
」
の
説
明
を
百
回
聞
く
よ
り
は
、
春
の
雨
の
中
を
一
度
歩
い
て

み
る
こ
と
だ
。
す
る
と

て
の
ひ
ら
を
春
雨
傘
の
外
へ
出
す
　
　
杉す

ぎ

本も
と

零ぜ
ろ

の
作
者
が
、
な
ぜ
掌
を
傘
の
外
に
出
し
た
か
と
い
う
こ
と
や
、
私
の
祖
母

の
着
物
の
柄
が
細
い
斜
線
を
図
案
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
わ
か

っ
て
く
る
。

い
く
ら
春
の
風
を
受
け
て
い
て
も
、
い
く
ら
桜
が
咲
い
て
い
て
も
、
無

関
心
な
目
に
は
無
い
も
同
じ
だ
が
、
か
と
い
っ
て
春
風
を
受
け
る
こ
と
や

花
を
見
る
こ
と
な
ど
は
、
特
別
に
学
ぶ
こ
と
で
は
な
い
。
子
ど
も
の
こ
ろ

か
ら
大
人
た
ち
の
「
花
が
咲
い
た
。」「
風
が
暖
か
く
な
っ
た
。」
と
い
う

言
葉
の
中
で
過
ご
し
て
お
れ
ば
、
大
人
と
同
じ
よ
う
に
わ
か
っ
て
く
る
。

忙せ
わ

し
さ
を
此
処
に
逃
れ
て
春
風
に
　
　
星ほ

し

野の

立た
つ

子こ

年
々
に
わ
が
立
つ
花
下
も
定
ま
れ
り
　
　
相あ

い

生お
い

垣が
き

瓜か

人じ
ん

な
ど
も
、
な
ん
と
な
く
わ
か
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

春
に
な
り
春
風
が
ふ
く
、
暖
か
く
な
っ
て
花
が
咲
く
、
と
い
う
天
然
自

然
と
つ
き
合
っ
て
い
る
う
ち
に
、
こ
の
国
の
四
季
の
変
化
や
、
地
域
ご
と

の
観
天
望
気
が
身
に
つ
き
、
先
人
た
ち
が
残
し
て
く
れ
た
雨
の
名
や
風
の

名
が
理
に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
な
る
ほ
ど
と
思
う
よ
う
に
な
る
。

思
え
ば
初
冬
の
山
村
で
の
、「『
時
雨
』
と
書
い
た
最
初
の
人
っ
て
、

す
ぐ
れ
た
気
象
予
報
士
だ
っ
た
と
思
う
ね
。」
と
い
う
さ
り
げ
な
い
わ
が

仲
間
の
一
言
は
、
こ
の
国
の
言
葉
文
化
を
象
徴
す
る
一
言
で
あ
っ
た
。

昔
々
の
誰
か
が
、
経
験
則
の
う
ち
に
初
冬
の
山
添
い
の
雨
が
ひ
と
と
き

降
っ
て
止
む
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
そ
の
現
象
を
「
時
雨
」
と
い
う
字
に

残
し
て
く
れ
た
の
だ
。
こ
の
「
突
然
に
発
生
し
て
パ
ッ
と
止
む
」
と
い
う

気
象
現
象
は
、
虫
時
雨
、
蝉
時
雨
、
露
時
雨
、
落
葉
時
雨
、
な
ど
の
言
葉

を
生
み
、
二
倍
三
倍
に
ふ
く
れ
て
愛
誦
さ
れ
続
け
て
い
る
。
外
国
人
に

と
っ
て
は
雑
音
で
し
か
な
い
虫
の
音
や
蝉
の
声
を
、
雑
音
と
と
ら
え
る
日

本
人
は
い
な
い
。

日
本
を
知
ら
な
い
外
国
人
に
、
日
本
と
は
ど
ん
な
国
で
す
か
と
問
わ

れ
た
と
き
、
何
と
答
え
れ
ば
い
い
か
、
と
い
う
質
問
を
受
け
る
こ
と
が

あ
る
。
言
い
た
い
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
多
く
、
か
え
っ
て
何
も
言
え
な
く

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
せ
い
ぜ
い
「
四
季
の
変
化
に
よ
っ
て
衣
食
住

が
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
ん
な
中
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
の
ゆ
た
か
な

国
。」
と
い
う
こ
と
を
根
っ
こ
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
を
伝
え
る
よ

り
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
特
別
な
人
た
ち
の
言
葉
で
は
な
く
、
普
通
の
人

た
ち
が
普
通
に
使
う
言
葉
が
大
き
な
遺
産
財
産
で
あ
る
こ
と
を
言
え
ば
い

い
と
思
う
。
こ
の
国
が
「
言
霊
の
幸さ

き
わ

ふ
国
」
で
あ
る
こ
と
を
、
誇
り
を

も
っ
て
言
え
ば
い
い
。

教
科
書
教
材
執
筆
者
よ
り
　
―
今
、
言
葉
に
つ
い
て
思
う
こ
と
―

雨
の
名
　
風
の
名

宇
多
　
喜
代
子
（
う
だ
き
よ
こ
）

俳
人
。
一
九
三
五
年
山
口
県
生
ま
れ
。
二
〇
〇
二
年
、
紫
綬
褒
章
受
章
。
著
書
に
、
句
集

『
夏
の
日
』（
海
風
社
）『
夏
月
集
』（
熊
野
大
学
出
版
局
）、
随
筆
『
わ
た
し
の
歳
事
ノ
ー
ト
』

（
富
士
見
書
房
）
な
ど
が
あ
る
。
光
村
図
書
中
学
校
国
語
教
科
書
３
（
平
成
十
八
年
度
版
）
に
、

書
き
下
ろ
し
教
材
『
俳
句
の
可
能
性
』
を
執
筆
。
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「
言
葉
の
世
界
」
は
広
く
深
く
、
そ
の
一
つ
の
側
面
を
捉
え
て
も
、
い

よ
い
よ
深
く
な
る
ば
か
り
、
更
に
先
は
広
が
る
ば
か
り
…
。「
言
葉
」
と

い
う
、
一
つ
の
言
葉
が
包
括
す
る
世
界
は
、
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
に

寄
り
添
っ
て
千
変
万
化
、
限
り
な
い
深
さ
と
広
さ
。
生
き
る
こ
と
に
添
っ

て
い
る
の
が
「
言
葉
」
で
あ
ろ
う
か
。

言
わ
ず
も
が
な
、
日
常
の
暮
ら
し
も
、
全
て
、
私
た
ち
は
「
言
葉
」
と

共
に
あ
り
、
政
治
、
経
済
、
教
育
、
そ
の
他
ど
の
場
面
を
取
り
上
げ
て
も
、

全
て
は
、
言
葉
ぬ
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

表
現
と
い
う
側
面
か
ら
「
言
葉
」
を
見
つ
め
て
も
、
音
声
表
現
に
よ
る

言
葉
、
文
字
表
現
に
よ
る
言
葉
、
手
話
な
ど
身
体
表
現
に
よ
る
言
葉
、
そ

の
他
多
く
の
表
現
が
あ
る
が
、
そ
の
言
葉
の
一
つ
ひ
と
つ
は
、
内
容
と
心

を
乗
せ
て
表
す
も
の
な
の
だ
か
ら
、
言
葉
イ
コ
ー
ル
内
容
・
心
で
あ
り
、

「
言
葉
」
は
「
人
そ
の
も
の
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

子
供
の
頃
か
ら
、
私
た
ち
は
、「
言
葉
は
自
ら
を
表
現
し
、
人
に
伝
え

る
も
の
だ
か
ら
、
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
、
学
校
で
も
家

で
も
ど
れ
ほ
ど
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

勿
論
、
内
容
と
心
を
乗
せ
て
伝
え
る
道
具
と
し
て
の
言
葉
は
、
な
に
よ

り
大
事
で
あ
る
。
し
か
し
、「
言
葉
は
考
え
る
道
具
だ
か
ら
大
事
に
し
よ

う
」
と
い
う
言
い
方
は
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
（
も
し
か
し
た
ら
私

の
耳
に
届
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
）。

考
え
る
道
具
で
も
あ
る
言
葉
。
私
た
ち
は
、
言
葉
で
概
念
を
整
理
し
、

構
築
し
、
物
事
を
あ
れ
や
こ
れ
や
考
え
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉

が
乏
し
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
考
え
る
力
も
乏
し
く
、
弱
く
、
薄
く
な
る
か

も
し
れ
な
い
。
表
現
が
巧
み
で
な
く
て
も
、
考
え
の
深
く
広
い
人
も
い
る
。

考
え
る
道
具
で
も
あ
る
言
葉
の
こ
と
を
つ
い
忘
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の

意
味
で
の
言
葉
も
、
私
た
ち
は
大
事
に
し
た
い
。

「
伝
え
る
言
葉
」「
考
え
る
道
具
で
も
あ
る
言
葉
」
は
と
も
に
豊
か
で
あ

り
た
い
。
豊
か
さ
と
は
何
か
…
言
葉
の
数
は
や
は
り
多
い
ほ
う
が
良
い
。

い
く
ら
持
っ
て
い
て
も
重
く
は
な
い
の
だ
か
ら
。
言
葉
多
く
と
い
っ
て
も
、

勿
論
お
し
ゃ
べ
り
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
蔵
の
中
に
言
葉
が
豊
か
に
蓄

え
て
あ
れ
ば
、
考
え
も
深
ま
り
、
物
事
を
伝
え
る
時
も
、
臨
機
応
変
に
、

自
在
に
選
び
、
又
は
削
り
、
表
現
で
き
る
こ
と
に
も
な
る
。
怖
い
も
の
な

し
で
あ
る
。
使
い
た
く
な
か
っ
た
ら
使
わ
な
く
て
も
い
い
、
い
つ
か
必
要

な
時
が
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
豊
か
さ
で
も
あ
ろ
う
か
。
又
、
豊

か
さ
と
は
、
言
葉
の
心
を
、
ど
こ
ま
で
感
じ
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
も
関
わ
っ
て
く
る
と
思
う
。
し
か
し
、
言
葉
の
心
に
つ
い

て
は
表
現
の
し
よ
う
が
な
い
。

私
は
昨
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
風
林
火
山
」
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

一
年
間
担
当
し
た
が
、
主
人
公
・
武
田
信
玄
役
で
多
く
の
人
々
を
惹
き
つ

け
た
市
川
亀
治
郎
さ
ん
は
、「
役
者
は
な
に
よ
り
”気

“が
大
事
。
演
技
や

言
葉
は
磨
け
ば
上
達
す
る
も
の
だ
が
”気

“は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。

説
明
し
が
た
い
心
」
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
あ
る
か
な
い
か
で
、
人
に
伝

わ
る
か
ど
う
か
が
決
ま
っ
て
く
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
私
た
ち
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー
の
仕
事
も
し
か
り
。
同
じ
話
を
し
て
も
、
悲
し
い
か
な
、
そ
の

心
や
気
が
伝
わ
る
人
と
、
そ
こ
ま
で
い
か
な
い
人
も
い
る
。
プ
ロ
の
世
界

で
も
、
日
常
生
活
の
ど
の
部
分
で
も
、
全
て
を
左
右
す
る
も
の
。

説
明
し
が
た
く
、
捉
え
ら
れ
な
い
「
気
」
や
「
心
」
だ
が
、「
言
葉
」

を
探
っ
て
い
く
と
、
何
か
が
開
け
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
「
辞
書
」

を
開
い
て
み
る
。
誰
も
が
願
う
「
幸
せ
」
や
「
優
し
さ
」
―
―
「
幸
」
と

い
う
言
葉
を
白
川
静
さ
ん
の
『
常
用
字
解
』
で
調
べ
る
と
、「
両
手
に
は

め
る
刑
罰
の
道
具
の
象
形
」
と
あ
る
。
幸
せ
と
は
、
無
実
の
罪
で
捕
ら
え

ら
れ
る
人
も
多
か
っ
た
古
代
に
お
い
て
、
命
を
奪
わ
れ
ず
、
手
枷
だ
け
の

軽
い
刑
で
免
れ
て
本
当
に
よ
か
っ
た
！
本
当
に
よ
か
っ
た
！
…
と
い
う

心
の
叫
び
。
そ
れ
が
「
幸
い
」
の
意
味
で
も
あ
る
の
か
…
と
思
う
と
、
幸

せ
と
い
う
言
葉
の
心
、
そ
の
捉
え
方
も
違
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

「
優
し
」
を
『
言
泉
』
や
『
日
本
国
語
大
辞
典
』『
広
辞
苑
』
そ
の
他
何

冊
か
の
辞
書
で
引
い
て
み
る
と
、「
優
」
の
意
味
の
最
初
に
「
恥
ず
か
し
」

と
同
根
と
あ
る
。「
優
し
さ
」
と
は
、
こ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
恥
ず
か
し

い
と
思
う
、
軟
ら
か
な
心
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
改
め
て
言
葉
の
心
を
知

る
思
い
が
す
る
。
優
秀
、
優
越
感
、
優
劣
、
な
ど
と
言
う
言
葉
は
好
き
で

は
な
い
が
、「
恥
ず
か
し
さ
」
と
同
じ
心
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
、

幸
せ
で
あ
っ
た
。

解
り
き
っ
た
言
葉
も
辞
書
を
引
く
と
、
改
め
て
、
言
葉
の
心
に
触
れ
る

思
い
が
す
る
。
最
近
は
電
子
辞
書
が
簡
便
で
あ
り
使
い
勝
手
が
よ
い
と
、

多
く
の
人
が
利
用
し
て
い
る
が
、
言
葉
の
厚
み
と
深
さ
が
そ
の
ま
ま
形
に

な
っ
て
い
る
辞
書
そ
の
も
の
の
豊
か
さ
に
は
及
ば
な
い
。

い
わ
ゆ
る
「
辞
書
」
は
、
調
べ
た
い
言
葉
だ
け
で
な
く
、
そ
の
頁
と
隣

の
頁
に
あ
る
言
葉
た
ち
に
も
触
れ
る
こ
と
が
出
来
る
楽
し
み
。
言
葉
に
行

き
つ
く
ま
で
の
も
ど
か
し
く
も
期
待
感
あ
る
行
為
。
で
も
時
間
が
勿
体
無

い
、
そ
ん
な
暇
は
な
い
と
い
う
の
が
昨
今
だ
が
、
ま
わ
り
道
、
道
草
や
無

駄
な
こ
と
の
中
に
、
実
は
大
事
な
鍵
、
人
生
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
豊
か
に
潜

ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
き
た
い
。

言
葉
だ
け
で
な
く
、
道
草
や
一
見
無
駄
の
よ
う
な
こ
と
…
そ
こ
を
通
過

す
る
ゆ
と
り
が
あ
る
か
な
い
か
で
、
そ
の
後
の
人
生
も
変
わ
っ
て
し
ま
う

こ
と
の
怖
さ
を
、
私
た
ち
は
、
せ
わ
し
い
時
代
の
今
、
思
い
知
ら
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

教
科
書
教
材
執
筆
者
よ
り
　
―
今
、
言
葉
に
つ
い
て
思
う
こ
と
―

心
豊
か
な
言
葉

加
賀
美
　
幸
子
（
か
が
み
さ
ち
こ
）

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
・
千
葉
市
女
性
セ
ン
タ
ー
名
誉
館
長
。
一
九
四
〇
年
東
京
都
生
ま
れ
。
現
在
、

「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
」「
列
島
縦
断
俳
句
ス
ペ
シ
ャ
ル
・
短
歌
ス
ペ
シ
ャ
ル
」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）

な
ど
の
番
組
を
担
当
。
著
書
に
、『
こ
こ
ろ
を
動
か
す
言
葉
』（
海
竜
社
）『
読
み
聞
か
せ
る
戦
争
』

（
光
文
社
）
な
ど
が
あ
る
。
光
村
図
書
中
学
校
国
語
教
科
書
２（
平
成
十
八
年
度
版
）に
、
書
き

下
ろ
し
教
材
『
古
典
の
心
に
近
づ
く
』
を
執
筆
。
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先
号
で
は
、「
問
わ
れ
る
教
師
力
」
と
題
し
、「
授
業
づ
く
り
」

に
お
い
て
は
、
学
習
者
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
力
、
自
家
薬
籠
中
の
も
の

と
し
て
の
育
て
た
い
力
の
一
覧
表
を
も
つ
こ
と
、
学
習
材
候
補
か

ら
学
習
材
に
す
る
力
、
育
て
た
い
力
と
学
習
材
、
学
習
活
動
（
言

語
活
動
）
と
学
習
形
態
の
組
み
合
わ
せ
方
が
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
今
号
で
は
、
学
習
指
導
展
開
中
に
問
わ
れ

る
教
師
力
を
中
心
に
述
べ
る
。

１
　
学
習
指
導
展
開
中
に
問
わ
れ
る
教
師
力

一
つ
の
単
元
が
始
ま
る
と
、
指
導
者
は
教
室
と
い
う
状
況
の
中

で
さ
ま
ざ
ま
な
力
を
駆
使
し
て
フ
ル
回
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
。
学
習
者
を
動
か
し
て
学
習
を
進
め
な
が
ら
、
個
々
の
学
習

者
、
ま
た
学
習
者
集
団
の
動
き
や
反
応
、
さ
ら
に
全
体
の
流
れ
を

見
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
さ
せ
な
が
ら
授
業
を
展
開
さ
せ
て
い
く
。

授
業
全
体
を
評
価
し
な
が
ら
進
め
て
い
く
と
い
っ
て
よ
い
。
ど
こ

を
ど
う
見
る
か
、
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

（
１
）
授
業
が
始
ま
っ
て
す
ぐ
の
場
面
で

・
学
習
者
の
学
習
材
に
対
す
る
反
応
―
食
い
つ
き
は
よ
い
か
。

ど
の
程
度
の
興
味
を
示
し
て
い
る
か
。
興
味
は
継
続
で
き
そ

う
か
。

・
学
習
材
と
言
語
活
動
が
合
っ
て
い
る
か
。
そ
の
言
語
活
動
で

育
て
た
い
力
は
つ
け
ら
れ
そ
う
か
。

・
指
導
者
の
発
話
・
発
問
、
指
示
は
学
習
者
に
伝
わ
っ
て
い
る

か
。
有
効
に
は
た
ら
い
て
い
る
か
。

（
２
）
授
業
の
中
ほ
ど
で

・「
学
習
の
手
引
き
」
は
、
個
々
の
学
習
者
に
対
し
て
有
効
に
は

た
ら
い
て
い
る
か
。

・
モ
デ
ル
提
示
（
指
導
者
や
級
友
、
先
輩
が
モ
デ
ル
）
は
有
効
、

適
切
で
あ
っ
た
か
。

・
学
習
者
に
つ
ま
ず
き
、
停
滞
は
な
い
か
。
だ
れ
が
ど
う
い
う

こ
と
に
対
し
て
つ
ま
ず
き
、
停
滞
し
て
い
る
か
。
学
習
者
の

そ
れ
ま
で
に
つ
け
た
は
ず
の
能
力
の
欠
落
部
分
、
不
十
分
な

点
は
な
い
か
。

・
学
習
材
と
学
習
活
動
に
よ
っ
て
学
習
が
成
立
し
て
い
る（
熱
中

し
て
い
る
）か
。
言
葉
の
力
は
確
実
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
。

・
学
習
材
の
適
不
適
の
判
断
と
、
新
た
な
学
習
材
投
入
の
必
要

性
の
有
無
の
判
断
。

・
学
力
が
不
足
し
て
い
て
練
習
の
必
要
性
を
感
じ
る
か
。
方
法

を
変
え
て
練
習
を
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
決
断
は
あ
る
か
。

・
学
習
形
態
は
適
切
か
。
特
に
、
話
し
合
い（
学
び
合
い
）学
習

で
、ペ
ア
が
よ
い
か
グ
ル
ー
プ
が
よ
い
か
の
判
断
、
書
く
活
動

と
の
組
み
合
わ
せ
、
書
く
時
間
の
確
保
は
取
ら
れ
て
い
る
か
。

・
学
習
の
継
続
は
可
能
か
ど
う
か
の
判
断
。

（
３
）
授
業
の
終
わ
り
の
ほ
う
で

・
単
元
の
学
習
目
標
を
確
か
め
て
学
習
が
進
め
ら
れ
た
か
。
か

け
た
時
間
は
適
量
で
あ
っ
た
か
（
振
り
返
り
記
録
な
ど
に

よ
り
）。

・
個
人
差
に
応
じ
る
学
習
内
容
で
あ
っ
た
か
。
個
人
差
に
応
じ

た
指
導
が
で
き
た
か
。
学
習
者
個
々
の
学
習
に
対
す
る
満
足

度
、
成
就
感
、
出
し
て
き
た
疑
問
な
ど
を
つ
ぶ
さ
に
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
か
。

・
単
元
全
体
、
ま
た
は
単
位
時
間
の
学
習
の
総
体
的
評
価
（
成

果
や
問
題
点
）。
学
習
材
の
適
不
適
。
複
数
教
材
（
学
習
材
）

の
必
要
性
の
有
無
。
学
習
形
態
が
個
々
の
学
習
者
に
と
っ
て

ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
か
。

２
　
プ
ロ
と
し
て
の
教
師
力

国
語
教
師
も
プ
ロ
と
し
て
身
に
つ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

モ
ノ
が
あ
る
。
そ
れ
は
学
習
者
に
と
っ
て
は
モ
デ
ル
で
あ
り
目
標

で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
力
・
技
な
の
か
、
羅
列
し
て
み
よ
う
。

（
１
）
プ
ロ
と
し
て
の
基
礎
力

・
声
の
出
し
方
、
発
音
、
滑
舌
。

・
音
読
、
朗
読
、
で
き
れ
ば
節
を
つ
け
て
歌
え
る
こ
と
。

・
文
字
（
毛
筆
・
硬
筆
・
板
書
）
を
示
範
で
き
る
こ
と
。

・
表
記
法
、
原
稿
用
紙
の
使
い
方
。

・
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
ス
ピ
ー
チ
（
短
話
）
が
作
れ
る
こ
と
。

・
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
文
章
（
詩
、
短
歌
、
俳
句
、
エ
ッ
セ

イ
、
創
作
な
ど
）
が
書
け
る
こ
と
。

・
演
技
、
演
劇
に
関
す
る
知
識
。

（
２
）
プ
ロ
と
し
て
の
知
識
・
技
能

・
話
し
合
い
の
や
り
方
、
さ
せ
方
。

・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
作
り
方
。

・「
学
習
の
手
引
き
」
の
作
り
方
。

・
辞
書
に
関
す
る
知
識
。

・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（
立
ち
位
置
、
時
間
配
分
、
Ｔ
Ｔ
や
招
待

問われる教師力 2

毎日の授業や生徒との接し方に悩む若い先生たち、こんな小さなきっかけから生徒が変わります。

講
師
と
の
連
携
な
ど
）。

・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
に
関
す
る
知
識
、
道
具
の
使
い
方
。

・
情
報
の
獲
得
、
保
管
、
利
用
技
術
、
カ
ー
ド
使
用
な
ど
。

・
学
習
材
候
補
の
収
集
と
学
習
材
化
力
。

３
　
学
校
全
体
に
働
き
か
け
る
教
師
力

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
教
師
は
自
立
し
た
読
書
生
活
者
で
あ
る

こ
と
、
言
語
文
化
へ
の
関
心
と
接
触（
演
劇
、
落
語
、
古
典
、
古
典
芸

能
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
）を
人
一
倍
心
が
け
る
こ
と
、
地
域
の
文

化
や
言
語
へ
の
関
心
を
も
ち
接
触
を
図
る
こ
と
、
が
必
要
で
あ
る
。

新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
新
し
い
教
育
が
始
ま
れ
ば
、
国

語
教
師
は
他
教
科
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
学
校
全
体
の
国
語
教

育
の
推
進
者
と
な
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
科
だ
け
に
閉

じ
こ
も
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
、
肝
に
銘
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。

４
　
最
終
回
に
あ
た
っ
て

国
語
教
室
運
営
に
あ
た
っ
て
の
小
さ
な
疑
問
、
大
き
な
声
で
は

聞
け
な
い
教
室
で
の
身
の
処
し
方
、
そ
ん
な
声
に
応
じ
よ
う
と
始

め
た
の
が
こ
の
コ
ラ
ム
で
し
た
。
平
成
十
五
年
の
こ
と
で
す
。

今
回
５３
、
５４
号
で
「
教
師
力
」
と
し
て
総
括
し
て
み
ま
し
た
。

一
つ
ひ
と
つ
の
項
目
は
具
体
的
な
授
業
の
中
で
、
指
導
者
、
学
習

者
、
学
習
材
、
学
習
活
動
と
の
か
か
わ
り
を
と
ら
え
る
べ
き
も
の

で
す
。
ま
ず
、
自
分
が
授
業
研
究
を
す
る
。
そ
し
て
他
人
の
授
業

研
究
に
多
く
参
加
し
、
話
し
合
い
、
学
び
合
う
。「
教
師
力
」
に
つ

な
が
る
唯
一
の
道
と
信
じ
ま
す
。

（
元
岐
阜
大
学
教
授
）

連 載 安
やす

居
い

總
ふさ

子
こ

の 国 語 教 室 （最終回）
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１
　
実
践
の
趣
旨

中
学
一
年
生
の
書
写
は
、
行
書
の
入
門
期
に
あ
た
る
。
初
め
て
目
に
す

る
書
体
に
抵
抗
を
感
じ
る
生
徒
も
多
い
。
そ
こ
で
、「
競
争
す
る
」
と
い
う

遊
び
を
通
し
て
、
動
き
の
中
か
ら
行
書
の
特
徴
（
点
画
の
連
続
、
点
画
の

丸
み
）
を
と
ら
え
る
こ
と
を
目
ざ
す
。

２
　
指
導
計
画

第
一
時
　
行
書
が
ど
ん
な
書
体
な
の
か
を
知
る
。

第
二
時
　
行
書
の
特
徴
（
点
画
の
連
続
、
丸
み
）
を
理
解
し
て
「
白
夜
」

を
書
く
。

（
本
時
）

３
　
本
時
の
目
標

次
の
二
点
を
目
標
に
授
業
を
行
っ
た
。

①
「
行
書
は
難
し
い
」
と
い
う
先
入
観
・
抵
抗
を
な
く
す
。

②
実
際
に
筆
を
動
か
し
な
が
ら
行
書
の
特
徴
を
つ
か
む
。

４
　
本
時
の
展
開
（
次
ペ
ー
ジ
参
照
）

│
「
白
夜
」
│
（
一
年
）

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会

５
　
成
果
と
課
題

実
際
に
筆
を
動
か
し
な
が
ら
、
行
書
の
特
徴
で
あ
る
点
画
の
連
続
や
丸

み
を
理
解
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
今
回
の
実
践
で
は
、「
試
書
１
」
で

楷
書
の
筆
使
い
を
引
き
ず
っ
て
い
た
生
徒
も
、「
ま
と
め
書
き
」
で
は
よ
り

行
書
ら
し
い
形
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
教
科

書
を
見
て
行
書
の
特
徴
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
技

能
ま
で
習
得
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
行
書
の
入
門
期
に
あ
た

る
中
学
一
年
生
だ
か
ら
こ
そ
、
知
識
・
技
能
の
両
方
を
身
に
つ
け
る
こ
と

が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
教
師
が
実
際
に
示
し
た
り
、
生
徒
が
自
分
で
体

験
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
身
に
つ
い
て
い
く
も
の
だ
と
考

え
て
い
る
。

【試書1】

【まとめ書き】
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こ
ろ
で
す
。

と
は
い
え
、
義
務
教
育
の
結
実
で
あ
る
中
学
校
期
は
、
生
徒
に
と
っ
て
、

文
字
を
書
く
活
動
が
急
速
に
増
し
、
ま
た
、
自
我
の
形
成
・
確
立
と
と
も
に
、

他
者
の
書
き
文
字
と
比
較
し
て
、
自
分
の
書
き
文
字
に
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を

抱
き
始
め
る
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
社
会
人
に
な
っ
た
と
き
、
自
信
を
も
っ

て
文
字
を
書
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
有
益
な
こ
と
で
す
。
自
分
の
書

き
文
字
に
自
信
を
も
ち
、
積
極
的
に
文
字
を
書
く
活
動
が
で
き
る
力
を
身
に

つ
け
る
大
切
な
時
期
に
あ
た
る
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
高
校
や
社
会

に
巣
立
つ
前
の
こ
の
時
期
に
、
日
常
生
活
に
お
け
る
必
要
最
低
限
の
さ
ま
ざ

ま
な
書
式
や
形
式
に
つ
い
て
の
知
識
や
技
能
を
身
に
つ
け
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
、
指
導
者
も
生
徒
も
強
く
認
識
し
て
ほ

し
い
と
こ
ろ
で
す
。

そ
こ
で
、
中
学
校
国
語
科
書
写
を
よ
り
興
味
深
く
学
習
し
、
自
分
の
文
字

に
自
信
を
つ
け
る
た
め
の
工
夫
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
４９
号
（
第
１６
回
）

で
も
紹
介
し
た
工
夫
で
す
が
、
だ
れ
で
も
自
分
の
名
前
に
関
し
て
抱
い
て
い

る
思
い
入
れ
が
、
学
習
の
動
機
づ
け
に
な
る
と
考
え
ま
す
。
字
源
ま
で
た
ど

る
と
漢
字
学
習
と
リ
ン
ク
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

○
自
分
の
名
前
を
、
楷
書
と
行
書
の
両
方
で
、
自
信
を
も
っ
て
書
け

る
よ
う
に
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
に
使
わ
れ
て
い
る
点
画
の
名
称
と
筆
使
い
、
字
形

の
要
素
は
何
か
、
小
学
校
で
学
ん
だ
こ
と
を
想
起
さ
せ
、
徹
底
的
に
分

析
す
る
。
ま
た
、
行
書
の
特
徴
を
活
か
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
書
き

方
が
で
き
る
か
を
数
種
類
試
み
て
、
サ
イ
ン
風
に
仕
立
て
て
み
る
。

例
　
山
本
明
子
　

・
楷
書
の
分
析

「
山
」
縦
画
・
折
れ
、
画
の
長
短
・
方
向
・
接
し
方
・
画
間

「
本
」
横
画
・
縦
画
・
左
右
の
払
い
、
交
わ
り
方
・
接
し
方

「
明
」
横
画
・
縦
画（
は
ね
）折
れ
、
方
向
・
画
間
、
左
右
の
組
み
立
て
方

「
子
」
折
れ
・
反
り
・
横
画
、
接
し
方
・
交
わ
り
方

・
行
書
の
特
徴
に
よ
る
サ
イ
ン
の
試
み

ま
た
、
作
品
化
す
る
こ
と
で
目
標
が
明
確
に
な
り
、
学
習
を
意
欲
的
に
し

ま
す
。
書
写
の
学
習
は
、
い
わ
ゆ
る
手
本
の
文
字
に
よ
る
清
書
が
目
標
と
な

り
が
ち
で
す
が
、
時
に
単
元
と
単
元
と
の
合
間
に
、
次
の
よ
う
な
ス
ペ
シ
ャ

ル
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

○
好
き
な
言
葉
・
文
・
歌
詞
な
ど
を
、
自
分
の
好
き
な
筆
記
具
や
用

材
を
使
っ
て
書
く
。

書
写
の
学
習
は
、
与
え
ら
れ
た
文
字
や
言
葉
を
書
く
こ
と
が
多
く
、
常

に
受
け
身
の
学
習
に
陥
り
や
す
い
。
基
礎
・
基
本
を
習
得
す
る
際
は
共

国
語
科
書
写
は
、
小
・
中
学
校
の
九
年
間
を
通
し
て
、
一
人
ひ
と
り
の
書

写
力
の
向
上
を
目
ざ
し
て
い
ま
す
。
書
写
力
は
技
能
を
中
心
と
す
る
こ
と
か

ら
、
反
復
練
習
や
積
み
重
ね
の
学
習
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
言
え
ま
す

が
、
特
に
、
小
学
校
に
お
け
る
点
画
の
筆
使
い
、
字
形
の
整
え
方
な
ど
の
基

礎
・
基
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
識
と
と
も
に
実
技
を
通
し
て
繰
り
返
し
学
ぶ

こ
と
で
習
得
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
中
学
校
で
は
、
速
書
き
と
し
て
の
行
書

を
中
心
に
学
習
し
ま
す
が
、
こ
れ
も
ま
た
実
技
に
よ
る
反
復
練
習
に
よ
っ
て

そ
の
技
能
を
習
得
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
中
学
校
国
語
科
書
写
は
授
業
時
数
に
制
約
が
あ
り
、
十
分
に
反

復
練
習
を
す
る
だ
け
の
時
間
が
保
証
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
行
書
に

関
し
て
は
、
ほ
ん
の
さ
わ
り
程
度
の
学
習
で
終
わ
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

加
え
て
、
中
学
校
生
活
で
は
、
他
教
科
の
学
習
内
容
の
増
加
、
部
活
動

へ
の
参
加
、
進
学
や
進
路
の
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
生
徒
の
興
味
・
関
心
の

対
象
が
拡
大
・
増
加
す
る
と
き
で
あ
り
、
小
学
校
か
ら
引
き
続
き
行
わ
れ

る
書
写
学
習
へ
の
関
心
や
期
待
感
が
薄
れ
て
い
く
の
は
や
む
を
得
な
い
と

通
の
課
題
に
な
る
の
は
や
む
を
得
な
い
が
、
時
に
、
自
己
主
張
の
場
と

し
て
思
い
切
っ
た
方
法
を
と
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
生

徒
自
身
が
選
ん
だ
文
字
・
言
葉
・
文
が
よ
く
、
筆
記
具
や
用
材
も
生
徒

が
工
夫
す
る
と
関
心
度
が
高
ま
る
で
あ
ろ
う
。
で
き
た
作
品
は
掲
示
・

展
示
し
、
一
人
ひ
と
り
の
ア
イ
デ
ア
や
努
力
を
た
た
え
合
う
。
個
々
の

工
夫
だ
け
に
相
対
化
し
に
く
い
た
め
、
自
信
を
つ
け
や
す
い
。
た
だ
し
、

遊
び
に
な
っ
て
は
元
も
子
も
な
い
の
で
、
作
品
化
す
る
前
に
、
既
習
内

容
を
踏
ま
え
た
練
習
を
重
ね
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

文
字
を
審
美
の
対
象
と
し
て
芸
術
的
に
表
現
し
た
り
、
鑑
賞
し
た
り
す
る

た
め
の
学
習
は
、
高
等
学
校
芸
術
科
「
書
道
」
の
学
習
で
あ
り
、
義
務
教
育

で
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
文
字
を
書
く
と
い
う
行
為
だ
け
で
な

く
、
書
か
れ
た
文
字
を
実
用
の
具
と
し
て
見
つ
め
、
さ
ら
に
日
本
古
来
の
伝

統
文
化
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
も
、
こ
の
時
期
に
芽
生
え
さ
せ
た
い
と
こ
ろ

で
す
。
そ
の
意
味
で
、
文
字
・
言
葉
選
び
か
ら
始
め
る
こ
の
試
み
は
、
た
と

え
そ
の
出
来
映
え
は
拙
く
と
も
、
だ
れ
の
真
似
で
も
な
く
、
ま
さ
に
自
己
の

書
き
文
字
と
主
体
的
に
対
話
す
る
営
み
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な

機
会
こ
そ
が
文
字
文
化
と
遭
遇
す
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
、
芸
術
科
「
書
道
」

へ
の
関
心
や
理
解
に
つ
な
が
る
の
だ
と
考
え
ま
す
。

中
学
校
で
の
書
写
の
学
習
が
日
常
に
生
き
、
や
が
て
は
芸
術
科
「
書
道
」

へ
の
道
標
に
な
る
よ
う
な
、
発
展
性
の
あ
る
興
味
深
い
も
の
に
な
る
よ

う
、
関
係
者
一
同
、
生
徒
と
と
も
に
考
え
、
実
践
し
て
み
よ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。

山
梨
大
学
教
授

宮み

や

澤ざ

わ

正ま

さ

明あ

き
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
光
村
チ
ャ
ン
ネ
ル
」
の
ご
案
内

「
教
科
の
部
屋
」「
わ
た
し
の
授
業
」
の
ご
案
内

「
光
村
チ
ャ
ン
ネ
ル
」
で
は
、
先
生
方
の
ご
指
導
に
役
立
つ
さ
ま
ざ
ま
な
情
報

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
数
あ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
の
中
か
ら
、
い
く
つ
か
の
コ
ー
ナ
ー

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
教
科
の
部
屋
」
の
「
中
学
校
国
語
」
に
は
、
教
科
書
教
材
や
言
葉
に
関
す
る

事
柄
を
中
心
に
、
授
業
に
役
立
つ
情
報
や
、
編
集
部
に
寄
せ
ら
れ
た
ご
質
問
へ
の

回
答
な
ど
を
数
多
く
掲
載
し
て
い
ま
す
。

リ
ン
ク
集
も
、
大
人
向
け
、
子
ど
も

（
生
徒
）
向
け
に
分
け
て
、
教
材
ご
と
に

ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
会
員
専
用
ペ
ー
ジ
「
光
村
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
内
の
「
わ
た
し
の
授

業
」
で
は
、
全
国
の
先
生
方
か
ら
の
ア

イ
デ
ア
豊
か
な
実
践
を
、
数
多
く
ご
紹

介
し
て
お
り
ま
す
。

現
在
掲
載
中
の
も
の
に
加
え
て
、
今

後
も
日
常
の
指
導
の
ご
参
考
と
し
て
い

た
だ
け
る
実
践
を
ご
紹
介
し
て
い
く
予

定
で
す
。

「『
学
習
指
導
要
領
』
関
連
情
報
」
の
ご
案
内

「『
学
習
指
導
要
領
』
関
連
情
報
」
を
開
設
し
ま
し
た
。
文
部
科
学
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
に
直
接
リ
ン
ク
し
て
い
ま
す
。
新
学
習
指
導
要
領
に
関
す
る
情
報

を
は
じ
め
、
中
央
教
育
審
議
会
や
文
化
審
議
会
に
関
す
る
最
新
情
報
を
ご
覧
に

な
れ
ま
す
。

ま
た
、「
教
育
課
程
部
会
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
審
議
の
ま
と
め
」
に
つ
い
て
、

「
識
者
に
よ
る
解
説
」
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
光
村
チ
ャ
ン
ネ
ル
」
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
　http://w

w
w
.m
itsum

ura-tosho.co.jp/

ご
意
見
・
ご
感
想
、
取
り
上
げ
て
ほ
し
い
テ
ー
マ
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ

広
報
部
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
！

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
〇
三
（
三
四
九
三
）
五
四
八
三

E-m
ail:koho@

m
itsum

ura-tosho.co.jp

本
年
も
「
掲
示
板
」
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

一
年
間
の
学
習
の
し
め
く
く
り
に
あ
た
る
こ
の
時
期
、
先
生
方
に
は
ご
多
忙
の

日
々
を
お
過
ご
し
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。

今
回
は
、
二
年
『
雨
の
日
と
青
い
鳥
』
と
、
三
年
『
新
聞
の
特
徴
を
生
か
し
て

書
こ
う
』
を
取
り
上
げ
、
教
科
書
教
材
の
な
か
に
あ
る
「
こ
だ
わ
り
」
の
部
分
に

つ
い
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。
な
に
げ
な
い
小
さ
な
部
分
で
あ
っ
て
も
、
編
集
部
は

徹
底
的
に
こ
だ
わ
っ
て
教
材
作
り
を
し
て
い
ま
す
。

二
年
一
単
元
『
雨
の
日
と
青
い
鳥
』
に
つ
い
て

『
雨
の
日
と
青
い
鳥
』
と
い
う
題
名
に
は
、
一
文
字
の
「
技
」
が
隠
さ
れ
て
い

ま
す
。「
雨
の
日
」
と
「
青
い
鳥
」
を
結
ぶ
「
と
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
も
し
、

こ
れ
が
「
雨
の
日
の
青
い
鳥
」
な
ら
…
…
。
そ
れ
で
も
作
中
、
豊
海
が
拾
う

水
色
の
小
鳥
に
、
名
作
「
青
い
鳥
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
こ
と
は
可
能
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、「
雨
の
日
」
の
象
徴
性
は
、「
と
」
で
結
ば
れ
、「
青
い
鳥
」

と
対
比
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
初
め
て
明
瞭
に
立
ち
上
が
る
よ
う
に
思

え
ま
す
。

「
雨
の
日
」
と
「
青
い
鳥
」。
家
庭
に
あ
る
、
あ
り
ふ
れ
た
い
さ
か
い
と
、
さ
さ

や
か
な
幸
せ
の
象
徴
。
作
者
・
中
沢
け
い
先
生
は
「
と
」
と
い
う
助
詞
で
両
者
を

均
質
に
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
り
、「
雨
の
日
」
を
「
青
い
鳥
」
と
同
様
、
愛
す
べ
き

も
の
と
し
て
描
き
出
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
育
海
が
「
ま
た
兄
ち
ゃ
ん
と
け

ん
か
を
す
る
の
だ
ろ
う
な
。」
と
思
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
含
め
た
家
族
の
時
間

を
ま
る
ご
と
受
け
入
れ
て
い
く
よ
う
に
。

内
容
の
要
約
と
い
う
機
能
を
果
た
し
つ
つ
、
そ
れ
で
い
て
、
そ
れ
以
上
の
暗
示

を
含
む
題
名
。
読
み
解
く
ヒ
ン
ト
は
「
と
」
の
一
文
字
。
こ
れ
は
、
教
室
で
み
ん

な
と
読
ん
で
こ
そ
発
見
で
き
る
仕
掛
け
だ
と
思
い
ま
す
し
、
生
徒
が
日
本
語
の
豊

か
さ
や
広
が
り
に
気
づ
く
き
っ
か
け
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

三
年
書
く
こ
と
『
新
聞
の
特
徴
を
生
か
し
て
書
こ
う
』
に
つ
い
て

こ
の
教
材
に
出
て
く
る
読
み
比
べ
の
新
聞
記
事
は
、
横
浜
市
に
あ
る
新
聞
の
専

門
図
書
館
「
新
聞
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
で
探
し
出
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
図
書
館

は
、
原
紙
は
も
ち
ろ
ん
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
Ｃ
Ｄ
―

Ｒ
Ｏ
Ｍ
な
ど
の
形
で
過

去
の
新
聞
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
同
じ
出
来
事
を
扱
っ
た
記
事
で
、
伝
え
方
の
違
う
も
の
」
を
探
し
出
す
た
め

に
、
過
去
五
年
間
分
に
わ
た
り
、
五
社
の
新
聞
を
一
日
ず
つ
丁
寧
に
見
て
い
く
と

い
う
気
が
遠
く
な
る
ほ
ど
根
気
の
必
要
な
作
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
伝
え
方
の
違

い
が
よ
く
出
て
い
る
出
来
事
が
見
つ
か
っ
て
も
、
政
治
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
た

内
容
で
あ
っ
た
り
、
事
件
に
つ
い
て
の
報
道
だ
っ
た
り
と
、
な
か
な
か
中
学
生
に

と
っ
て
身
近
な
記
事
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
三
か
月
間
通
い

続
け
て
、
や
っ
と
見
つ
け
出
し
た
の
が
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
桜
の

開
花
」
に
つ
い
て
の
記
事
で
す
。

こ
の
教
材
を
通
し
て
、
生
徒
が
新
聞
を
読
む
と
き
に
、
同
じ
出
来
事
を
扱
っ
た

記
事
で
も
、
視
点
の
違
い
に
よ
っ
て
多
様
な
伝
え
方
や
考
え
方
が
あ
る
と
い
う
こ

と
を
実
感
し
て
も
ら
え
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。
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