
　

一　

は
じ
め
に

　
夏
目
漱
石
の
「
こ
こ
ろ
」
は
長
年
、
高
等
学
校
現
代
文
の
教
科

書
に
採
用
さ
れ
て
い
る
定
番
教
材
で
あ
る
。
教
材
観
と
し
て
は
、

人
間
の
心
に
つ
い
て
触
れ
る
部
分
が
多
く
あ
り
、
読
み
応
え
が
あ

る
一
方
で
、
工
藤
（
一
九
七
九
）
（
注
一
）
に
よ
れ
ば
「
『
こ
こ

ろ
』
は
人
間
の
美
醜
を
描
い
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
人
間
の

醜
悪
な
一
面
を
抉
っ
て
み
せ
た
も
の
（
後
略
）
」
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
「
こ
こ
ろ
」
に
ど
の
よ
う
な
教
材
的
価
値
が
見
出
さ
れ
て

き
た
の
か
、
本
稿
で
は
、
こ
の
教
材
で
ど
の
よ
う
な
学
習
活
動
が

設
定
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
歴
史
的
な
観
点

か
ら
教
科
書
の
教
材
の
最
後
に
掲
載
さ
れ
た
学
習
課
題
（
以
下
学

習
の
手
引
き
）
の
分
析
（
注
二
）
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
。

　

二
、
国
語
教
科
書
に
お
け
る
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
の
教
材
史

　

二
．
一　

「
こ
こ
ろ
」
の
教
科
書
採
用
状
況
に
つ
い
て

　
「
こ
こ
ろ
」
を
採
用
し
た
教
科
書
数
と
出
版
社
数
の
推
移
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

国
語
教
科
書
に
お
け
る
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
の
教
材
史

　
　
― 

学
習
の
手
引
き
の
分
析
を
中
心
に 

― 
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瀬
　
良
　
寧
　
々

グラフ１
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グ
ラ
フ
１
は
「
こ
こ
ろ
」
が
採
用
さ
れ
た
教
科
書
の
実
数
を
表

し
た
も
の
で
あ
る
。
Ⅹ
軸
は
学
習
指
導
要
領
改
訂
ご
と
に
対
応
し

た
教
科
書
の
使
用
期
間
区
分
を
、
Ｙ
軸
は
当
該
期
間
の
教
科
書
の

冊
数
を
表
し
て
い
る
。
グ
ラ
フ
２
は
「
こ
こ
ろ
」
を
高
等
学
校
現

代
文
分
野
の
教
科
書
に
採
用
し
た
出
版
社
数
の
推
移
で
あ
る
。
Ⅹ

軸
は
グ
ラ
フ
１
と
同
じ
で
、
Ｙ
軸
は
出
版
社
数
を
表
し
て
い
る
。

グ
ラ
フ
１
を
見
る
と
平
成
六
～
十
四
年
度
が
採
用
数
の
ピ
ー
ク
と

な
り
、
以
後
数
が
減
っ
て
い
る
。
一
方
、
グ
ラ
フ
２
を
見
る
と
平

成
六
～
十
四
年
度
を
ピ
ー
ク
に
出
版
社
数
も
減
少
し
て
い
る
。
ま

た
、
文
部
科
学
省
教
科
書
目
録
を
見
て
も
教
科
書
の
出
版
社
数
は

減
少
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
「
こ
こ
ろ
」
を
採
用
し
て
い

る
教
科
書
が
減
少
し
た
の
で
は
な
く
、
教
科
書
を
出
版
す
る
会
社

が
減
少
し
た
こ
と
で
教
科
書
数
も
減
少
し
て
見
え
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
グ
ラ
フ
１
の
平
成
十
五
～
二
十
四
年
度
で
は
数
の
減
少

が
大
き
く
目
立
つ
が
こ
の
期
間
は
、
グ
ラ
フ
２
よ
り
出
版
社
数
が

減
少
し
た
こ
と
に
加
え
、
教
科
書
の
改
訂
が
少
な
い
こ
と
と
、
同

じ
出
版
社
で
名
前
の
異
な
る
教
科
書
を
出
版
し
て
い
る
数
が
少
な

い
た
め
数
の
減
少
が
大
き
く
目
立
つ
。
ま
た
、
平
成
二
十
五
～
令

和
三
年
度
で
数
を
持
ち
直
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
同
じ
出
版

社
か
ら
異
な
る
題
の
教
科
書
が
複
数
出
版
さ
れ
た
ほ
か
、
改
訂
版

も
多
い
こ
と
な
ど
が
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

 

　
「
こ
こ
ろ
」
を
最
初
に
採
用
し
た
教
科
書
は
、
『
高
等
国
語

二
』(

清
水
書
院
一
九
五
六)

で
あ
る
。
次
に
『
現
代
国
語
二
』

グラフ２
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二
．
二　

教
科
書
の
学
習
課
題
の
内
容
及
び
集
計
結
果

　
「
こ
こ
ろ
」
を
採
用
し
て
い
る
高
等
学
校
現
代
文
分
野
の
教
科

書
で
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
一
二
四
冊
に
つ
い
て
学
習
の
手

引
き
に
あ
た
る
部
分
に
設
定
さ
れ
て
い
る
課
題
を
後
述
の
六
つ
の

分
野
に
分
け
て
集
計
し
た
。
調
査
内
容
は
資
料
編
に
記
載
し
て
い

る
。

　

二
．
三　

課
題
の
分
析

　
本
稿
で
は
、
多
く
見
ら
れ
た
課
題
に
つ
い
て
、
グ
ラ
フ
化
を
し

て
詳
し
く
考
察
す
る
。
グ
ラ
フ
の
中
に
は
昭
和
二
十
七
～
三
十
七

年
度
の
デ
ー
タ
記
載
が
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
期
間
に
「
こ

こ
ろ
」
が
採
用
さ
れ
た
教
科
書
は
『
高
等
国
語
二
』(

清
水
書
院

一
九
五
六)

の
一
冊
の
み
で
あ
る
。
高
山(

二
〇
一
〇)

（
注
五
）
に

よ
れ
ば
、
『
高
等
国
語
二
』
で
は
「
上
　
先
生
と
私
」
の
四
～
七

章
が
採
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
降
に
「
こ
こ
ろ
」
を
採
用
し
た

教
科
書
と
採
録
場
面
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
課
題
の
内

容
に
よ
っ
て
は
比
較
対
象
か
ら
除
い
た
。

　
『
現
代
国
語
二
』
（
筑
摩
書
房
一
九
六
三
）
で
、
「
下
　
先
生

と
遺
書
」
か
ら
採
録
さ
れ
、
こ
れ
以
降
現
在
ま
で
「
下
　
先
生
と

遺
書
」
の
四
八
章
を
中
心
に
し
た
採
録
が
続
い
て
い
る
。

　

①
登
場
人
物
の
人
間
像
に
つ
い
て
の
課
題

　
こ
の
分
類
に
関
し
て
は
、
「
私
」
「
Ｋ
」
「
人
間
関
係
」
の
三

（
筑
摩
書
房
一
九
六
四
）
に
採
用
さ
れ
て
以
降
次
第
に
増
加
し
、

現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
の
現
代
文
Ｂ
の
教
科
書
で
「
こ
こ
ろ
」
が

採
用
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
こ
ろ
」
が
採
用
さ
れ
る
以
前
は
同
著

者
の
「
三
四
郎
」
の
採
用
が
多
か
っ
た
。
阿
武(

二
〇
〇
八)

（
注

三
）
に
よ
れ
ば
、
「
こ
こ
ろ
」
と
「
三
四
郎
」
の
採
用
数
が
交
差

し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
は
昭
和
三
十
八
～
四
十
七
年
度
と
昭
和
四
十
八

～
五
十
六
年
度
の
間
で
あ
る
。
昭
和
三
十
八
～
四
十
七
年
度
の

「
こ
こ
ろ
」
採
用
数
が
八
に
対
し
、
「
三
四
郎
」
は
十
三
で
、
昭

和
四
十
八
～
五
十
六
年
度
の
「
こ
こ
ろ
」
の
採
用
数
が
二
十
四
に

対
し
、
「
三
四
郎
」
は
六
で
あ
る
。
そ
の
後
「
三
四
郎
」
は
平

成
十
五
～
二
十
四
年
度
に
な
る
と
採
用
が
な
く
な
っ
た
。
な
ぜ

「
三
四
郎
」
に
代
わ
っ
て
「
こ
こ
ろ
」
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

　
「
こ
こ
ろ
」
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
う
一
つ
の
理
由

と
し
て
は
、
文
学
的
価
値
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か

ら
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
仲(

二
〇
〇
七)(

注
四)
に
よ
れ

ば
、
「
こ
こ
ろ
」
の
研
究
は
大
正
初
期
か
ら
始
ま
り
、
徐
々
に
増

加
し
、
昭
和
四
十
年
代
に
作
品
論
と
し
て
花
が
開
く
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
「
こ
こ
ろ
」
に
つ
い
て
の
研
究
論
文

が
増
加
し
始
め
た
こ
と
が
、
「
こ
こ
ろ
」
が
採
用
さ
れ
始
め
た
理

由
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
今
回
の
調

査
対
象
と
し
て
い
な
い
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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お
嬢
さ
ん
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
っ
た
か
。
【
「
下
　

先
生
と
遺
書
」
の
教
科
書
本
文
ま
で
の
あ
ら
す
じ
】
や
本
文

の
表
現
を
指
摘
し
な
が
ら
ま
と
め
て
み
よ
う
。

つ
に
分
類
を
し
た
。

「
私
」
に
つ
い
て
の
課
題
で
一
番
数
が
多
い
の
は
「
心
情·

心
理

に
つ
い
て
」
の
課
題
で
六
十
四
問
で
あ
る
。

（
例
）
教
育
出
版
『
国
語
二
』
（
一
九
八
三
）

　
　
二
「
私
」
の
心
理
の
推
移
を
ま
と
め
て
み
よ
う

　
第
一
学
習
社
『
高
等
学
校
現
代
文
』
（
一
九
八
三
）

　
　 

一
「
お
嬢
さ
ん
」
を
め
ぐ
っ
て
、
「
わ
た
し
」
の
「
Ｋ
」
に

対
す
る
気
持
ち
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
か
、
順
を
追

っ
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
次
に
「
Ｋ
」
に
つ
い
て
の
課
題
で
一
番
数
が
多
い
の
は
「
考
え

方
や
性
格
に
つ
い
て
」
で
五
十
四
問
で
あ
る
。

（
例
）
三
省
堂
『
明
解
国
語
二
』
（
一
九
九
五
）

　
　 

一
Ｋ
の
人
が
ら
や
考
え
方
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

か
、
あ
ら
筋
と
本
文
と
か
ら
、
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
明
治
書
院
『
基
本
国
語
二
』
（
一
九
八
三
）

　
　 

一
「
Ｋ
」
は
ど
の
よ
う
な
人
柄
の
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
か
、
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
次
に
「
人
間
関
係
」
に
つ
い
て
の
課
題
で
一
番
数
が
多
い
の
は

「
お
嬢
さ
ん
と
Ｋ
の
関
係
に
つ
い
て
」
で
九
問
で
あ
る
。

（
例
）
数
研
出
版
『
新
編
現
代
文
Ｂ
』
（
二
〇
一
八
）

　
　 

一
本
文
の
始
ま
り
に
お
い
て
、
「
私
（
＝
先
生
）
」
と
Ｋ
と

グラフ３
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心
情·

心
理
に
つ
い
て
の
課
題
は
「
こ
こ
ろ
」
だ
け
で
は
な
く
他

の
教
材
に
も
見
ら
れ
る
。

　

②
作
品
の
大
き
な
プ
ロ
ッ
ト
（
Ｋ
の
自
殺
）
に
つ
い
て
の
課
題

　
こ
の
分
類
に
関
し
て
も
「
私
」
と
「
Ｋ
」
で
分
類
し
て
い
る
。

「
私
」
に
つ
い
て
の
課
題
で
一
番
数
が
多
い
の
は
「
Ｋ
か
ら
お
嬢

さ
ん
に
対
す
る
恋
を
打
ち
あ
け
ら
れ
た
私
」
に
つ
い
て
の
九
問
で

あ
る
。

（
例
）
数
研
出
版
『
現
代
文
Ｂ
』(

二
〇
一
四)

　
　 

一
「
私
（
＝
先
生
）
」
の
Ｋ
に
対
す
る
心
情
を
、
次
の

（
一
）
～
（
五
）
に
分
け
て
整
理
し
て
み
よ
う
。

　 

（
一
）
Ｋ
か
ら
お
嬢
さ
ん
へ
の
恋
を
打
ち
明
け
ら
れ
た
と
き
。

　
筑
摩
書
房
『
現
代
国
語
二
』(

一
九
六
四)

　
　
四
　 

次
の
場
合
の
「
わ
た
く
し
」
の
心
理
状
態
に
つ
い
て
、

ク
ラ
ス
で
話
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
確
か
め

て
お
こ
う
。

　
　
ロ
　 

Ｋ
か
ら
、
は
じ
め
て
不
意
に
、
お
嬢
さ
ん
に
対
す
る
恋

を
打
ち
明
け
ら
れ
た
お
り
。

　　
「
Ｋ
」
に
つ
い
て
の
課
題
が
一
番
多
い
の
は
「
Ｋ
の
自
殺
に
つ

い
て(
遺
書
の
内
容
を
含
む)

」
の
一
〇
七
問
で
あ
る
。
こ
の
課
題

は
全
体
を
通
し
て
一
番
多
い
課
題
だ
っ
た
。

（
例
）
三
省
堂
『
高
等
学
校
国
語
二
』(

一
九
九
九)

　
グ
ラ
フ
３
は
登
場
人
物
の
人
間
像
に
つ
い
て
の
課
題
の
対
象
人

物
を
「
私
」
と
「
Ｋ
」
に
分
け
て
分
析
し
、
Ｘ
軸
の
分
類
で
調
査

す
る
こ
と
が
で
き
た
「
こ
こ
ろ
」
採
用
教
科
書
数
を
も
と
に
し
た

割
合
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｙ
軸
は
心
情·

心
理
に
関
す
る
課

題
が
全
体
の
課
題
を
占
め
る
割
合
を
、
Ｘ
軸
は
学
習
指
導
要
領
改

訂
ご
と
の
教
科
書
の
使
用
期
間
区
分
（
以
下
同
）
を
表
し
て
い

る
。
割
合
の
出
し
方
は
グ
ラ
フ
３
以
降
、
同
じ
で
あ
る
。
ま
ず
、

「
私
」
と
「
Ｋ
」
で
は
「
私
」
の
方
が
多
い
。
「
こ
こ
ろ
」
の

「
下
　
先
生
と
遺
書
」
は
「
私
（
先
生
）
」
の
一
人
称
視
点
で
物

語
が
進
め
ら
れ
る
た
め
、
心
情
に
つ
い
て
の
記
述
も
「
私
」
に
関

す
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
「
私
」
に
関
す
る
心
情·

心

理
に
つ
い
て
問
う
課
題
が
多
い
の
だ
と
考
え
る
。

　
心
情·

心
理
に
つ
い
て
は
昭
和
三
十
五
年
十
月
施
行
の
高
等
学

校
学
習
指
導
要
領
よ
り
言
及
が
み
ら
れ
る
。

　
　
ク
　 

作
品
中
の
人
物
の
性
格
、
心
理
、
思
想
、
ま
た
、
作
者

の
想
像
力
や
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
な
ど
を

読
み
取
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
意
見
を
も
つ
こ
と
。

〈
読
む
こ
と
（
一
）
〉

　
こ
の
こ
と
か
ら
心
情·

心
理
に
つ
い
て
の
課
題
が
昭
和
三
十
五

年
版
学
習
指
導
要
領
に
対
応
し
た
昭
和
三
十
八
年
度
使
用
版
の
教

科
書
よ
り
設
定
さ
れ
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
現
在
ま

で
多
少
の
増
減
は
あ
る
も
の
の
、
心
情·

心
理
に
関
す
る
課
題
は

変
わ
ら
ず
設
定
さ
れ
続
け
、
近
年
ま
た
増
加
し
て
い
る
。
な
お
、
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グ
ラ
フ
４
は
Ｋ
の
自
殺
に
関
す
る
課
題
の
割
合
を
表
し
た
も
の

で
あ
る
。
「
自
殺
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
教
育
で
扱
う
に
し
て
は
近

年
で
は
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
問

題
が
な
ぜ
『
現
代
国
語
二
』
（
筑
摩
一
九
六
三
）
よ
り
採
録
さ
れ

始
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
学
習
指
導
要
領
の
変
化
を
見
る
と
昭
和

三
十
一
年
改
訂
版
学
習
指
導
要
領
は
主
に
こ
と
ば
の
は
た
ら
き
や

読
解
す
る
力
、
こ
と
ば
を
効
果
的
に
使
用
す
る
力
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
。
対
し
て
昭
和
三
十
五
年
版
学
習
指
導
要
領
は
内
容
が

よ
り
具
体
的
に
な
り
、
新
た
に
「
Ａ
聞
く
こ
と
、
話
す
こ
と
、
読

む
こ
と
、
書
く
こ
と
」
と
い
う
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
読
む
こ
と
に
つ
い
て
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ウ
　 

文
章
を
読
ん
で
、
主
題
や
要
旨
を
つ
か
み
、
ま
た
、
人

生
や
社
会
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
こ
と
。

　
Ｋ
の
自
殺
は
「
下
　
先
生
と
遺
書
」
に
お
い
て
大
き
な
要
素
で

あ
り
主
題
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
自
殺
と
い
う
命

に
関
す
る
場
面
を
扱
う
こ
と
で
人
生
の
問
題
、
人
と
人
と
の
関

係
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
ね
ら
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。
こ
れ
が
、
二
．
一
で
述
べ
た
「
三
四
郎
」
と
「
こ
こ

ろ
」
の
移
り
変
わ
り
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
。
「
三
四
郎
」

と
「
こ
こ
ろ
」
の
違
い
は
、
「
こ
こ
ろ
」
に
は
重
荷
を
背
負
っ
て

生
き
る
人
間
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
点
に
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て

「
こ
こ
ろ
」
は
重
厚
な
作
品
と
し
て
価
値
を
認
め
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
殺
の
場
面
や
重
荷
を
背
負
っ
て
生
き
る
人

　
　 

四
　
「
Ｋ
」
の
自
殺
の
原
因
に
つ
い
て
、
本
文
の
記
述
を
参

考
に
し
な
が
ら
考
え
て
み
よ
う
。

大
修
館
書
店
『
高
等
学
校
国
語
二
』(

一
九
八
三)

　
　 
六
　
自
殺
に
至
る
ま
で
の
Ｋ
の
心
の
動
き
を
幾
つ
か
に
分
け

て
ま
と
め
て
み
よ
う
。

グラフ４
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て
は
昭
和
三
十
五
年
版
の
「
Ａ
読
む
こ
と
　
ウ
」
で
扱
わ
れ
た

人
生
、
社
会
に
つ
い
て
の
事
項
を
再
び
設
定
し
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
平
成
元
年
版
現
代
文
の
一
目
標
で
「
近
代
以
降

の
優
れ
た
文
章
や
作
品
を
読
解
し
鑑
賞
す
る
能
力
を
高
め
る
と
と

も
に
、
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
深
め
、
進
ん
で
表
現

し
読
書
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を
豊
か
に
す
る
態
度
を
育
て

る
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
平
成
元
年
版
学

習
指
導
要
領
で
は
Ｋ
の
自
殺
に
関
す
る
場
面
を
人
間
の
命
に
関
す

る
課
題
と
優
れ
た
文
学
作
品
と
し
て
の
要
素
の
二
つ
で
捉
え
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

③
本
文
の
表
現
の
解
釈
に
つ
い
て
の
課
題

　
こ
の
分
類
は
本
文
の
表
現
の
解
釈
に
つ
い
て
の
課
題
で
あ
る
。

登
場
人
物
の
言
葉
に
つ
い
て
説
明
す
る
課
題
や
そ
の
言
葉
を
踏
ま

え
た
登
場
人
物
の
心
情
に
つ
い
て
問
う
課
題
が
多
い
。
こ
の
分
類

で
一
番
多
い
の
は
「
覚
悟
、
―
覚
悟
な
ら
な
い
こ
と
も
な
い
。
」

に
つ
い
て
の
四
十
六
問
で
あ
る
。

（
例
）
筑
摩
書
房
『
国
語
二
』(

一
九
九
五)

　
　 

二
　
次
の
点
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
、
根
拠
に
な
る
よ
う

な
部
分
を
あ
げ
て
、
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

　
　 
ウ
　
「
覚
悟
、
―
覚
悟
な
ら
な
い
こ
と
も
な
い
。
」
と
い
う

Ｋ
の
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
、
「
私
」
の
考
え
は
ど
う
変
化
す
る

か
。

物
に
つ
い
て
読
む
こ
と
で
人
間
を
深
く
と
ら
え
る
こ
と
が
、
昭
和

三
十
五
年
版
学
習
指
導
要
領
ウ
の
事
項
に
ふ
さ
わ
し
い
と
捉
え
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
「
三
四
郎
」
か
ら
「
こ
こ

ろ
」
に
移
り
変
わ
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
こ
の
場
面
が
大
き
く

関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
昭
和
四
十
八
年
版
学
習
指
導
要
領
か
ら
は
新
た
に
読

む
こ
と
に
つ
い
て
次
の
事
項
が
示
さ
れ
た
。
（
以
下
学
習
指
導
要

領
の
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。
）

　
　
キ
　 

す
ぐ
れ
た
文
章
表
現
を
読
み
味
わ
い
、
作
品
の
表
現
上

の
特
色
を
理
解
す
る
こ
と
。

　
こ
の
頃
に
な
る
と
、
「
こ
こ
ろ
」
が
読
解
力
を
育
成
す
る
た
め

の
教
育
材
料
で
あ
る
と
同
時
に
す
ぐ
れ
た
文
章
表
現
が
使
わ
れ
た

価
値
あ
る
文
学
作
品
と
し
て
扱
わ
れ
始
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
Ｋ
の
自
殺
を
人
間
の
命
に
関
す
る
課
題
と
し
て
扱
う

の
で
は
な
く
、
文
学
作
品
に
お
け
る
要
素
と
し
て
扱
い
、
「
こ
こ

ろ
」
な
ら
で
は
の
課
題
と
し
て
設
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
平
成
元
年
版
学
習
指
導
要
領
か
ら
は
新
た
に
以
下
の
事
項

に
つ
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ウ
　 

目
的
や
内
容
に
応
じ
た
様
々
な
読
み
方
を
通
し
て
、
文

章
の
読
解
、
鑑
賞
を
深
め
、
人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど

に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
深
め
た
り
発
展
さ
せ
た
り
す

る
こ
と
。

　
傍
線
部
が
新
た
に
登
場
し
た
語
で
あ
る
。
人
間
、
社
会
に
つ
い
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東
京
書
籍
『
新
編
国
語
二
（
新
訂
版
）
』
（
一
九
九
二
）
　 

　
　
三
　
次
の
点
に
つ
い
て
説
明
せ
よ
。

　
　 
二
「
覚
悟
、
―
覚
悟
な
ら
な
い
こ
と
も
な
い
。
」
と
い
う

「
Ｋ
」
の
言
葉
を
、
「
私
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
理
解
し

た
の
か
。
ま
た
、
「
Ｋ
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
か
。

　
筑
摩
書
房
『
国
語
二
』
（
一
九
九
五
）

　
　 

二
　
次
の
点
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
、
根
拠
に
な
る
よ
う

な
部
分
を
あ
げ
て
、
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

　
　 

ウ
　
「
覚
悟
、
―
覚
悟
な
ら
な
い
こ
と
も
な
い
。
」
と
い
う

Ｋ
の
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
、
「
私
」
の
考
え
は
ど
う
変
化
す
る

か
。

　
グ
ラ
フ
５
は
本
文
の
表
現
の
解
釈
に
つ
い
て
の
課
題
の
割
合
を

表
し
た
も
の
で
あ
る
。
詳
細
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
も
う
取
り
返
し
が
… 

四
八
章
　
私
「
も
う
取
り
返
し
が
つ
か

な
い
と
い
う
黒
い
光
が
、
私
の
未
来
を

貫
い
て
、
一
瞬
間
に
私
の
前
に
横
た
わ

る
全
生
涯
を
も
の
す
ご
く
照
ら
し
ま
し

た
。
」

　
　
精
神
的
に
… 

四
一
章
　
私
「
精
神
的
に
向
上
心
の
な
い
も
の

は
ば
か
だ
」

　
　
覚
悟
… 

四
二
章
　
Ｋ
「
覚
悟
、
―
覚
悟
な
ら
な
い
こ
と
も
な

い
」

グラフ５
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④
本
文
の
表
現
効
果
に
関
す
る
課
題

　
こ
の
分
類
は
表
現
内
容
で
は
な
く
、
比
喩
表
現
な
ど
表
現
効
果

に
つ
い
て
の
課
題
で
あ
る
。
一
番
多
か
っ
た
の
は
「
比
喩
表
現
に

つ
い
て
」
の
課
題
で
七
問
で
あ
る
。

（
例
）
教
育
出
版
『
国
語
二
』
（
一
九
八
三
）

　
　 

一
　
こ
の
小
説
に
は
、
「
私
は
彼
の
魔
法
棒
の
た
め
に
一
度

に
化
石
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
」
な
ど
の
比
喩
表
現
が

多
く
み
ら
れ
る
。
ほ
か
に
比
喩
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇

所
を
抜
き
出
し
て
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
お
れ
は
策
略
… 

四
八
章
　
私
「
お
れ
は
策
略
で
勝
っ
て
も
人

間
と
し
て
は
負
け
た
の
だ
」

　
こ
の
四
場
面
は
数
が
特
に
多
い
。
こ
の
課
題
は
登
場
人
物
の
セ

リ
フ
か
ら
心
情
を
読
み
取
る
も
の
で
①
で
取
り
上
げ
た
課
題
と
方

法
的
に
は
ほ
と
ん
ど
変
化
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
①
と

大
き
く
異
な
る
点
は
、
具
体
的
な
本
文
の
記
述
か
ら
登
場
人
物
の

心
情
を
読
み
取
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
こ
の
課
題
に
関
し
て
は
平
均
を
見
る
と
設
定
数
に
ほ
と
ん
ど
違

い
は
な
い
。
各
出
版
社
の
教
科
書
の
特
色
が
こ
の
課
題
の
設
定
の

違
い
に
よ
っ
て
表
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
四
場
面

の
設
定
が
多
い
理
由
と
し
て
は
表
現
が
他
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な

い
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
グ
ラ
フ
５
で
取
り
上
げ
た
四
つ
の
セ
リ
フ
を
み
て
も
わ
か
る
よ

う
に
「
こ
こ
ろ
」
に
は
簡
単
に
は
考
え
つ
か
な
い
よ
う
な
表
現
が

多
く
登
場
す
る
。
こ
れ
が
昭
和
四
十
八
年
版
学
習
指
導
要
領
で
い

う
と
こ
ろ
の
「
す
ぐ
れ
た
文
章
表
現
」
に
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
課
題
は
「
こ
こ
ろ
」
な
ら
で
は
の
課
題

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
こ
こ
ろ
」
の
教
材
価
値
の
ひ
と
つ

と
し
て
、
際
立
っ
た
セ
リ
フ
表
現
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る

グラフ６
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い
て
の
課
題
の
設
定
が
無
く
な
っ
た
一
つ
の
要
因
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。
し
か
し
、
題
名
に
つ
い
て
考
え
る
い
わ
ゆ
る
「
題
名
読

み
」
は
ほ
か
の
教
材
で
も
よ
く
使
わ
れ
る
読
み
方
で
あ
る
た
め
、

現
場
で
教
師
に
よ
っ
て
は
「
こ
こ
ろ
」
の
題
名
読
み
を
行
う
こ
と

も
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

　

⑤
時
代
背
景
、
作
者
、
文
学
史
的
課
題
に
つ
い
て

　
こ
の
分
類
は
作
者
や
明
治
時
代
に
つ
い
て
な
ど
文
学
史
的
な
課

題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
番
多
か
っ
た
の
は
「
漱
石
の
作
品
、
明

治
時
代
に
つ
い
て
」
で
、
十
六
問
で
あ
る
。

（
例
）
筑
摩
書
房
『
現
代
国
語
二
』
（
一
九
六
四
）

　
　 

五
　
作
者
夏
目
漱
石
に
つ
い
て
、
簡
単
な
年
譜
を
作
り
、
そ

の
文
学
の
特
質
に
つ
い
て
も
研
究
し
て
み
よ
う
。
で
き
れ

ば
、
「
こ
こ
ろ
」
の
全
部
を
通
読
し
て
み
よ
う
。

　
数
研
出
版
『
現
代
文
Ｂ
』
（
二
〇
一
四
）

　
　 

二
　
こ
の
作
品
の
舞
台
で
あ
り
、
夏
目
漱
石
自
身
も
生
き
た

「
明
治
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
時
代
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

か
。
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

　
グ
ラ
フ
７
は
、
作
品
の
時
代
、
社
会
背
景
や
作
者
に
つ
い
て
の

課
題
の
割
合
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
三
十
八
～
四
十
七

年
度
使
用
教
科
書
か
ら
作
品
の
内
容
を
直
接
問
う
課
題
だ
け
で

は
な
く
、
夏
目
漱
石
、
時
代
背
景
、
作
品
の
ね
ら
い
に
つ
い
て

な
ど
文
学
史
的
な
課
題
が
出
題
さ
れ
始
め
た
。
ま
た
、
こ
の
グ
ラ

　
第
一
学
習
社
『
高
等
学
校
改
訂
現
代
国
語
三
』
（
一
九
八
一
）

　
　 
三
　
比
喩
表
現
を
使
っ
て
、
「
私
」
の
心
境
を
説
明
し
た
箇

所
を
抜
き
出
し
、
ど
の
よ
う
な
心
理
を
言
お
う
と
し
て
い
る

の
か
、
考
え
て
お
こ
う
。

　
グ
ラ
フ
６
は
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
題
名
に
つ
い
て
の
課
題
の
割

合
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
グ
ラ
フ
６
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に

題
名
に
つ
い
て
問
う
課
題
は
減
少
し
、
平
成
二
十
五
年
～
令
和
三

年
度
使
用
教
科
書
で
は
、
稿
者
が
確
認
し
た
限
り
で
は
設
定
が

な
か
っ
た
。
割
合
的
に
一
番
設
定
の
多
か
っ
た
昭
和
四
十
八
～

五
十
六
年
度
使
用
教
科
書
が
対
応
し
て
い
る
昭
和
四
十
八
年
版
学

習
指
導
要
領
に
対
し
て
、
設
定
が
無
く
な
っ
た
平
成
二
十
五
～
令

和
三
年
度
使
用
教
科
書
が
対
応
し
て
い
る
平
成
二
十
一
年
版
学
習

指
導
要
領
を
見
比
べ
る
と
、
指
導
事
項
か
ら
「
主
題
」
と
い
う
語

が
無
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
昭
和
四
十
八
年
版
学
習
指

導
要
領
で
は
以
下
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ア
　 

主
題
や
要
旨
を
的
確
に
と
ら
え
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
分

の
考
え
を
深
め
る
こ
と
。
（
現
代
国
語
　
Ｂ
読
む
こ

と
）
一
方
、
平
成
二
十
一
年
版
学
習
指
導
要
領
で
は
以

下
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ア
　 

文
章
を
読
ん
で
、
構
成
、
展
開
、
要
旨
な
ど
を
的
確
に

と
ら
え
、
そ
の
論
理
性
を
評
価
す
る
こ
と
。(

現
代
文

Ｂ
　
二
内
容
（
一
）
）

主
題
に
つ
い
て
の
言
及
が
無
く
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
題
名
に
つ
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フ
に
示
し
た
も
の
以
外
に
は
「
こ
こ
ろ
」
以
外
の
夏
目
漱
石
の
作

品
を
読
む
と
い
う
課
題
や
、
他
の
作
品
（
例
え
ば
島
崎
藤
村
「
桜

の
実
の
熟
す
る
時
」
）
と
の
比
較
を
す
る
と
い
っ
た
課
題
が
設
定

さ
れ
て
い
た
。
「
こ
こ
ろ
」
の
本
文
中
に
は
「
明
治
の
精
神
に
殉

死
す
る
つ
も
り
だ
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
学
習
の

手
引
き
で
は
明
治
と
い
う
時
代
背
景
や
作
者
に
つ
い
て
探
求
す
る

課
題
に
導
い
て
い
る
。
夏
目
漱
石
の
年
譜
作
成
や
文
学
的
特
質
と

し
て
探
求
を
行
う
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ

明
治
時
代
を
描
い
た
森
鴎
外
の
「
舞
姫
」
で
は
、
『
現
代
文
Ｂ
』

（
数
研
出
版
二
〇
一
四
）
の
学
習
の
手
引
き
に
よ
る
と
、
「
明
治

二
十
年
前
後
の
日
本
は
ど
の
よ
う
な
社
会
状
況
に
あ
っ
た
か
を
調

べ
て
み
よ
う
。
ま
た
、
そ
う
し
た
社
会
状
況
は
豊
太
郎
の
生
き
方

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
。
自
分
の
意
見
を
ま
と
め
て
発

表
し
て
み
よ
う
。
」
と
い
う
時
代
背
景
に
つ
い
て
の
課
題
は
あ
る

も
の
の
、
森
鴎
外
に
つ
い
て
の
年
譜
を
つ
く
る
と
い
っ
た
よ
う
な

作
者
自
身
に
関
わ
る
課
題
は
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
課

題
は
「
こ
こ
ろ
」
な
ら
で
は
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
他
の
作
家·

作
品
の
場
合
、
さ
ら
に
差
異
が
顕
著
で
、

例
え
ば
、
中
島
敦
の
「
山
月
記
」
、
芥
川
龍
之
介
の
「
羅
生
門
」

で
は
、
そ
う
し
た
作
品
成
立
に
関
わ
る
史
的
な
課
題
は
設
定
さ
れ

て
い
な
い
。
「
こ
こ
ろ
」
な
ら
で
は
の
課
題
で
あ
る
理
由
と
し
て

は
、
「
こ
こ
ろ
」
の
本
文
中
に
は
明
治
天
皇
の
崩
御
と
乃
木
大
将

の
殉
死
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
、
明
治
の
価
値
観
を
大
き
く
反

グラフ７
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大
修
館
書
店
『
高
等
学
校
国
語
二
　
三
訂
版
』
（
一
九
八
九
）

　
　 

七
　
こ
の
小
説
を
読
ん
で
、
心
に
深
く
残
っ
た
問
題
は
何

か
。
で
き
れ
ば
「
こ
こ
ろ
」
全
体
を
通
読
し
て
、
八
百
字
程

度
で
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
グ
ラ
フ
８
は
「
こ
こ
ろ
」
の
全
編
を
読
む
課
題
の
割
合
を
表
し

た
も
の
で
あ
る
。
高
山
（
二
〇
一
〇
）
（
注
五
）
に
よ
れ
ば
、

『
現
代
国
語
二
』(

筑
摩
一
九
六
三)

以
降
現
在
ま
で
「
下
」
四
〇

～
四
八
章
中
心
の
採
録
が
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
教
科
書
に
本
文
の
す
べ
て
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。
「
こ

こ
ろ
」
を
最
初
に
設
定
し
た
『
高
等
国
語
二
』
で
は
「
上
　
先
生

と
私
」
四
～
七
章
を
採
録
し
て
お
り
昭
和
二
十
七
～
三
十
七
年
度

使
用
教
科
書
か
ら
現
在
ま
で
「
こ
こ
ろ
」
の
全
編
を
読
む
と
い
う

課
題
は
設
定
さ
れ
続
け
て
い
る
。

　
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
「
こ
こ
ろ
」
な
ら
で
は
の
課
題
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
「
下
」
の
一
部
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
「
こ
こ
ろ
」

を
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
全
文
を
読
む
べ
き
で
あ
る
、
と

い
う
考
え
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
上
中
下
の
す

べ
て
を
通
し
て
読
む
こ
と
で
、
登
場
人
物
の
人
柄
や
関
係
、
遺
書

と
い
う
形
式
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
文
全
編
は
長
文
で
あ
り
す
べ
て
を
授
業
で
扱
う
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
一
部
採
録
と
い
う
形
を
と
り
、
課
題

と
い
う
形
で
全
編
の
読
書
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
全
編
を
読
む
課
題
は
学
習
指
導
要
領
の
事
項
と
の
関
係

映
さ
せ
た
よ
う
な
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

⑥
全
文
の
読
書
に
つ
い
て

　
こ
の
分
類
は
「
こ
こ
ろ
」
の
内
容
を
把
握
す
る
た
め
の
課
題
で

あ
る
。
一
番
多
か
っ
た
の
は
「
こ
こ
ろ
」
の
全
編
を
読
む
課
題
で

三
十
四
問
で
あ
る
。

（
例
）
教
育
出
版
『
最
新
国
語
二
』(

一
九
八
九)

　
　
五
　
「
こ
こ
ろ
」
の
全
編
を
読
ん
で
み
よ
う
。

グラフ８
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的
な
読
書
を
促
す
た
め
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る

が
、
全
文
の
読
書
を
求
め
る
こ
と
は
、
「
こ
こ
ろ
」
な
ら
で
は
の

課
題
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
こ
こ
ろ
」
が
名
作
と

し
て
扱
わ
れ
、
特
別
な
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
証
左
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
れ
が
「
こ
こ
ろ
」
の
教
材
と
し
て
の
定

番
化
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

三
、
お
わ
り
に

　

三
．
一　

「
こ
こ
ろ
」
の
教
材
価
値

　
次
の
二
点
に
つ
い
て
「
こ
こ
ろ
」
な
ら
で
は
の
教
材
価
値
と
考

え
て
い
る
。

①
登
場
人
物
の
発
言
が
、
読
む
人
に
新
し
い
認
識
を
喚
起
す
る
よ

う
な
際
立
っ
た
表
現
で
あ
る
と
い
う
点

②
「
こ
こ
ろ
」
が
特
別
な
価
値
の
あ
る
教
材
と
し
て
見
ら
れ
て
い

る
と
い
う
点

　
ま
ず
、
①
に
関
し
て
は
、
二
．
三
の
③
で
記
述
し
た
通
り
で
あ

る
。
「
こ
こ
ろ
」
の
特
徴
と
し
て
、
登
場
人
物
の
セ
リ
フ
が
、
読

む
人
に
新
し
い
認
識
を
喚
起
す
る
よ
う
な
際
立
っ
た
表
現
で
あ
る

と
評
価
さ
れ
、
読
解
教
材
と
し
て
の
価
値
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
②
に
つ
い
て
は
、
二
．
三
の
⑤
と
⑥
の
考
察
を
通
し
て
、

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和
四
十
八
年
版
学
習
指
導
要
領
の
現

代
国
語
の
目
標
で
は
以
下
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
（
三
） 

文
章
を
的
確
に
読
み
取
り
、
深
く
読
み
味
わ
う
能
力
を

高
め
、
読
書
の
態
度
と
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
。

「
こ
こ
ろ
」
の
全
編
を
読
む
こ
と
は
、
「
深
く
読
み
味
わ
う
」
と

同
時
に
読
書
の
態
度
と
習
慣
の
育
成
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る

課
題
だ
と
言
え
よ
う
。
平
成
二
十
一
年
版
学
習
指
導
要
領
で
は
以

下
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
（ 

二
）
生
徒
の
読
書
意
欲
を
喚
起
し
，
読
書
の
幅
を
一
層
広

げ
，
文
字·

活
字
文
化
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
る
よ
う
に
す

る
。
（
三
内
容
の
取
扱
い
）

「
こ
こ
ろ
」
の
一
部
を
扱
っ
て
、
こ
の
作
品
に
興
味
を
持
た
せ
る

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
国
語
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
小
説
教
材
の
ほ

と
ん
ど
が
一
部
掲
載
で
は
な
く
全
編
を
掲
載
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
こ
こ
ろ
」
は
、
長
文
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
上
中
下

の
下
の
部
分
の
み
を
扱
う
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
全
編
の

読
書
に
つ
い
て
の
課
題
は
「
こ
こ
ろ
」
に
特
徴
的
な
課
題
で
あ

る
。
一
部
掲
載
の
他
の
教
材
の
場
合
、
例
え
ば
、
『
現
代
文
Ｂ
』

(

数
研
出
版
二
〇
一
四)

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
田
宮
虎
彦
作
「
沖
縄

の
手
記
か
ら
」
と
い
う
小
説
で
は
、
学
習
の
手
引
き
に
作
品
の
全

編
を
読
む
と
い
う
課
題
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。

　
学
習
指
導
要
領
と
の
関
連
を
考
え
れ
ば
、
前
記
の
よ
う
に
体
系
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れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
文
化
的
に
高
い
価
値
を
も
つ
言
語
そ
の
も

の
、
つ
ま
り
文
化
と
し
て
の
言
語
～
中
略
～
さ
ら
に
は
、
古
代

か
ら
現
代
ま
で
の
各
時
代
に
わ
た
っ
て
、
表
現
し
、
受
容
さ
れ

て
き
た
多
様
な
言
語
芸
術
や
芸
能
な
ど
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五
六
年
に
高
等
学
校
国
語
教
科
書
で
初
め
て
採
用
さ
れ
て
か

ら
六
十
五
年
、
半
世
紀
以
上
も
の
間
定
番
教
材
と
し
て
使
用
さ
れ

続
け
て
い
る
「
こ
こ
ろ
」
は
、
今
年
度
か
ら
使
用
さ
れ
る
新
課
程

教
科
書
の
中
で
、
「
言
語
芸
術
」
の
一
つ
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

三
．
二　

成
果
と
展
望

　
本
稿
で
は
、
「
こ
こ
ろ
」
が
採
用
さ
れ
た
高
等
学
校
現
代
文
分

野
の
学
習
の
手
引
き
に
あ
た
る
部
分
か
ら
課
題
を
集
計
し
、
傾
向

を
考
察
し
た
う
え
で
「
こ
こ
ろ
」
の
教
材
価
値
に
つ
い
て
考
察
し

た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
「
こ
こ
ろ
」
の
文
学
的
研
究
や
授

業
実
践
な
ど
、
先
行
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
「
こ
こ
ろ
」
の

教
材
価
値
や
「
こ
こ
ろ
」
に
教
材
的
価
値
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
要
因
つ
い
て
考
察
を
深
め
た
い
。

　
今
回
の
分
析
を
通
し
て
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
教
材
に
し
か
見
ら

れ
な
い
学
習
課
題
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
な
お
、
学
習
指

導
要
領
の
改
訂
に
よ
っ
て
、
設
定
さ
れ
る
課
題
に
も
変
化
が
見
ら

れ
た
こ
と
は
、
教
材
価
値
の
変
化
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
本
稿
は
「
こ
こ
ろ
」
の
教
材
史
と
し
て
分
析
を
進
め

「
こ
こ
ろ
」
に
は
伝
統
的
言
語
文
化
と
し
て
価
値
が
あ
る
教
材
と

認
知
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
こ
こ
で
い
う
伝
統
的
言
語
文
化
と
は
「
源
氏
物
語
」
や
「
枕

草
子
」
の
よ
う
な
古
典
作
品
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
こ
こ

ろ
」
と
し
て
の
教
材
価
値
は
日
本
の
伝
統
的
言
語
文
化
と
し
て
の

「
優
れ
た
文
章
」
を
学
ぶ
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
「
こ
こ
ろ
」
は
、
長
年
教
科
書
に
設
定
さ
れ
る
中
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
の
学
習
指
導
要
領
に
対
応
し
た
能
力
を
向
上
さ
せ
る

教
育
材
料
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
が
、
同
時
に
、
「
こ
こ
ろ
」

を
読
み
学
ぶ
経
験
自
体
が
目
的
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
側
面
も
あ

る
。

　
今
後
の
「
こ
こ
ろ
」
の
教
材
価
値
と
し
て
以
下
の
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
平
成
三
〇
年
度
告
示
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
「
文

学
国
語
」
で
は
、
三
つ
の
目
標
の
う
ち
二
つ
に
、
「
言
語
文
化
」

に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

　
　 

（
一
）
生
涯
に
わ
た
る
社
会
生
活
に
必
要
な
国
語
の
知
識
や

技
能
を
身
に
付
け
る
と
と
も
に
、
我
が
国
の
言
語
文
化
に
対

す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

　
　 

（
三
）
言
葉
が
も
つ
価
値
へ
の
認
識
を
深
め
る
と
と
も
に
、

生
涯
に
わ
た
っ
て
読
書
に
親
し
み
自
己
を
向
上
さ
せ
、
我
が

国
の
言
語
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
自
覚
を
深
め
、
言
葉
を

通
し
て
他
者
や
社
会
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
。

　
我
が
国
の
言
語
文
化
と
は
「
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
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【
資
料
編
】

　
問
い
の
大
ま
か
な
内
容·

学
習
の
手
引
き
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
問
い
の
合

計
数·

問
い
が
初
め
て
確
認
さ
れ
た
年
～
最
後
に
確
認
さ
れ
た
年

①
人
物
像
、
性
格
、
心
情
に
つ
い
て

・
私

心
情·

心
理
に
つ
い
て(

私) 

七
十
七
　
一
九
六
四
～
二
〇
一
八

考
え
方
や
性
格
に
つ
い
て(

私) 

四
十
四
　
一
九
五
七
～
二
〇
一
八

お
嬢
さ
ん
と
の
結
婚
を
申
し
込
ん
だ
後
の
私
の
心
情
十
一
　
一
九
六
四
～

二
〇
一
八 

私
の
生
き
方
に
つ
い
て
一
〇
　
一
九
七
四
～
二
〇
〇
四

「
私
」
の
結
婚
に
つ
い
て
Ｋ
に
話
を
し
た
と
奥
さ
ん
か
ら
聞
い
た
時
の
私

の
気
持
ち
三
　
二
〇
〇
八
～
二
〇
一
八

・
Ｋ

心
情·

心
理
に
つ
い
て(

Ｋ)

十
一
　
一
九
八
一
～
二
〇
一
八

考
え
方
や
性
格
に
つ
い
て(

Ｋ)

六
十
三
　
一
九
六
四
～
二
〇
一
八

Ｋ
の
側
か
ら
出
来
事
を
見
た
時
私
は
ど
の
よ
う
に
映
る
か
一
　

二
〇
〇
四 

Ｋ
の
人
物
像
に
つ
い
て(

私
か
ら
見
た)

二
　
一
九
八
三
～
一
九
八
三

Ｋ
の
生
き
方
に
つ
い
て
八
　
一
九
八
三
～
一
九
九
五

・
人
間
関
係

先
生
と
私
の
関
係
や
関
わ
り
に
つ
い
て
一
五
　
一
九
七
四
～
二
〇
一
八

Ｋ
と
私
と
お
嬢
さ
ん
の
関
係
に
つ
い
て
七
　
一
九
六
四
～
二
〇
一
八

こ
の
小
説
の
人
間
関
係
に
つ
い
て 

六
　
一
九
六
四
～
二
〇
一
八

て
き
た
が
、
「
こ
こ
ろ
」
の
教
材
史
は
こ
の
作
品
の
受
容
史
の
一

つ
で
も
あ
る
。

　
本
稿
は
令
和
三
年
度
尾
道
市
立
大
学
日
本
文
学
会
大
会
発
表
資

料
を
も
と
に
加
筆
修
正
を
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

（
注
一
）
『
教
材
と
し
て
見
た
場
合
の
「
こ
こ
ろ
」
』
工
藤
茂
　
「
国
語

展
望
」
五
十
二
　
尚
学
図
書
　
昭
和
五
十
四
（
一
九
七
九
）
年
六
月

（
注
二
）
『
読
ん
で
お
き
た
い
名
著
案
内
　
教
科
書
掲
載
作
品

一
三
〇
〇
〇
』
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
図
書
館N
IER

　
戦
後
教

科
書
を
も
と
に
、
広
島
県
教
育
セ
ン
タ
ー
で
該
当
の
教
科
書
を
閲
覧
し
、

教
育
セ
ン
タ
ー
で
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
教
科
書
の
学
習
の
手
引
き
に

あ
た
る
ペ
ー
ジ
を
デ
ー
タ
化
し
た
。
同
じ
学
習
指
導
要
領
内
で
の
改
訂

版
、
二
訂
版
な
ど
は
デ
ー
タ
化
を
し
な
か
っ
た
。
教
育
セ
ン
タ
ー
に
配
架

さ
れ
て
い
た
二
〇
一
八
年
の
教
科
書
が
最
新
の
デ
ー
タ
に
な
っ
て
い
る
。

（
注
三
）
『
読
ん
で
お
き
た
い
名
著
案
内
　
教
科
書
掲
載
作
品

一
三
〇
〇
〇
』
　
阿
武
泉
監
修
　
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
株
式
会
社
　

二
〇
〇
八
年
四
月

（
注
四
）
『
『
こ
ゝ
ろ
』
研
究
史
』
　
仲
秀
和
著
　
和
泉
書
院
　

二
〇
〇
七
年
三
月
三
一
日

（
注
五
）
『
文
学
の
授
業
づ
く
り
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
第
四
巻
』
　
第
七

章
「
こ
こ
ろ
」(

夏
目
漱
石)

の
授
業
実
践
史
　
高
山
実
佐
　
渓
水
社
　

二
〇
一
〇
年
五
月
一
日
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・
Ｋ

Ｋ
の
夜
中
の
行
動
、
襖
に
つ
い
て
八
　
一
九
八
九
～
二
〇
一
八

Ｋ
の
自
殺
に
つ
い
て(

遺
書
の
内
容
を
含
む)

一
一
五
　
一
九
六
四
～

二
〇
一
八

Ｋ
の
死
後
の
こ
と
に
つ
い
て
四
　
二
〇
一
四
～
二
〇
一
八

房
州
旅
行
に
つ
い
て(

Ｋ)

一
　
一
九
八
一

お
嬢
さ
ん
の
結
婚
を
聞
い
た
と
き
の
Ｋ
に
つ
い
て
十
二
　
一
九
八
三
～

二
〇
一
八

③
本
文
の
記
述
に
基
づ
く
課
題

「
も
う
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
と
い
う
黒
い
～
も
の
す
ご
く
照
ら
し
ま
し

た
。
」
に
つ
い
て
五
十
二
　
一
九
七
四
～
二
〇
一
八

「
私
の
目
、
私
の
心
、
私
の
体
、
す
べ
て
私
と
い
う
名
の
つ
く
も
の
～
Ｋ

に
向
か
っ
た
。
」
に
つ
い
て
七
　
一
九
八
三
～
一
九
九
九

「
精
神
的
に
向
上
心
の
な
い
者
は
ば
か
だ
。
」
に
つ
い
て
五
十
九
　

一
九
七
四
～
二
〇
一
八

「
覚
悟
、
―
覚
悟
な
ら
な
い
こ
と
も
な
い
。
」
に
つ
い
て
六
十
七
　

一
九
七
四
～
二
〇
一
八

「
も
っ
と
早
く
死
ぬ
べ
き
だ
の
に
な
ぜ
今
ま
で
生
き
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
」
に
つ
い
て
十
六
　
一
九
八
九
～
二
〇
一
八

「
要
す
る
に
私
は
正
直
な
道
を
歩
く
つ
も
り
で
、
つ
い
足
を
滑
ら
し
た
ば

か
者
で
し
た
。
」
五
　
一
九
九
九
～
二
〇
一
四

「
私
は
寂
し
い
人
間
で
す
。
」
に
つ
い
て
七
　
一
九
九
九
～
二
〇
一
八

お
嬢
さ
ん
、
奥
さ
ん
に
つ
い
て
七
　
一
九
八
三
～
二
〇
一
八

私
と
お
嬢
さ
ん
と
の
関
係
七
　
一
九
七
四
～
二
〇
一
八

こ
の
作
品
の
人
間
像
に
つ
い
て
一
　
一
九
八
一

お
嬢
さ
ん
と
Ｋ
の
関
係
九
　
一
九
六
四
～
二
〇
一
八

②
特
定
の
場
面
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
　

・
私

Ｋ
の
死
を
発
見
し
た
と
き
の
「
私(

先
生)

」
に
つ
い
て
十
九
　
一
九
六
四

～
二
〇
〇
四

私
の
遺
書
に
つ
い
て
十
四
　
一
九
七
四
～
二
〇
一
八

奥
さ
ん
と
私
の
や
り
取
り
に
つ
い
て
二
　
一
九
九
九
～
一
九
九
九

十
一
月
の
雨
の
降
る
日
に
往
来
で
Ｋ
と
お
嬢
さ
ん
と
の
ふ
た
り
に
出
会
っ

た
と
き
四
　
一
九
六
四
～
一
九
九
五

Ｋ
か
ら
お
嬢
さ
ん
に
対
す
る
恋
を
打
ち
あ
け
ら
れ
た
私
十
七
　
一
九
六
四

～
二
〇
一
八

奥
さ
ん
や
お
嬢
さ
ん
に
は
Ｋ
の
想
い
が
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
と
知
っ
た
時

の
私
一
　
二
〇
〇
四

図
書
館
か
ら
の
帰
り
に
Ｋ
と
話
を
し
た
時
、
ま
た
自
分
の
部
屋
に
戻
っ
た

時
五
　
二
〇
〇
四
～
二
〇
一
八

乃
木
大
将
が
殉
死
し
た
後
二
　
一
九
九
九
～
二
〇
〇
四

房
州
旅
行
に
つ
い
て(

私) 

一
　
一
九
八
一

墓
参
り
に
つ
い
て
一
　
一
九
五
七

「
私
」
の
自
殺
に
つ
い
て
二
　
一
九
七
四
～
二
〇
〇
四
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「
そ
の
と
き
の
私
は
違
っ
て
い
ま
し
た
。
」
に
つ
い
て
二
　
二
〇
〇
四
～

二
〇
一
四

「
相
手
は
自
分
よ
り
強
い
の
だ
～
は
じ
め
た
の
で
す
。
」
に
つ
い
て 

一
　

一
九
八
一

「
彼
の
平
生
と
異
な
る
点
」
に
つ
い
て
一
　
一
九
八
一

「
Ｋ
が
理
想
と
現
実
の
間
に
彷
徨
し
て
」
に
つ
い
て
五
　
一
九
八
一
～

一
九
八
三

「
私
は
突
然
往
来
で
Ｋ
に
肉
薄
し
ま
し
た
。
」
に
つ
い
て
一 

　

一
九
九
九

「
近
頃
は
熟
睡
が
で
き
る
の
か
」
に
つ
い
て
三
　
一
九
八
九
～
二
〇
一
八

「
私
の
頭
は
侮
恨
に
揺
ら
れ
て
ぐ
ら
ぐ
ら
し
ま
し
た
。
」
に
つ
い
て 

一
〇 

一
九
八
三
～
二
〇
一
八

「
そ
の
二
字
が
妙
な
力
で
私
の
頭
を
抑
え
始
め
た
の
で
す
。
」
に
つ
い
て

三
　
一
九
八
一
～
一
九
九
五

「
そ
う
し
た
新
し
い
光
で
覚
悟
の
二
字
を
眺
め
返
し
て
み
た
私
は
、
は
っ

と
驚
き
ま
し
た
。
」
に
つ
い
て
一
〇
　
一
九
八
三
～
二
〇
一
八

「
私
は
、
永
久
に
暗
い
夜
が
続
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
思
い
に
悩

ま
さ
れ
ま
し
た
。
」
に
つ
い
て
一
〇
　
一
九
八
三
～
二
〇
一
八

「
私
は
黒
い
影
法
師
の
よ
う
な
Ｋ
に
向
か
っ
て
、
何
か
用
か
と
き
き
返
し

ま
し
た
。
」
に
つ
い
て
一
　
一
九
九
九

「
か
れ
の
口
も
と
を
ち
ょ
っ
と
眺
め
た
と
き
、
…
…
つ
ま
り
相
手
は
自
分

よ
り
強
い
の
だ
と
い
う
恐
怖
の
粘
が
き
ざ
し
始
め
た
の
で
す
。
」
に
つ
い

て
九
　
一
九
七
四
～
一
九
八
九

「
私
の
自
然
」
に
つ
い
て
十
四
　
一
九
八
三
～
二
〇
一
八

「
運
命
の
冷
罵
」
に
つ
い
て
四
　
一
九
九
九
～
二
〇
〇
四

「
人
間
を
愛
し
う
る
人
～
こ
れ
が
先
生
で
あ
っ
た
。
」
に
つ
い
て 

七
　

一
九
九
九
～
二
〇
一
八

「
明
治
の
精
神
に
殉
死
す
る
つ
も
り
だ
」
に
つ
い
て
十
三
　
一
九
八
三
～

二
〇
一
八

「
私
は
彼
自
身
の
手
か
ら
～
同
じ
で
し
た
。
」
に
つ
い
て
四
十
　

一
九
九
九
～
二
〇
一
八

「
私
は
猿
楽
町
か
ら
神
保
町
の
通
り
へ
出
て
」
に
つ
い
て
一 

　

一
九
九
五

「
私
は
ち
ょ
う
ど
他
流
試
合
で
も
す
る
人
の
よ
う
に
Ｋ
を
注
意
し
て
見
て

い
た
の
で
す
。
」
に
つ
い
て
七
　
一
九
九
九
～
二
〇
一
八

「
私
は
た
だ
Ｋ
が
急
に
生
活
の
方
向
を
転
換
し
て
、
私
の
利
害
と
衝
突
す

る
の
を
恐
れ
た
の
で
す
。
」
に
つ
い
て
七
　
一
九
九
九
～
二
〇
一
八

「
私
に
は
Ｋ
が
そ
の
刹
那
に
居
直
り
強
盗
の
ご
と
く
感
ぜ
ら
れ
た
の
で

す
。
」
に
つ
い
て
十
二
　
一
九
八
一
～
二
〇
一
八

「
お
れ
は
策
略
で
勝
っ
て
も
人
間
と
し
て
は
負
け
た
の
だ
。
」
に
つ
い
て

三
十
九
　
一
九
六
四
～
二
〇
一
八

「
そ
れ
で
も
私
は
つ
い
に
私
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
」

に
つ
い
て 

十
一
　
一
九
九
九
～
二
〇
一
八

「
俺
は
ば
か
だ
。
」
に
つ
い
て
四
　
一
九
八
一
～
二
〇
一
八

「
こ
と
に
霜
に
打
た
れ
て
青
み
を
失
っ
た
杉
の
木
立
～
心
持
ち
が
し
ま
し

た
。
」
に
つ
い
て
十
三
　
一
九
八
三
～
二
〇
一
八
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作
品
の
遺
書
と
い
う
形
式
と
語
り
か
け
の
表
現
三
　
一
九
八
三
～

二
〇
〇
四

欧
文
直
訳
体
に
つ
い
て
三
　
一
九
八
一
～
一
九
九
五

敬
語
表
現
に
つ
い
て
一
　
一
九
七
四

こ
の
小
説
に
独
自
の
題
を
つ
け
る
と
す
れ
ば
一
　
一
九
九
九

⑤
時
代
背
景
、
作
者
、
文
学
史
的
課
題
に
つ
い
て

時
代
や
社
会
背
景
に
つ
い
て
一
〇
　
一
九
八
三
～
二
〇
一
八

漱
石
の
作
品
、
明
治
時
代
に
つ
い
て
十
六
　
一
九
六
四
～
二
〇
一
八

他
作
家
他
作
品
と
の
比
較
四
　
一
九
五
七
～
二
〇
〇
四

漱
石
の
他
作
品
を
読
む
八
　
一
九
六
四
～
一
九
九
二

⑥
全
文
の
読
書
に
つ
い
て

『
こ
こ
ろ
』
の
全
編
を
読
む
五
十
五
　
一
九
五
七
～
二
〇
一
八

印
象
に
残
っ
た
場
面
三
〇
　
一
九
七
四
～
二
〇
一
八

作
品
を
一
読
し
て
感
想
を
か
く
二
十
八
　
一
九
六
四
～
二
〇
一
八

内
容
を
要
約
、
箇
条
書
二
〇
　
一
九
八
一
～
二
〇
一
八

作
品
の
ね
ら
い
、
特
徴
二
十
四
　
一
九
六
四
～
二
〇
一
八

こ
の
小
説
を
読
ん
で
考
え
さ
せ
ら
れ
た
問
題
に
つ
い
て(

利
己
心
、
友

情
、
人
間
の
心)

十
三
　
一
九
八
三
～
二
〇
一
八

【
参
考
文
献
】

・
文
学
研
究
と
国
語
科
教
育
と
の
関
係
―
夏
目
漱
石
『
こ
こ
ろ
』
を
め

「
私
の
良
心
」
に
つ
い
て
一
　
一
九
八
九

「
投
げ
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
ど
尊
い
過
去
」
に
つ
い
て
一
　

一
九
八
九 

「
恐
ろ
し
い
影
」
に
つ
い
て
一
　
一
九
八
九

「
や
め
て
く
れ
」
に
つ
い
て
一
　
一
九
九
五

「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
…
結
婚
は
い
つ
で
す
か
…
何
か
お
祝
い
を
あ

げ
た
い
が
、
私
は
金
が
な
い
か
ら
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
」
に
つ

い
て
一
　
一
九
九
五

「
病
院
は
も
う
い
い
の
か
、
医
者
へ
で
も
行
っ
た
の
か
」
に
つ
い
て
一
　

一
九
九
五

「
こ
の
最
後
の
打
撃
を
、
最
も
落
ち
つ
い
た
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
た
ら
し

い
」
に
つ
い
て
二
　
一
九
八
三
～
一
九
八
九

「
私
は
あ
く
ま
で
…
…
前
へ
出
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
」
に

つ
い
て
二
　
一
九
八
三
～
一
九
八
九

「
た
っ
た
一
人
で
寂
し
く
っ
て
し
か
た
が
な
く
な
っ
た
。
」
に
つ
い
て
二
　

一
九
八
三
～
一
九
八
九

「
わ
た
く
し
は
一
般
を
心
得
た
上
で
、
例
外
の
場
合
を
し
っ
か
り
捕
ま
え

た
。
」
に
つ
い
て
二
　
一
九
八
三
～
一
九
八
九 

④
本
文
の
表
現
技
法
に
関
す
る
課
題

「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
題
名
に
つ
い
て
十
三
　
一
九
七
四
～
二
〇
〇
四

比
喩
表
現
に
つ
い
て
二
十
六
　
一
九
七
四
～
二
〇
〇
四

話
の
進
め
方
や
表
現
で
優
れ
て
い
る
と
気
づ
い
た
点
一
　
一
九
九
九
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ぐ
っ
て
―
　
今
井
克
彦
　
二
〇
一
九
年
一
月

・
戦
後
教
科
書
（nier.go.jp

）
　
国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
図
書
館

N
IER

　
戦
後
教
科
書

・
学
習
指
導
要
領
の
一
覧 -- 

学
習
指
導
要
領
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス -- 

国
立

教
育
政
策
研
究
所
教
育
研
究
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス (nier.go.jp)

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
科
編
　
昭
和
三
一
年
度
改
訂
版
　

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
昭
和
三
五
年
一
〇
月
施
行
　

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
昭
和
四
八
年
四
月
施
行
　

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
昭
和
五
七
年
四
月
施
行
　

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
平
成
六
年
四
月
施
行

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
平
成
一
五
年
四
月
施
行

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
平
成
二
一
年
三
月
告
示

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
平
成
三
〇
年
三
月
告
示

・
文
部
科
学
省
教
科
書
目
録

https://w
w

w.m
ext.go.jp/a_m

enu/shotou/kyoukasho/m
okuroku.

htm

―
せ
ら
・
ね
ね
　
日
本
文
学
科
四
年
生
―
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語
り
と
文
藝

旭
堂
南
海
さ
ん
講
談
「
明
智
光
秀
」
に
つ
い
て 

藤
沢
　
　
毅

講
談
「
明
智
光
秀
」 

旭
堂
　
南
海

創
作

フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ス 

中
山
　
美
紅

「
光
さ
す
庭
」 

谷
坂
　
利
香

研
究
論
文

『
温
故
抄
』
を
読
む 

藤
川
　
功
和

坂
口
安
吾
「
残
酷
な
遊
戯
」
論 

原
　
　
卓
史

　
―
鬼
熊
事
件
と
の
関
連
に
つ
い
て
―

令
和
二
年
度
卒
業
論
文
題
目

令
和
二
年
度
三
年
生
研
究
発
表
会
発
表
題
目

彙
報

     

『
尾
道
市
立
大
学
日
本
文
学
論
叢
』
第
17
号
目
次
（
令
和
3
年
12
月
）


