
教
師
の
発
話
の
説
得
を
取
り
出
す
説
得
標
識

は
じ
め
に

授
業
記
録
を
文
字
化
す
る
と
、
教
師
は
子
ど
も
に
多
く
の
説
明

を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
教
師
に
よ
る
説
明
と
は
、
例
え

ば
文
章
の
解
釈
の
説
明
や
作
業
内
容
の
説
明
、
子
ど
も
の
発
表
し

た
内
容
を
他
の
子
ど
も
に
説
明
す
る
等
の
説
明
で
あ
る
。
そ
の
中

で
も
教
師
に
よ
る
特
徴
的
な
説
明
と
し
て
、
「

O
Oは
ム
ム
な
も

の
だ
か
ら
」
と
説
得
す
る
よ
う
な
説
明
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
。
教

師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
、
こ
の
説
得
す
る
よ
う
な
説
明
に
注
目
し

て
み
た
い
。

教
師
の
説
得
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
教
師
の
重
要
な
技
術
と
し

て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
教
師
に
よ
る
子
ど
も
へ
の
説
得
の
前
提
と

そ
の
帰
結
を
論
じ
た
山
田
(
二

O
O
一
一
)
に
よ
る
と
、
教
育
の
場

に
お
け
る
「
説
得
」
は
最
終
的
に
教
師
の
権
威
に
根
拠
づ
け
ら
れ

る
。
子
ど
も
が
教
師
と
共
有
す
る
最
終
的
な
「
説
得
」
の
根
拠
は
、

?客

メ込
iコ

浩

「
教
師
が
そ
れ
を
正
し
い
と
判
断
し
た
か
ら
」
と
い
う
教
師
へ
の

信
頼
が
そ
の
理
由
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
教
師
へ
の
信
頼

に
よ
っ
て
子
ど
も
が
説
得
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う

で
あ
る
。
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阿
部
・
内
野
(
二

O
O
五
)
は
、
生
徒
指
導
上
の
諸
問

題
の
解
決
と
開
発
的
・
予
紡
的
視
点
か
ら
教
師
が
行
う
集
団
指
導

場
面
で
の
訓
話
を
、
説
得
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
枠
組

み
で
捉
え
て
い
る
。
教
師
の
訓
話
か
ら
効
果
的
な
説
得
要
因
を
探

そ
う
と
し
た
こ
の
研
究
で
は
、
送
り
手
側
の
信
ぴ
ょ
う
性
や
魅

力
、
視
点
共
有
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
効
果
的
な
説
得
の
要
因
と
し
て

見
つ
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
阿
部
ら
は
教
師
の
訓
話
の
定
義

を
「
送
り
手
で
あ
る
教
師
が
、
主
に
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
っ
て
、
受
け
手
で
あ
る
生
徒
を
納
得
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
態

度
や
行
動
を
教
育
上
よ
り
望
ま
し
い
方
向
に
変
化
さ
せ
よ
う
と
す

る
教
育
活
動
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
説
得
的
コ
ミ
ユ
ニ

ま
た
、



ケ
i
シ
ヨ
ン
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
を
納
得
さ
せ
て
規
範
と
す
る
行

為
を
受
容
さ
せ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
教
師
の
説
得

の
研
究
か
ら
、
教
師
は
説
得
を
駆
使
し
て
子
ど
も
を
納
得
さ
せ
て

望
ま
し
い
方
向
に
導
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
他
に
も
深
田
(
二

O
O
五
)
は
、
教
師
の
信
ぴ
ょ
う
性
、

子
ど
も
の
信
頼
と
動
機
づ
け
と
い
う
要
素
を
挙
げ
て
、
子
ど
も
の

心
を
動
か
す
教
師
の
対
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
を
示

し
て
い
る
。
教
師
は
子
ど
も
に
と
っ
て
正
し
い
知
識
を
伝
達
し
て

く
れ
る
存
在
と
し
て
信
頼
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
正
し
い
知
識
が

ほ
し
い
と
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
子
ど
も
に
対
し
て
、
信
ぴ
ょ
う

性
の
高
い
教
師
は
最
大
の
説
得
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
は
「
教
え
る
i

教
え
ら
れ
る
」
と
い
う
関

係
に
あ
る
教
師
と
子
ど
も
は
、
そ
の
関
係
性
か
ら
し
て
説
得
効
果

が
生
じ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
説
得
効
果
に
つ
い
て
は
、

言
語
以
外
の
視
線
や
対
人
方
向
等
の
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
つ
い
て
の
研
究
も
過
去
に
は
行
わ
れ
て
き
て
お
り
(
松
本
、

一
九
七
八
て
そ
れ
ら
の
研
究
か
ら
自
の
凝
視
や
姿
勢
、
対
人
方

向
、
対
人
距
離
が
説
得
効
果
に
か
な
り
の
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う

結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
教
師
の
説
得
に
つ
い
て
は
様
々
な
研
究
が
行

わ
れ
て
き
た
。
教
師
に
よ
る
「
説
得
」
の
原
理
・
原
則
と
は
何
か

を
論
じ
た
川
上
(
一
九
八
六
)
は
そ
の
意
味
を
、
広
辞
苑
の
「
よ

く
話
し
て
納
得
さ
せ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
を
踏
ま
え
て
次
の
よ

う
に
定
義
す
る
。

「
説
得
」
と
は
、
教
科
学
習
上
の
理
解
と
は
ち
が
っ
て
、
あ
る
一
定

の
具
体
的
な
行
動
に
か
か
わ
っ
て
、
そ
れ
を
判
制
止
し
、
あ
る
い
は

そ
れ
に
ふ
み
入
ら
せ
る
指
導
の
一
形
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

H
H
Lし

一
五
頁
)

こ
の
よ
う
な
定
義
を
し
た
川
上
ら
が
検
討
に
用
い
た
「
説
得
」

の
事
例
は
、
高
校
生
活
指
導
の
実
践
記
録
で
あ
る
。
そ
の
対
象

は
、
主
に
生
活
指
導
上
の
問
題
行
動
や
喫
煙
飲
酒
を
行
う
生
徒
で

あ
る
。
川
上
ら
は
、
教
科
学
習
上
の
指
導
と
は
違
う
生
活
指
導
上

で
の
教
師
の
指
導
を
「
説
得
」
と
定
義
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

同
様
に
生
活
指
導
の
「
説
得
」
の
原
理
・
原
則
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
安
彦
(
一
九
八
六
)
は
、
教
師
の
「
説
得
」
に
は
そ
の
前

提
に
子
ど
も
の
行
為
に
つ
い
て
の
「
教
師
の
判
断
(
評
価
)
」
が

先
行
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
教
師
の
「
説
得
」
は
、
子
ど
も
が

し
た
行
為
の
自
分
の
判
断
の
正
し
さ
を
子
ど
も
自
身
に
確
か
め
る

と
い
う
原
則
が
存
在
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
教
師
の
説
得
行

為
は
往
々
に
し
て
こ
の
原
則
を
無
視
し
て
行
わ
れ
る
た
め
で
」
の
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場
合
、
多
く
は
説
得
で
は
な
く
、
一
挙
に
叱
責
へ
と
飛
躍
し
て
し

ま
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
説
得
」
で
は
な
く
叱
責

に
な
っ
て
し
ま
う
教
蹄
の
行
為
は
、
「
説
得
」
に
よ
る
納
得
で
は

な
く
修
正
と
い
う
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
多
く
の
説
得
に
つ
い
て
の
研
究
は
授
業
を
対
象
に

し
た
も
の
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
教
師
の
説
得
に
つ
い
て
の

研
究
は
生
活
指
導
と
い
う
場
面
が
主
で
あ
り
、
あ
る
特
定
の
教
科

に
限
定
し
た
、
例
え
ば
授
業
場
面
で
の
説
得
に
つ
い
て
の
研
究
は

あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
生
活
態
度
は
教
師
に
よ
っ
て
矯
正
な
り
修

正
が
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
授
業
場
面
に
お
け
る
解
答
は
教
締
の

強
制
で
は
な
く
、
子
ど
も
自
身
に
考
え
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い

う
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
授
業
場
面
で
の
説
得
が

注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
実
襟
に

は
、
授
業
記
録
に
教
師
の
説
得
や
説
明
と
思
わ
れ
る
も
の
が
頻
出

す
る
こ
と
か
ら
も
、
授
業
場
面
で
行
わ
れ
る
説
得
や
説
明
に
つ
い

て
の
研
究
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

授
業
場
面
の
説
明
や
説
得
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
そ

れ
ら
が
授
業
中
の
言
明
か
ら
取
り
出
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
説

明
や
説
得
の
識
別
は
、
例
え
ば
間
関
き
子
の
反
応
か
ら
識
別
す
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
説
得
さ
れ
る
側
の
反
応
と
は
理
解
や
納
得
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
授
業
記
録
を
文
字
化
し
た
も
の
か
ら

子
ど
も
の
理
解
や
納
得
と
い
う
反
応
を
確
認
す
る
こ
と
は
難
し

く
、
授
業
記
録
か
ら
説
明
と
説
得
を
識
加
す
る
こ
と
は
さ
ら
に
難

し
い
。
そ
の
よ
に
、
説
得
し
た
本
人
は
説
得
の
つ
も
り
だ
と
し
て

も
、
相
手
は
説
得
で
は
な
い
と
受
け
取
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
説
得
す
る
側
の
主
観
で
説
得
と
す
る
の
で
は
な
く
、
第
三

者
か
ら
の
客
観
で
説
得
と
識
別
で
き
る
よ
う
な
基
準
が
必
要
に
な

る。
そ
こ
で
、
説
得
の
識
別
に
つ
い
て
の
研
究
に
注
目
す
る
。
授
業

の
中
の
子
ど
も
の
理
解
と
納
得
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
学
習
内
容

に
つ
い
て
よ
く
理
解
で
き
て
い
な
い
が
、
教
師
の
巧
妙
な
説
得
で

何
と
な
く
納
得
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
問
題
の
あ
る
説
得
が

考
え
ら
れ
る
。
教
科
書
記
述
を
対
象
に
、
こ
の
よ
う
な
問
題
説
得

が
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
研
究

(
吉
田
、
一
九
九

O
)
で
は
、
説
得
標
識
と
い
う
説
得
を
取
り
出

す
た
め
の
指
標
を
用
い
て
説
得
を
取
り
出
し
て
、
そ
の
質
を
確
か

め
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
説
得
標
識
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
教

科
書
の
記
述
で
あ
り
、
授
業
に
お
け
る
説
得
を
取
り
出
す
襟
識
と

し
て
足
る
も
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
教
師
と
生
徒
の

や
り
と
り
に
お
け
る
説
得
は
、
説
得
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

i
シ
ヨ
ン
で

あ
る
。
教
科
書
の
記
述
の
説
得
を
取
り
だ
そ
う
と
し
た
説
得
襟
識
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で
は
捉
え
き
れ
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

で
、
説
得
標
識
と
い
う
教
科
書
記
述
上
の
説
得
を
取
り
出
す
た
め

の
標
識
を
用
い
て
授
業
場
開
に
お
け
る
説
得
を
取
り
出
し
、
そ
れ

ら
の
説
得
に
共
通
す
る
特
徴
を
検
討
す
る
。
こ
の
特
徴
か
ら
、
授

業
場
面
に
お
け
る
説
得
を
識
別
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
す
な

わ
ち
本
稿
の
自
的
は
、
授
業
場
聞
に
お
け
る
教
師
の
発
話
の
説
得

を
取
り
出
す
説
得
標
識
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

研
究
の
方
法
は
、
ま
ず
教
師
に
よ
る
説
明
と
説
得
に
関
す
る
研

究
を
概
観
し
、
そ
れ
ら
の
定
義
や
説
得
の
識
別
の
研
究
を
確
認
す

る
。
次
に
説
得
を
識
別
す
る
た
め
の
説
得
襟
識
と
そ
の
背
景
、
分

析
の
手
販
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
実
際
の
授
業
記
録
に
お
け
る

説
得
に
つ
い
て
説
得
襟
識
を
用
い
て
識
別
し
、
ど
の
よ
う
な
説
得

が
さ
れ
た
か
分
析
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
識

別
で
き
た
説
得
に
共
通
す
る
も
の
を
、
発
話
に
お
け
る
説
得
を
識

別
す
る
た
め
の
標
識
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
検
討
す
る
。

そ
こ

一
、
教
締
の
説
明
と
説
得

先
行
研
究
に
お
い
て
教
師
の
説
明
と
説
得
は
、
多
く
の
場
合

別
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
国
語
教
育
に
お

い
て
、
報
告
・
説
明
・
説
得
の
そ
れ
ぞ
れ
の
区
別
が
さ
れ
て
い

(
上
申
、
一
九
六
二
)
。
「
こ
れ
ら
一
連
の
系
列
は
、

話
し
手
が
大
ぜ
い
の
開
き
手
に
向
か
っ
て
話
す
、
一
方
的
に
話
す

こ
と
の
場
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
こ
れ
ま
た
、
ふ
つ
う
の

よ
う
で
あ
る
」
(
上
申
、
一
一

O
頁
)
と
し
て
こ
の
三
つ
を
一
連

の
系
列
と
し
て
扱
い
、
特
色
を
挙
げ
て
次
の
よ
う
に
亙
別
し
て
い

る
。
ま
ず
報
告
は
「
相
手
と
何
ら
か
の
思
想
内
容
を
授
受
し
あ
う

た
め
」
と
い
う
人
間
の
こ
と
ば
の
機
能
の
一
つ
で
あ
る
と
し
、
こ

と
が
ら
を
客
観
的
態
度
で
正
確
、
確
実
に
伝
え
る
こ
と
が
報
告
の

機
能
だ
と
し
て
い
る
。
次
に
説
明
は
「
話
を
白
的
に
応
じ
て
す
じ

だ
て
る
」
こ
と
が
報
告
と
の
速
い
で
あ
る
。
話
を
進
め
る
版
序
が

と
く
に
大
切
で
あ
り
、
こ
の
論
理
的
に
考
え
を
進
め
順
序
だ
て
る

こ
と
が
説
明
の
特
色
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
特
色
か
ら
説
明
に
は

論
理
的
思
考
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
説
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
徴
を
「
開
聞
き
手
の
理
解
と
納
得

の
ち
が
い
が
、
話
し
手
の
説
明
と
説
得
の
ち
が
い
な
の
で
あ
る
」

(
一
一
四
一
良
)
と
す
る
。
例
と
し
て
相
手
に
望
む
反
応
が
示
さ
れ

て
お
り
、
説
明
の
望
む
反
応
は
「
相
手
が
『
理
解
す
る
』
こ
と
」

で
あ
り
、
説
得
の
そ
れ
は
「
相
手
が
『
納
得
す
る
」
こ
と
」
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
「
説
得
」
の
特
色
に
は
こ
れ
に
加
え
て
「
論
理

的
で
あ
る
と
と
も
に
情
緒
的
に
も
共
感
を
得
な
け
れ
ば
、
説
得
は

成
功
し
な
い
」
と
し
て
お
り
、
聞
き
手
が
心
の
底
か
ら
共
感
、
共

る

ひ
と
り
の
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鳴
す
る
こ
と
が
説
得
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
説
得
と
説
明
は
開
き
手
の
反
応
次

第
で
は
ど
ち
ら
に
で
も
な
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
も
し

く
は
相
手
に
納
得
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
説
得
を
行
っ
た
場
合

に
、
理
解
も
納
得
を
し
て
い
な
い
時
に
は
説
明
で
も
説
得
で
も
な

い
何
か
を
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
説
得
す

る
側
の
主
観
と
し
て
「
説
得
」
を
行
っ
た
場
合
で
も
、
説
得
に
は

な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
他
に
も
、
対
象
が
授

業
記
録
を
文
字
化
し
た
も
の
を
対
象
と
し
た
場
合
に
は
子
ど
も
の

理
解
や
納
得
と
い
う
反
応
を
確
認
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
授
業
記

録
か
ら
説
明
と
説
得
を
識
別
す
る
こ
と
は
さ
ら
に
難
し
く
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
こ
で
説
得
の
識
別
に
つ
い
て
、
間
関
き
手
の
反
応
を
そ

の
基
準
と
す
る
の
で
は
な
く
、
説
得
そ
の
も
の
の
構
造
か
ら
説
得

を
識
別
し
て
い
る
研
究
に
注
目
す
る
。

教
科
教
育
に
お
け
る
「
説
得
」
の
研
究
で
、
吉
田
(
一
九
九

O
)

に
よ
る
小
学
校
社
会
科
の
教
科
書
の
儲
値
教
育
の
学
習
に
お
け
る

説
得
技
法
の
研
究
が
あ
る
。
吉
田
は
「
説
得
」
を
客
観
的
に
判
定

す
る
た
め
の
「
説
得
標
識
」
を
定
め
、
教
科
書
の
記
述
内
の
説
得

の
骨
格
か
ら
価
値
の
押
し
付
け
に
な
る
よ
う
な
問
題
「
説
得
」
を

分
類
し
て
社
会
科
に
お
け
る
価
値
教
育
の
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
た
。
「
説
得
」
に
よ
る
価
値
の
押
し
付
け
が
社
会
科
の
学
習

に
存
在
す
る
よ
う
な
ら
ば
、
価
値
教
育
の
質
と
し
て
は
問
題
だ
か

ら
で
あ
る
。
吉
田
は
説
得
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
そ
の
指
標

を
定
め
て
い
る
。

一
連
の
言
明
(
記
述
)
が
ど
の
様
な
「
説
得
」
で
あ
る
か
を
検
討

す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
先
ず
「
説
得
」
で
あ
る
と
し
て
取
り
出

す
必
要
が
あ
る
。
(
中
川
町
)
そ
の
た
め
に
は
「
説
得
」
と
客
観
的
に

判
定
す
る
た
め
の
指
標
が
い
る
。
こ
の
指
標
を
「
説
得
標
識
」
と

名
付
け
る
。

(
吉
田
、
四
三
頁
)

吉
田
は
「
説
得
」
そ
れ

L

国
体
を
「
或
る
価
値
・
行
為
規
範
を
受

容
さ
せ
る
た
め
の
言
語
行
為
」
と
定
義
し
て
お
り
、
こ
の
定
義
か

ら
「
説
得
」
に
は
受
信
者
に
受
容
さ
せ
る
評
価
言
(
価
値
)
や
当

為
一
一
一
一
口
(
行
為
規
範
)
を
持
つ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
説
得
の
骨

格
を
成
す
そ
れ
ら
を
説
得
襟
識
と
す
る
こ
と
で
、
言
明
中
か
ら
説

得
を
識
別
で
き
る
(
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
)
と
し
て
い
る
。

こ
の
研
究
で
使
わ
れ
て
い
る
「
説
得
標
識
」
と
は
、
一
連
の
言
明

に
お
い
て
当
為
言
標
識

(
i
す
べ
き
だ
)
と
評
価
言
標
識

(
1
が

よ
い
)
、
評
価
言
相
似
標
識

(
l
が
自
然
だ
)
、
定
義
襟
識
(
民
主

主
義
と
は
ー
で
あ
る
)
の
形
式
の
言
明
で
あ
る
。
吉
田
は
、
こ
れ
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ら
の
価
値
(
評
価
一
一
一
一
口
)
や
行
為
規
範
(
当
為
一
一
一
一
口
)
を
受
容
さ
せ
る

た
め
に
発
信
者
が
受
信
者
に
直
接
す
る
言
語
行
為
を
「
説
得
」
と

し
た
。
本
稿
で
は
、
吉
田
の
こ
の
定
義
に
従
っ
て
説
得
に
つ
い
て

考
え
て
い
く
。

二
、
説
得
標
識
と
説
得
技
法

「
説
得
」
な
の
か
ど
う
か
を
分
類
す
る
た
め
に
は
、
「
説
得
」
と

は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
定
め
る
指
標
が
必
要
と
さ
れ
る
。
吉

田
の
「
説
得
標
識
」
に
従
え
ば
、
言
明
中
か
ら
相
手
に
価
値
や
行

為
規
範
を
受
容
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
取
り
だ
す
こ

と
が
で
き
れ
ば
そ
の
言
明
は
「
説
得
」
と
分
類
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
具
体
的
に
は
、
あ
る
一
言
明
中
に
価
値
を
示
す
評
価
言
や
行
為

規
範
を
示
す
当
為
一
一
一
一
口
を
識
別
で
き
れ
ば
そ
の
言
明
は
「
説
得
」
と

分
類
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
説
得
と
分
類
す
る
た
め
の
説
得
の
指
標
に
は
、
当

為
一
一
一
一
口
、
評
価
言
、
評
価
言
相
似
、
定
義
の
四
つ
の
標
識
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
説
得
襟
識
」
の
一
つ
で
あ
る
評
価
言
標
識

(
例
、
「
j
が
よ
い
」
)
は
、
客
観
的
に
「
説
得
」
し
て
い
る
と
判

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
標
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
j
は
よ
い
こ
と

だ
」
(
評
価
ニ
一
一
口
)
↓
「
だ
か
ら
j
し
な
さ
い
」
(
当
為
言
)
と
い
う
「
説

得
」
を
、
対
象
の
言
明
中
か
ら
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か

ら
説
得
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
な
お
、
評
価
言
や
当
為
言
は
、
吉
田

の
ニ
一
一
口
う
説
得
の
骨
格
に
含
ま
れ
る
言
明
で
あ
る
。
吉
田
は
説
得
の

骨
格
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
こ
つ
が
考
え
ら
れ
る
(
図
表
1
参
照
)

と
し
て
示
し
、
こ
の
二
つ
の
骨
格
の
そ
れ
ぞ
れ
に
含
ま
れ
る
評
価

言
や
当
為
言
を
説
得
の
標
識
と
し
て
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

図
表
1
、
説
得
の
骨
格
、
吉
田
の
留
を
参
考
に
作
成
)
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当
為
言
(
命
令
・
勧
誘
)

女
の
子
は
、
そ
ん
な
こ

と
を
言
う
べ
き
で
な
い

(
言
う
な
、
い
わ
な
い
よ

う
に
し
よ
う
)

正
当
化
言
(
日
理
由
記
述
)

な
ぜ
な
ら
、
下
品
な

こ
と
だ
か
ら

正
当
化
言

命
令
一
一
一
一
口
(
当
為
言
、
勧
誘
言
)

だ
か
ら
こ
れ
を
食
べ
な
さ
い
。

(
食
べ
る
べ
き
だ
、
食
べ
よ

、つ)



で
は
、
こ
の
説
得
を
識
別
す
る
た
め
の
四
つ
の
説
得
標
識
の
背

景
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
当
為
言
に
つ
い
て
、
説
得
の
骨
格

を
根
拠
と
し
て
「
説
得
標
識
」
の
一
つ
に
定
め
て
い
る
。
留
に
示

す
よ
う
に
説
得
の
骨
格
に
は
、
当
為
一
一
一
一
口
で
あ
る
「

i
す
べ
き
だ
」

(
命
令
・
勧
誘
)
と
、
正
当
化
言
で
あ
る
「
な
ぜ
な
ら

i
だ
か
ら
」

(
理
由
記
述
)
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

許
制
ニ
一
一
口
「
j
が
よ
い
」
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
説
得
の
骨
格
を

根
拠
と
し
て
「
説
得
標
識
」
の
一
つ
に
定
め
て
い
る
。
具
体
的
に

は
、
評
価
言
「
1
が
よ
い
」
は
正
当
化
言
「
な
ぜ
な
ら
j
だ
か
ら
」

を
経
て
、
当
為
一
一
呂
「
だ
か
ら

i
し
な
さ
い
」
と
い
う
説
得
の
骨
格

が
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

評
価
言
棺
似
標
識
に
つ
い
て
は
、
評
価
言
「
j
が
よ
い
」
に
相

似
す
る
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
一
許
儲
ニ
一
一
口
「

1
が

よ
い
」
は
、
玄

005

。-
M

山
・
に
依
拠
す
る
こ
と
で
評
価
言
標
識
「
i
が

よ
い
」
を
具
体
的
に
碍
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
る
。
自
然
主

義
的
論
理
学
や
快
楽
主
義
、
形
而
上
学
的
論
理
学
の
各
種
倫
理
学

者
達
が
善
と
等
値
し
た
語
句
は
、
評
価
言
「
l
は
よ
い
こ
と
だ
」

の
「
よ
い
こ
と
」
を
具
体
的
に
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
「

1
が
自
然
だ
」
「
j
が
快
で
あ
る
」
等
が
評
価
言
だ

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
各
種
倫
理
学
者
達
が
善
と

等
値
し
た
語
句
は
、
評
価
一
一
一
一
口
と
し
て
「
説
得
標
識
」
た
り
得
る
と

つ
ま
り
、
が
よ
い
」
と
言
明
中
に
明
確
に
現
れ

る
も
の
と
は
別
に
、
各
種
倫
理
学
者
逮
が
善
と
等
値
し
た
「

1
は

自
然
で
あ
る
」
を
評
価
言
と
し
て
説
得
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
「
お
年
寄
り
に
若
者
が
席
を
譲
る
の
は
よ
い
こ
と
だ
」

と
「
お
年
寄
り
に
若
者
が
席
を
譲
る
の
は
自
然
だ
」
は
等
値
で
あ

り
評
価
言
で
あ
る
。
吉
田
は
こ
れ
ら
の
語
句
を
評
価
言
相
似
標
識

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
、
と
「
説
得
標
識
」
の
一
つ
と
し
て
定
め

て
い
る
。

し
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
定
義
標
識
に
つ
い
て
は
説
得
的
定
義
を
定
め

た

P
2
8
ω
O
D
u
n
-
r
を
用
い
て
そ
の
標
識
を
定
め
て
い
る
。
説

得
的
定
義
と
は
、
受
信
者
を
説
得
す
る
自
的
で
用
語
の
定
義
が
行

わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
吉
田
は
、
用
語
を
定
義
す
る
こ
と
で
相

手
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
議
論
の
戦
術
と
し
て
用
い
ら
れ

る
も
の
な
の
で
、
同
様
に
教
科
書
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
を
理
由
と
し
て
説
得
に
お
け
る
定
義
標
識

を
「
説
得
襟
識
」
に
加
え
る
こ
と
は
、
言
明
中
の
「
説
得
」
を
取

り
出
す
上
で
有
益
で
あ
る
と
し
た
。
以
上
の
よ
う
な
背
景
の
下

に
、
言
明
中
か
ら
「
説
得
」
を
取
り
出
す
「
説
得
襟
識
」
を
定
め

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
説
得
標
識
」
の
い
ず
れ
か
が
含
ま
れ
る
言

明
が
「
説
得
」
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。

次
に
、
吉
田
の
行
っ
た
説
得
の
分
析
の
手
販
は
次
の
通
り
で
あ
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る
。
吉
田
は
「
説
得
標
識
」
に
基
づ
い
て
教
科
書
の
記
述
か
ら
「
説

得
」
と
忠
わ
れ
る
も
の
を
取
り
出
し
た
後
に
、
そ
の
「
説
得
」
が

ど
の
よ
う
な
「
説
得
」
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
「
説

得
」
は
、
そ
の
骨
格
に
含
ま
れ
る
正
当
化
一
一
一
一
口
の
質
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
な
「
説
得
」
な
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
正
当
化
言
は
既

に
示
し
た
説
得
の
骨
格
の
図
の
「
な
ぜ
な
ら

i
」
と
い
う
理
由
記

述
の
部
分
で
あ
る
。
吉
田
は
、
こ
の
正
当
化
一
一
一
一
口
に
よ
る
説
得
の
分

類
の
た
め
の
枠
組
み
づ
く
り
に
、
足
立
の
研
究
(
一
九
八
四
)
を

用
い
て
い
る
。

足
立
は
「
議
論
」
に
つ
い
て
「
根
拠
な
い
し
前
提
に
基
づ
い
て
、

主
張
な
い
し
結
論
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
言
論
を
、
『
議
論
』

と
定
義
す
る
こ
と
に
し
よ
う
」
(
足
立
、
九
五
頁
)
と
定
め
て
い

る
。
足
立
の
用
い
る
「
議
論
」
は
こ
の
定
義
か
ら
「
説
得
」
と
ほ

ぼ
同
じ
意
味
で
使
用
し
て
い
る
(
吉
田
、
四
五
頁
)
の
で
、
足
立

の
ニ
一
一
口
う
「
議
論
」
の
骨
格
を
吉
田
は
「
説
得
」
の
骨
格
と
し
て
扱

い
そ
の
分
類
に
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
。
こ
の
足
立
の
「
議
論
」

の
骨
格
は

ω・
出
吋
c
c
-
B
E
の
「
論
証
」
概
念
の
留
式
を
も
と
に

し
て
い
る
。
「
論
一
社
」
概
念
の
図
式
は
、
議
論
は
論
拠
(
問
「
。

5仏
)

か
ら
主
張
(
の
一
色
ヨ
)
が
導
か
れ
、
論
拠
と
主
張
の
間
に
理
由
づ

け

Z
2・3
E
)
と
裏
付
け
(
玄
兵
E
m
)
が
存
在
す
る
と
し
た
図

が
示
さ
れ
る
。
(
図
表
2
参
照
)

図
表
2
、
議
論
の
-
甘
格
と
し
て
一
不
さ
れ
た
ト
ゥ
i
ル
ミ
ン
図
式
)

理
由
づ
け

(
W

裏
付
け

(
B

既
に
示
し
た
説
得
の
骨
格
が
こ
の
議
論
の
問
(
同
格
に
酷
似
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
吉
田
が
足
立
の
「
議
論
」
を
「
説
得
」
と
同
義

で
用
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
足
立
は
こ
の
図
を
示
し

て
、
理
由
づ
け

(
W
)
の
質
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
議
論
を

分
類
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
論
拠

(
G
)
と
主
張

(
C
)
を
結
ぶ

理
由
づ
け

(
W
)
を
一
一
の
タ
イ
プ
に
分
け
て
議
論
を
分
類
し
、

例
え
ば
「
一
般
化
」
と
い
う
タ
イ
プ
の
理
由
づ
け

(
W
)
に
よ
る

正
当
化
タ
イ
プ
と
い
う
分
類
は
「
論
拠
か
ら
の
許
容
さ
れ
う
る
一

般
化
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
主
張
が
正
当
化
さ
れ
る
」

と
い
う
議
論
の
タ
イ
プ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
「
一

般
化
」
と
い
う
タ
イ
プ
の
理
由
づ
け

(
W
)
に
よ
る
正
当
化
タ
イ

プ
と
い
う
分
類
は
、
論
拠

(
G
)
に
対
し
て
理
由
づ
け

(
W
)
が
「
一
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般
的
に
は
そ
う
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
主
張
を
正
当
化
す
る
議
論
の

タ
イ
プ
だ
と
分
類
が
行
わ
れ
る
。
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
は
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
(
図
表
3
参
照
)

(
図
表
3
、
一
般
化
(
「
の

gqmH{庶
民
吉
ロ
)
に
よ
る
正
当
化
タ
イ
プ
の
例
)

論
拠
)
西
欧
諸
国
は
、
死
刑
の
廃
止
を
し
た

が
、
凶
悪
犯
罪
増
加
と
い
う
現
象
は
み
ら

れ
な
い

・
ほ
と
ん
ど
の
南
米
諸
国
で
も
同
様
で
あ
る

0

.
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
州
で
も
そ
う
で
あ
る

0

.
メ
キ
シ
コ
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

~
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一
(
主
張
)
死
刑
を
廃
止
し
た
か
ら
と
い
っ
て
山
一

一
悪
犯
罪
が
増
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一

な
い
だ
ろ
う
。

(理由づけ)なぜなら、多くの西欧諸国、ほとん

どの南米諸国、アメリカの多くの剤、メキシ

コにおいてもそうであることは、世界のどの

屈においても、一般にそうであろうから。

こ
の
よ
う
に
足
立
は
、
理
由
づ
け

(
W
)
の
質
に
着
目
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
議
論
を
分
類
し
よ
う
と
し
た
。
理
由
づ
け
の
一
一
の

タ
イ
プ
は
一
般
化
の
他
に
、
類
似
、
比
較
、
分
類
、
徴
候
、
因
果

関
係
、
ル

l
ル
、
理
念
、
定
義
、
証
言
、
比
聡
が
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
足
立
の
一
一
の
「
理
由
づ
け
」
タ
イ
プ
に
な
ら
っ

た
上
で
、
吉
田
は
理
由
づ
け
の
分
類
に
次
の
よ
う
な
若
干
の
整
理

を
行
っ
た
。
理
由
づ
け
の
タ
イ
プ
の
内
、
類
似
、
比
較
、
分
類
、

因
果
関
係
、
比
織
を
一
つ
に
ま
と
め
、
そ
の
理
由
を
「
こ
れ
ら
は

論
拠

(
G
)
と
主
張

(
C
)
に
お
い
て
記
述
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の

事
象
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
、
主
張

(
C
)
の
正
当
性
を
論

証
し
よ
う
と
し
て
い
る
タ
イ
プ
だ
か
ら
で
あ
る
」
(
四
八
頁
)
と

す
る
。
こ
れ
を
、
「
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当

化
を
図
る
タ
イ
プ
」
と
し
た
。
吉
田
の
整
理
は
こ
の
他
に
も
理
由

づ
け

(
W
)
に
価
値
を
使
用
す
る
ル

i
ル
と
理
念
に
つ
い
て
も
一

つ
に
ま
と
め
、
「
価
値
な
い
し
価
値
観
を
使
用
し
て
正
当
化
を
函

る
タ
イ
プ
」
と
し
た
。
さ
ら
に
、
吉
田
独
自
の
理
由
づ
け
の
タ
イ

プ
と
し
て
レ
ッ
テ
ル
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
吉
田
は
正
当
化
言

の
な
い
問
題
「
説
得
」
(
正
当
化
一
一
一
一
口
「
な
ぜ
な
ら
j
」
が
含
ま
れ

ず
に
価
値
の
押
し
付
け
に
な
っ
て
い
る
説
得
と
さ
れ
る
)
も
想
定

し
て
い
る
こ
と
か
ら
理
由
づ
け

(
W
)
の
な
い
説
得
を
表
す
形
式

を
加
え
、
合
計
で
八
つ
の
理
由
づ
け
タ
イ
プ
を
定
め
た
。
(
図
表



4
参
照
)

(
図
表
4
、
説
得
を
分
類
す
る
八
つ
の
理
由
づ
け
の
タ
イ
プ
、
吉
田

の
図
表
を
参
考
に
作
成
)

ア
、
一
般
化
に
よ
る
正
当
化
タ
イ
プ

イ
、
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
を
留
る
タ
イ
プ

(
類
似
、
比
較
、
分
類
、
因
果
関
係
)

ウ
、
酸
候
に
よ
っ
て
正
当
化
を
図
る
タ
イ
プ

ェ
、
定
義
に
よ
っ
て
正
当
化
を
図
る
タ
イ
プ

ォ
、
価
値
な
い
し
倒
値
観
を
使
用
し
て
正
当
化
を
図
る
タ
イ
プ

(ル

1
ル
と
理
念
)

ヵ
、
証
言
を
持
ち
だ
し
て
正
当
化
を
図
る
タ
イ
プ

キ
、
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
を
図
る
タ
イ

プ

ク
、
理
由
づ
け
の
な
い
タ
イ
プ

こ
れ
ら
の
理
由
づ
け
の
タ
イ
プ
の
い
ず
れ
か
が
、
説
得
標
識
に

よ
っ
て
取
り
出
さ
れ
た
説
得
の
正
当
化
言
(
例
、
な
ぜ
な
ら
j
)

に
当
て
は
ま
り
、
そ
の
説
得
が
ど
の
よ
う
な
「
説
得
」
な
の
か
を

分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
吉
田
に
よ
る
「
説
得
」

の
分
類
手
順
は
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。
(
図
表
5
参
照
)

(
図
表
5
、
説
得
の
分
類
手
服
、
吉
田
の
分
類
手
順
を
筆
者
が
ま
と

め
た
も
の
)

①
「
説
得
標
識
」
に
よ
っ
て
「
説
得
」
と
思
わ
れ
る
も
の
を
教
科
書

記
述
か
ら
取
り
だ
す
。

「
説
得
標
識
」
は
当
為
ニ
一
一
口
標
識
(
例
、
「

i
す
べ
き
だ
」
、
「

i
し
て

は
い
け
な
い
」
)
、
評
価
言
標
識
(
例
、
「

i
が
よ
い
」
、
「
j
が
惑

い」、「
j
が
大
事
だ
」
)
、
評
他
言
相
似
標
識
(
例
、
「

i
が
自
然
だ
」
、

「j
が
役
立
つ
」
)
、
定
義
標
識
(
倒
、
「
真
の
勇
者
と
は
ー
で
あ
る
」
、

「
民
主
主
義
と
は
ー
で
あ
る
」
)
の
四
つ
で
あ
る
。

②
「
説
得
」
中
の
正
当
化
言
(
論
拠

(
G
)
i
理
由
づ
け
(

W

)

)

に
着
目
し
て
「
説
得
技
法
」
を
析
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ

う
な
「
説
得
」
な
の
か
を
分
類
す
る
。

「
説
得
技
法
」
は
理
由
づ
け

(
W
)
の
タ
イ
プ
で
あ
り
、
ど
の
よ

う
な
理
由
づ
け

(
W
)
で
説
得
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
分
類
す
る
。

こ
の
よ
う
な
手
順
で
教
科
書
の
「
説
得
」
を
分
類
し
そ
の
理
由

づ
け

(
W
)
の
タ
イ
プ
か
ら
、
教
科
書
の
ど
れ
く
ら
い
の
「
説
得
」

が
価
値
の
押
し
付
け
に
な
っ
て
し
ま
う
問
題
「
説
得
」
な
の
か
を

吉
田
は
分
析
し
た
。
具
体
的
に
は
「
な
ぜ
な
ら
j
」
と
い
う
正
当

化
言
が
含
ま
れ
ず
に
い
き
な
り
価
値
・
規
範
を
提
示
し
て
そ
れ
を

受
け
入
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
説
得
が
問
題
「
説
得
」
で
あ
り
、
理

由
づ
け

(
W
)
の
タ
イ
プ
は
「
ク
、
理
由
づ
け
の
な
い
タ
イ
プ
」



と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
開
題
「
説
得
」
を
検
出
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
吉
田
は
教
科
書
記
述
の
「
説
得
」
を
「
説
得
標
識
」
を
用
い

て
分
類
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
吉
田
の
研
究
で
は
教
科
書
記
述
の
説
得
の
分

析
を
行
っ
た
。
同
様
に
、
授
業
に
お
け
る
教
師
の
「
説
得
」
の
分

析
を
行
う
こ
と
も
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
教
師

の
説
得
中
に
も
当
為
言
襟
識
等
の
「
説
得
標
識
」
が
含
ま
れ
る
か

ら
で
あ
り
、
説
得
標
識
よ
っ
て
「
説
得
」
を
識
別
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。

一一、

授
業
記
録
に
お
け
る
説
得
標
識
に
よ
る

の
識
別

「
説
得
」

次
に
、
教
師
の
発
話
に
お
け
る
説
得
に
つ
い
て
二
つ
の
事
例
を

用
い
て
検
討
す
る
。
授
業
記
録
か
ら
、
吉
田
の
示
し
た
「
説
得
標

識
」
を
用
い
て
授
業
の
「
説
得
」
を
取
り
だ
す
こ
と
を
試
み
る
。

記
録
は
小
学
校
五
年
生
の
国
語
の
授
業
で
あ
る
。
単
元
「
大
造
じ

い
さ
ん
と
ガ
ン
」
の
授
業
で
、
場
一
面
は
子
ど
も
が
読
み
と
っ
た
内

容
を
発
表
す
る
場
部
で
あ
る
。
以
下
の
授
業
記
録
は
、
情
景
描
写

が
表
れ
て
い
る
笛
所
を
発
表
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
(
図
表

6

参
照
)

(
図
表
6
、
三
月
十
五
日
二
眠
、
単
元
九
時
間
目
、

T
を
教
師
、
百

と
S
を
子
ど
も
と
す
る
)

狂

01 

白
い
羽
が
飛
び
散
る
っ
て
書
い
て
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、

は
い
、
飛
び
散
る
っ
て
こ
と
は
、
普
通
に
飛
ん
で
た
ら
、
あ

ん
ま
り
、
散
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
飛
び
散
る
ま
で
は
い

か
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
i
。
パ
サ
パ
サ
バ
サ
つ
て
な
ら
な

い
、
飛
び
散
る
っ
て
こ
と
は
、
羽
が
バ
サ
パ
サ
パ
サ
っ
て

い
っ
ぱ
い
、
花
火
っ
て
い
う
か
、
い
っ
ぱ
い
、
出
て
く
る
っ

て
わ
け
で
す
よ
。
で
も
、
普
通
に
飛
ん
で
て
も
、
あ
ん
ま
り

羽
っ
て
落
ち
て
こ
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
で
も
、
や
っ
ぱ

り
、
激
し
く
飛
ん
で
い
る
か
ら
、
そ
の
羽
が
飛
び
散
る
か

ら
、
え
1
激
し
く
戦
っ
て
い
る
様
子
を
、
や
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

な
る
ほ
ど
ね
。

違
う
、
凄
ま
じ
く
と
激
し
く
は
違
、
つ
ん
だ
よ

激
し
く
と
い
う
言
葉
も
使
っ
て
い
る
の
で
、
凄
ま
じ
さ
と
か

激
し
さ
と
か
い
う
、
言
葉
の
問
題
か
あ
と
イ
メ
ー
ジ
の
問
題

な
ん
だ
け
ど
、
他
に
こ
の
お
の

1
に
つ
い
て
、
何
か
コ
メ
ン

ト
す
る
人
い
ま
す
、
ど
う
で
す
か
?
じ
ゃ
、
一
一
一
百
だ
け
先
生

伝
え
て
お
き
ま
す
ね
、
こ
れ
、
加
の
も
の
も
持
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
空
の
青
と

一生試雲
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
、
羽
の
自
さ
、
こ
れ
が
鮮
や
か
に
、
コ

T H T 
02 02 01 

T S 
03 01 



T S H 
04 02 03 

ン
ト
ラ
ス
ト
、
対
照
、
さ
せ
て
い
て
締
混
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
そ
の
締
箆
さ
か
ら
、
先
生
が
思
う
の
は
、
こ
の
・
:
な
ん

だ
っ
け
:
・
残
雪
の
、
行
為
の
、
行
為
を
白
で
表
し
て
い
る
感

じ
が
し
ま
せ
ん
か
。
・
・
読
み
過
ぎ
か
な

う
ん
、
つ
ん
、
つ
ん
、
つ
ん
。

二
7
4守
p
-

ノ，
4
B
'
A
d
k

行
為
っ
て
い
う
の
は
行
動
。
残
雪
の
こ
の
行
動
、
自
分
の
仲

間
を
助
け
よ
う
と
し
て
、
一
十
一
円
と
白
、
青
と
臼
も
さ
、
清
々
し

い
色
じ
ゃ
ん
。
ど
す
青
い
青
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
?
爽
や
か
な

背
で
し
ょ
、
そ
れ
と
白
っ
て
い
う
こ
と
で
ね
、
そ
う
い
う
読

み
方
も
実
は
あ
る
ん
で
す
。

発
表
箇
所
の
情
景
描
写
は
、
人
間
の
民
に
も
関
わ
ら
ず
仲
間
を

救
お
う
と
す
る
残
雪
の
美
し
い
行
為
と
ハ
ヤ
ブ
サ
と
の
戦
い
の
激

し
さ
が
描
か
れ
た
箆
所
で
あ
る
。
子
ど
も
日
は
本
文
の
「
羽
が
、

白
い
花
弁
の
よ
う
に
、
す
ん
だ
空
に
飛
び
散
り
ま
し
た
。
」
を
、

情
景
描
写
の
描
か
れ
て
い
る
箇
所
と
指
摘
し
て
い
る
。
教
師
T
は

戦
い
の
激
し
さ
と
い
う
情
景
描
写
に
加
え
て
、
残
雪
の
行
為
に
自

分
を
犠
牲
に
し
て
も
仲
間
を
救
お
う
と
す
る
価
値
的
な
も
の
が
読

み
と
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

教
師
は

T
位
「
じ
ゃ
、
一
一
一
一
一
口
だ
け
先
生
伝
え
て
お
き
ま
す
ね
、

こ
れ
、
加
の
も
の
も
持
っ
て
い
ま
す
。
」
か
ら
分
か
る
よ
う
に
色
々

な
捉
え
方
や
解
釈
が
あ
る
こ
と
を
示
し
つ
つ
も
、
日
開
麗
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。
そ
の
締
麗
さ
か
ら
、
先
生
一
が
思
う
の
は
、
こ
の
・
:
な

ん
だ
っ
け
:
・
残
雪
の
、
行
為
の
、
行
為
を
白
で
表
し
て
い
る
感
じ

が
し
ま
せ
ん
か
。
」
、
「
自
分
の
仲
間
を
助
け
よ
う
と

L
て
、
青
と

白
、
青
と
白
も
さ
、
清
々
し
い
色
じ
ゃ
ん
。
」
の
よ
う
な
読
み
取

り
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
子
ど
も

日
の
読
み
と
っ
た
「
激
し
く
戦
っ
て
い
る
様
子
」
と
い
う
情
景
描

写
に
加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
読
み
取
り
も
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
特
に
「
先
生
が
思
う
の
は
」
と
い
う
部
分
か
ら

教
師
の
読
み
と
っ
た
価
値
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
つ
つ
、
「
残
雪
の
、

行
為
の
、
行
為
を
白
で
表
し
て
い
る
感
じ
が
し
ま
せ
ん
か
」
と

言
っ
て
そ
の
価
値
を
生
徒
に
受
容
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
教
師
は
「
説
得
」
に
よ
っ
て
子
ど
も

H
の
読
み
と
れ
な
か
っ
た
、
自
分
を
犠
牲
に
し
て
も
仲
間
を
救
う

と
い
う
残
雪
の
行
為
が
美
し
い
、
と
い
う
価
値
(
自
己
犠
牲
の
尊

さ
)
を
受
容
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
用

い
る
説
得
標
識
は
評
価
言
相
似
標
識
(
倒
、
「
j
が
自
然
だ
」
等

の
評
価
言
と
相
似
し
た
も
の
)
が
該
当
し
、
教
師
に
よ
っ
て
子
ど

も
に
価
値
を
受
容
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
従
っ
て
、
こ
の
場
面
の
教
的
の
発
話
を
「
説
得
」
と
し
て
取

り
だ
せ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
図
表
6
で
示
し
た
場
一
面
で
は
、
情
景
描
写
の
「
締

麗
」
「
清
々
し
い
色
」
と
い
う
も
の
か
ら
、
「
残
雪
の
自
分
の
仲
間

を
助
け
よ
う
と
し
て
」
と
い
う
行
為
の
価
値
(
よ
い
こ
と
で
あ
る
)

と
、
「
美
し
い
」
と
い
う
も
の
を
結
び
付
け
、
子
ど
も
に
そ
の
価

値
を
受
容
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
(
説
得
し
て
い
る
)
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
説
得
中
の
正
当
化
言
か
ら
ど
の
よ
う
な
「
説
得
」

な
の
か
と
い
う
説
得
の
質
に
注
自
し
て
み
る
と
、
ま
ず
論
拠

(
G
)

に
「
残
雪
は
人
間
の
民
で
あ
っ
て
も
仲
間
を
劫
け
よ
う
と
す
る
」

が
位
置
づ
き
、
次
に
主
張

(
C
)
に
「
そ
の
行
為
は
と
て
も
清
々

し
い
も
の
で
あ
る
」
が
位
置
付
く
。
そ
し
て
理
由
づ
け

(
W
)
に

「
そ
の
情
景
描
写
は
空
の
青
と
羽
の
白
と
い
う
鮮
や
か
な
色
の
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
で
描
写
さ
れ
て
い
て
、
と
て
も
締
麗
で
清
々
し
い
行

為
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

理
由
づ
け
の
タ
イ
プ
と
し
て
は
「
イ
、
関
係
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
を
弱
る
タ
イ
プ
」
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
理
由
は
、
論
拠

(
G
)
「
民
で
あ
っ
て
も
仲
間
を
助
け

よ
う
と
す
る
」
と
主
張

(
C
)
「
そ
の
行
為
は
と
て
も
清
々
し
い
」

の
関
係
で
あ
る
自
己
犠
牲
を
描
写
す
る
表
現
が
鮮
や
か
な
色
の
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
で
描
写
さ
れ
て
い
て
と
て
も
締
麗
で
清
々
し
い
こ
と

か
ら
、
主
張

(
C
)
の
正
当
性
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
タ
イ

プ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
教
師
は
、

生
徒
に
以
下
の
図
表
の
よ
う
な
骨
格
の
「
説
得
」
を
行
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
(
図
表
7
参
照
)

(
図
表
7
、
教
師
の
説
得
の
図
式
)

論
拠

(
G
)

残
雪
は
人
間
の
民
で
あ
っ
て
も
仲
間
を

助
け
よ
う
と
す
る

あそ主
るの張
行(
為 C
は)

と
て
も
主主
H弓

々
し
し、

も
の
で

理由づけ (W)
その情景描写は空の青と羽の白という

鮮やかな色のコントラストで描写され

ていて、とても締践で清々しいから

同
様
に
次
に
示
す
授
業
の
場
面
で
は
、
教
p

師
は
子
ど
も
が
読
み

と
っ
た
内
容
を
踏
ま
え
て
教
室
全
体
を
「
説
得
」
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
場
面
は
授
業
前
半
の
物
詩
一
年
自
と

二
年
目
の
情
景
描
写
に
つ
い
て
の
子
ど
も
の
発
表
の
後
で
あ
る
。

こ
の
場
面
は
教
師
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
あ
る
。
教
師
は
そ
れ
ま
で
発



表
さ
れ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
、
一
年
目
と
二
年
目
の
情
景
描
写
を

「
説
得
」
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
(
図
表
8
参
照
)

(
図
表

8
、
一
二
月
一
五
日
二
限
、
単
元
九
時
間
目
、
教
師
の
モ
ノ

ロ
!
グ
)

T 

一
年
目
、
二
年
目
に
つ
い
て
は
、
も
う
こ
れ
以
上
い
い
か
な
!

と
思
っ
て
い
ま
す
。
気
持
ち
、
表
れ
て
る
よ
ね
、
一
年
自
の
秋

の
日
が
美
し
く
か
が
や
い
て
い
ま
し
た
、
さ
あ
こ
れ
で
、
あ
の

仕
掛
け
で
獲
れ
そ
う
だ
ぞ
っ
て
い
う
大
造
じ
い
さ
ん
の
気
持
ち

で
す
ね
。
わ
く
わ
く
す
る
、
気
持
ち
、
ね
。
そ
れ
を
何
か
予
感

さ
せ
る
?
上
手
く
い
き
そ
う
じ
ゃ
な
い
、
こ
う
い
う
表
現
っ

て
。
ど
ん
よ
り
し
て
る
と
上
手
く
い
か
な
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
そ

れ
を
感
じ
て
く
れ
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
二
ね
、
二
年

目
の
と
こ
ろ
も
、
今
度
あ
か
つ
き
の
光
が
す
が
す
が
し
く
流
れ

こ
ん
で
き
ま
し
た
。
も
う
わ
く
わ
く
し
ち
ゃ
う
よ
ね
、
い
い
イ

メ
ー
ジ
で
し
ょ
?
こ
う
朝
日
が
入
っ
て
く
る
っ
て
こ
と
は
、
こ

れ
か
ら
物
事
が
始
ま
っ
て
い
く
時
間
情
だ
か
ら
、
と
っ
て
も
い

い
イ
メ
ー
ジ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
何
か
わ
く
わ
く
し
ち
ゃ
う
で

し
ょ
?
そ
れ
が
、
朝
日
が
入
っ
て
こ
な
く
て
ど
ん
よ
り
し
て
い

る
と
。
今
日
一
日
暗
ー
い
っ
て
。
速
、
つ
ん
だ
け
ど
本
当
は
、
何

か
今
日
は
遥
が
悪
そ
う
だ
な
ー
み
た
い
な
ね
。
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

情
景
描
写
の
「
秋
の
日
が
美
し
く
か
が
や
い
て
い
ま
し
た
、
さ

あ
こ
れ
で
、
あ
の
仕
掛
け
で
獲
れ
そ
う
だ
ぞ
っ
て
い
う
大
造
じ

い
さ
ん
の
気
持
ち
で
す
ね
。
」
や
「
こ
う
朝
日
が
入
っ
て
く
る
っ

て
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
物
事
が
始
ま
っ
て
い
く
時
間
帯
だ
か
ら
、

と
っ
て
も
い
い
イ
メ
ー
ジ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
こ
か
ら
「
わ
く
わ

く
す
る
気
持
ち
」
が
読
み
と
れ
る
こ
と
を
子
ど
も
達
に
「
説
得
」

し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
面
で
用
い
る
「
説
得

標
識
」
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
上
手
く
い
き
そ
う
な
、
こ
れ
か

ら
何
か
が
始
ま
る
、
わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
い
い
イ
メ
ー
ジ
な
ん

だ
と
い
う
「
定
義
標
識
」
が
該
当
し
、
教
師
か
ら
「
説
得
」
を
取

り
だ
せ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
の
場
面
の
教
師
の

発
話
を
「
説
得
」
と
し
て
取
り
出
せ
る
。
こ
れ
と
同
時
に
「
ど
ん

よ
り
」
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
こ

と
も
読
み
と
れ
る
。

説
得
中
の
正
当
化
言
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
ず
論
拠

(
G
)
に
「
秋
の
日
が
美
し
く
か
が
や
い
て

い
ま
し
た
」
と
「
あ
か
つ
き
の
光
が
す
が
す
が
し
く
流
れ
こ
ん
で

き
ま
し
た
」
が
位
置
づ
き
、
次
に
主
張

(
C
)
に
「
上
手
く
い
き

そ
う
じ
ゃ
な
い
、
こ
う
い
う
表
現
っ
て
」
と
「
さ
あ
こ
れ
で
、
あ

の
仕
掛
け
で
獲
れ
そ
う
だ
ぞ
っ
て
い
う
大
造
じ
い
さ
ん
の
気
持

ち
」
が
位
置
付
く
。
そ
し
て
理
由
づ
け

(
W
)
に
そ
れ
ぞ
れ
「
ど



ん
よ
り
し
て
る
と
上
手
く
い
か
な
そ
う
じ
ゃ
な
い
」
と
「
朝
日
が

入
っ
て
く
る
っ
て
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
物
事
が
始
ま
っ
て
い
く
時

間
帯
だ
か
ら
、
と
っ
て
も
い
い
イ
メ
ー
ジ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
が

含
ま
れ
て
い
る
。

理
由
づ
け
の
タ
イ
プ
は
、
「
ェ
、
定
義
に
よ
っ
て
正
当
化
を
図

る
タ
イ
プ
」
が
該
当
す
る
と
忠
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
論
拠

(
G
)
に
佼
霞
付
く
情
景
描
写
「
秋
の
日
が
美
し
く
か
が
や
い
て

い
ま
し
た
」
や
「
あ
か
つ
き
の
光
が
す
が
す
が
し
く
流
れ
こ
ん
で

き
ま
し
た
」
と
い
っ
た
表
現
が
、
理
由
づ
け

(
W
)
「
ど
ん
よ
り

で
は
な
い
」
や
「
拐
の
こ
れ
か
ら
物
事
が
始
ま
っ
て
い
く
時
間
帝

で
い
い
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
定
義
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
こ
の
よ

う
な
定
義
を
持
つ
表
現
で
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
主
張

(
C
)
「上

手
く
い
き
そ
う
」
、
「
さ
あ
こ
れ
で
、
あ
の
仕
掛
け
で
獲
れ
そ
う
だ

ぞ
っ
て
い
う
大
造
じ
い
さ
ん
の
気
持
ち
」
の
正
当
性
を
論
証
し
よ

う
と
し
て
い
る
タ
イ
プ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
教
師
は
生
徒
に
、
以
下
の
よ
う
な
骨
格
の
説
得
を
行
っ

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
関
表
9
参
照
)

(
図
表
9
、
教
師
の
説
得
の
関
式
)

円

i

の そだう あさ下 い上手主張 れあ し秋拠論
こカ、 た の

気持ちぞれ」 長現 く( ん つ が15i ，，eGEdh-町、
ぃ C でき

つで っ き )
まき 光の 美

て、
てそっ し

いあ し が

造大う 仕掛の
じ たす 治、

や カま 治宝

な す や

じけ し、 ヵτ し、

いで し て
さ殺: '- し、

んれ つ i定 ま

理由づけ (W)

どんよりしてると上手くいかなそうじゃない

~'i)j !ヨが入ってくるってことは、これから物事が

始まっていく i時間帯だから、とってもいいイ

メージじゃないですか

以
上
の
よ
う
に
教
科
書
の
記
述
を
対
象
と
し
た
「
説
得
標
識
」

を
用
い
て
教
師
の
「
説
得
」
を
取
り
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
教
師

の
発
話
も
、
説
得
襟
識
で
識
別
で
き
る
「
定
義
襟
識
」
が
含
ま
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
次
に
、
教
師
の
発
話
か
ら
。
取
り
出
し

た
説
得
に
共
通
す
る
も
の
を
検
討
す
る
。
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授
業
場
面
に
お
け
る
説
得
標
識
と
し
て
の
半
疑
問

表
現

前
章
で
「
説
得
標
識
」
を
用
い
て
取
り
だ
し
た
「
説
得
」
は
、

教
師
の
発
話
が
対
象
で
あ
る
。
教
科
書
の
記
述
と
教
締
の
発
話
の

大
き
な
違
い
は
、
話
し
手
と
開
き
手
の
や
り
と
り
で
あ
る
相
互
作

用
の
有
無
で
あ
る
。
教
師
の
発
話
は
、
子
ど
も
と
の
相
互
作
用
で

発
せ
ら
れ
る
。
教
的
の
側
か
ら
の
一
方
的
な
「
説
得
」
で
は
な
く
、

子
ど
も
の
側
と
の
や
り
と
り
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中

で
教
師
の
「
説
得
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的

に
は
、
口
語
体
で
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
違
い
が
考
え
ら
れ
る
。

「
説
得
標
識
」
は
相
互
作
用
中
の
口
語
体
か
ら
「
説
得
」
を
取

り
出
し
、
価
値
の
押
し
付
け
に
よ
る
問
題
「
説
得
」
を
見
つ
け
る

こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
説
得
の
骨
格
を
背

景
に
し
て
い
る
説
得
標
識
は
口
語
体
で
あ
っ
て
も
そ
の
骨
格
は
変

わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前
章
で
実
際
に
取
り
出
す
こ
と
が
で
き

た
説
得
も
、
正
当
化
言
(
論
拠

(
G
)
i
理
由
づ
け

(
W
)
)
か

ら
な
る
説
得
の
骨
格
を
備
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
説
得
が
ど

の
よ
う
な
理
由
づ
け

(
W
)
で
説
得
し
て
い
る
説
得
な
の
か
を
正

当
化
タ
イ
プ
で
分
類
も
で
き
て
い
る
。

口
語
体
の
説
得
の
そ
の
特
徴
に
注
目
す
る
と
、

い
ず
れ
も
教
師

の
発
話
に
特
有
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
図

表
6
と
図
表
8
の
教
仰
の
発
話
に
注
目
す
る
と
、
発
話
に
お
い
て

教
師
は
「
ー
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
や
「
j
で
し
ょ
?
」
と
い
う
半

疑
問
の
表
現
を
用
い
て
い
る
(
発
話
中
の
「
?
」
は
テ
キ
ス
ト
化

す
る
際
に
問
い
か
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
笛
所
で
あ
る
。
例
え
ば

間
が
あ
っ
て
応
答
を
誘
っ
て
い
る
よ
う
な
箇
所
や
語
尾
の
音
程
が

異
な
る
個
所
で
あ
る
)
。

教
師
は
、
問
い
か
け
た
で
あ
ろ
う
子
ど
も
の
応
答
が
な
く
て
も

発
話
を
続
け
て
い
る
。
教
室
内
の
発
問
と
応
答
の
関
係
に
は
、
一

般
的
に
教
師
の
発
問
と
そ
れ
に
続
く
子
ど
も
の
応
答
、
さ
ら
に
そ

の
応
答
を
評
価
す
る
教
師
の
発
話
と
い
う
一
連
の
発
問
応
答
関
係

が
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
。
上
記
の
授
業
で
教
師
は
、
子
ど
も
の

応
答
を
待
つ
よ
り
も
子
ど
も
に
さ
ら
に
問
い
か
け
な
が
ら
発
話
を

続
け
て
い
る
。
し
か
し
単
な
る
独
り
語
り
で
は
な
く
明
確
に
子
ど

も
に
問
い
か
け
な
が
ら
も
、
そ
の
問
い
か
け
に
応
答
を
求
め
て
い

な
い
よ
う
な
発
問
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
完
全
な
問

い
か
け
(
疑
問
)
で
は
な
い
た
め
半
疑
問
と
呼
ぶ
。

半
疑
問
と
い
う
表
現
は
、
「
単
語
の
意
味
を
問
う
よ
り
も
、
こ

ん
な
表
現
が
適
切
だ
と
思
う
の
で
す
が
と
い
う
確
認
の
意
味
」
を

持
つ
こ
と
が
松
井
(
二

0
0
こ
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
半
疑
問
表
現
が
教
師
の
発
話
に
お
け
る
「
説
得
」
の
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場
面
に
共
通
し
て
現
れ
て
い
る
。
で
は
教
師
は
説
得
で
は
な
く
、

子
ど
も
に
確
認
し
て
い
る
の
、
だ
ろ
う
か
。
日
常
生
活
に
お
け
る
半

疑
問
表
現
は
、
発
話
内
容
に
自
信
が
な
く
、
話
し
な
が
ら
相
手
に

同
意
を
求
め
る
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
す
る
。
そ
の
た
め
、
開
い
て

い
る
側
か
ら
す
れ
ば
断
定
表
現
で
話
さ
れ
る
方
が
発
話
内
容
に
伺

意
し
や
す
い
と
患
わ
れ
る
。
し
か
し
教
師
の
発
話
に
お
い
て
は
、

子
ど
も
の
反
応
を
確
か
め
な
が
ら
(
確
認
し
な
が
ら
)
話
す
こ
と

が
で
き
る
た
め
に
教
師
の
「
説
得
」
に
適
し
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
下
に
示
す
場
面
は
情
景
描
写
で
心
情
を
表
す
場
面
を
発
表
さ

せ
て
い
る
場
面
で
、
心
情
で
は
な
く
雰
閤
気
を
表
し
て
い
る
場
面

で
あ
る
と
述
べ
る
場
面
で
あ
る
。
(
図
表
山
参
照
)

図
表
山
、
三
月
十
五
日
二
眼
、
単
元
九
時
間
自

T 
01 

あ
の
、
先
に
一
吉
っ
て
お
く
け
ど
も
、
こ
れ
は
ね
、
心
情

で
は
な
い
で
す
。
心
情
で
は
な
い
で
す
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
雰
臨
気
で
す
。
こ
れ
は
こ
の
間
の
、
定
期
試
験

で
も
や
っ
た
じ
ゃ
な
い
、
雰
囲
気
だ
っ
た
で
し
ょ
?
あ

れ
。
質
問
さ
れ
た
と
こ
ろ
。
選
ぶ
ゃ
っ
、
覚
え
て
る
?

選
択
す
る
や
つ
:
・

S 
01 

T 
02 

そ
う
、
覚
え
て
る
?
リ
コ

i
ダ

i
の
音
が
、
柔
ら
か
く
関
こ

え
た
っ
て
い
う
や
っ
。
あ
れ
は
心
情
で
は
な
い
で
し
ょ
?
そ

の
場
の
、
雰
囲
気
で
し
ょ
、
段
々
、
段
々
。
丸
く
な
っ
て

い
っ
て
、
人
間
関
係
が
丸
く
な
っ
て
い
っ
て
、
成
長
し
て
っ

て
こ
れ
か
ら
う
ま
く
い
く
ぞ
、
っ
て
い
う
雰
囲
気
が
感
じ
ら

れ
た
ん
で
し
ょ
?
だ
か
ら
、
気
持
ち
だ
け
で
は
な
い
、
雰
囲

気
も
感
じ
ら
れ
た
。

こ
の
場
面
で
は
心
情
で
は
な
く
雰
囲
気
を
表
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
、
以
前
の
定
期
試
験
の
「
雰
囲
気
の
表
現
」
を
想
起
さ
せ

て
「
説
得
」
を
行
っ
て
い
る
。
説
得
標
識
は
、
「
過
去
に
雰
囲
気

を
表
し
て
い
た
表
現
と
同
じ
で
あ
り
、
今
回
も
雰
囲
気
を
表
し
て

い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
説
得
を
行
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
当
為
言
標
識

(
j
す
べ
き
)
で
あ
る
。
こ
の
説
得
は
、
論
拠

(
G
)
「
こ
の
よ
う
な
表
現
は
心
情
で
は
な
く
雰
囲
気
を
表
現
し
て

い
る
」
、
理
由
づ
け

(
W
)
「
以
前
ゃ
っ
た
定
義
試
験
で
は
こ
の
よ

う
な
表
現
は
雰
閤
気
を
表
現
し
て
い
た
」
、
主
張

(
C
)
「
だ
か
ら

こ
の
よ
う
な
表
現
は
心
情
で
は
な
く
雰
図
気
を
表
現
し
て
い
る
」

と
い
う
説
得
の
骨
格
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
説
得
の
種
類
は
、
「
イ
、
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
正
当
化
を
図
る
タ
イ
プ
(
類
似
、
比
較
、
分
類
、
因
果
関

係
)
」
の
正
当
化
の
タ
イ
プ
が
該
当
す
る
。
正
確
に
は
足
立
の
類

Q
J
 



似
に
よ
る
議
論
の
定
義
「
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
今
回
も
そ

う
で
あ
ろ
う
」
に
該
当
す
る
。
こ
の
場
面
は
こ
れ
ら
に
加
え
て
、

教
師
に
よ
る
「
j
で
し
ょ
?
」
と
い
う
半
疑
問
表
現
で
問
い
か
け

な
が
ら
子
ど
も
の
反
応
を
確
認
す
る
発
話
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
教
師
の
発
話
の
「
説
得
」
に
は
問
い
か

け
な
が
ら
「
j
で
し
ょ
?
」
と
確
認
す
る
半
疑
問
表
現
が
含
ま
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
半
疑
問
表
現
で
あ
れ
ば
全
て
の
教
師
の
発
話

が
「
説
得
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
半
疑

問
表
現
に
よ
る
「
問
い
か
け
な
が
ら
確
認
す
る
」
と
い
う
教
師
の

発
話
は
、
実
際
に
授
業
場
面
に
お
け
る
多
く
の
説
得
に
用
い
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
授
業
場
面
の
説
得
の
特
徴
の
一
つ
と
し

て
、
問
い
か
け
な
が
ら
確
認
す
る
こ
の
半
疑
問
表
現
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
教
科
書
の
記
述
に
お
け
る
説
得
に
は
、
当
為
ニ
一
一
口

標
識

(
j
す
べ
き
だ
)
と
評
価
言
標
識

(
j
が
よ
い
)
、
評
価
言

相
似
襟
識

(
j
が
自
然
だ
)
、
定
義
標
識
(
民
主
主
義
と
は
j
で

あ
る
)
の
い
ず
れ
か
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
「
説
得
標
識
」
は
、

説
得
を
取
り
出
す
た
め
の
標
識
で
あ
る
。
従
っ
て
、
教
師
の
発
話

に
お
け
る
説
得
を
取
り
だ
す
標
識
と
し
て
、
半
疑
問
表
現

(
j
で

し
ょ
?
)
を
こ
の
四
つ
の
標
識
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

ら
れ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
授
業
に
お
け
る
教
師
の
説
得
を
取
り
出
す
場
合
の

「
説
得
標
識
」
を
検
討
し
た
。
「
説
得
」
と
は
価
値
や
行
為
規
範
を

柏
手
に
受
容
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
言
語
行
為
で
あ
る
。
「
j
は

よ
い
こ
と
だ
」
と
い
う
一
許
儲
一
一
一
一
口
と
、
「
だ
か
ら

1
し
な
さ
い
」
と

い
う
当
為
言
を
そ
の
骨
格
に
持
つ
「
説
得
」
は
、
「
ー
は
よ
い
こ

と
だ
」
と
い
う
価
値
を
相
手
に
受
容
さ
せ
、
「
j
す
る
こ
と
」
を
「
説

得
」
し
て
い
る
。
教
科
書
の
記
述
に
お
け
る
「
説
得
」
を
取
り
出

そ
う
と
し
た
吉
田
の
「
説
得
標
識
」
は
、
当
為
言
標
識

(
j
す
べ

き
だ
)
、
評
価
ニ
一
一
口
標
識

(
i
が
よ
い
)
、
評
価
言
相
似
標
識

(
j
が

自
然
だ
)
、
定
義
標
識
(
民
主
主
義
と
は
ー
で
あ
る
)
の
四
つ
で

あ
る
。
こ
の
四
つ
の
標
識
の
い
ず
れ
か
が
言
明
中
に
識
別
で
き
る

場
合
に
「
説
得
」
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ

と
同
様
に
教
師
の
発
話
中
で
も
、
こ
の
四
つ
の
い
ず
れ
か
が
識
別

で
き
る
場
合
に
「
説
得
」
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

言
明
中
か
ら
取
り
出
し
た
も
の
が
ど
の
よ
う
な
「
説
得
」
な
の

か
は
、
「
説
得
」
中
の
正
当
化
一
一
一
一
口
(
論
拠

(
G
)
i理
由
づ
け
(
W
)
)

の
タ
イ
プ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
理
由
づ
け

(
W
)
で
説
得
し
て
い

る
か
に
よ
っ
て
分
類
す
る
。
事
例
の
授
業
記
録
か
ら
は
、
子
ど
も

が
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
「
情
景
描
写
に
よ
っ
て
清
々
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し
い
行
為
で
あ
る
こ
と
が
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
「
説
得
」

し
て
い
る
場
面
や
、

7
」
の
よ
う
な
情
景
描
写
は
い
い
イ
メ
ー
ジ

な
ん
だ
」
と
い
う
定
義
か
ら
「
わ
く
わ
く
す
る
気
持
ち
」
が
読
み

と
れ
る
こ
と
を
「
説
得
」
し
て
い
る
場
面
を
、
教
師
の
発
話
の
「
説

得
」
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
理
由
づ
け

の
タ
イ
プ
は
「
イ
、
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当

化
を
図
る
タ
イ
プ
」
と
「
エ
、
定
義
に
よ
っ
て
正
当
化
を
図
る
タ

イ
プ
」
と
い
う
タ
イ
プ
の
説
得
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
説
得
は
教
締
の
発
話
に
お
け
る
説
得
で
あ

り
、
そ
れ
を
取
り
出
す
た
め
に
用
い
た
「
説
得
標
識
」
の
対
象
と

す
る
一
一
一
一
口
明
は
教
科
書
の
記
述
で
あ
る
。
そ
の
遠
い
は
、
教
師
と
生

徒
の
相
互
作
用
に
あ
る
。
「
説
得
」
が
取
り
出
せ
た
授
業
記
録
中

の
教
締
の
発
話
に
共
通
す
る
特
徴
は
、
発
話
に
含
ま
れ
る
半
疑
問

表
現
に
あ
る
。
教
師
の
発
話
に
お
け
る
半
疑
問
表
現
は
、
子
ど
も

に
問
問
い
か
け
な
が
ら
そ
の
理
解
を
確
か
め
て
「
説
得
」
を
す
る
際

に
伴
う
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
半
疑
問
問
表
現
を
用
い

た
「
説
得
」
は
、
子
ど
も
の
理
解
を
確
認
し
て
子
ど
も
の
持
つ
価

値
を
変
容
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
「
説
得
」
だ
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
教
科
書
の
一
記
述
に
お
け
る
説
得
に
は
当
為
言
襟
識
(
j
す

べ
き
だ
)
と
評
価
言
標
識
(
j
が
よ
い
)
、
評
価
言
相
似
標
識

(
j
が
自
然
だ
)
、
定
義
標
識
(
民
主
主
義
と
は
ー
で
あ
る
)
の
い

ず
れ
か
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
説
得
標
識
は
、
説
得
を
取
り
出

す
た
め
の
標
識
で
あ
る
。
従
っ
て
教
師
の
発
話
に
お
け
る
説
得
を

取
り
だ
す
標
識
と
し
て
、
半
疑
問
表
現

(
j
で
し
ょ
?
)
を
加
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

半
疑
問
表
現
に
よ
る
「
問
い
か
け
な
が
ら
確
認
す
る
」
と
い
う

教
師
の
発
話
は
、
実
際
に
授
業
場
一
面
に
お
け
る
多
く
の
説
得
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
人
の

教
師
と
複
数
の
子
ど
も
に
よ
る
授
業
場
面
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
不
特
定
多
数
に
半
疑
問
表
現
で
確
認
す
る
こ
と
で
注
意
を
引

く
等
の
、
説
得
す
る
対
象
を
限
定
せ
ず
に
納
得
し
て
い
な
い
子
ど

も
達
を
万
遍
な
く
説
得
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
発
話

の
半
疑
問
表
現
に
つ
い
て
、
教
師
経
験
に
よ
る
も
の
か
、
そ
れ
と

も
偶
人
の
特
徴
な
の
か
と
い
う
点
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。
授
業

場
面
で
の
教
師
の
説
得
に
半
疑
問
表
現
が
用
い
ら
れ
る
理
由
は
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

な
お
本
稿
で
用
い
た
授
業
記
録
に
つ
い
て
、
研
究
対
象
校
学
校

長
、
調
査
対
象
ク
ラ
ス
担
任
よ
り
、
研
究
期
間
中
に
接
し
た
個
人

名
お
よ
び
組
織
名
等
の
特
定
名
称
情
報
に
関
し
て
守
秘
義
務
を
遵

守
す
る
事
を
条
件
に
、
研
究
成
果
を
学
術
文
献
に
発
表
す
る
こ
と

を
許
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
先
生
方
に
は
多
大
な
ご
支
援
を
頂

い
た
。
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
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