
　
　

最
初
に
、
以
下
の
注
意
事
項
を
よ
く
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

一
、
問
題
冊
子
は
監か

ん
と
く督

者
の
指
示
が
あ
る
ま
で
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

二
、
監
督
者
の
指
示
に
よ
り
、
最
初
に
問
題
冊
子
の
表
紙
と
解
答
用
紙
の
、

指
定
さ
れ
た
ら
ん
に
受
験
番
号
と
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

三
、
試
験
問
題
の
内
容
に
関
す
る
質
問
に
は
応
じ
ま
せ
ん
。
そ
れ
以
外
の

用
事
が
あ
る
と
き
は
手
を
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

四
、
受
験
中
気
分
が
悪
く
な
っ
た
と
き
は
、
監
督
者
に
申
し
出
て
く
だ
さ

い
。

五
、
字
数
に
制
限
の
あ
る
問
題
で
は
「
、
」
や
「
。
」
な
ど
の
記
号
も
一

字
と
数
え
ま
す
。

六
、
解
答
用
紙
は
持
ち
帰
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

受 験 番 号

7

氏名

（
Ｋ
Ｕ
7
─
1
）

二
〇
二
四
年
度

入
　
学
　
試
　
験
　
問
　
題

国
　
　
　
　
語
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〔
一
〕
次
の　
　

部
の
カ
タ
カ
ナ
を
、
漢
字
に
改
め
な
さ
い
。

①　

ゲ
キ
ジ
ョ
ウ
で
リ
ハ
ー
サ
ル
を
行
う
。

②　

天
気
予
報
で
コ
ウ
ス
イ
確
率
を
確
認
す
る
。

③　

有
名
な
ハ
イ
ユ
ウ
が
主
演
を
つ
と
め
る
。

④　

カ
イ
ダ
ン
を
静
か
に
上
る
。

⑤　

編
集
し
た
ザ
ッ
シ
が
書
店
に
な
ら
ぶ
。

⑥　

出
発
ジ
コ
ク
を
決
め
る
。

⑦　

セ
ッ
ソ
ウ
の
な
い
行
動
を
と
る
。

⑧　

畑
の
土
を
タ
ガ
ヤ
す
。
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〔
二
〕
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

私
が
ま
だ
子
ど
も
だ
っ
た
こ
ろ
、
テ
レ
ビ
に
出
て
く
る
ヒ
ー
ロ
ー
た
ち
は
、
い
つ
も
悪
を
や
っ
つ
け
て
く
れ
ま
し
た
。「※

１水

戸
黄
門
」
も
同
じ
で
す
ね
。
行
く
町
、
行
く
町
、
必
ず
「
悪
代
官
」
と
か
「
悪
徳
商
人
」
と
か
が
い
る
。
こ
の
世
界
が
、
も
し

も
善
と
悪
と
の
二
大
勢
力
の
争
い
だ
っ
た
ら
、
こ
ん
な
に
簡
単
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
善
が
悪
を
懲こ

ら
し
め
れ
ば
終
わ
り
で

す
。
し
か
し
、１
大
人
に
な
っ
て
い
く
中
で
私
が
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
も
っ
と
複
雑
な
こ
と
で
し
た
。

一
つ
に
は
、「
善
人
が
悪
を
な
す
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
会
社
ぐ
る
み
の
犯
罪
と
か
が
そ
う
で
す
が
、
一
人
ひ
と
り
の
社
員

は
ご
く
普ふ

通つ
う

の
人
で
、
仕
事
場
で
は
み
ん
な
と
う
ま
く
や
り
、
命
じ
ら
れ
た
と
お
り
にⅠ
そ
つ
な
く

⌇
⌇
⌇
⌇

仕
事
を
こ
な
し
、
家
に
帰
る

と
仲な

か

睦む
つ

ま
じ
い
家
族
で
、
普
通
に
暮
ら
し
て
い
る
。
で
も
、
そ
の
仕
事
で
は
、
法
令
違い

反は
ん

が
日
常
的
な
ル
ー
ル
や
慣
行
に
な
っ

て
い
た
り
、
法
令
違
反
の
何
か
を
や
る
た
め
の
片
棒
を
担か

つ

い
で
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
こ
れ
、
ヤ
バ
い
か
ら
、
や

め
た
方
が
い
い
で
す
よ
」
と
上
司
に
言
う
の
は
勇
気
が
必
要
だ
し
、{

`̀̀
`

①`̀̀
`
} 

、
自
分
が
担
当
す
る
部
分
は
直
接
法
令

に
触ふ

れ
な
い
よ
う
な
仕
事
だ
っ
た
り
す
る
と
、
悪
を
な
し
て
い
る
と
い
う
自
覚
す
ら
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
法
令
違
反
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
命
じ
た
当
の
責
任
者
も
、
あ
く
ど
い
人
間
で
は
な
く
、「
会
社
の
発
展
の
た
め
に
や
む
を
え
ず
や
っ
た
」
と

か
考
え
て
い
た
り
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ジ
ン
ゴ
イ
ズ
ム
（jingoism

）
と
い
う
英
語
が
あ
り
ま
す
。
偏へ

ん

狭き
ょ
う

な
愛
国
主
義
、
攻こ

う

撃げ
き

的
な
愛
国
主
義
の
こ
と
を
意
味
し

て
い
ま
す
。
自
国
の
権
益
を
守
り
た
い
か
ら
と
、
他
国
へ
の
高
圧
的
な
態
度
や
好
戦
的
な
主
張
を
す
る
よ
う
な
人
た
ち
の
考
え

方
が
ジ
ン
ゴ
イ
ズ
ム
で
す
。
ウ
ェ
ブ
の
書
き
込こ

み
で
、「
○
○
は
反
日
だ
！
」
と
わ
め
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
が
い
っ
ぱ
い
あ

り
ま
す
が
、
典
型
的
な
ジ
ン
ゴ
イ
ズ
ム
で
す
ね
。
当
人
た
ち
は
善
意
で
と
い
う
か
、
正
義
感
を
も
ち
な
が
ら
、「
あ
い
つ
ら
を
、

や
っ
つ
け
て
し
ま
え
！
」
と
叫さ

け

ん
で
い
る
か
ら
、
な
か
な
か
や
っ
か
い
で
す
。
実
際
に
会
っ
て
み
る
と
、
腰こ

し

の
低
い
、
善
良
な

人
だ
っ
た
り
す
る
そ
う
で
す
（
私
も
一
人
、
知
り
合
い
に
そ
う
い
う
人
が
い
ま
す
）。

も
う
一
つ
に
は
、
善
と
悪
の
対
立
に
映
る
も
の
は
、「
善
意
の
ぶ
つ
か
り
合
い
」
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
町
の
再
開
発
の
議
論
を
例
に
と
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
一
方
に
は
、「
商
店
街
の
道
路
を
拡か

く

幅ふ
く

し
て
、
渋じ

ゅ
う

滞た
い

を
減
ら
し
つ

つ
災
害
に
強
い
町
作
り
を
進
め
る
」
と
主
張
す
る
人
が
い
ま
す
。{

`̀̀
`

②`̀̀
`
} 

、
他
方
に
は
、「
道
路
の
拡
幅
を
や
る
と
、

た
く
さ
ん
の
小
さ
な
商
店
が
一い

っ

掃そ
う

さ
れ
て
商
店
街
の
魅み

力り
ょ
く

が
低
下
し
、
町
の
活
力
が
下
が
る
」
と
い
う
議
論
も
出
て
き
ま
す
。

国
と
国
と
の
対
立
や
、
民
族
間
の
緊き

ん

張ち
ょ
う

な
ん
か
も
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
ど
ち
ら
の
側
も
自
分
た
ち
の
言
い
分
が
あ
る
。
こ

れ
は
「
善
と
善
と
の
争
い
」
な
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
「
悪
人
」
は
い
な
い
わ
け
で
す
。

善
意
を
抱い

だ

い
た
個
人
が
普
通
に
や
っ
て
い
る
行こ

う

為い

が
、
社
会
に
と
っ
て
の
「
悪
」
に
加
担
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、

「
善
」
は
多
様
に
あ
り
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
異
な
る
価
値
を
信
じ
て
善
意
で
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
る

人
の
善
意
に
よ
る
行
為
が
必
ず
し
も
善
い
結
果
を
生
み
出
さ
な
か
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
格
言
に
は
「
地じ

獄ご
く

へ
の
道
は
善
意
で
敷し

き
詰つ

め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
ね
、
と
思
い
ま
す
。

学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
私
は
途と

端た
ん

に
気
が
重
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
と
も

か
く
面め

ん

倒ど
う

な
「
問
い
」
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
。

第
一
に
、「
道
徳
と
は
そ
も
そ
も
何
か
」
と
い
っ
た
一い

っ

般ぱ
ん

的
な
難
題
が
ま
ず
あ
り
ま
す
。「
あ
る
道
徳
の
体
系
が
正
当
化
さ
れ

る
と
し
た
ら
、
そ
の
根こ

ん

拠き
ょ

は
何
か
？
」
と
い
っ
た
問
い
で
す
。２
は
っ
き
り
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
万
人
が
納
得
で
き
る
究
極
の

道
徳
体
系
な
ん
か
な
い
し
、
当
然
そ
れ
を
根
拠
づ
け
る
理
論
も
あ
り
ま
せ
ん
。

著
作
物
利
用
の
た
め
本
文
は
削
除
し
ま
す
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ど
こ
か
の
聖
典
や
誰だ

れ

か
の
道
徳
論
を
も
っ
て
き
て
「
根
拠
は
こ
れ
だ
！
」
と
言
う
人
が
い
ま
す
。
で
も
、
そ
の
場
合
に
は
、

「
で
は
、
そ
の
根
拠
自
体
は
ど
う
い
う
正
当
化
の
根
拠
を
も
っ
て
い
る
の
か
？
」
と
さ
ら
に
問
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。「『※

２論

語
』
に
こ
う
書
い
て
あ
る
」
と
か
、「※

３ヘ
ー
ゲ
ル
が
道
徳
を
こ
う
説
明
し
て
い
る
」
と
か
言
わ
れ
た
っ
て
、「
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

ど
う
し
て
そ
れ
が
正
し
い
と
言
え
る
の
？
」
と
ツ
ッ
コ
ミ
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、「
み
ん
な
で
共
同
生
活
を
し
て
い
る
中
で
自
然
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
根
拠
を
説
明
す
る
人
た
ち
も

い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、「
そ
ん
な
合
意
は
成
立
し
て
い
な
い
」、「
仮
に
暗あ

ん

黙も
く

の
合
意
が
過
去
に
あ
っ
た
と
し

て
も
、
新
し
い
世
代
は
そ
れ
に
縛し

ば

ら
れ
る
理
由
は
な
い
」
と
い
っ
た
反
論
が
出
さ
れ
ま
す
。「
親お

や
じ父

の
頭
は
古
い
ん
だ
よ
！
」

と
い
う
、
よ
く
あ
る
親
子
間
の
葛か

っ

藤と
う

は
、
そ
ん
な
感
じ
で
す
ね
。

　

「
人
類
は
進
化
の
過
程
で
、
あ
る※

４性
向
を
も
っ
た
人
た
ち
が
生
き
の
び
て
き
た
」
と
、
道
徳
の
起
源
を
進
化
に
求
め
る
議
論

も
あ
り
ま
す
。
生
存
す
る
こ
と
自
体
が
大
変
だ
っ
た
初
期
人
類
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
他
者
と
協
力
で
き
る
タ
イ
プ
の
個
体
群

の
生
存
率
の
方
が
高
か
っ
た
。{

`̀̀
`

③`̀̀
`
} 

、
今
の
人
類
は
、
他
者
を
気
づ
か
う
遺
伝
子
が
も
と
も
と
備
わ
っ
て
い
る
の

だ
、
と
い
う
ふ
う
な
説
明
で
す
（
ジ
ェ
イ
ム
ズ　

二
〇
一
八
）。
こ
れ
は
な
か
な
か
興
味
深
い
し
、
納
得
す
る
部
分
は
あ
り
ま

す
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
人
類
共
通
の
Ｏ
Ｓ
（
基
本
ソ
フ
ト
）
を
説
明
し
て
く
れ
る
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
文

明
社
会
以
前
の
森
林
や
草
原
で
の
サ
バ
イ
バ
ル
の
論
理
を
、
現
代
の
複
雑
な
文
明
社
会
の
道
徳
の
体
系
に
そ
の
ま
ま
持
ち
込
ん

だ
ら
、
お
か
し
な
こ
と
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
究
極
の
道
徳
体
系
な
ん
か
な
い
し
、
当
然
そ
れ
を
根
拠
づ
け
る
理
論
も
な
い
わ
け
で
す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
私
は
「
道
徳
に
は
根
拠
が
な
い
か
ら
不
要
だ
」
と
言
い
た
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
根
拠
の
有
無
と
要
／
不
要
と
は
、
別

次
元
の
問
題
で
す
。
暫ざ

ん

定て
い

的
でⅡ
相
対
的

⌇
⌇
⌇

、
多
元
的
な
も
の
と
し
て
道
徳
は
存
在
し
て
き
て
い
る
し
、
そ
れ
は
社
会
の
変
化
の
中

で
た
え
ず
見
直
さ
れ
、
更こ

う

新し
ん

さ
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
れ
、
私
た
ち
の
社
会
に
は
道
徳
は
必
要
だ
し
、
そ

れ
が
お
互た

が

い
の
生
活
を
よ
り
快
適
な
も
の
に
す
る
と
思
い
ま
す
。

第
二
に
、「
道
徳
を
教
え
よ
う
」
と
い
う
話
に
な
れ
ば
、
誰
が
ど
う
い
う
道
徳
の
中
身
を
選
ぶ
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
題
が

あ
り
ま
す
。※

５専
制
国
家
な
ら
簡
単
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
多
元
的
な
価
値
を
許
容
す
る※

６リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
に
お
い
て
は
、

と
て
も
難
し
い
問
題
で
す
。

ド
イ
ツ
の
教
育
哲て

つ

学が
く

者
、
Ｗ
・
ブ
レ
ツ
ィ
ン
カ
は
、「
リ
ベ
ラ
ル
で
民
主
的
な
体
制
を
と
る
国
家
で
は
、
道
徳
や
世
界
観
を

束そ
く

縛ば
く

し
な
い
こ
と
が
市
民
に
対
し
て
最
大
限
に
保
障
さ
れ
る
。
リ
ベ
ラ
ル
で
民
主
的
な
国
家
で
は
、
構
成
員
に
美
徳
を
要
求
し

美
徳
の
達
成
を
促う

な
が

す
こ
と
は
、
国
民
の
社
会
的
部
分
シ
ス
テ
ム
な
い
し
下
位
区
分
に
任
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
（
ブ
レ

ツ
ィ
ン
カ
二
〇
〇
九
、一
八
二
頁ぺ

ー
じ

）。
道
徳
の
中
身
を
決
め
て
新
し
い
世
代
に
学
習
を
さ
せ
る
の
は
、
国
家
が
や
る
こ
と
で
は

な
く
て
市
民
社
会
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
次
元
で
考
え
て
い
く
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

３
わ
れ
わ
れ
が
住
ん
で
い
る
日
本
も
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
で
す
か
ら
（
の
は
ず
で
す
よ
ね
？
）、
相そ

う

互ご

に
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
る
多

元
的
な
価
値
の
多
様
性
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
は
、
国
が
一
律
の
道
徳
的
な
中
身
を
定
め
て
学
校
で
教
え

さ
せ
る
と
い
う
や
り
方
は
果
た
し
て
妥だ

当と
う

な
の
か
、
そ
の
中
身
に
問
題
は
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
に
直
面
し
ま
す
。

日
本
で
は
、
戦
後
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ず
っ
と
対
立
が
続
い
て
き
ま
し
た
が
、
総
じ
て
保
守
派
の

声
が
政
策
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
一
九
五
〇
年
代
に
は
、
教
科
で
は
な
い
「
道
徳
の
時
間
」
が
作
ら
れ
、
国
が
中
身
を
定
め

て※
７学

習
指
導
要
領
に
掲か

か

げ
る
、
と
い
う
道
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
二
〇
〇
六
年
の
教
育
基
本
法
の
改
正
で
は
、
そ
れ
ま
で
道
徳
教

育
の
徳
目
だ
っ
た
も
の
が
、「
教
育
の
目
標
」（
第
二
条
）
に
ず
ら
ず
ら
並
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。{

`̀̀
`

④`̀̀
`
} 

、

二
〇
一
〇
年
代
に
は
、
道
徳
を
「
特
別
な
教
科
」
と
し
て
教
科
化
す
る
改
革
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
教
え
る
べ
き
道
徳
の
中
身
を

著
作
物
利
用
の
た
め
本
文
は
削
除
し
ま
す
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国
が
決
め
る
社
会
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

ど
う
い
う
中
身
を
教
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
も
ま
た
、
延
々
と
論
争
や
対
立
が
続
い
て
き
た
長
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
現

在
の
中
身
は
、
保
守
的
な
立
場
の
人
た
ち
の
も
の
を
中
心
に
制
度
化
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
極き

ょ
く

端た
ん

に
保
守
的
な
人
た
ち
は
、
戦

前
の
教
育
で
聖
典
に
な
っ
て
い
た
「※

８教
育
勅ち

ょ
く

語ご

」
を
復
活
さ
せ
よ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
リ
ベ
ラ
ル
派
の
人
た
ち
は
、
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
や
人
権
の
尊
重
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
最
左
派
の
人
た
ち
の
中
に
は
、「
道
徳
教
育
は
い
ら
な
い
」
と
い
う
人
も
い

ま
す
。

第
三
に
、「
道
徳
は
教
え
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う
原
理
的
な
問
題
も
あ
り
ま
す
。４
九
九
や
漢
字
を
覚
え
る
の
と
、
道
徳
を
学

ぶ
の
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
タ
イ
プ
の
学
習
で
す
。
小
学
生
の
こ
ろ
の
私
は
、「
ど
う
と
く
」
の
時
間
に
、「
何
で
こ
ん
な
あ

た
り
ま
え
の
こ
と
を
先
生
は
話
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
」
と
、
退た

い

屈く
つ

で
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
皆み

な

さ
ん
も
同
様
の
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
？

し
か
し
、
だ
ん
だ
ん
と
成
長
し
て
中
学
生
や
高
校
生
に
な
っ
て
い
く
と
、「
人
間
は
、
道
徳
の
教
材
の
よ
う
な
徳
目
に
従
っ

て
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
自
分
も
そ
ん
な
生
き
方
は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
い
つ
の
ま
に
か
自
然
に
感
じ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
道
徳
的
に
ふ
る
ま
う
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
不
道
徳
な
こ
と
を
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
大
学
一
、
二
年
生
の
頃こ

ろ

が
一
番
は
み
出
し
た
時
期
で
し
た
。「
こ
の
社
会
に
は
お
か
し
な
ル
ー
ル
や
規き

範は
ん

が
い
っ

ぱ
い
あ
る
。
そ
ん
な
も
の
は
無
視
だ
！
」
と
、
あ
え
て
不
道
徳
な
こ
と
を
や
っ
て
み
た
り
し
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
面
白
い
こ

と
を
や
り
ま
し
た
。{

`̀̀
`

⑤`̀̀
`
} 

、
…
…
。
お
っ
と
危
な
い
。
若
い
青
少
年
を※

９
教き

ょ
う

唆さ

煽せ
ん

動ど
う

し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
の
で
、

詳く
わ

し
い
話
は
申
し
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
話
し
た
い
こ
と
は
、
要
す
る
に
、
道
徳
に
つ
い
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
と
、
教
え
ら
れ
た
道
徳
に
従
っ
て
生
き
る
と
い

う
こ
と
と
は
、
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
教
育
勅
語
」
を
学
ば
さ
れ
た
戦
前
の
社
会
で
み
ん
な
が
道
徳
的
に
生
き

て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
道
徳
な
事
象
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
し
た
。
国
定
の
道
徳
を
子
ど
も
た

ち
に
ガ
ン
ガ
ン
教
え
込
ま
せ
て
い
る
ど
こ
か
の
国
で
も
、
多
く
の
庶し

ょ

民み
ん

は
そ
ん
な
も
の
と
は
無
関
係
な
原
理
で
生
き
て
い
ま

す
。「『
教
育
勅
語
』
を
学
ば
せ
ろ
」
と
叫
ん
で
い
る
政
治
家
の
行1※

※

状
を
み
る
と
、「
こ
の
政
治
家
自
身
が
道
徳
的
に
見
て
大だ

い

丈
じ
ょ
う

夫ぶ

か
？
」
と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

と
も
か
く
、
学
校
で
の
道
徳
教
育
を
論
じ
る
こ
と
に
は
、
た
く
さ
ん
の
、「
躓つ

ま
ず

き
の
石
」
に
な
り
か
ね
な
い
難
題
が
あ
る
の

で
す
。
皆
さ
ん
に
お
願
い
し
た
い
の
は
、「
道
徳
教
育
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
議
論
を
目
に
し
た
と
き
に
、
そ
の
ま
ま

う
の
み
に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
議
論
が
何
を
ど
う
前
提
に
し
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
て
ほ
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

世
の
中
に
は
た
く
さ
ん
の
種
類
の
異
な
る
道
徳
論
、
道
徳
教
育
論
が
あ
り
ま
す
。
一
面
的
で
偏か

た
よ

っ
た
も
の
も
あ
る
し
、
視
野

が
広
く
深
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
単
純
で
わ
か
り
や
す
い
主
張
に
だ
ま
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
ど
う
か
し
っ
か
り
見
分
け
て
い
っ

て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
か
ら
、
若
い
う
ち
は
つ
い
不
道
徳
な
こ
と
を
カ
ッ
コ
い
い
と
思
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
す
る
な
と
は

言
わ
な
い
け
れ
ど
、
限
度
を
わ
き
ま
え
て
ほ
ど
ほ
ど
に
し
て
く
だ
さ
い
ね
。

（
広
田
照
幸
『
学
校
は
な
ぜ
退
屈
で
な
ぜ
大
切
な
の
か
』
筑
摩
書
房　

二
〇
二
二
年　

に
よ
る
）

※
１　

水
戸
黄
門
…
江え

戸ど

時
代
の
水
戸
藩は

ん

主し
ゅ

・
徳
川
光み

つ

圀く
に

が
日
本
各
地
を
気
の
向
く
ま
ま
に
訪
れ
、
現
地
で
お
こ
な
っ
た
世
直
し
を
え
が
い
た
創
作

物
語
。

※
２　

論
語
…
中
国
の
思
想
書
。

※
３　

ヘ
ー
ゲ
ル
…
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
。

著
作
物
利
用
の
た
め
本
文
は
削
除
し
ま
す
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※
４　

性
向
…
性
質
の
傾
向
。

※
５　

専
制
国
家
…
少
数
の
支
配
者
が
国
の
す
べ
て
の
権
力
を
に
ぎ
り
、
国
民
を
政
治
に
参
加
さ
せ
な
い
よ
う
な
国
家
。

※
６　

リ
ベ
ラ
ル
な
…
様
々
な
考
え
方
を
尊
重
す
る
よ
う
な
。

※
７　

学
習
指
導
要
領
…
ど
こ
の
学
校
で
も
一
定
の
水
準
が
保
て
る
よ
う
文
部
科
学
省
が
定
め
て
い
る
教
育
課
程
の
基
準
。

※
８　

教
育
勅
語
… 

明
治
天
皇
の
名
の
も
と
に
発
せ
ら
れ
た
「
教
育
ニ
関
ス
ル
勅
語
」。
勅
語
と
は
、
天
皇
が
直
接
国
民
に
対
し
て
発
し
た
意
思
表

示
の
こ
と
。

※
９　

教
唆
煽
動
…
人
を
教
え
そ
そ
の
か
し
て
、
気
持
ち
を
あ
お
り
た
て
、
行
動
を
起
こ
す
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
。

※
10　

行
状
…
日
ご
ろ
の
お
こ
な
い
。

問
一　{

`

①`}

～{
`

⑤`}

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず

つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

た
と
え
ば　
　
　

イ　

し
か
し　
　
　

ウ　

さ
ら
に　
　
　

エ　

そ
も
そ
も　
　
　

オ　

そ
の
結
果

問
二　

⌇
⌇
部
Ⅰ
「
そ
つ
な
く
」、
⌇
⌇
部
Ⅱ
「
相
対
的
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　

⌇
⌇
部
Ⅰ
「
そ
つ
な
く
」
の
本
文
中
で
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。

ア　

と
め
ど
な
く　
　

イ　

ぬ
か
り
な
く　
　

ウ　

せ
わ
し
な
く　
　

エ　

す
げ
な
く

⑵　

⌇
⌇
部
Ⅱ
「
相
対
的
」
と
反
対
の

⌇
⌇
⌇

意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え

な
さ
い
。

ア　

有
機
的　
　

イ　

相
補
的　
　

ウ　

絶
対
的　
　

エ　

主
体
的

問
三　
　
　

部
１
「
大
人
に
な
っ
て
い
く
中
で
私
が
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
も
っ
と
複
雑
な
こ
と
で
し
た
」
と
あ
り

ま
す
が
、「
も
っ
と
複
雑
な
こ
と
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

実
際
の
世
の
中
に
は
善
と
悪
の
単
純
な
対
立
構
造
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
善
良
な
人
間
が
悪
事
に
加
担
し
て
い
る
場

合
や
、
善
意
が
必
ず
し
も
プ
ラ
ス
の
結
果
に
結
び
つ
か
な
い
場
合
が
あ
る
、
と
い
っ
た
様
々
な
事
象
が
混
ざ
り
あ
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

実
際
の
世
の
中
に
は
テ
レ
ビ
に
登
場
す
る
よ
う
な
ヒ
ー
ロ
ー
が
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
代
わ
り
に
悪
を
懲
ら
し
め
る

た
め
の
機
関
が
複
数
存
在
し
て
い
る
が
、
ど
の
機
関
が
ど
の
よ
う
な
悪
に
対
処
す
る
か
が
明
確
で
な
い
た
め
、
実
際
は

う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。

ウ　

実
際
の
世
の
中
は
単
純
に
善
が
悪
を
成
敗
し
て
終
わ
る
わ
け
で
は
な
く
、
善
だ
と
想
定
さ
れ
る
人
が
法
令
違
反
し
て

し
ま
う
場
合
や
、
善
意
を
抱
い
た
人
同
士
が
ぶ
つ
か
っ
て
悪
が
生
じ
る
場
合
の
よ
う
に
、
悪
が
終
わ
り
無
く
生
じ
て
い

る
と
い
う
こ
と
。

エ　

実
際
の
世
の
中
は
善
と
悪
の
単
純
な
二
大
勢
力
で
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
善
で
も
な
く
悪
で
も
な
い
普



Ｋ
Ｕ
7
︱
1

︱ 　

6　

 

︱

通
の
人
々
が
少
な
く
な
い
数
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
世
の
中
を
構
成
す
る
勢
力
は
三
つ
以

上
あ
る
と
い
う
こ
と
。

問
四　
　
　

部
２
「
は
っ
き
り
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
万
人
が
納
得
で
き
る
究
極
の
道
徳
体
系
な
ん
か
な
い
し
、
当
然
そ
れ
を

根
拠
づ
け
る
理
論
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

あ
る
道
徳
の
体
系
が
正
当
化
さ
れ
る
根
拠
を
人
類
の
進
化
に
求
め
た
と
し
て
も
、
人
類
と
い
う
種
の
傾け

い

向こ
う

が
明
ら
か

に
な
っ
た
だ
け
で
は
、
社
会
の
変
化
の
中
で
た
え
ず
見
直
さ
れ
、
更
新
さ
れ
て
い
る
道
徳
の
全
て
を
説
明
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
ら
。

イ　

あ
る
道
徳
の
体
系
が
正
当
化
さ
れ
る
根
拠
を
有
名
な
思
想
書
や
偉い

大だ
い

な
哲
学
者
に
求
め
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
示
さ

れ
る
理
論
は
、
そ
の
理
論
が
成
立
し
た
時
期
や
場
所
と
異
な
る
状
況
に
あ
る
社
会
で
は
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
か
ら
。

ウ　

あ
る
道
徳
の
体
系
が
正
当
化
さ
れ
る
根
拠
を
日
常
生
活
の
中
に
求
め
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
て
成
立
し
た
道
徳
体
系

に
、
成
立
し
た
後
の
社
会
を
生
き
る
人
間
が
従
う
べ
き
理
由
は
な
い
か
ら
。

エ　

あ
る
道
徳
の
体
系
が
正
当
化
さ
れ
る
根
拠
を
別
の
道
徳
体
系
に
求
め
た
と
し
て
も
、
今
度
は
そ
の
道
徳
体
系
に
つ
い

て
正
当
で
あ
る
根
拠
を
探
す
必
要
が
生
じ
て
し
ま
い
、
原
理
的
に
こ
の
作
業
が
終
わ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
。

問
五　
　
　

部
３
「
わ
れ
わ
れ
が
住
ん
で
い
る
日
本
も
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
で
す
か
ら
（
の
は
ず
で
す
よ
ね
？
）」
と
あ
り
ま
す
が
、

「（
の
は
ず
で
す
よ
ね
？
）」
に
注
意
し
つ
つ
、
筆
者
が
日
本
社
会
を
ど
の
よ
う
な
社
会
だ
と
と
ら
え
て
い
る
か
一
文
で

⌇
⌇
⌇

説

明
し
な
さ
い
。

〈
下
書
き
欄ら

ん

〉
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問
六　
　
　

部
４
「
九
九
や
漢
字
を
覚
え
る
の
と
、
道
徳
を
学
ぶ
の
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
タ
イ
プ
の
学
習
で
す
」
と
あ
り

ま
す
が
、
本
文
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
「
異
な
る
」
の
か
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～

エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

「
九
九
や
漢
字
」
は
そ
れ
を
学
習
し
な
け
れ
ば
生
活
が
立
ち
ゆ
か
な
く
な
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、「
道
徳
」
は

そ
れ
を
学
習
し
な
く
と
も
生
活
が
立
ち
ゆ
か
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
点
で
異
な
る
。

イ　

「
九
九
や
漢
字
」
は
ま
だ
知
ら
な
い
こ
と
に
向
き
合
う
学
習
方
法
を
と
る
の
に
対
し
、「
道
徳
」
は
す
で
に
知
っ
て

い
る
こ
と
に
向
き
合
う
学
習
方
法
を
と
る
、
と
い
う
点
で
異
な
る
。

ウ　

「
九
九
や
漢
字
」
は
小
学
生
の
み
な
ら
ず
中
学
生
や
高
校
生
も
守
る
べ
き
ル
ー
ル
で
あ
る
の
に
対
し
、「
道
徳
」
は

中
学
生
や
高
校
生
に
な
る
と
必
ず
し
も
守
ら
な
く
て
も
よ
い
ル
ー
ル
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
異
な
る
。

エ　

「
九
九
や
漢
字
」
は
学
習
と
そ
の
実じ

っ

践せ
ん

に
連
続
性
を
認
め
や
す
い
内
容
を
あ
つ
か
う
が
、「
道
徳
」
は
学
習
と
そ
の

実
践
に
連
続
性
を
認
め
に
く
い
内
容
を
あ
つ
か
う
、
と
い
う
点
で
異
な
る
。

問
七　

次
の
ア
～
エ
は
本
文
の
内
容
に
つ
い
て
感
想
を
述
べ
合
っ
て
い
る
場
面
で
す
。
こ
の
う
ち
、
本
文
の
内
容
に
つ
い
て

誤
っ
た

⌇
⌇
⌇

理
解
を
し
て
い
る
生
徒
の
発
言
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

〈
生
徒
Ａ
〉
本
文
に
も
あ
っ
た
「
善
人
が
悪
を
な
す
」
と
い
う
状
態
に
自
分
自
身
が
当
て
は
ま
っ
て
い
な
い
か
、
冷

静
に
な
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
あ
り
方

と
い
う
も
の
が
こ
れ
ほ
ど
難
し
い
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
初
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
て
、
良
い
機
会
で
し
た
。

イ　

〈
生
徒
Ｂ
〉
そ
の
難
し
さ
が
ゆ
え
に
、
筆
者
は
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
あ
り
方
を
語
る
こ
と
に
や
や
抵て

い

抗こ
う

が
あ

る
よ
う
で
す
ね
。「
善
と
善
と
の
争
い
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
筆
者
同
様
「
そ
も
そ
も
道
徳
が
必
要

な
の
か
ど
う
か
」
を
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

ウ　

〈
生
徒
Ｃ
〉
私
は
「
道
徳
の
中
身
を
決
め
て
新
し
い
世
代
に
学
習
を
さ
せ
る
の
は
、
市
民
社
会
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

次
元
で
考
え
て
い
く
こ
と
だ
」
と
い
う
考
え
方
に
共
感
し
ま
し
た
。
現
代
の
日
本
は
み
ん
な
が
忙い

そ
が

し
す
ぎ
て
、
こ
う

い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
余よ

裕ゆ
う

が
な
く
な
っ
て
い
る
印
象
が
あ
る
の
で
、
と
て
も
心
配
で
す
。

エ　

〈
生
徒
Ｄ
〉
道
徳
教
育
の
あ
る
べ
き
か
た
ち
に
つ
い
て
み
な
さ
ん
と
議
論
を
深
め
る
べ
く
、
積
極
的
に
時
間
を
つ

く
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
議
論
の
際
に
は
、
何
を
ど
の
よ
う
に
前
提
と
す
る
の
か
を
し
っ
か
り
決
め

た
う
え
で
、
安
易
な
主
張
に
飛
び
つ
か
な
い
よ
う
気
を
付
け
て
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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〔
三
〕
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

武た
け

市い
ち

陽よ
う

太た

と
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
は
、
担
任
の
藤ふ

じ

岡お
か

三み

保ほ

先
生
の
指
示
に
よ
り
、
ク
ラ
ス
の
「
Ｎ
Ｇ
ポ
イ
ン
ト
」
を
記

入
し
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
陽
太
は
、　

Ｎ
Ｇ
ポ
イ
ン
ト
を
記
入
し
終
え
て
提
出
に
行
く
際
、
何
者
か
に
背
後

か
ら
紙
を
奪う

ば

わ
れ
そ
う
に
な
り
意
図
せ
ず
そ
の
何
者
か
を
突つ

き
飛
ば
し
て
し
ま
う
。
突
き
飛
ば
さ
れ
た
の
は
、
ク
ラ

ス
メ
イ
ト
の
尾お

辻つ
じ

文ふ
み

也や

だ
っ
た
。
次
の
場
面
は
右
記
の
一
件
が
起
き
た
当
日
の
晩
で
あ
る
。

そ
の
日
、
夜
ご
飯
を
食
べ
始
め
た
時
に
、
電
話
が
鳴
っ
た
。

電
話
に
出
た
母
さ
ん
は
、
最
初
は
明
る
く
喋し

ゃ
べ

っ
て
い
た
け
れ
ど
、
だ
ん
だ
ん
と
声こ

わ

色い
ろ

が
低
く
な
っ
た
。
陽
太
は
途と

中ち
ゅ
う

ま
で
、

母
さ
ん
の
味み

噌そ

汁し
る

が
冷
め
て
し
ま
う
こ
と
が
気
に
な
っ
て
い
た
け
れ
ど
、

「
す
み
ま
せ
ん
が
、
息
子
の
言
い
分
を
聞
き
た
い
の
で
」

と
母
さ
ん
が
言
う
の
を
聞
い
て
、
は
っ
と
し
た
。
自
分
の
こ
と
が
話
さ
れ
て
い
る
と
分
か
っ
た
か
ら
だ
。

電
話
を
切
っ
た
母
さ
ん
の
顔
は
、
少
し
白
か
っ
た
。

「
陽
太
、
今
日
、
文
也
く
ん
に
何
か
し
た
？
」

と
、
母
さ
ん
が
陽
太
を
見
て
言
っ
た
。

陽
太
は
最
初
、
何
の
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。
ぽ
か
ん
と
口
を
開
け
た
ま
ま
、
母
さ
ん
の
顔
を
見
た
。

母
さ
ん
は
怒お

こ

っ
て
も
い
な
い
し
悲
し
ん
で
も
い
な
か
っ
た
。Ⅰ
当⌇とう
惑⌇わく
し
た

⌇
⌇

顔
だ
っ
た
。

「
あ
あ
、
そ
う
か
。
う
ん
。
分
か
っ
た
。
あ
の
時
の
こ
と
だ
と
思
う
」

思
い
出
し
て
、
陽
太
は
言
っ
た
。

「
あ
の
時
っ
て
？
」

「
文
也
く
ん
が
、
頭
を
打
っ
た
、
と
思
う
」

「
そ
う
よ
。
病
院
に
行
っ
た
ん
だ
っ
て
」

「
病
院
に
!?
」

「
家
で
吐は

き
戻
し
ち
ゃ
っ
て
、
夕
方
病
院
で
検
査
を
し
た
そ
う
よ
」

陽
太
は
怖こ

わ

く
な
っ
た
。
ゴ
ン
っ
と
い
う
あ
の
鈍に

ぶ

い
音
を
思
い
出
し
た
。
間
近
で
そ
れ
を
聞
い
た
の
は
陽
太
だ
っ
た
。

「
陽
太
が
や
っ
た
の
？
」

「
う
ん
」

「
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
を
」

「
お
れ
、
あ
の
時
は
、
お
れ
、
お
れ
…
…
」

「
お
れ
？
」

「
だ
か
ら
、
お
れ
が
手
で
こ
う
や
っ
て
、
Ｎ
Ｇ
ポ
イ
ン
ト
の
、
書
い
た
紙
を
取
ら
れ
そ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ
で
、
文
也
く
ん
が

…
…
。
あ
あ
、
や
っ
ぱ
り
、
文
也
く
ん
は
頭
を
打
っ
て
た
ん
だ
。
あ
の
時
、
ゴ
ン
っ
て
。
お
れ
、
聞
い
た
。
ゴ
ン
っ
て
、
音
が

し
た
か
ら
、
お
れ
、
お
れ
…
…
」

喋
り
な
が
ら
、
あ
れ
が
や
っ
て
き
た
と
陽
太
は
思
っ
た
。

心
の
奥お

く

を
火
搔か

き
棒
で
ぐ
る
ぐ
る
に
か
き
回
さ
れ
て
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
る
、
あ
の
感
じ
。
心
臓
が
止
ま
ら
な
く
な
る

著
作
物
利
用
の
た
め
本
文
は
削
除
し
ま
す
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く
ら
い
に
鳴
り
出
す
と
、
陽
太
は
い
つ
も
「
あ
れ
」
に
包
ま
れ
る
。
口
を
ぱ
く
ぱ
く
さ
せ
る
。
透と

う

明め
い

な
綿
み
た
い
な
も
の
が
喉の

ど

の
奥
に
入
っ
て
く
る
。
息
が
苦
し
く
な
る
。

「
お
れ
、
お
れ
、
お
、
れ
、
は
…
…
」

「
陽
太
、
大
丈
夫
だ
か
ら
。
大
丈
夫
だ
か
ら
落
ち
着
い
て
。
文
也
く
ん
、
検
査
し
て
診み

て
も
ら
っ
た
ら
、
問
題
な
か
っ
た
っ
て
。

大
丈
夫
だ
っ
た
っ
て
。
だ
か
ら
、
安
心
し
て
」

１
体
中
か
ら
力
が
抜ぬ

け
る
気
が
し
た
。

「
陽
太
に
は
た
ぶ
ん
陽
太
の
事
情
が
あ
っ
た
ん
だ
よ
ね
。
で
も
、
文
也
く
ん
が
痛
か
っ
た
こ
と
は
た
し
か
だ
か
ら
、『
わ
ざ
と

じ
ゃ
な
い
け
ど
ご
め
ん
な
さ
い
』
し
に
行
こ
う
か
」

「
う
ん
」

「
陽
太
、
文
也
く
ん
の
お
う
ち
知
っ
て
る
よ
ね
？
」

「
知
っ
て
る
。
だ
け
ど
、
母
さ
ん
は
…
…
」

今
日
は
工
場
に
行
く
は
ず
だ
。

陽
太
は
心
配
に
な
っ
た
。
母
さ
ん
は
ふ
だ
ん
、
昼
間
は
ス
ー
パ
ー
、
夜
は
パ
ン
工
場
で
働
い
て
い
る
。
前
に
一
回
、
工
場
を

ク
ビ
に
な
り
か
け
た
。
陽
太
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か
っ
て
、
母
さ
ん
に
も
感か

ん

染せ
ん

し
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
で
母
さ
ん
が
一
週

間
以
上
休
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
あ
い
だ
に
工
場
長
が
他
の
人
を
雇や

と

っ
た
の
だ
。
あ
の
時
は
、
母
さ
ん
の
仲
間
の
人
た
ち
が

工
場
長
にⅡ
掛⌇か
け⌇
合⌇あ
っ
て

⌇
⌇

く
れ
て
、
母
さ
ん
の
ク
ビ
を
撤て

っ

回か
い

し
た
。

「
あ
あ
、
仕
事
な
ら
大
丈
夫
だ
よ
。
母
さ
ん
、
文
也
く
ん
に
ち
ゃ
ん
と
謝
っ
て
、
陽
太
を
こ
こ
ま
で
送
り
届
け
て
、
そ
の
ま
ま

す
ぐ
自
転
車
で
ぴ
ゅ
ー
っ
と
行
け
ば
間
に
合
う
か
ら
。
さ
、
す
ぐ
に
出
よ
う
」

母
さ
ん
が
言
い
、
陽
太
も
、
ま
だ
半
分
し
か
食
べ
て
い
な
か
っ
た
け
ど
、
食
欲
が
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
ま
ま
に
文

也
の
家
に
行
く
こ
と
に
し
た
。

陽
太
の
自
転
車
の
ラ
イ
ト
が
壊こ

わ

れ
た
ま
ま
だ
っ
た
の
で
、
母
さ
ん
が
マ
マ
チ
ャ
リ
を
押
し
、
そ
の
横
を
陽
太
が
歩
い
て
行
っ

た
。今

日
は
二
回
も
母
さ
ん
と
歩
い
て
い
る
。
学
校
か
ら
の
帰
り
と
、
文
也
の
う
ち
に
行
く
今
。
だ
け
ど
、
心
の
様
子
が
ぜ
ん
ぜ

ん
違ち

が

う
。
学
校
の
帰
り
は
ス
ー
パ
ー
ボ
ー
ル
み
た
い
に
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
弾は

ず

ん
で
い
る
よ
う
だ
っ
た
心
が
、
今
は
漬つ

け

物も
の

石い
し

よ
り
重
た
く
な
っ
た
。２
母
さ
ん
は
途
中
ま
で
何
も
言
わ
な
か
っ
た
け
ど
、
急
に
、

「
文
也
く
ん
を
押
し
て
し
ま
っ
た
理
由
を
、
陽
太
の
言
葉
で
、
ち
ゃ
ん
と
言
う
ん
だ
よ
」

と
言
っ
た
。

陽
太
は
、
う
ん
、
と
頷う

な
ず

い
た
。

人
に
待
た
れ
て
、
喋
る
時
、
陽
太
の
心
に
は
「
あ
れ
」
が
く
る
。
喋
る
と
、
だ
い
た
い
失
敗
す
る
の
だ
。

だ
け
ど
、
ち
ゃ
ん
と
言
わ
な
い
と
、
母
さ
ん
が
き
っ
と
困
る
。

尾
辻
文
也
の
自
宅
は
、
夏
の
あ
い
だ
に
陽
太
が
通
っ
た
火
の
見
や
ぐ
ら
の
あ
る
公
園
を
囲
む
よ
う
に
し
て
い
る
公こ

う

団だ
ん

住じ
ゅ
う

宅た
く

の
棟と

う

の
一
つ
だ
。
自
転
車
だ
と
五
分
だ
け
ど
、
歩
い
て
い
く
と
十
五
分
く
ら
い
か
か
る
し
、
途
中
で
坂
も
あ
る
か
ら
、
少
し
疲

れ
る
。

チ
ャ
イ
ム
を
鳴
ら
す
と
、
尾
辻
文
也
の
お
母
さ
ん
が
び
っ
く
り
し
た
顔
で
出
て
き
た
。

「
あ
ら
、
や
だ
、
武
市
さ
ん
。
何
も
来
て
く
れ
な
く
て
も
。
夜
勤
で
お
忙い

そ
が

し
い
ん
で
し
ょ
う
」

文
也
の
お
母
さ
ん
は
甲か

ん

高だ
か

い
声
で
言
っ
た
。

著
作
物
利
用
の
た
め
本
文
は
削
除
し
ま
す
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「
ほ
ら
、
文
也
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
武
市
く
ん
が
謝
り
に
来
て
く
れ
た
わ
よ
！
」

文
也
の
お
母
さ
ん
が
な
か
の
ほ
う
に
声
を
か
け
る
。
廊ろ

う

下か

の
引
き
戸
が
が
ら
が
ら
と
開
い
て
、
文
也
が
現
れ
た
。
テ
レ
ビ
の

音
が
し
て
、
お
父
さ
ん
も
い
る
気
配
が
し
た
け
ど
、
こ
っ
ち
に
出
て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

文
也
は
、
文
也
の
お
母
さ
ん
の
横
に
立
っ
た
け
ど
、
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
い
た
。
陽
太
の
母
さ
ん
が
そ
の
視し

線せ
ん

に
合
わ
せ
て
少

し
身
を
か
が
め
、

「
文
也
く
ん
、
痛
か
っ
た
の
ね
。
ご
め
ん
ね
」

と
謝
っ
た
。
文
也
は
、「
大
丈
夫
で
す
」
と
ほ
そ
い
声
で
言
っ
た
。
陽
太
の
ほ
う
を
見
よ
う
と
し
な
い
。
陽
太
は
自
分
も
謝

ろ
う
と
思
う
の
だ
け
ど
、
タ
イ
ミ
ン
グ
が
つ
か
め
な
く
て
、
た
だ
で
く
の
ぼ
う
の
よ
う
に
立
っ
て
い
る
。

「
も
う
大
丈
夫
で
す
か
ら
、
遅
い
で
す
し
、
お
引
き
取
り
く
だ
さ
い
。
今
日
は
わ
ざ
わ
ざ
来
て
く
だ
さ
っ
て
…
…
」

と
、
話
を
ま
と
め
よ
う
と
す
る
文
也
の
お
母
さ
ん
を
、
母
さ
ん
が
突と

つ

然ぜ
ん

さ
え
ぎ
っ
た
。

「
あ
の
ね
、
文
也
く
ん
。
陽
太
は
今
日
の
こ
と
、
何
が
起
こ
っ
た
の
か
お
ば
さ
ん
に
な
ん
に
も
詳く

わ

し
い
こ
と
を
話
し
て
く
れ
な

い
の
。
文
也
く
ん
に
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
お
ば
さ
ん
教
え
て
も
ら
い
た
い
ん
だ
」

３
文
也
の
お
母
さ
ん
が
か
す
か
に
顔
を
引
き
つ
ら
せ
る
の
を
陽
太
は
見
た
。
文
也
も
困
っ
た
顔
を
し
て
、
自
分
の
お
母
さ
ん
を

見
る
。
お
母
さ
ん
の
顔
が
引
き
つ
っ
て
い
る
の
を
見
た
文
也
は
視
線
を
落
と
し
、
そ
れ
き
り
何
も
言
わ
な
く
な
る
。

数
秒
の
沈ち

ん

黙も
く

の
後
、

「
あ
の
。
武
市
さ
ん
。
う
ち
の
子
が
何
か
し
た
っ
て
言
う
ん
で
す
か
？
」

と
、
文
也
の
お
母
さ
ん
が
、
硬か

た

い
声
で
母
さ
ん
に
訊き

い
た
。

「
い
え
。
そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
…
…
」

慌あ
わ

て
た
よ
う
に
母
さ
ん
が
言
う
。

「
失
礼
で
す
け
ど
、
う
ち
の
子
こ
ん
な
チ
ビ
で
す
か
ら
、
お
宅
の
息
子
さ
ん
み
た
い
な
大
き
な
お
子
さ
ん
に
、
怖
く
て
何
も
し

や
し
ま
せ
ん
よ
。
そ
う
で
し
ょ
う
？　

文
也
」

文
也
は
青
ざ
め
た
顔
の
ま
ま
身
じ
ろ
ぎ
し
な
い
。
母
さ
ん
が
、

「
そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
陽
太
が
ど
う
し
て
文
也
く
ん
の
頭
に
怪け

我が

を
さ
せ
た
の
か
、
そ
の
原
因
を
知
り
た
い
ん

で
す
」

と
言
う
。

「
原
因
？　

そ
ん
な
の
、
自
分
の
お
子
さ
ん
に
訊
け
ば
い
い
で
し
ょ
う
」

「
陽
太
。
言
え
る
？
」

母
さ
ん
が
、
陽
太
の
背
中
に
手
を
添そ

え
る
。

「
文
也
は
、
お
た
く
の
お
子
さ
ん
に
突
然
押
さ
れ
た
っ
て
言
い
ま
し
た
よ
。
何
も
し
て
な
い
の
に
、
押
さ
れ
た
っ
て
」

母
さ
ん
が
陽
太
を
見
た
。
母
さ
ん
の
目
は
陽
太
に
、
言
っ
て
、
と
告つ

げ
て
い
た
。
違
う
な
ら
、
言
い
な
さ
い
。

ど
う
し
て
、
文
也
く
ん
に
怪
我
を
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
の
時
の
こ
と
を
。

「
あ
れ
」
が
く
る
。
呼
吸
が
速
く
な
る
。

陽
太
の
心
が※
攪か

く

拌は
ん

さ
れ
て
い
く
。
痛
み
と
痒か

ゆ

み
の
間
の
よ
う
な
、
ご
わ
ご
わ
し
た
感か

ん

触し
ょ
く

が
、
胸
を
か
き
乱
す
。
舌
を
誰
か

の
太
い
指
で
つ
ま
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
、
言
葉
を
発
せ
な
い
。

「
お
子
さ
ん
を
信
じ
る
こ
と
も
大
事
で
し
ょ
う
け
ど
、
武
市
く
ん
は
昔
か
ら
時
々
急
に
暴
れ
る
こ
と
が
あ
る
っ
て
い
う
話
も

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
。
一
組
の
お
母
さ
ん
か
ら
、
三
組
は
学
級
崩ほ

う

壊か
い

気
味
ら
し
い
な
ん
て
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
し
、

著
作
物
利
用
の
た
め
本
文
は
削
除
し
ま
す
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い
っ
そ
、
授
業
を
交
代
で
見
学
し
よ
う
か
っ
て
話
も
出
て
る
ん
で
す
け
ど
。
武
市
さ
ん
は
何
曜
日
な
ら
学
校
に
来
ら
れ
る
ん
で

す
か
」

文
也
の
お
母
さ
ん
が
、
母
さ
ん
に
訊
い
た
。
母
さ
ん
が
困
っ
て
い
る
。

「
ご
め
ん
な
さ
い
、
わ
た
し
、
平
日
は
ち
ょ
っ
と
…
…
」

「
一
日
く
ら
い
ご
都
合
つ
け
た
ら
ど
う
で
す
か
。
こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
、
お
子
さ
ん
の
ご
様
子
を
見
て
み
よ
う
と
思
わ
な

い
ん
で
す
か
」

４
母
さ
ん
が
項う

な

垂だ

れ
る
。
た
ま
ら
な
く
な
っ
た
陽
太
は
、
大
き
な
声
で
、

「
ご
、
ご
、
ご
」

と
言
う
け
れ
ど
、
言
葉
を
続
け
ら
れ
な
く
て
、
ご
め
ん
な
さ
い
、
が
言
え
な
く
て
、
ご
、
の
ま
ま
口
が
回
ら
な
い
。

母
さ
ん
は
ス
ー
パ
ー
の
鮮せ

ん

魚ぎ
ょ

売
り
場
で
働
い
て
い
る
。
平
日
に
休
み
を
取
る
の
は
難
し
い
。

文
也
が
、

「
お
れ
、
も
う
、
痛
く
な
い
か
ら
！　

痛
く
な
い
か
ら
！
」

と
、
急
に
大
き
な
声
を
出
す
。

「
も
う
、
ぜ
ん
ぜ
ん
痛
く
な
い
か
ら
。
も
う
、
や
め
て
よ
、
こ
う
い
う
の
！
」

文
也
の
両
目
か
ら
ぽ
ろ
ぽ
ろ
涙
が
あ
ふ
れ
て
い
く
の
を
見
て
、
陽
太
は
戸と

惑ま
ど

う
。

５
ど
う
し
て
文
也
く
ん
は
、
も
う
痛
く
な
い
と
言
い
な
が
ら
、
こ
ん
な
ふ
う
に
泣
く
ん
だ
ろ
う
。
陽
太
は
文
也
が
可か

哀わ
い

そ
う
に

な
る
。

（
朝
比
奈
あ
す
か
『
君
た
ち
は
今
が
世す

べ
て界

』
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ　

二
〇
二
一
年　

に
よ
る
）

※
攪
拌
…
か
き
ま
ぜ
る
こ
と
。

問
一　

⌇
⌇
部
Ⅰ
「
当
惑
し
た
」、
Ⅱ
「
掛
け
合
っ
て
」
の
本
文
中
で
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
エ

の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

Ⅰ　

当
惑
し
た

ア

あ
る
こ
と
が
原
因
で
不
利
益
を
被こ

う
む

り
、
不
快
に
感
じ
た

イ

ど
の
よ
う
に
対た

い

処し
ょ

し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
か
っ
た

ウ

事
実
を
認
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
深
く
傷
つ
い
た

エ

心
が
迷
っ
て
し
ま
っ
て
、
良
く
な
い
こ
と
に
誘さ

そ

い
込こ

ま
れ
た

Ⅱ　

掛
け
合
っ
て

ア

宣
言
し
て

イ　

反は
ん

抗こ
う

し
て

ウ

交こ
う

渉し
ょ
う

し
て

エ

口
論
し
て 著

作
物
利
用
の
た
め
本
文
は
削
除
し
ま
す
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問
二　
　
　

部
１
「
体
中
か
ら
力
が
抜
け
る
気
が
し
た
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
ふ
さ

わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

学
校
で
文
也
く
ん
に
乱
暴
な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
母
に
厳
し
く
追
及
さ
れ
る
と
思
っ
た
が
、
母
が
強
く
問

い
質た

だ

さ
な
か
っ
た
こ
と
に
拍ひ

ょ
う

子し

抜
け
し
た
と
い
う
こ
と
。

イ　

母
に
説
明
を
求
め
ら
れ
て
上
手
く
説
明
が
で
き
る
か
ど
う
か
不
安
に
駆か

ら
れ
た
が
、
詳し

ょ
う

細さ
い

に
説
明
で
き
な
く
て
も

よ
い
こ
と
に
気
が
付
き
安
心
し
た
と
い
う
こ
と
。

ウ　

学
校
で
起
こ
っ
た
出
来
事
が
、
思
い
の
外
大
事
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
件
で
母
を
困
ら
せ
て
し
ま
っ
た

自
身
の
行
動
に
失
望
し
た
と
い
う
こ
と
。

エ　

文
也
く
ん
に
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
怪
我
を
さ
せ
て
し
ま
っ
た
か
と
心
配
し
て
い
た
が
、
母
の
言
葉
を
聞
い
て
安
心

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
。

問
三　
　
　

部
２
「
母
さ
ん
は
途
中
ま
で
何
も
言
わ
な
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次

の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

陽
太
が
学
校
で
問
題
を
起
こ
し
た
こ
と
は
自
分
の
働
き
方
に
責
任
が
あ
る
と
考
え
て
、
息
子
に
対
し
て
申
し
訳
な
さ

が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
か
け
る
べ
き
か
迷
っ
て
い
た
か
ら
。

イ　

何
も
問
題
を
起
こ
さ
ず
に
充
実
し
た
学
校
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
友
人
を
突
き
飛
ば
す
と
い
う

問
題
行
動
を
起
こ
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
事
実
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
か
ら
。

ウ　

陽
太
に
心
の
負
担
を
掛
け
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
も
息
子
に
伝
え
る
べ
き
こ
と
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
た
の
で
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
か
け
る
べ
き
か
慎し

ん

重ち
ょ
う

に
言
葉
を
選
ん
で
い
た
か
ら
。

エ　

自
宅
で
陽
太
が
言
葉
に
詰つ

ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
教
育
方
法
が
悪
か
っ
た
と
考
え
た
の
で
、

こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
息
子
と
関
わ
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

問
四　
　
　

部
３
「
文
也
の
お
母
さ
ん
が
か
す
か
に
顔
を
引
き
つ
ら
せ
る
」
と
あ
る
が
、
文
也
の
母
が
そ
の
よ
う
な
表
情
を
見

せ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ

い
。

ア　

陽
太
の
母
親
が
文
也
に
事
の
顛て

ん

末ま
つ

を
話
す
よ
う
に
お
願
い
し
た
こ
と
で
、
息
子
や
自
分
が
不
利
に
な
る
状
況
を
懸け

念ね
ん

し
、
こ
の
ま
ま
互た

が

い
に
謝
罪
せ
ず
に
こ
の
件
を
終
わ
ら
せ
た
い
か
ら
。

イ　

陽
太
側
か
ら
の
謝
罪
で
幕ま

く

引ひ

き
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
陽
太
の
母
が
更
に
事
情
を
掘ほ

り
下
げ
よ
う
と
す
る
態
度
に

い
ら
立
ち
を
覚
え
た
か
ら
。

ウ　

文
也
に
全
面
的
に
非
が
あ
る
が
、
陽
太
の
母
が
下し

た

手て

に
出
て
い
る
状
況
だ
っ
た
の
で
こ
の
ま
ま
早
く
こ
の
件
を
な

か
っ
た
こ
と
に
し
た
い
か
ら
。

エ　

文
也
の
こ
と
を
守
る
た
め
に
陽
太
の
母
に
言
い
返
し
た
い
が
、
文
也
が
大
人
の
口
論
を
恐
れ
て
い
る
の
で
、
学
校
で

の
出
来
事
の
内
容
に
関
し
て
は
明
ら
か
に
し
た
く
な
い
か
ら
。
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問
五　
　
　

部
４
「
母
さ
ん
が
項
垂
れ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
陽
太
の
母
親
の
気
持
ち
を
、
陽
太
の
母
親
の
背
景
も
含

め
て
一
文
で
書
き
な
さ
い
。

〈
下
書
き
欄ら

ん

〉

問
六　
　
　

部
５
「
ど
う
し
て
文
也
く
ん
は
、
も
う
痛
く
な
い
と
言
い
な
が
ら
、
こ
ん
な
ふ
う
に
泣
く
ん
だ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、

こ
の
場
面
に
お
け
る
陽
太
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

ア　

文
也
が
文
也
の
母
に
伝
え
た
内
容
が
事
実
と
異
な
る
た
め
に
事
態
が
複
雑
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
、
原
因
を
つ

く
っ
た
文
也
が
同
情
を
さ
そ
う
よ
う
に
涙
を
流
し
て
い
る
状
況
に
戸
惑
っ
て
い
る
。

イ　

陽
太
の
母
は
陽
太
と
文
也
の
二
人
に
対
し
て
公
正
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
の
に
、
文
也
の
母
は
文
也
を
守
る
こ
と
し

か
考
え
て
い
な
い
状
況
と
、
そ
れ
を
文
也
が
喜
ん
で
涙
を
流
し
て
い
る
様
子
に
戸
惑
っ
て
い
る
。

ウ　

陽
太
の
母
が
文
也
の
母
に
、
他
の
話
ま
で
持
ち
出
し
て
責
め
立
て
ら
れ
て
い
る
前
で
、
責
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
文
也
が
涙
を
流
し
て
い
る
状
況
に
戸
惑
っ
て
い
る
。

エ　

陽
太
の
母
親
と
文
也
の
母
親
が
お
互
い
の
息
子
の
過
ち
に
つ
い
て
認
め
あ
っ
て
和な

ご

や
か
に
終
わ
る
だ
ろ
う
と
い
う
思

い
こ
み
が
外
れ
て
腹
を
立
て
、
涙
を
流
し
て
い
る
文
也
の
様
子
に
戸
惑
っ
て
い
る
。
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問
七　

次
の
会
話
は
問
題
文
の
場
面
を
読
ん
だ
生
徒
が
話
し
合
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
次
の
生
徒
の
会
話
を
踏ふ

ま
え
て
、
後
の

問
い
に
答
え
な
さ
い
。

生
徒
Ａ　

学
校
で
起
き
た
こ
と
を
親
に
伝
え
る
こ
と
は
難
し
い
時
が
あ
り
ま
す
。

生
徒
Ｂ　

そ
う
で
す
か
？　

私
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
何
で
も
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

生
徒
Ｃ　

 

羨う
ら
や

ま
し
い
で
す
。
私
は
家
族
の
顔
色
を
窺う

か
が

っ
て
話
し
た
い
こ
と
と
話
し
た
く
な
い
こ
と
を
区
別
し
て
い

ま
す
。

生
徒
Ｄ　

私
も
Ｃ
さ
ん
と
同
じ
で
す
。
全
て
を
伝
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

生
徒
Ａ　

 

考
え
方
や
振
る
舞
い
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
ね
。
先
ほ
ど
Ｃ
さ
ん
が
顔
色
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
相

手
の
様
子
を
窺
う
と
き
に
、
他
に
着
目
す
る
部
分
は
あ
り
ま
す
か
？

生
徒
Ｄ　

 

そ
う
で
す
ね
、
私
は
相
手
の{

`̀
Ｘ`̀̀

}

色
に
も
注
意
を
払
っ
て
い
ま
す
。
物
語
の
中
で
も
、
感
情
が
動

く
と
き
に
様
々
な
様よ

う

態た
い

を
見
せ
て
い
る
よ
う
で
す
。

生
徒
Ｂ　

 

確
か
に
物
語
の
中
で
は
そ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
私
は
そ
う
い
っ
た
相
手
の
変
化
に
合
わ

せ
て
自
分
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
は
抵て

い

抗こ
う

が
あ
り
ま
す
。
自
分
の
本
音
を
ぶ
つ
け
合
っ
て
築き

ず

き
上
げ
て
い

く
も
の
が
本
来
の
人
間
関
係
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

生
徒
Ｃ　

 

確
か
に
Ｂ
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
も
ご
も
っ
と
も
で
す
が
、
私
の
よ
う
に
な
か
な
か
本
音
を
口
に
で
き

な
い
性
格
の
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
。

生
徒
Ａ　

 

確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
物
語
の
中
で
の
登
場
人
物
た
ち
も
本
音
を
口
に
し
て
い
な
い
で
す
ね
。
陽
太
と
母

と
の
関
係
、
文
也
と
母
と
の
関
係
な
ど
顕け

ん

著ち
ょ

に
描え

が

か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

生
徒
Ｃ　

 

私
は
な
か
な
か
本
心
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
自
分
の
意
見
に
近
し
い
人
が
傍そ

ば

に
い
る
と
、

そ
の
人
に
迎げ

い

合ご
う

し
て
し
ま
う
こ
と
が
本
当
に
多
い
で
す
。

生
徒
Ｄ　

 

確
か
に
「
本
当
は
こ
う
思
う
け
ど
、
相
手
を
傷
つ
け
た
ら
ど
う
し
よ
う
」
と
考
え
て
い
る
う
ち
に
話
し
合

い
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
頻ひ

ん

繁ぱ
ん

に
起
こ
り
ま
す
。「
誰
か
が
代
わ
り
に
言
っ
て
く
れ
れ

ば
楽
な
の
に
」
と
い
う
こ
と
は
往お

う

々お
う

に
し
て
あ
り
ま
す
よ
ね
。

生
徒
Ａ　

 

な
る
ほ
ど
。
こ
の
物
語
の
面
白
さ
は
皆
さ
ん
の
お
話
の
中
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
引
き
続
き
読

み
方
を
深
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

⑴　{
`̀

Ｘ`̀̀
}

を
埋
め
る
の
に
最
も
適
切
な
言
葉
を
漢
字
一
字
で
答
え
な
さ
い
。

⑵　

右
の
生
徒
の
会
話
の
様
子
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

生
徒
Ａ
は
、
話
題
を
振
っ
た
後
に
司
会
者
的
な
立
場
で
参
加
し
て
い
る
。

イ　

生
徒
Ｂ
は
、
家
族
と
の
関
係
は
良
好
の
よ
う
だ
が
他
の
生
徒
と
は
意
見
が
合
わ
な
い
。

ウ　

生
徒
Ｃ
は
、
生
徒
Ｂ
に
対
抗
す
る
た
め
生
徒
Ｄ
を
取
り
込
み
た
い
。

エ　

生
徒
Ｄ
は
、
効
果
的
に
話
題
を
振ふ

っ
て
議
論
に
厚
み
を
も
た
せ
て
い
る
。




