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１

古
典
教
育
を
規
定
す
る
要
因
の
第
一
に
、
単
元
設
定
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら

れ
る
。
こ
れ
は
、
本
文
の
決
定
に
重
要
な
か
か
わ
り
を
持
つ
ば
か
り
で
は
な

く
、
単
元
設
定
を
誤
っ
た
古
典
教
育
は
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
枠
折
し
、
学
習

者
か
ら
古
典
を
ひ
き
離
し
て
し
ま
う
。
古
典
教
育
の
場
合
で
も
、
単
元
設
定
の

立
場
は
、
そ
の
教
育
課
程
を
計
画
的
・
能
率
的
に
展
開
す
る
た
め
の
学
習
経

験
・
教
材
内
容
の
一
つ
の
統
一
体
と
し
て
、
古
典
教
育
の
目
標
を
ど
う
う
け
と

め
、
う
け
つ
ぐ
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
元
設
定
に
さ
き

だ
っ
て
、
古
典
教
育
の
目
標
の
決
定
が
先
行
す
る
。
古
典
教
育
で
何
を
め
ざ
す

か
が
、
単
元
設
定
に
あ
た
っ
て
の
当
面
の
問
題
と
な
る
。
厳
密
に
い
う
な
ら
、

古
典
教
育
で
は
、
そ
れ
が
規
範
論
に
立
つ
か
、
現
代
的
意
義
論
に
立
つ
か
、
ま

た
、
古
典
認
識
論
の
立
場
に
立
つ
か
に
よ
っ
て
、
古
典
の
価
値
の
認
定
も
し
く

は
評
価
に
、
か
な
り
の
異
同
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
き
に
は
、

単
元
そ
の
も
の
が
、
古
典
の
価
値
の
総
称
と
も
な
り
う
る
。

単
元
と
は
、
学
習
経
験
の
一
ま
と
ま
り
で
あ
り
、
教
育
課
程
の
一
つ
の
単
位

と
し
て
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
習
の
単
位
と
し
て
の
単
元
は
、
そ
の
一

つ
一
つ
が
有
機
的
に
は
っ
き
り
と
し
た
目
的
を
持
っ
た
つ
な
が
り
を
持
っ
て
存

古
典
単
元
の
設
定
の
視
点

在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
単
元
は
、
そ
れ
か
教
育
で
あ
る
か
ぎ

り
、
学
習
者
の
成
長
発
達
の
過
程
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
、
位
置
づ
け
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
古
典
単
元
に
つ
い
て
見
て
も
、
一
つ
の
古
典
単
元
は
、
古
典

単
元
全
体
の
中
で
単
位
と
し
て
成
立
す
る
よ
り
前
に
、
国
語
全
体
の
教
育
課
程

の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
学
習
者
の
必
要
・
関
心
・
：
の

上
に
定
着
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

単
元
は
、
そ
の
統
一
の
中
心
を
、
学
習
者
の
生
沽
活
動
や
、
生
活
体
験
に
お

く
か
、
教
材
内
客
の
持
つ
体
糸
に
お
く
か
に
よ
っ
て
、
経
験
単
元
と
教
材
単
元

に
大
別
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
古
典
教
育
の
場
合
で
も
、
こ
れ
は
例
外
で
は
な

い
。
経
験
単
元
と
は
、
学
習
者
が
、
そ
の
生
活
場
面
の
そ
れ
ぞ
れ
の
現
実
で
当

面
す
る
生
活
の
諸
問
題
を
中
心
と
し
て
統
一
せ
ら
れ
る
単
元
で
あ
り
、
学
習
者

の
興
味
・
必
要
・
能
力
が
基
調
と
な
る
↑
戦
後
の
国
話
教
育
が
、
よ
り
経
験
単

元
的
な
色
彩
を
こ
く
し
、
国
語
科
の
全
領
域
が
、
生
活
的
な
に
お
い
に
み
ち
た

こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
、
国
語
科
の
教
育
課
程
の
す
べ

て
を
経
験
単
元
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
し
、
と
く
に
古
典
の
場

合
に
は
、
い
く
つ
か
の
障
害
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
経
験
単
元
、
教
材
単

元
の
い
ず
れ
の
視
点
に
立
つ
と
し
て
も
、
単
元
の
決
定
に
は
、
そ
の
基
本
的
な

水

田

五
○

潤



条
件
と
し
て
、
学
習
者
の
與
味
・
必
要
・
能
力
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
古
典
教
育
で
は
、
と
く
に
こ
の
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
現
代
文
学

の
場
合
は
、
単
元
や
導
入
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
文
そ
の
も
の
の
興
味

に
よ
っ
て
、
抵
抗
な
く
そ
の
学
習
目
的
を
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
が
少
な

く
な
い
が
、
古
典
の
場
合
は
事
情
が
異
な
る
。
単
元
設
定
の
し
か
た
や
、
導
入

に
よ
っ
て
、
学
習
者
の
與
味
を
刺
激
し
、
本
文
へ
の
関
心
と
問
題
解
決
の
意
欲

を
持
た
せ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
ゞ
」
と
の
な
い
古
典
の
た
ん
な
る
読
解

作
業
は
、
ど
ん
な
に
精
密
に
行
な
わ
れ
よ
う
と
も
、
大
き
な
学
習
効
果
は
期
待

で
き
な
い
。

２

す
で
に
旧
版
に
属
す
る
が
、
昭
和
一
干
六
版
愚
譲
漆
学
習
指
導
要
領
霞
誇
科

編
」
で
は
、
国
語
科
で
の
問
題
解
決
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

聞
く
こ
と
、
話
す
こ
と
、
読
む
こ
と
、
書
く
こ
と
は
、
ど
れ
も
何
か
に
つ

い
て
聞
い
た
ら
、
話
し
た
り
、
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

こ
に
何
か
の
解
決
す
・
へ
き
問
題
や
興
味
を
持
っ
て
い
る
話
題
が
な
け
れ
ば
な

“
ら
な
い
…
＄
・
ひ

古
典
の
学
習
の
場
合
で
も
、
こ
の
こ
と
は
例
外
で
あ
っ
て
よ
い
わ
け
は
な

い
。
ま
た
、
「
読
む
↑
」
と
」
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
具
体
目
標
の
中
に
は
、

古
典
に
つ
い
て
は
、
特
に
生
徒
の
実
態
に
即
し
て
選
ん
だ
り
与
え
た
り
す

ス
》
○
（
い
‐
●
稲
）

と
あ
る
が
、
実
態
に
即
す
る
と
は
、
た
ん
に
学
習
者
の
能
力
に
よ
っ
て
、
古
典

本
文
の
難
易
を
考
慮
す
る
だ
け
で
は
な
、
、
そ
の
興
味
・
関
心
・
問
題
解
決
の

面
か
ら
も
、
そ
の
適
否
が
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
ろ
み
に
、
前
掲
の
中
学
校
国
語
教
科
書
の
資
料
に
よ
っ
て
、
中
学
校
で

の
初
出
期
（
主
と
し
て
一
年
・
二
年
）
の
古
典
単
元
を
分
類
し
て
示
す
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

㈲
現
代
語
訳
に
よ
る
場
合

Ａ
伝
説
民
話
型
③
（
教
図
・
学
図
・
二
葉
・
秀
英
・
教
出
・
大
修
・
書

院
・
筑
摩
）

Ｂ
作
品
形
態
型
②
（
東
書
・
中
教
）

Ｃ
古
典
入
門
型
②
（
龍
隆
・
三
省
）

Ｄ
言
語
・
言
語
史
型
①
（
日
書
）

Ｅ
思
索
型
①
（
実
教
）

十
五
社
の
う
ち
十
四
社
ま
で
が
、
古
典
の
初
出
単
元
で
は
、
現
代
語
訳
ま
た

は
劇
化
の
か
た
ち
で
、
古
典
を
教
材
本
文
と
し
て
い
る
。

Ａ
伝
説
民
話
型
で
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
「
む
か
し
話
」
も
し
く
は

「
民
話
」
と
し
て
単
元
を
設
定
し
、
教
材
本
文
で
は
、
古
事
記
（
倭
建
命
・
や

ま
た
の
お
ろ
ち
・
い
な
ぱ
の
白
う
さ
ぎ
）
、
今
昔
物
語
（
強
力
僧
正
・
信
濃
守

藤
原
陳
忠
）
、
わ
ら
べ
唄
歳
時
記
（
で
ん
で
ん
太
鼓
）
、
そ
の
他
「
日
本
の
昔

話
」
（
関
敬
吾
）
よ
り
取
材
の
も
の
な
ど
を
用
い
て
い
る
。
な
お
、
単
元
配
列

の
上
で
は
厳
密
に
は
初
出
で
は
な
い
が
、
同
じ
く
こ
の
時
期
の
も
の
と
し
て

は
、
宇
治
拾
遺
物
語
（
鬼
に
こ
ぶ
と
ら
る
る
こ
と
．
す
ず
め
恩
を
報
ず
る
こ

と
）
、
竹
取
物
語
（
か
ぐ
や
姫
）
な
ど
が
、
伝
説
民
話
型
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ

て
い
る
。
Ｂ
作
品
形
態
型
で
は
、
「
劇
」
「
小
説
」
と
し
て
単
元
を
設
定

し
、
雨
月
物
語
の
「
夢
応
の
鯉
魚
」
が
「
劇
」
で
、
蘭
学
事
始
が
「
小
説
」
で

採
ら
れ
て
い
る
。
Ｃ
古
典
入
門
型
単
元
は
、
現
代
語
訳
初
出
の
場
合
は
、

「
古
典
に
親
し
む
」
「
古
文
に
親
し
む
」
の
二
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
原
文
初
出

五
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－一

の
場
合
に
は
圧
倒
的
に
多
い
単
元
形
式
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
現
代
語
訳
初

出
の
二
例
で
は
、
さ
す
が
に
竹
取
物
語
な
ど
、
説
話
的
要
素
の
多
い
も
の
が
採

ら
れ
て
い
る
。
Ｄ
言
語
・
言
語
史
型
は
、
一
社
に
す
ぎ
な
い
が
、
「
か
な
と

か
な
文
学
」
と
し
て
、
解
説
を
と
も
な
い
な
が
ら
、
更
級
日
記
、
源
氏
物
語
、

枕
草
子
な
ど
が
、
言
語
と
文
学
と
の
接
点
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
、
解
説
文
中

に
挿
入
（
現
代
語
訳
）
さ
れ
て
い
る
。
Ｅ
思
索
型
は
、
こ
れ
も
一
社
に
す
ぎ

な
い
が
、
「
探
求
の
心
」
と
し
て
、
蘭
学
事
始
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
型
は
、

古
典
単
元
と
し
て
は
か
な
ら
ず
し
も
多
く
は
な
い
が
、
説
明
文
教
材
、
そ
の
他

文
学
単
元
に
は
相
当
数
と
ら
れ
て
い
る
単
元
で
あ
る
。

口
原
文
（
現
代
語
訳
対
照
も
ふ
く
め
て
）
に
よ
る
場
合

Ａ
伝
説
民
話
型
②
（
二
葉
・
秀
英
）

Ｂ
作
品
形
態
型

Ｃ
古
典
入
門
型
⑤
（
日
書
・
中
教
・
教
図
・
開
隆
・
三
省
）

，
言
語
・
言
語
史
型
③
（
東
書
・
教
出
・
光
村
）

Ｅ
思
索
型

Ｆ
ユ
ー
モ
ア
型
②
（
学
図
・
大
修
）

初
出
期
に
、
十
五
社
の
う
ち
十
二
社
ま
で
が
、
原
文
（
現
代
語
訳
対
照
も
ふ

く
め
て
）
に
よ
っ
て
古
典
単
元
を
構
成
し
て
い
る
。

Ａ
伝
説
民
話
型
で
は
、
宇
治
拾
遺
物
語
、
古
今
著
聞
集
、
徒
然
草
、
十
訓

抄
な
ど
の
中
か
ら
説
話
的
要
素
の
多
い
章
が
と
ら
れ
、
Ｃ
古
典
入
門
型
で

も
、
伊
曽
保
物
語
、
宇
治
拾
遺
物
語
、
古
今
著
聞
集
、
今
昔
物
語
、
花
月
草

紙
、
狂
言
記
な
ど
、
Ａ
と
同
様
に
説
話
的
要
素
の
多
い
も
の
や
、
こ
っ
け
い
的

な
要
素
を
持
つ
も
の
が
多
い
。
こ
の
傾
向
は
、
Ｄ
言
語
・
言
語
史
型
で
も
変

わ
り
は
な
く
、
宇
治
拾
遺
物
語
、
雲
葬
雑
志
、
戒
語
抄
、
続
鳩
翁
道
話
、
徒
然

。

五
二

草
な
ど
の
中
の
説
話
的
要
素
の
多
い
も
の
が
採
ら
れ
て
い
る
。
Ｅ
ユ
ー
モ
ア

型
で
は
、
「
ユ
ー
モ
ア
を
味
わ
う
」
「
笑
い
の
文
学
」
な
ど
と
し
て
、
狂
言

記
、
東
海
道
中
膝
栗
毛
、
醒
睡
笑
な
ど
、
い
ず
れ
も
こ
っ
け
い
譜
誰
文
学
が
採

用
さ
れ
て
い
る
。
単
元
や
単
元
設
定
の
視
点
の
異
同
を
超
え
て
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
説
話
的
要
素
の
濃
い
も
の
、
も
し
く
は
、
こ
っ
け
い
的
要
素
を
持
つ
も
の

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

３

入
門
期
の
古
典
学
習
で
は
．
学
習
者
の
興
味
と
關
心
を
、
ど
の
よ
う
に
定
着

さ
せ
、
資
料
と
の
接
点
を
ど
こ
に
求
め
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
、
昭
和
三
’
九
年
版
の
「
榊
塗
津
学
習
指
導
法
国
語
科
編
」
で
は
、
次
の

よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

中
学
生
の
古
典
に
対
す
る
知
識
や
理
解
は
、
主
と
し
て
新
聞
や
雑
誌
、
ラ

ジ
オ
や
映
画
な
ど
か
ら
断
片
的
に
得
た
り
、
古
典
に
取
材
し
た
神
話
や
伝

説
、
物
語
や
小
説
、
あ
る
い
は
古
典
の
現
代
語
訳
な
ど
か
ら
得
る
一
」
と
が
多

い
。
そ
こ
で
、
古
典
の
学
習
は
ま
ず
こ
の
方
面
か
ら
、
興
味
や
関
心
を
呼
び

起
し
、
学
習
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。

興
味
・
関
心
が
こ
う
し
た
視
点
か
ら
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら

「
古
典
に
取
材
し
た
神
話
・
伝
説
・
物
語
・
小
説
な
ど
に
つ
い
て
調
・
へ
た
り
、

話
し
た
り
す
る
。
」
「
現
代
語
訳
に
よ
っ
て
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
古
典
、
新
聞

や
ラ
ジ
オ
な
ど
で
知
っ
た
古
典
に
つ
い
て
発
表
し
合
う
。
」
と
い
う
具
体
的
な

方
法
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
中
学
校
国
語
教
科
書
の
初
出
期
の
古
典
本
文
の

か
た
よ
り
は
、
こ
の
こ
と
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
る
。
入
門
期
の
古
典

学
習
が
、
生
徒
の
興
味
あ
る
作
品
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
生
徒
の
興
味
や
関
心
は
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
だ
け



見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
と
よ
り
、
成
人
で
さ
え
親
し
み
に
く
い
古
典
、
言
語
抗
抵
の
多
い
古
典
を

入
門
期
に
提
出
す
る
↑
」
と
は
慎
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
い
な
ぱ
の
白

う
さ
ぎ
」
や
「
お
る
ち
た
い
じ
」
「
海
幸
山
幸
」
「
浦
島
太
郎
」
「
か
ぐ
や
ひ

め
」
「
は
ち
か
つ
ぎ
ひ
め
」
「
《
」
ぶ
と
り
」
．
寸
法
師
」
「
鼻
」
な
ど
（
い

ず
れ
も
前
記
「
鋤
塗
嘩
学
習
指
導
法
園
誘
科
編
」
に
例
示
）
の
童
話
古
典
に
た

よ
る
こ
と
だ
け
が
、
初
出
期
の
古
典
へ
の
興
味
づ
け
で
あ
る
と
す
る
見
方
は
、

一
つ
の
偏
見
で
あ
る
・
児
童
期
を
す
で
に
な
か
ば
ぬ
け
出
し
た
中
学
生
た
ち
の

興
味
や
関
心
は
、
も
つ
と
別
の
と
こ
ろ
に
も
あ
る
。
導
入
期
と
い
う
一
つ
の
限

疋
を
考
え
た
と
し
て
も
、
た
ん
に
お
と
ぎ
ぱ
な
し
、
一
口
ぱ
な
し
的
契
機
だ
け

に
た
よ
ろ
う
と
す
る
仕
方
は
、
「
古
典
へ
の
通
路
」
を
と
い
う
目
標
の
正
当
性

を
認
定
す
る
立
場
に
お
い
て
も
、
か
な
ら
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、

古
典
と
言
え
ば
す
ぐ
に
源
氏
物
語
、
枕
草
子
、
徒
然
草
の
原
文
を
と
い
う
考
え

方
と
は
ま
た
別
の
意
味
で
誤
り
で
あ
る
・

文
学
を
享
受
す
る
経
験
は
決
し
て
単
一
で
は
な
い
。
導
入
期
の
古
典
教
育
の

場
合
で
も
、
古
典
に
対
す
る
興
味
や
関
心
は
、
学
習
者
の
現
実
に
立
ち
、
か
れ

ら
の
経
験
に
即
し
て
、
そ
の
学
習
期
（
中
学
一
・
二
年
）
に
、
価
値
あ
る
言
語

経
験
、
文
学
経
験
を
与
え
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
習
者
の
情
緒
や

感
覚
か
ら
か
け
離
れ
た
時
点
で
と
ら
え
ら
れ
た
単
元
や
資
料
は
、
そ
れ
自
体
入

門
期
の
も
の
と
し
て
、
い
か
に
親
し
み
や
す
く
読
み
や
す
く
て
も
、
本
当
の
意

味
で
の
「
古
典
へ
の
通
路
」
と
は
な
り
得
な
い
。

４

古
典
の
単
元
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
こ
の
期
の
学
習
者
の
言
語
経
験
・

文
学
経
験
の
実
態
や
志
向
に
目
を
む
け
る
必
要
が
あ
る
。
古
典
教
育
が
文
学
教

育
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
文
学
経
験
だ
け
に
か
ぎ
っ
て
考
え
る
こ
と
は

ま
ち
が
い
で
あ
る
。
文
学
も
ま
た
言
語
で
あ
る
。
と
く
に
学
習
者
の
生
活
に
単

元
設
定
の
視
点
を
求
め
る
立
場
に
立
と
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
言
語
経
験
を
見

お
と
す
↑
」
と
は
許
さ
れ
な
い
。
↑
」
こ
で
は
、
生
活
単
元
、
教
材
単
元
の
区
別
に

こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。
い
ず
れ
の
蝿
元
の
立
場
に
立
つ
と
し
て
も
、
言
語
経

験
・
文
学
経
験
が
と
も
に
学
習
者
の
生
活
経
験
を
底
辺
と
し
て
成
立
す
る
。
昭

和
三
十
三
毎
版
「
中
学
校
学
習
指
導
要
領
」
で
は
、
古
典
教
育
に
つ
い
て
は

「
基
本
的
な
も
の
に
適
宜
ふ
れ
さ
せ
、
古
典
に
対
す
る
関
心
を
も
た
せ
る
よ
う

に
留
意
す
る
。
」
と
述
べ
、
昭
和
三
十
四
年
版
「
中
学
校
国
語
指
導
書
」
で

は
、
こ
の
顎
に
つ
い
て
「
他
の
読
み
物
と
の
調
和
を
考
え
た
上
で
適
当
な
時
間

を
と
っ
て
、
基
本
的
な
も
の
に
触
れ
さ
せ
て
、
古
典
に
対
す
る
関
心
を
も
た
せ

る
よ
う
に
す
る
。
」
と
解
説
し
て
い
る
が
、
｛
」
こ
に
「
適
宜
」
と
し
、
「
他
の

読
み
物
と
の
調
和
」
と
し
て
指
示
さ
れ
る
意
味
も
、
た
ん
に
文
学
経
験
だ
け
に

、
ｎ
戸
●

力
ぎ
つ
た
考
え
方
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

経
験
と
は
、
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
行
動
で
あ
り
、
主
体
と
環
境
・
資

料
と
の
相
互
の
活
動
的
な
連
関
の
体
制
で
あ
る
。
聞
く
こ
と
、
話
す
こ
と
、
読

む
こ
と
、
書
く
↑
」
と
の
領
域
に
お
い
て
、
相
互
に
連
関
し
あ
い
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
な
に
ご
と
か
を
主
体
的
に
形
づ
く
っ
て
い
妄
」
う
と
す
る
問
題
解
決
の
手

段
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
典
単
元
の
設
定
に
お
い
て
も
、
た
ん
に
読
む
こ

と
に
か
ぎ
っ
て
単
元
設
定
の
視
点
を
考
え
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
文
学
を
、

聞
く
こ
と
、
話
す
ゞ
」
と
、
読
む
《
」
と
、
書
く
こ
と
と
は
別
の
次
元
で
あ
る
と
考

え
る
こ
と
も
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
古
典
教
育
に
つ
い
て
見
て
も
、
失
敗
の
多
く

は
、
古
典
を
特
殊
の
文
学
と
し
て
限
定
し
て
考
え
る
《
」
と
に
よ
る
場
合
が
少
な

く
な
い
。
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
、
古
典
を
形
式
的
に
異
質
の
。
も
の
と
し
て
考

煮
一

一

一



ー

え
す
ぎ
て
き
た
。
こ
の
古
典
認
識
の
発
想
が
、
う
ら
を
か
え
せ
ば
「
古
典
へ
の

通
路
」
と
し
て
の
童
話
古
典
へ
の
依
存
と
な
っ
て
、
中
学
初
出
期
に
あ
ら
わ
れ

た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
中
学
一
・
二
年
期
は
、
、
い
う
ま
で
も
な
く
も
は
や
童
話
期
で
は
な

い
。
伝
説
・
民
話
を
は
じ
め
、
説
話
系
列
の
古
典
が
、
学
習
資
料
と
し
て
不
適

当
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
入
門
期
の
単
元
設
定
の
視
点
や
、
資
料
の
選
定

を
、
こ
の
角
度
に
限
定
し
て
考
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
も
と
よ
り
、
古

典
単
元
や
古
典
本
文
が
、
か
つ
て
の
よ
う
に
、
作
品
中
心
の
固
定
し
た
も
の
で

あ
っ
て
よ
い
訳
は
な
い
が
、
「
い
な
ぱ
の
白
う
さ
ぎ
」
や
「
お
る
ち
た
い
じ
」

以
下
の
童
話
古
典
だ
け
に
、
古
典
へ
の
興
味
・
関
心
の
足
が
か
り
を
得
よ
う
と

す
る
思
考
も
ま
た
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
安
易
さ
、
こ
そ
く
さ
か
ら
は
、

真
の
古
典
へ
の
関
心
も
、
そ
の
民
族
精
神
の
く
み
と
り
も
期
待
で
き
な
い
に
ち

が
い
な
い
。
学
習
者
は
｛
」
う
し
た
導
入
に
は
、
な
か
ば
失
望
し
、
そ
の
感
覚
的

な
ず
れ
に
不
信
を
い
だ
い
て
い
る
。
生
徒
の
言
語
経
験
・
文
学
経
験
を
も
つ
と

広
く
、
も
つ
と
現
実
に
即
し
て
見
究
め
、
そ
こ
に
、
も
つ
と
自
然
に
、
も
つ
と

興
味
深
く
古
典
へ
導
き
入
れ
る
方
法
を
く
ふ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

ア
ハ
″
〆
○

５

こ
こ
ろ
み
に
、
古
典
童
話
と
し
て
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
鬼
に
こ
ぶ
と
ら

る
る
こ
と
』
（
宇
治
捨
遺
物
語
）
を
資
料
と
す
る
単
元
に
つ
い
て
見
て
み
よ

う
。
〆
」
れ
は
３
中
学
校
で
は
、
東
書
、
開
隆
の
二
社
が
．
い
ず
れ
も
古
典
初
出

の
単
元
と
し
て
二
年
で
提
出
し
て
い
る
。
（
東
書
本
は
、
こ
れ
よ
り
さ
き
に
、

雨
月
物
語
の
「
夢
応
の
鯉
魚
」
を
「
鯉
に
な
っ
た
和
尚
さ
ん
」
（
脚
色
、
三
島

由
紀
夫
）
と
し
て
、
単
元
「
劇
」
で
提
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
厳
密
に
は
古

五
四

典
単
元
で
は
な
い
。
開
隆
本
で
も
、
同
様
に
、
単
元
「
研
究
発
表
」
の
中
に
、

柳
田
国
男
の
「
山
の
背
比
べ
」
を
採
用
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
、
古
典
学
習

を
直
接
に
は
目
標
と
し
て
い
な
い
。
）

日
単
元
お
よ
び
単
元
目
標

東
書
八
昔
話
と
伝
説
Ｖ
（
二
年
下
）

１
口
か
ら
口
へ
伝
え
ら
れ
る
文
学
の
意
義
を
理
解
す
る
。

２
昔
話
や
伝
説
の
中
に
ひ
そ
む
祖
先
の
心
や
生
活
に
触
れ
る
。

３
古
い
物
語
に
関
心
を
持
つ
。

４
昔
話
と
伝
説
の
違
い
に
つ
い
て
読
み
と
る
。

５
聞
き
書
な
ど
を
作
る
こ
と
に
関
心
を
持
つ
。

開
隆
八
古
典
に
親
し
む
Ｖ
（
二
年
下
）

１
注
釈
を
利
用
し
て
や
さ
し
い
古
典
の
物
語
を
読
む
。

２
古
典
を
と
お
し
て
当
時
の
人
々
の
生
活
を
理
解
す
る
。

８
古
典
の
価
値
を
認
め
、
こ
れ
を
尊
重
す
る
態
度
を
養
う
。

４
日
本
の
古
典
の
だ
い
た
い
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

５
古
典
の
原
文
に
親
し
む
。
（
古
語
を
辞
書
に
よ
っ
て
調
奪
へ
る
。
文
語
と

口
語
の
違
い
を
知
る
ｃ
）

口
単
元
の
構
成

東
書

一
、
灰
ま
、
ざ
童
子
（
岩
倉
市
郎
「
お
き
一
の
え
ら
ぶ
昔
話
」
）
…
（
現
代
語
）

二
、
鬼
に
こ
ぶ
と
ら
る
る
こ
と
…
（
原
文
・
口
語
訳
対
照
）

三
、
昔
話
の
話
（
関
敬
語
）
：
：
：
（
解
説
文
）

四
、
伝
説
の
話
（
柳
出
国
男
「
日
本
の
伝
説
」
）
…
（
解
説
文
）

開
隆



一
、
日
本
の
古
典
文
学
（
竹
取
物
語
・
万
葉
集
「
浦
島
説
話
」
・
・
・
口
語
訳
と

一
部
原
文
）
…
（
解
説
文
）

二
、
鬼
に
こ
ぶ
と
ら
る
る
こ
と
…
（
原
文
・
注
）

三
、
か
み
な
り
（
狂
言
）
．
：
（
原
文
・
注
）

単
元
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
単
元
目
標
が
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
と
同
時
に
、
単
元
を
構
成
す
る
資
料
が
、
そ
の
単
元
目
標
に
そ
っ
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
二
社
の
場
合
は
、
単
元
の
異
同
と
と
も
に
、
そ

の
目
標
に
も
い
く
ら
か
の
ず
れ
が
あ
る
が
、
と
も
に
古
典
を
と
お
し
て
祖
先
の

心
や
生
活
を
理
解
す
る
こ
と
を
主
目
標
と
す
る
点
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
こ
れ

は
、
「
祖
先
の
生
活
を
表
わ
し
た
作
品
に
は
、
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
が
書
か

れ
て
お
り
、
現
代
の
文
化
に
も
関
係
が
あ
る
か
ら
：
古
典
に
親
し
み
、
そ
の
内

容
を
く
み
と
り
、
祖
先
の
思
考
や
心
情
を
う
か
が
い
知
る
；
・
」
と
い
う
「
中
学

校
国
語
指
導
書
」
（
ｒ
乎
芭
の
解
説
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
い
わ
ば
古
典
教
育
の

大
命
題
で
も
あ
る
。
文
化
遺
産
と
し
て
の
古
典
の
意
義
の
認
識
と
、
民
族
精
神

の
原
流
の
継
承
を
め
ざ
し
て
い
る
。
「
鬼
に
こ
ぶ
と
ら
る
る
こ
と
」
を
は
じ

め
、
他
の
諸
資
料
は
、
こ
う
し
た
目
標
を
直
接
に
う
け
も
つ
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
単
元
の
異
同
を
超
え
て
、
二
社
と
も
に
「
鬼

に
こ
ぶ
と
ら
る
る
こ
と
」
を
こ
の
時
期
に
採
用
し
た
↑
」
と
は
、
入
門
期
と
い
う

時
期
を
考
慮
し
、
学
習
者
の
興
味
・
関
心
が
こ
こ
に
あ
る
と
見
た
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
二
社
と
も
に
導
入
文
は
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
資
料
決
定
に
あ

た
っ
て
の
編
集
者
の
意
図
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
昔
話
や
伝
説
に
接
す
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
祖
先
が

い
だ
い
て
い
た
人
生
観
や
処
生
観
、
あ
る
い
は
道
徳
意
識
な
ど
が
、
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
：
日
本
の
昔
話
や
伝
説

は
、
そ
の
種
類
が
豊
か
で
あ
り
変
化
も
多
い
。
古
典
教
育
の
上
か
ら
も
、
民

族
精
神
を
理
解
し
、
心
を
豊
か
に
す
る
上
か
ら
も
、
こ
の
期
の
学
習
資
料
と

し
て
適
切
で
あ
ろ
う
。
（
東
書
「
新
し
い
国
語
」
指
導
書
）

こ
の
物
語
（
竹
取
物
語
を
さ
す
）
は
、
お
と
ぎ
話
め
い
た
と
ゞ
」
ろ
も
あ
り

ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
の
材
料
を
使
っ
て
、
空
想
の
世
界
に
わ
た
し
た
ち
を
引

き
入
れ
ま
す
。
ま
た
、
現
実
の
生
活
の
こ
と
も
書
い
て
あ
り
ま
す
し
、
人
情

、
、
、

の
』
」
ま
や
か
な
と
こ
ろ
も
よ
く
書
い
て
あ
り
ま
す
。
：
．
し
ゃ
れ
が
多
く
は
い

っ
て
い
て
、
楽
天
的
な
古
代
日
本
人
の
お
も
か
げ
が
し
の
ば
れ
ま
す
。
（
開

隆
「
日
本
の
古
典
文
学
」
ｌ
同
単
元
所
収
解
説
文
）

「
鬼
に
こ
裳
と
ら
る
る
こ
と
」
を
は
じ
め
、
竹
取
物
語
や
、
「
浦
島
説
話
」

の
学
習
者
の
既
知
の
記
憶
を
契
機
と
す
る
《
」
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
古
典
へ
の

導
入
へ
、
興
味
と
関
心
へ
、
古
典
精
神
の
理
解
へ
と
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
。
こ
こ
に
は
、
古
典
の
壁
を
と
り
の
ぞ
く
た
め
の
非
常
な
苦
心
を
読
み
と
る

一
」
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
編
集
者
の
苦
心
に
も
か
か
わ
ら
ず
学
習
者
に
、
こ

の
古
典
本
文
が
伝
え
る
民
族
精
神
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
を
く
み
と
ら
せ
る
こ
と

は
容
易
で
は
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
す
で
に
童
話
期
か
ら
物
語
期

へ
、
そ
し
て
小
説
期
へ
と
、
成
人
感
覚
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
↑
」
の
時
期
に
、
た

と
え
古
典
へ
の
導
入
と
い
う
限
定
を
考
え
た
上
で
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
童
話

古
典
だ
け
に
よ
っ
て
、
古
典
へ
の
興
味
・
関
心
、
古
典
精
神
の
理
解
を
め
ざ
す

こ
と
は
賢
明
で
は
な
い
。
伝
説
、
民
話
を
は
じ
め
こ
れ
ら
の
童
話
古
典
の
持
つ

古
典
的
価
値
は
、
決
し
て
軽
視
す
べ
き
で
は
な
く
、
こ
の
中
に
は
、
こ
ん
に
ち

に
継
承
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
多
く
の
遺
産
を
秘
め
て
は
い
る
。
し
か
し
、
学
習

者
の
過
去
の
（
幼
児
期
の
）
経
験
や
、
読
み
や
す
さ
へ
の
も
た
れ
か
か
り
だ
け

五
五



一

に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
持
つ
真
の
遺
産
的
価
値
は
、
つ
い
に
継
承
さ
れ
ず
に

終
っ
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
。
学
習
者
に
と
っ
て
、
学
習
資
料
が
す
で
に
熟

知
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
か
れ
ら
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。
ま
た
、
童
話
古
典
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
世
界
は
、
こ
の
時
期
の

学
習
者
の
関
心
に
は
ほ
ど
遠
い
。

６

古
典
が
、
わ
れ
わ
れ
の
民
族
的
な
文
化
遺
産
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
入
門
期
の
学
習
者
に
、
こ
れ
を
与
え
る
場
合
、
基
本
的
な
視
点
と
し
て

次
の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。

１
興
味
あ
る
作
品
か
ら
学
習
を
始
め
る
こ
と
。

２
自
然
な
か
た
ち
で
学
習
に
入
る
こ
と
。

と
こ
ろ
で
、
入
門
期
の
古
典
学
習
の
て
つ
づ
き
と
し
て
は
、
一
艘
に
、
古
典

に
対
す
る
知
識
や
理
解
へ
の
心
が
ま
え
を
「
導
入
文
」
や
「
解
説
文
」
に
よ
っ

て
与
え
、
↑
」
れ
に
よ
っ
て
、
古
典
へ
の
親
近
感
や
あ
↑
」
が
れ
を
持
た
せ
、
上
述

の
よ
う
な
資
料
に
よ
っ
て
、
こ
の
役
を
果
た
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、

古
典
と
現
代
と
の
つ
な
が
り
、
古
典
や
古
典
入
の
生
活
や
思
考
の
理
解
が
め
ざ

さ
れ
る
。
導
入
文
や
解
説
文
は
、
い
ず
れ
も
、
た
と
え
ば

私
た
ち
は
、
だ
れ
で
も
幼
い
こ
ろ
、
父
母
や
祖
父
母
か
ら
「
桃
太
郎
」
や

．
寸
法
師
」
や
「
浦
島
太
郎
」
な
ど
、
数
々
の
昔
話
を
聞
い
て
、
目
を
輝

か
し
、
美
し
い
夢
の
世
界
に
遊
ん
だ
楽
し
い
思
い
出
を
持
っ
て
い
ま
す
。
．
．
．

い
わ
ば
、
私
た
ち
日
本
人
の
心
の
ふ
る
さ
と
と
で
も
言
え
る
も
の
で
す
。
：
、

現
在
の
私
た
ち
の
物
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
が
、
長
い
間
古
典
を
通
し

て
養
い
育
て
ら
れ
て
き
た
国
民
的
な
生
活
感
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
（
三
省
二
年
上
「
古
文
に
親
し
む
」
）

五
六

わ
た
し
た
ち
日
本
人
は
、
多
く
の
文
化
遺
産
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

た
い
せ
つ
な
も
の
の
一
つ
に
古
典
が
あ
り
ま
す
』
古
典
を
読
ん
で
、
昔
の
人

の
も
の
の
感
じ
方
、
考
え
方
や
生
き
方
を
理
解
し
、
そ
れ
を
現
代
の
立
場
で

考
え
る
こ
と
は
、
ほ
ん
と
う
の
教
養
を
身
に
つ
け
、
自
分
の
生
活
を
豊
か
に

す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
（
光
村
三
「
古
典
に
学
ぶ
」
）

な
ど
の
発
想
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
あ
ま
り
に
古
典
を
美
化
し
、
偶
像

化
し
て
い
は
し
な
い
か
。
こ
の
導
入
文
や
解
説
文
を
受
け
て
与
え
ら
れ
る
「
か

ぐ
や
姫
」
や
。
寸
法
師
」
や
「
鬼
に
こ
ぶ
と
ら
る
る
こ
と
」
な
ど
か
ら
、
学

習
者
は
、
は
た
し
て
「
現
在
の
私
た
ち
の
物
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
」
を

よ
り
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。

「
浦
島
説
話
」
や
、
「
か
ぐ
や
姫
」
．
寸
法
師
」
「
鬼
に
↑
」
ぶ
と
ら
る
る
こ

と
」
な
ど
を
、
「
現
代
の
立
場
で
考
え
た
」
場
合
、
ど
の
よ
う
な
結
論
が
導
き

出
さ
れ
る
か
。

さ
き
の
日
書
の
一
‐
指
導
書
」
に
は
、
そ
の
道
徳
意
識
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い

る
が
、
童
話
古
典
に
た
ん
て
き
に
示
さ
れ
る
啓
蒙
的
類
型
的
な
そ
れ
に
対
し
て

は
、
学
習
者
は
決
し
て
共
感
牟
一
示
さ
な
い
。
「
も
の
う
ら
や
み
は
す
ま
じ
き
こ

と
な
り
」
と
い
っ
た
寓
話
的
言
辞
に
も
背
を
む
け
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
ば
く
ぜ

ん
と
は
し
て
い
て
も
、
文
学
に
一
つ
の
問
題
解
決
を
求
め
る
若
い
世
代
の
欲
求

に
、
こ
れ
ら
の
諸
作
品
が
こ
た
え
得
る
作
品
で
は
な
い
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て

い
よ
う
。
興
味
あ
る
作
品
か
ら
始
め
る
と
は
言
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
よ

る
古
典
教
育
は
、
こ
の
時
点
か
ら
も
く
ず
れ
き
っ
て
し
ま
う
。

が
ん
ら
い
、
伝
説
、
民
話
な
ど
説
話
系
列
の
古
典
の
古
典
と
し
て
の
意
義
や

定
位
は
、
い
わ
ば
知
的
な
領
城
に
属
す
る
。
こ
こ
に
「
祖
先
の
思
考
や
心
情
を

う
か
が
い
知
る
」
と
は
言
っ
て
も
、
宇
治
拾
遺
物
語
、
古
今
著
集
聞
、
今
昔
物



語
を
は
じ
め
そ
の
他
の
民
話
や
説
話
の
持
づ
文
学
性
や
古
典
的
価
値
は
、
こ
れ

は
た
ん
に
親
し
み
や
す
さ
と
い
う
だ
け
の
視
点
で
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
も
つ
と
違
っ
た
面
か
ら
の
評
価
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
学
史
的
な

分
野
や
、
歴
史
社
会
学
的
な
背
景
の
理
解
は
、
あ
る
程
度
の
古
典
へ
の
判
断
力

と
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
力
を
必
要
と
す
る
。
古
典
認
識
の
知
識
の
う
す
い
入

門
期
の
学
習
者
に
、
安
易
に
こ
れ
ら
を
遺
産
と
し
て
の
古
典
の
名
で
定
着
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
与
え
る
な
ら
入
門
期
で
は
な
い
時
期
に
、
童
話
古
典

と
し
で
で
は
な
く
、
ま
た
、
古
典
へ
の
導
入
の
た
め
の
手
段
と
し
て
で
は
な

く
、
そ
の
価
値
の
正
当
な
認
定
に
よ
っ
て
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ユ
ー
モ
ア
や
江
戸
笑
話
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
。
古
典
と
し
て

の
価
値
の
認
識
に
は
、
高
度
の
享
受
力
を
必
要
と
す
る
。
た
ん
な
る
し
や
れ
や

笑
い
ぱ
な
し
程
度
に
理
解
さ
れ
る
だ
け
で
は
継
承
の
意
義
は
少
な
い
。

こ
の
時
期
の
学
習
者
の
文
学
へ
の
関
心
は
、
人
事
的
現
実
的
蕪
も
の
、
活
動

的
な
も
の
、
探
求
的
な
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
、
伝
説
、
冒
険
も
の

へ
の
興
味
も
強
く
、
女
子
は
成
人
感
覚
に
近
く
、
真
実
な
る
も
の
美
な
る
も
の

を
要
求
す
る
。
単
元
の
設
定
、
構
成
に
あ
た
っ
て
は
こ
う
し
た
面
か
ら
の
検
討

が
必
要
で
あ
る
。
入
門
期
、
特
に
古
典
へ
の
認
識
の
未
分
化
の
時
期
に
は
、
こ

う
し
て
自
然
な
か
た
ち
で
、
学
習
者
の
読
書
欲
求
に
即
し
た
単
元
、
資
料
に
よ

っ
て
古
典
へ
導
入
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
の
意
味
か
ら
言
っ
て
、
古
典
入

門
型
の
軍
元
は
適
当
で
は
な
い
。
「
古
典
入
門
」
「
古
典
に
親
し
む
」
「
古
典

の
世
界
」
な
ど
と
し
て
、
古
典
の
価
値
や
意
義
な
ど
に
つ
い
て
の
導
入
文
や
解

、
、

、
、
、
、

説
文
を
と
も
な
い
な
が
ら
（
つ
ま
り
、
古
典
と
し
て
じ
ゆ
う
ふ
ん
に
古
典
を
意

、
、
、
、

識
さ
せ
て
）
行
な
わ
れ
る
古
典
学
習
で
は
、
自
然
な
か
た
ち
で
古
典
が
学
習
さ

れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
「
長
い
期
間
ず
つ
と
伝
え
つ
づ
け
ら
れ
て
き
た
も

の
が
古
典
で
す
。
」
「
時
代
時
代
の
相
違
に
よ
っ
て
も
そ
の
存
在
が
動
か
な
い

も
の
が
古
典
で
す
。
」
「
祖
先
の
人
々
の
考
え
や
感
じ
や
叫
び
が
生
き
生
き
と

述
ぺ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
古
典
で
す
。
」
「
心
の
ふ
る
さ
と
と
で
も
言
え
る
よ

う
な
美
し
さ
な
つ
か
し
き
を
感
じ
さ
せ
、
心
の
縄
と
な
る
も
の
が
古
典
で

す
。
」
な
ど
と
い
う
定
義
や
解
説
は
導
入
期
に
は
不
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た

こ
と
は
、
自
然
な
学
習
の
中
か
ら
、
自
然
な
か
た
ち
で
帰
納
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ

る
震
う
。

ど
ん
な
に
ゆ
き
と
ど
い
た
定
義
や
解
説
を
受
け
よ
う
と
も
、
古
典
と
学
習
者

と
の
間
に
は
、
あ
る
断
層
が
あ
る
。
古
典
を
こ
と
さ
ら
に
古
典
と
し
て
と
り
あ

げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
断
層
は
深
ま
る
。
入
門
期
の
古
典
学
習
で
た
い
せ
つ

な
こ
と
は
、
古
典
へ
の
目
を
開
く
こ
と
で
あ
る
。
知
的
体
系
的
に
、
ま
た
一
つ

の
権
威
と
し
て
規
範
的
に
古
典
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
。
ど
う
す
れ
ば

意
識
さ
せ
な
い
で
自
然
な
か
た
ち
で
、
興
味
深
く
古
典
を
学
習
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
か
。
こ
の
こ
と
が
古
典
単
元
の
設
定
に
あ
た
っ
て
の
課
題
と
な
る
。

７

国
語
の
学
習
指
導
で
は
、
教
科
書
に
よ
る
制
約
を
受
け
る
こ
と
が
大
き
い
。

使
用
教
科
書
の
教
材
本
文
の
学
習
が
国
語
の
学
習
活
動
の
大
半
を
し
め
て
い

る
。
有
能
な
教
師
は
、
自
校
の
使
用
教
科
書
以
外
の
資
料
を
活
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
学
習
者
の
興
味
や
欲
求
に
こ
た
え
、
学
習
を
効
果
的
に
す
る
こ
と
が

多
い
が
、
こ
の
場
合
、
現
在
自
校
で
使
用
の
教
科
書
以
外
の
他
の
検
定
本
に
所

載
の
教
材
が
参
考
に
な
る
。
ま
た
・
同
一
教
材
で
も
、
単
元
の
異
同
に
よ
っ

て
、
そ
の
学
習
活
動
が
異
な
る
場
合
も
あ
る
。
他
の
教
科
書
の
単
元
設
定
の
視

点
の
検
討
に
よ
っ
て
、
広
い
視
野
に
立
っ
た
学
習
指
導
の
展
開
が
望
ま
れ
る
。

参
考
ま
で
に
現
行
の
中
学
校
国
語
教
科
書
（
文
部
省
の
「
教
科
書
目
録
」
に
掲

五
七
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載
さ
れ
て
い
る
検
定
本
の
中
の
お
も
な
も
の
十
五
種
）
の
古
典
単
元
を
示
す
と

次
の
よ
う
に
な
る
。
単
元
設
定
の
視
点
、
単
元
構
成
、
単
元
配
列
、
本
文
資
料

な
ど
の
諸
点
か
ら
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
導
き
だ
さ
れ
よ
う
。

。
韮
か
ら
配
當
学
年
、
単
元
、
題
材
、
分
類
、
不
文
資
料
。

・
分
類
基
準
１
Ａ
現
代
語
訳
（
劇
化
）
Ｒ
原
文
と
現
代
語
訳
で
現
女
，
鑑
賞

女
・
解
説
女
中
に
原
文
挿
入
Ｅ
解
説
女

日
書

3上 2下2上3下

か
な
と
か
な
文
学

日
本
の
古
典

古
典
と
現
代

日
本
の
風
物

三
つ
の
舞
台

か
な
文
学

忠
度
と
俊
成

き
つ
ね
塚

白
石
と
シ
ロ
ー
テ

奥
の
細
道
を
た
か
ぬ
で

日
本
の
演
劇
に
つ
い
て

羽
衣

勧
進
帳

説
話
文
学

鼻
の
長
き
僧
の
事

つ
れ
づ
れ
草

庶
民
文
学
の
あ
け
ぼ
の

太
鼓
の
中
は
し
ら
ぬ
が
因
果

AECCEC EDDCAEC

’ 定
級
日
記
・
源
氏
物
語
・
枕
草
子

本
朝
桜
陰
比
事

平
家
物
語

狂
言
記

西
洋
紀
聞

奥
の
細
道

宇
治
拾
遺
物
語

徒
然
草

謡
曲

勧
進
帳

中
教

東
書

2下1下8下2下

｜
劇昔

話
と
伝
説

昔
の
こ
と
ば
と
今
の
こ

と
ば戯

曲
と
狂
言

探
求
の
精
神

日
本
の
古
典

小
説

古
典

蘭
学
事
始

古
典
文
学
の
世
界

ね
ず
み
の
こ
と

外
術
を
も
っ
て
瓜
を
盗
み
食

は
る
る
も
の
が
た
り

鯉
禧
澁
孟
和
尚
さ
ん

鬼
に
具
と
ら
る
る
こ
と

昔
話
の
話

伝
説
の
話

灰
ま
き
童
子

高
名
の
木
登
り

ら
ご
の
か
い
も
ち
ひ
す
Ｚ

に
そ
ら
寝
し
た
る
こ
と

堪
忍

う
り
ぬ
す
ぴ
と

蘭
学
事
始

忠
度
の
都
落
ち

か
ぐ
や
姫

CCEA C C C O ( J C CAEEAA 五
入

伊
曾
保
物
語

今
昔
物
語

蘭
学
事
始

お
き
の
え
ら
ぶ

昔
話

徒
然
草

宇
治
拾
遺
物
語

雲
葬
雑
誌

狂
言
記

蘭
学
事
始

平
家
物
語

竹
取
物
語

雨
月
物
語

宇
治
拾
遺
物
語

（
日
本
民
話
集
）



実
教

教
図

2下 3 2 1 3下

探
求
の
心

昔
の
物
語

努
力
を
か
さ
ね
て

古
文
に
親
し
む

古
典
の
世
界

む
か
し
話

古
典

蘭
学
事
始

か
ぐ
や
姫

す
ず
め
と
少
女

奥弓徒うみ六蘭さ間
の流然ひと人学る き
細し 草山 り僧 事長耳
道私ふ日始者ず

感み記 き
ん

枕
草
子

徒
然
草

古
典
文
学
の
流
れ

AAA CCDCCCAAA CC，

蘭
学
事
始

竹
取
物
語

源
氏
物
語

（
日
本
の
昔
話
）

（
日
本
の
昔
話
）

蘭
学
事
始

狂
言
記

み
と
り
日
記

う
ひ
山
ふ
み

（
徒
然
草
私
感
）

卒
家
物
語

奥
の
細
道

枕
草
子

徒
然
草

古
事
記
ほ
か

開
隆

3上 2下2上 3下 3上

日
本
の
古
典

研
究
発
表

古
典
に
親
し
む

古
典
の
鑑
賞

ユ
ー
モ
ア

’
山
の
背
比
べ

日
本
の
古
典
文
学

鬼
に
こ
》
鼠
ら
悪
る
こ
と

か
み
な
り

古
典
の
意
義

日
本
文
学
の
歴
史

春
は
あ
け
ぼ
の

忠
度
の
都
管
の
こ
と

こ
れ
も
仁
和
寺
の
法
師

三
代
の
栄
鰯
一
睡
の
う
ら

に
し
て

翁
丸

笑
い
話

は
ぎ
大
名

鼻
長
き
僧

か
な
へ
法
師

故
郷
の
花

春
は
あ
け
ぼ
の

き
ら
い
別
れ

CCCCEEC C EE Ｃ
｜
伊
勢
物
語

C CCCCCA五
九

枕
草
子

平
家
物
語

徒
然
草

奥
の
細
道

（
日
本
の
伝
説
）

竹
取
物
語

宇
治
拾
遺
物
語

狂
言
記

（
文
学
入
門
）

枕
草
子

醒
睡
笑

狂
言
記

宇
治
拾
遺
物
語

徒
然
草

平
家
物
語

枕
草
子

I
一
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学
図

ー

一

葉

3上2上1下 3下 2下 2上

古
典
入
門

笑
い
の
文
学

古
典
入
門

昔昔
話話

昔
の
物
語

倭
建
命

母
の
手
紙

扇
の
的

小
判
十
両

鬼
清
水

赤
坂
の
き
つ
ね

星
と
り

紫
式
部
と
清
少
納
言

す
ず
め
の
子

春
は
あ
け
ぼ
の

中
世
の
文
学

名
を
聞
く
よ
り

芭
蕉
と
奥
の
細
道

強
力
僧
正

鬼
の
笛

弓
の
名
人

CECAEC， C C A D A ABAB

源
氏
物
語

枕
草
子

古
事
記

今
昔
物
語

平
家
物
語

西
鶴
諸
国
咄

狂
言
記

東
海
道
中
膝
栗
毛

醒
睡
笑

徒
然
草

奥
の
細
道

今
昔
物
語

十
訓
抄

古
今
著
聞
集

秀
英

’

3上 2下 3上3下

紀
行
と
随
筆

古
文
を
読
む

昔
の
話

古
典
の
か
お
り

古
典
に
親
し
む

劇

１
１
Ｉ

や
ま
た
の
お
ろ
ち

説
話
三
題

春
は
あ
け
ぼ
の

書
写
し
物
書
く
こ
と

こ
が
れ
を
こ
の
む

絵
師
の
苦
心

蘭
学
事
始

羽
衣
の
鑑
賞

末
広
が
り

わ
が
国
の
文
学

若
紫

ほ
く
ろ
は
昔
の
が
も
か
げ

竹
取
物
語

枕
草
子
と
驚
章

卒
家
物
語

古
典
の
読
み
方

l

l
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竹
取
物
語

一
枕
草
子
・
徒
然
草

平
家
物
語

古
事
記

字
論
拾
遺
物
語
。
古
今
著
聞

集
。
徒
然
草

枕
草
子

玉
勝
間

花
月
草
子

雲
葬
雑
志

蘭
学
事
始

狂
言
記

狂
言
記

源
氏
物
語

武
家
義
理
物
語

｜

｜
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三

省

教
出

2下 2上 1下1上 3-I 2上

昔
話
・
伝
説
・
民
謡

読
書

こ
と
ば
の
世
界

民
話
と
昔
物
語

劇
の
昔
と
今

読
書
に
つ
い
て

●

古
典
の
心

古
文
に
親
し
む

昔
話
・
伝
説
・
民
謡
に
つ
い
て

日
本
の
昔
話

伝
説
の
意
義

日
本
の
民
謡

う
ひ
山
ふ
み

心
の
ふ
る
さ
と

た
か
の
虫

養
老
の
滝

珍
ら
し
き
書
を
得
に
ら
む
Ｌ
は

お
り
ふ
し
の
移
り
変
わ
り

紫
式
部
と
清
少
納
言

か
き
山
伏

戒
語
抄

民
話
と
昔
物
語

信
濃
守
藤
原
陳
忠
御
坂

よ
り
落
ち
入
る
話

BDEAE AEC C EBBBBE

今
昔
物
語

戒
語
抄

（
日
本
の
昔
話
。
肥
後
民

話
集
）

（
女
の
本
）

（
く
ら
し
の
今
と
昔
）

う
ひ
山
ふ
み

徒玉古花
然勝今月
草間著草

聞紙
集

狂
言
記

光
3 21 3下3上上１

言
い
伝
え
の
文
学

大
修

村
文
章
の
姉
序
か

古
典
に
ふ
れ
て

古
典
に
学
ぶ

思
索
と
随
想

古
典

こ
ん
ぺ
い
と
う

扇
の
的

神
無
月
の
こ
ろ

清
水

日
本
の
美
の
伝
統

夏
草

つ
れ
づ
れ
草

日
本
の
古
典
文
学

卒
家
物
語

忠
度
都
落

宇
治
川

狂
言

清
水

雨
月
物
語

夢
応
の
鯉
魚

で
ん
で
ん
太
鼓

DDC DEAECCEEB， B BC｛
〈
一

｜

（
わ
ら
・
へ
唄
歳
時
記
）

①

続
鳩
翁
道
話

平
家
物
語

徒
然
草

狂
言
記

枕
草
子
・
源
氏
物
語

（
俳
句
の
鑑
賞
）

雨
月
物
語

卒
家
物
語

平
家
物
語

狂
言
記

徒
然
草



－可

書
院

2上3上 2下3下2 1

四
季
の
お
も
む
き

小
説
の
世
界

す
ぐ
れ
た
人
々

古
典
の
世
界

わ
た
し
た
ち
の

み
ろ
さ
と

ユ
ー
モ
ア
を
味
わ
う

中
国
の
古
典

よ
い
生
き
方

日
本
の
古
典

●

聞
き
耳
ず
き
ん

保
昌
と
袴
垂

文
盲
の
犬

末
広
が
り

夏
は
夜

更
級
日
記

創
始
者
の
苦
心

源
氏
物
語
と
枕
草
子

余
好
の
１
・
‐
モ
ア

徒
然
草
抄

那
須
与
一

古
典
の
読
み
方

古
人
の
こ
と
は
！
学
び
よ
う

い
な
ぱ
の
白
う
さ
ぎ

大
年
の
客
人

扇
の
的

那
須
与
一

CECCDECACCCAACADA

（
日
本
の
昔
話
）

今
昔
物
語

醒
睡
笑
・
間
上
手

狂
言
記

枕
草
子

更
級
日
記

蘭
学
事
始

（
徒
然
草
鑑
賞
）

徒
然
草

卒
家
物
語

う
ひ
山
ぶ
み

古
事
記

（
日
本
の
童
話
）

卒
家
物
語

平
家
物
語

筑
睡

1上3上2上1下 3

日
本
文
芸
の
歩
み

民
話

読
書
と
辞
典

劇小
説

古
典
か
ら

奥
山
の
猫
ま
た

枕
草
子
抄

古
典
と
は
何
か

源
氏
物
語

紫
式
部
と
糖
小
瞥
］

き
つ
ね
づ
か

日
本
の
文
芸

白
う
さ
ぎ

蘭
学
事
始

狐
塚

小
説
の
読
み
方

物
語
の
中
の
少
女

扇
の
的

木
の
ぼ
り

う
つ
く
し
き
も
の

CEDEABBB AAEAAA E 一
へ
一
一

更
級
日
記

卒
家
物
語

従
然
章

枕
草
子

古
事
記

蘭
学
事
始

狂
言
記

狂
言
記

徒
然
草

（
古
典
文
学
教
室
）｜’


