
15

中
学
校
の
国
語
教
材
を
利
用
し
た
書
写
の
実
践
を
考
え
る

相
奈
良

公
仁
子

は
じ
め
に

中
学
校
に
お
け
る
国
語
教
育
の
中
で
、
「
書
写
」
の
指
導
に
配
当
す
る
授
業
時
数

は
、
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
で
は
年
間
二
十
単
位
時
間
程
度
、
第
三
学
年
で
は
年

間
十
単
位
時
間
程
度
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
』

平
成
二
十
年

三
月
告
示

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
部
改
正

文
部
科
学
省
）
。
と
は
い
え
、
通
常
の
授

業
の
中
に
、
こ
れ
だ
け
の
時
間
を
割
く
こ
と
は
容
易
で
な
く
、
夏
休
み
や
冬
休
み
の

宿
題
に
な
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
国
語
の
教
科
書
で
は
な
く
、
書
写

の
教
科
書
に
従
っ
て
習
う
こ
と
か
ら
、
国
語
の
授
業
の
中
に
あ
っ
て
も
別
に
捉
え
ら

れ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。

「
書
写
」
は
、
『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
』
の
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の

特
質
に
関
す
る
事
項
〕
の
中
に
、

「
Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
、
「
Ｂ
書
く
こ
と
」
及
び
「
Ｃ
読
む
こ
と
」

（1）
の
指
導
を
通
し
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。

ア

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項

イ

言
葉
の
特
徴
や
き
ま
り
に
関
す
る
事
項

ウ

漢
字
に
関
す
る
事
項

と
並
ん
で
、

書
写
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。

（2）

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
話
す
」
「
聞
く
」
「
読
む
」
と
と
も
に
、
「
書
く
」
こ

と
に
関
す
る
知
識
と
技
能
の
養
成
を
担
う
。
一
体
感
を
も
っ
た
学
習
が
求
め
ら
れ
る

と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
国
語
の
授
業
の
中
で
学
習
し
た
内
容
を
、
書
写
の
教

材
に
活
用
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。
現
在
の
書
写
の
教
科
書
で
も
一
部
で
は
実
践
さ

れ
て
い
る
が
、
検
討
の
余
地
は
大
き
い
。
国
語
の
学
習
で
得
た
知
識
を
、
書
写
を
通

じ
て
効
果
的
に
表
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

具
体
的
に
は
、
「
書
写
」
が
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事

項
〕
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
加
味
し
て
、
古
典
作
品
を
対
象
と
す
る
教

材
の
実
践
例
を
考
え
る
。
特
に
和
歌
の
教
材
化
を
試
み
る
。

和
歌
の
学
習
の
中
心
は
、
三
年
生
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
受
験
を
控
え
て
、

入
学
試
験
に
出
題
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
、
積
極
的
に
扱
わ
れ
に
く
い
側
面
を
も
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
読
む
だ
け
で
は
な
く
、
書
く
こ
と
を
通
じ

て
学
習
の
機
会
を
増
や
し
た
い
。
ま
た
、
和
歌
の
限
ら
れ
た
字
数
は
、
書
写
の
中
で

も
配
列
等
を
学
習
す
る
の
に
効
果
的
な
教
材
だ
と
い
え
る
。

本
稿
で
は
、
光
村
図
書
の
『
国
語
３
』
と
『
中
学
書
写

一
・
二
・
三
年
』
を
考

察
の
対
象
と
し
て
具
体
的
な
可
能
性
を
検
討
す
る
。

一
、
指
導
要
領
と
教
科
書
の
内
容

中
学
校
の
書
写
の
学
習
は
、
『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
』
を
開
く
と
、

〔
第
一
学
年
〕

ア

字
形
を
整
え
、
文
字
の
大
き
さ
、
配
列
な
ど
に
つ
い
て
理
解
し
て
、
楷
書

か
い

で
書
く
こ
と
。

イ

漢
字
の
行
書
の
基
礎
的
な
書
き
方
を
理
解
し
て
書
く
こ
と
。

〔
第
二
学
年
〕

ア

漢
字
の
行
書
と
そ
れ
に
調
和
し
た
仮
名
の
書
き
方
を
理
解
し
て
、
読
み
や

す
く
速
く
書
く
こ
と
。

イ

目
的
や
必
要
に
応
じ
て
、
楷
書
又
は
行
書
を
選
ん
で
書
く
こ
と
。

か
い

〔
第
三
学
年
〕

ア

身
の
回
り
の
多
様
な
文
字
に
関
心
を
も
ち
、
効
果
的
に
文
字
を
書
く
こ

と
。
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が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
平
成
十
年
の
同
指
導
要
領
が
、
第
二
学
年
と
第
三
学
年
の
学

習
に
、ア

字
形
、
文
字
の
大
き
さ
、
配
列
・
配
置
な
ど
に
配
慮
し
、
目
的
や
必
要
に

応
じ
て
調
和
よ
く
書
く
こ
と
。

イ

漢
字
の
楷
書
や
行
書
と
そ
れ
ら
に
調
和
し
た
仮
名
の
書
き
方
を
理
解
し
て

書
く
と
と
も
に
、
読
み
や
す
く
速
く
書
く
こ
と
。

を
求
め
て
い
た
内
容
と
比
較
す
る
と
、
文
字
の
持
つ
効
果
へ
の
理
解
の
充
実
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

光
村
図
書
の
『
中
学
書
写

一
・
二
・
三
年
』
は
、
こ
れ
ら
の
求
め
に
、

一
年
生

１
楷
書
の
書
き
方
を
確
か
め
よ
う

２
楷
書
に
仮
名
を
交
え
て
書
こ
う

３
行
書
の
書
き
方
を
学
ぼ
う

二
年
生

１
行
書
の
書
き
方
を
学
ぼ
う

２
行
書
に
仮
名
を
交
え
て
書
こ
う

３
楷
書
か
行
書
を
選
択
し
て
書
こ
う

三
年
生

１
目
的
に
応
じ
て
効
果
的
に
書
こ
う

２
学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
て
書
こ
う

と
応
じ
て
い
る
。
平
成
二
十
年
の
指
導
要
領
が
示
す
変
化
は
、
三
年
生
の
「
１
目
的

に
応
じ
て
効
果
的
に
書
こ
う
」
に
認
め
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
に
次
い
で
記
さ
れ

る
「
２
学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
て
書
こ
う
」
の
内
容
に
即
し
た
教
材
作
成
の
可
能

性
を
検
討
す
る
。

二
、
国
語
の
教
科
書
に
見
出
さ
れ
る
書
写
教
材

書
写
の
教
材
化
を
目
指
す
和
歌
は
、
『
国
語
３
』
の
目
次
に
、

５
い
に
し
え
の
心
と
語
ら
う

古
文
・
音
読

音
読
を
楽
し
も
う

古
今
和
歌
集

仮
名
序

古
文

君
待
つ
と
―
―
万
葉
・
古
今
・
新
古
今

と
示
さ
れ
て
い
る
。

「
古
今
和
歌
集

仮
名
序
」
を
開
く
と
、
上
段
に
毛
筆
で
記
さ
れ
、
下
段
に
は
同

じ
内
容
が
活
字
で
記
さ
れ
て
い
る
。
音
読
教
材
と
し
て
準
備
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
が
、

書
写
の
視
点
か
ら
は
、
同
じ
内
容
が
ど
う
し
て
毛
筆
と
活
字
で
併
記
さ
れ
て
い
る
の

か
を
生
徒
た
ち
に
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
は
、
上
段
の
毛
筆
が
楷
書
で
は

な
く
、
行
書
で
書
か
れ
て
い
る
効
果
も
問
い
た
い
。
上
段
の
毛
筆
は
古
典
の
雰
囲
気

を
良
く
表
し
、
下
段
の
活
字
の
方
が
文
字
と
し
て
は
読
み
や
す
い
。
毛
筆
は
、
楷
書

よ
り
行
書
で
書
か
れ
て
い
る
方
が
文
字
に
連
続
が
あ
り
、
ど
こ
と
な
く
優
雅
で
み
や

び
な
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
答
え
が
返
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
ペ
ー
ジ
以
降
に
は
、
カ
ラ
ー
写
真
で
古
典
籍
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
注

目
さ
れ
る
。
「
六
歌
仙
図
」
（
土
佐
光
起
）
と
「
色
紙
帖
」
（
本
阿
弥
光
悦

筆
／
伝

俵
屋
宗
達

絵
）
の
中
に
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。
読
む
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
が
、

線
の
太
細
や
文
字
の
大
小
、
文
字
の
配
置
に
よ
っ
て
、
趣
が
変
わ
る
こ
と
は
容
易
に

感
じ
ら
れ
る
。

「
君
待
つ
と
―
―
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
」
に
は
、
『
万
葉
集
』
『
古
今
和
歌
集
』

『
新
古
今
和
歌
集
』
の
出
典
箇
所
に
写
本
の
画
像
も
掲
示
さ
れ
て
い
る
。
教
科
書
に

活
字
で
記
さ
れ
た
歌
も
、
も
と
は
筆
で
書
か
れ
て
い
る
様
子
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
国
語
一
般
の
授
業
と
書
写
の
授
業
が
、
無
縁
で
な
い
こ
と
が
よ
く
示
さ
れ
て

い
る
。
書
写
の
授
業
で
も
想
起
さ
せ
た
い
教
材
に
な
っ
て
い
る
。

「
君
待
つ
と
―
―
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
」
に
引
用
さ
れ
た
歌
を
、
一
度
に
書
写
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教
材
と
捉
え
る
に
は
多
す
ぎ
る
。
今
回
は
、
『
万
葉
集
』
か
ら
引
用
さ
れ
た
次
の
歌

を
対
象
と
す
る
。

春
過
ぎ
て
夏
来
る
ら
し
白
た
へ
の
衣
干
し
た
り
天
の
香
具
山

き
た

あ
め

か

ぐ

東

の
野
に

炎

の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ば
月

傾

き
ぬ

ひ
む
が
し

か
ぎ
ろ
ひ

か
た
ぶ

君
待
つ
と
我
が
恋
ひ
居
れ
ば
我
が
屋
戸
の
す
だ
れ
動
か
し
秋
の
風
吹
く

あ

こ

を

わ

や

ど

天
地
の

分
か
れ
し
時
ゆ

神
さ
び
て

高
く

貴

き

駿
河
な
る

富
士
の

あ
め
つ
ち

か
む

た
ふ
と

す
る

が

高
嶺
を

天
の
原

振
り
放
け
見
れ
ば

渡
る
日
の

影
も
隠
ら
ひ

照
る
月

た
か

ね

あ
ま

さ

か
く

の

光
も
見
え
ず

白
雲
も

い
行
き
は
ば
か
り

時
じ
く
そ

雪
は
降
り
け

し
ら
く
も

ゆ

る

語
り
継
ぎ

言
ひ
継
ぎ
行
か
む

富
士
の
高
嶺
は

反
歌

田
子
の
浦
ゆ
う
ち
出
で
て
見
れ
ば
真
白
に
そ
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る

た

ご

う
ら

い

ま

し

ろ

憶
良
ら
は
今
は
罷
ら
む
子
泣
く
ら
む
そ
れ
そ
の
母
も
我
を
待
つ
ら
む
そ

ま
か

わ

多
摩
川
に
さ
ら
す
手
作
り
さ
ら
さ
ら
に
何
そ
こ
の
児
の
こ
こ
だ
愛
し
き

た

ま

こ

か
な

父
母
が
頭
か
き
撫
で
幸
く
あ
れ
て
言
ひ
し
言
葉
ぜ
忘
れ
か
ね
つ
る

な

け

と

ば

春
の
園

紅

に
ほ
ふ
桃
の
花
下
照
る
道
に
出
で
立
つ
を
と
め

そ
の
く
れ
な
ゐ

こ
れ
ら
の
中
で
、
特
に
、
持
統
天
皇
の
「
春
過
ぎ
て
夏
来
る
ら
し
」
の
歌
は
、
書

き
た

写
の
『
中
学
書
写

一
・
二
・
三
年
』
に
も
、
二
年
生
の
学
習
の
「
コ
ラ
ム

季
節
の

し
お
り
２
」
に
、
硬
筆
の
行
書
を
書
く
教
材
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
二
年
生
に

は
意
味
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
書
写
し
て
い
た
歌
が
、
三
年
生
に
は
内
容
も
含

め
て
復
習
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
に
は
、
こ
の
歌
を
一
枚
の
半
紙
の
中
に
毛
筆
で
書
き
上
げ
る
こ
と
を
課
題
と

す
る
。
二
年
生
に
硬
筆
で
書
い
た
歌
を
、
三
年
生
は
毛
筆
で
書
く
こ
と
で
、
「
２
学

習
し
た
こ
と
を
生
か
し
て
書
こ
う
」
に
示
さ
れ
た
「
三
年
間
の
ま
と
め
」
の
課
題
を

作
成
す
る
。

三
、
【
楷
書
】
の
復
習

春
過
ぎ
て
夏
来
る
ら
し
白
た
へ
の
衣
干
し
た
り
天
の
香
具
山

『
中
学
書
写

一
・
二
・
三
年
』
は
、
二
年
生
の
硬
筆
学
習
の
教
材
と
し
て
、
右

の
歌
を
掲
出
し
て
い
る
。

１
行
書
の
書
き
方
を
学
ぼ
う

点
画
の
省
略

筆
順
の
変
化

行
書
の
練
習
２

２
行
書
に
仮
名
を
交
え
て
書
こ
う

行
書
と
仮
名
の
調
和

行
書
に
調
和
す
る
仮
名

行
書
と
仮
名
の
ま
と
め

３
楷
書
か
行
書
か
を
選
択
し
て
書
こ
う

楷
書
と
行
書
の
使
い
分
け

と
学
び
進
め
た
後
で
、
「
コ
ラ
ム

季
節
の
し
お
り
２
」
の
中
に
「
季
節
の
言
葉
を
、

書
い
て
味
わ
お
う
。
」
と
し
て
、
硬
筆
の
行
書
を
書
く
教
材
の
一
例
と
し
て
い
る
。

二
年
生
で
は
書
写
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
三
年
生
で
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
で
、

よ
り
身
近
な
教
材
と
し
て
接
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

こ
の
歌
を
「
毛
筆
を
使
っ
て
、
楷
書
と
行
書
で
書
き
分
け
て
み
よ
う
。
」
を
課
題
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と
し
た
い
。
復
習
の
具
体
的
な
手
続
き
は
、
『
中
学
書
写

一
・
二
・
三
年
』
の
三
年

生
に
準
備
さ
れ
た

２
学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
て
書
こ
う

三
年
間
の
ま
と
め

の
「
学
習
の
窓
」
の
図
示
さ
れ
た
順
番
に
従
う
。

「
学
習
の
窓
」
は
、
「
書
く
と
き
の
基
本
」
と
し
て
「
★
書
く
と
き
の
姿
勢
」
と

「
★
筆
記
具
の
持
ち
方
」
に
は
じ
ま
る
。
次
い
で
、
「
文
字
を
整
え
て
書
く
」
の
中

に
「
★
筆
使
い
」
の
確
認
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
を
具
体
的
に
振
り
返
っ

て
み
よ
う
。
ま
ず
【
楷
書
】
の
「
漢
字
の
筆
使
い
」
に
留
意
し
て
、
指
示
の
あ
っ
た

教
科
書
の
一
〇
ペ
ー
ジ
を
開
く
と
、
「
地
球
」
を
教
材
に
し
て
、

★
始
筆
・
送
筆
・
終
筆
の
リ
ズ
ム

★
筆
圧

★
点
画
の
つ
な
が
り

を
ポ
イ
ン
ト
と
し
た
学
習
を
求
め
て
い
る
。
復
習
と
し
て
は
、
合
わ
せ
て
「
点
画
の

種
類
と
筆
使
い
」
（
六
ペ
ー
ジ
）
と
「
字
形
の
整
え
方
」
（
八
ペ
ー
ジ
）
に
加
え
て
、

「
漢
字
の
字
形
」
（
一
二
ペ
ー
ジ
）
の
振
り
返
り
も
求
め
た
い
。

教
科
書
が
教
材
と
す
る
「
地
球
」
を
、
本
稿
の
場
合
は
、
課
題
と
す
る
歌
か
ら
「
春

夏
」
に
置
き
換
え
て
み
た
。
ま
ず
「
春
」
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
横
画
」
「
縦

画
」
「
折
れ
」
「
左
払
い
」
「
右
払
い
」
の
復
習
が
求
め
ら
れ
る
。
一
例
と
し
て
、
そ

の
筆
使
い
を
記
し
て
み
る
と
、
「
横
画
」

の
始
筆
は
、
穂
先
を
左
上
か
ら
紙
面
に

お
ろ
し
、
一
度
止
め
て
か
ら
送
筆
す
る
。

筆
の
傾
き
が
、
始
筆
の
角
度
に
な
る
。

線
の
太
さ
は
、
教
科
書
に
も
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
紙
面
に
筆
を
お
ろ
し
た

時
の
筆
圧
の
加
え
方
に
よ
っ
て
調
整
す

る
。
筆
圧
を
あ
ま
り
変
化
さ
せ
ず
に
、
右
方
向
へ
送
筆
す
る
。
そ
の
際
、
穂
先
は
横

画
の
上
側
を
通
る
よ
う
に
し
、
穂
先
の
向
き
を
一
定
に
す
る
。
終
筆
で
は
筆
を
止
め

て
、
穂
先
を
左
上
に
突
き
戻
す
よ
う
に
し
て
か
ら
、
筆
の
腹
か
ら
穂
先
の
方
へ
と
ゆ

っ
く
り
引
き
上
げ
る
よ
う
に
筆
を
紙
面
か
ら
離
す
。「
縦
画
」
に
お
い
て
も
、
始
筆
、

送
筆
、
終
筆
の
筆
使
い
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
始
筆
は
穂
先
を
左
上
か
ら
紙
面

に
お
ろ
し
一
度
止
め
る
。
線
の
太
さ
に
応
じ
て
加
え
た
筆
圧
を
保
ち
な
が
ら
下
方
向

へ
送
筆
し
、
終
筆
で
筆
を
止
め
て
か
ら
ゆ
っ
く
り
紙
面
か
ら
離
す
。
穂
先
の
向
き
は

一
定
に
し
、
穂
先
は
縦
画
の
左
側
を
通
る
よ
う
に
す
る
。
「
折
れ
」
は
、
横
画
と
縦

画
の
二
画
か
ら
な
る
。
基
本
的
な
筆
使
い
は
、
横
画
と
縦
画
と
同
じ
と
い
え
る
。
折

れ
部
分
で
、
横
画
の
終
筆
が
そ
の
ま
ま
縦
画
の
始
筆
と
な
り
、
一
度
止
め
る
際
に
少

し
筆
圧
を
加
え
て
下
方
へ
と
送
筆
す
る
。
穂
先
の
通
る
位
置
は
、
横
画
部
分
で
は
上

側
、
縦
画
部
分
は
左
側
に
な
る
。
「
左
払
い
」
の
始
筆
は
、
穂
先
を
左
上
か
ら
紙
面

に
お
ろ
し
、
一
度
止
め
て
か
ら
左
下
方
に
向
け
て
送
筆
す
る
。
穂
先
は
線
の
上
側
、

腹
は
下
側
を
通
る
よ
う
に
意
識
し
、
終
筆
に
向
け
て
少
し
ず
つ
筆
圧
を
弱
め
、
穂
先

を
ま
と
め
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
払
う
。
「
右
払
い
」
の
始
筆
は
、
紙
面
に
穂
先
を
軽

く
あ
て
て
、
少
し
ず
つ
筆
圧
を
加
え
な
が
ら
右
下
方
へ
送
筆
し
て
止
め
る
。
終
筆
は

筆
圧
を
少
し
ず
つ
弱
め
な
が
ら
、
穂
先
を
ま
と
め
る
よ
う
に
し
て
ゆ
っ
く
り
と
右
方

向
へ
払
う
。
穂
先
は
線
の
上
側
、
腹
が
線
の
下
側
を
通
り
、
止
め
た
時
の
穂
先
の
向

き
に
注
意
す
る
。
「
春
」
「
夏
」
の
よ
う
に
一
字
の
中
で
、
「
左
払
い
」
「
右
払
い
」

が
連
続
す
る
場
合
は
、
そ
の
つ
な
が
り
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
他
に
、
「
点
」
は
、
「
春
過
ぎ
て
」
の
「
過
」
の
「
辶
」
に
あ
る
が
、
「
右
上

払
い
」
「
曲
が
り
」
の
復
習
ま
で
を
視
野
に
入
れ
る
と
、

春
の
園
紅
に
ほ
ふ
桃
の
花
下
照
る
道
に
出
で
立
つ
を
と
め

に
「
花
道
」
を
書
き
、

君
待
つ
と
我
が
恋
ひ
居
れ
ば
我
が
屋
戸
の
す
だ
れ
動
か
し
秋
の
風
吹
く

に
「
秋
風
」
等
を
書
く
こ
と
で
実
現
す
る
。
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一
二
ペ
ー
ジ
の
「
漢
字
の
字
形
」
は
、
「
青
葉
」
を
教
材
に
し
て
、

★
文
字
の
外
形
と
中
心

★
点
画
の
組
み
立
て
方

★
部
分
の
組
み
立
て
方

の
学
習
を
求
め
て
い
る
。
「
春
夏
」
を
教
材
視
し
て
み
る
と
、
教
科
書
が
「
★
点
画

の
組
み
立
て
方
」
の
「
点
画
の
方
向
に
注
意
」
す
る
指
示
は
も
ち
ろ
ん
、
「
『
横
画
』

が
幾
つ
か
並
ぶ
と
き
に
は
、
一
画
だ
け
長
く
書
く
」
こ
と
も
「
点
や
画
の
間
は
同
じ

く
ら
い
空
け
る
」
こ
と
も
注
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
「
春
」
の
場

合
、
一
画
目
か
ら
三
画
目
の
横
画
「
三
」
は
右
上
が
り
に
な
る
が
、
長
さ
と
方
向
に

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
画
目
は
短
め
に
仰
ぐ
よ
う
に
、
二
画
目
は
一
画
目
よ
り

直
線
的
に
短
め
に
、
三
画
目
は
長
め
に
伏
す
よ
う
に
書
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
四

画
目
と
五
画
目
の
払
い
の
方
を
長
く
す
る
よ
う
に
書
く
。
折
れ
は
、
「
日
」
の
よ
う

に
、
横
画
よ
り
縦
画
が
長
い
場
合
は
、
内
側
の
角
度
は
ほ
ぼ
垂
直
に
書
く
。
「
夏
」

の
「
目
」
部
分
も
同
様
で
あ
る
が
、「
春
過
」
の
「
過
」
の
「
口
」
部
分
の
よ
う
に
、

横
画
よ
り
縦
画
が
短
い
場
合
は
、
内
側
に
向
け
る
よ
う
に
書
く
。
「
夏
」
は
、
横
画

が
い
く
つ
か
並
ぶ
の
で
一
画
目
だ
け
を
長
く
、
「
目
」
部
分
は
同
じ
間
隔
に
な
る
よ

う
に
書
く
。
左
払
い
は
、
文
字
の
中
の
位
置
に
よ
っ
て
長
さ
や
方
向
が
変
わ
る
が
、

「
夂
」
の
よ
う
に
文
字
の
下
部
に
位
置
す
る
場
合
は
、
二
つ
目
の
左
払
い
の
終
筆
を

横
に
向
け
る
よ
う
に
す
る
と
整
え
ら
れ
る
。
「
秋
風
」
の
「
秋
」
に
も
、
左
払
い
の

方
向
へ
の
注
意
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
春
夏
」
の
「
日
」
「
目
」
部
分

で
は
、
折
れ
の
終
筆
は
最
終
画
の
横
画
よ
り
長
く
出
る
が
、
「
過
」
の
「
口
」
部
分

の
よ
う
に
連
続
し
て
書
か
れ
る
場
合
は
、
最
終
画
が
受
け
る
形
と
な
り
、
「
筆
順
に

よ
る
画
の
接
し
方
」
の
違
い
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
★
文
字
の
外
形
と
中

心
」
に
つ
い
て
は
、
「
春
夏
」
に
文
字
の
中
心
を
通
る
縦
画
は
な
く
、
横
画
の
中
央

や
左
右
の
払
い
の
接
点
や
交
点
な
ど
を
目
安
と
し
て
中
心
を
と
ら
え
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
「
★
部
分
の
組
み
立
て
方
」
と
し
て
は
、
「
部
分
ど
う
し
の
位
置
や
大
き
さ

の
関
係
」
に
つ
い
て
の
振
り
返
り
を
求
め
た
い
。「
春
夏
」
に
加
え
て
、「
秋
風
」「
花

道
」
等
を
書
く
こ
と
で
、
左
右
、
上
下
、
内
外
か
ら
な
る
文
字
の
各
部
分
の
幅
や
高

さ
、
線
の
方
向
や
形
の
変
化
、
中
心
の
と
り
方
を
確
認
し
、
一
文
字
の
中
に
お
け
る

部
分
ど
う
し
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
楷
書
】
で
は
、
「
漢
字
の
筆
使
い
」
の
ほ
か
に
「
平
仮
名
の
筆
使
い
と
字
形
」

の
復
習
が
一
四
ペ
ー
ジ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
教
科
書
は
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
「
学
習

の
窓
」
に
、

★
柔
ら
か
い
筆
使
い

★
字
形

と
記
し
て
い
る
。
「
★
柔
ら
か
い
筆
使
い
」
は
、
指
導
書
が
示
す
よ
う
に
、
楷
書
に

調
和
す
る
仮
名
に
つ
い
て
、
楷
書
に
比
べ
て
柔
ら
か
い
筆
使
い
を
心
が
け
、
始
筆
で

の
穂
先
の
角
度
も
文
字
に
よ
っ
て
変
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
送
筆
は
丸
み
を
お

び
た
部
分
が
多
く
、
や
や
曲
線
的
に
な
る
の
が
特
徴
で
あ
り
、
終
筆
は
漢
字
と
同
じ

よ
う
に
、
止
め
、
は
ね
、
払
い
が
あ
る
。
「
春
過
ぎ
て
」
の
「
ぎ
」
や
「
白
た
へ
の
」

の
「
た
」
は
、
始
筆
の
形
と
穂
先
の
向
き
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
「
ぎ
」
「
た
」
と

も
に
三
画
目
の
終
筆
か
ら
四
画
目
の
始
筆
に
向
け
て
、
点
画
の
つ
な
が
り
を
意
識
す

る
必
要
が
あ
る
。
一
五
ペ
ー
ジ
に
示
さ
れ
て
い
る
「
『
結
び
』
の
書
き
方
」
は
、
字

源
に
よ
っ
て
異
な
り
、
「
夏
来
る
ら
し
」
の
「
る
」
に
「
平
結
び
」
を
振
り
返
る
こ

と
が
で
き
る
。
「
結
び
」
は
、
穂
先
を
少
し
浮
か
せ
る
よ
う
に
し
て
方
向
を
変
え
、

筆
の
軸
を
回
さ
ず
書
く
よ
う
に
注
意
が
必
要
と
な
る
。
「
る
」
の
折
り
返
し
部
分
で

は
、
一
度
筆
を
止
め
て
か
ら
重
ね
る
よ
う
に
し
て
方
向
を
変
え
る
。
ま
た
、
「
ら
」
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「
し
」
や
「
天
の
香
具
山
」
の
「
の
」
に
は
「
曲
が
り
」
が
認
め
ら
れ
る
。
大
き
く

回
る
線
を
含
む
「
の
」
の
筆
使
い
を
練
習
す
る
に
は
好
教
材
に
な
ろ
う
。「
★
字
形
」

に
つ
い
て
は
、
中
心
を
と
ら
え
に
く
い
文
字
が
多
い
平
仮
名
は
、
外
形
を
把
握
し
て

字
形
を
整
え
る
こ
と
を
意
識
す
る
。

漢
字
と
平
仮
名
を
交
え
て
書
く
に
は
、
一
六
ペ
ー
ジ
の
「
文
字
の
大
き
さ
と
配
列
」

へ
の
振
り
返
り
も
不
可
欠
に
な
る
。
教
科
書
が
「
文
や
文
章
を
書
く
と
き
」
の
ポ
イ

ン
ト
と
し
て
「
学
習
の
窓
」
に
示
す
「
★
文
字
の
大
き
さ
」
に
は
、
「
仮
名
は
漢
字

よ
り
小
さ
く
書
く
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
振
り
返
る
と
い
う

意
味
で
は
、
半
紙
に
は
一
首
を
次
の
よ
う
に
四
～
五
文
字
で
分
け
て
書
い
た
。
大
筆

を
用
い
て
書
く
の
で
、
楷
書
と
平
仮
名
の
筆
使
い
と
字
形
の
特
徴
を
あ
わ
せ
て
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
六
ペ
ー
ジ
の
「
★
配
列
」
や
「
★
用
紙
に
対
す
る
文
字
の
大
き
さ
」
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
を
一
枚
の
半
紙
に
小
筆
を
用
い
て
書
く
中
で
振
り
返
り
を
求
め
た
い
。

和
歌
は
長
い
と
言
わ
れ
そ
う
だ
が
、
教
科
書
は
一
年
生
の
教
材
と
し
て
、

目
に
は
青
葉
山
ほ
と
と
ぎ
す
初
が
つ
を

を
課
題
に
示
し
て
い
る
。
三
年
生
に
は
、
そ
の
応
用
と
し
て
和
歌
の
長
さ
は
、
さ
さ

や
か
な
挑
戦
に
な
る
。

四
、
【
行
書
】
の
復
習

教
科
書
が
求
め
る
「
三
年
間
の
ま
と
め
」
に
は
、
「
★
筆
使
い
」
の
【
楷
書
】
に

続
い
て
【
行
書
】
の
復
習
が
示
さ
れ
て
い
る
。
二
三
ペ
ー
ジ
の
「
学
習
の
窓
」
に
は
、

行
書
の
特
徴
が
、

★
筆
使
い
の
特
徴

・
筆
記
具
を
滑
ら
か
に
動
か
し
、
点
画
に
丸
み
を
も
た
せ
る
。

・
筆
脈
を
意
識
す
る
。

・
一
つ
の
画
の
中
で
の
筆
圧
の
変
化
に
注
意
す
る
。

★
点
画
や
筆
順
の
特
徴

・
点
画
の
方
向
や
形
の
変
化

・
点
画
の
連
続

・
点
画
の
省
略

・
筆
順
の
変
化

と
記
さ
れ
て
い
る
。

楷
書
と
比
較
で
き
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
「
春
夏
」
を
漢
字
の
課
題
と
す
る
と
こ

ろ
か
ら
は
じ
め
た
い
。
前
掲
の
楷
書
と
比
べ
る
と
、
「
★
筆
使
い
の
特
徴
」
は
、
例

え
ば
、
「
春
」
の
「
三
」
や
「
夏
」
の
「
一
」
の
横
画
は
、
始
筆
の
角
度
が
そ
れ
ぞ

れ
に
異
な
る
。
点
画
が
丸
み
を
お
び
て
い
る
こ
と
と
穂
先
の
位
置
と
向
き
に
注
意
し

た
い
。
送
筆
部
分
は
線
の
太
さ
が
同
じ
で
は
な
く
、
一
画
の
な
か
で
筆
圧
の
か
け
方

が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
「
横
画
」
は
右
上
が
り
が
強
く
な
り
、
や

や
曲
線
的
と
な
る
。
終
筆
で
は
、
「
春
」
の
二
画
目
と
三
画
目
の
よ
う
に
次
の
画
に

向
か
う
筆
脈
が
表
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
「
春
」
の
四
画
目
の
「
左
払
い
」
は
、

始
筆
か
ら
少
し
ず
つ
筆
圧
を
弱
め
な
が
ら
送
筆
し
、
終
筆
で
穂
先
を
ま
と
め
る
よ
う

に
し
て
軽
く
止
め
て
方
向
を
変
え
る
。
五
画
目
の
「
右
払
い
」
の
始
筆
は
、
穂
先
か

ら
軽
く
入
り
、
少
し
ず
つ
筆
圧
を
か
け
な
が
ら
送
筆
し
止
め
る
。
終
筆
の
形
の
変
化
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に
注
意
す
る
。
「
日
」
部
分
の
横
画
の
連
続
は
、
三
画
目
の
終
筆
で
一
度
筆
を
止
め

た
あ
と
、
穂
先
の
弾
力
を
そ
こ
な
わ
な
い
よ
う
に
方
向
を
変
え
る
。
四
画
目
の
始
筆

で
も
一
度
筆
を
止
め
て
送
筆
す
る
。
「
日
」
の
一
画
目
と
二
画
目
の
始
筆
を
空
け
て

書
く
こ
と
と
、「
折
れ
」
の
丸
み
な
ど
楷
書
と
の
形
の
変
化
に
注
意
し
た
い
。
ま
た
、

行
書
で
は
筆
脈
を
連
続
さ
せ
る
た
め
に
、
途
中
で
墨
を
つ
け
る
こ
と
な
く
一
文
字
を

書
き
上
げ
た
い
。

「
★
点
画
や
筆
順
の
特
徴
」
は
、
二
六
ペ
ー
ジ
の
「
点
画
の
方
向
や
形
の
変
化
」

に
は
「
木
立
」
が
教
材
に
さ
れ
て
い
る
が
、
「
春
夏
」
も
「
終
筆
の
筆
使
い
が
、
次

の
点
画
に
移
り
や
す
い
よ
う
変
化
す
る
」
こ
と
は
復
習
可
能
で
あ
る
。
「
夏
来
る
ら

し
」
の
「
来
」
は
、
縦
画
の
終
筆
が
「
は
ね
」
の
よ
う
に
変
化
す
る
。
二
八
ペ
ー
ジ

の
「
点
画
の
連
続
」
に
つ
い
て
は
、
教
科
書
が
「
月
光
」
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に

は
、
「
連
続
さ
せ
る
時
の
留
意
点
と
し
て
「
春
」
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
「
主
な
連

続
」
と
し
て
示
さ
れ
た
「
筆
脈
が
実
線
に
な
る
」
こ
と
は
、「
春
」
の
「
日
」
と
「
夏
」

の
「
目
」
部
分
に
お
い
て
も
、
書
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
点
画
の
方
向

や
形
が
変
化
し
、
直
接
つ
な
が
る
」
例
と
し
て
は
、
「
夏
」
の
七
画
目
の
横
画
か
ら

八
画
目
の
左
払
い
へ
の
つ
な
が
り
に
顕
著
な
例
が
見
出
さ
れ
る
。
八
画
目
か
ら
九
画

目
に
も
直
接
連
続
す
る
箇
所
が
認
め
ら
れ

る
。
「
春
過
ぎ
て
」
歌
の
中
で
は
、
「
過
」

の
「
口
」
や
「
衣
」
に
も
見
出
さ
れ
る
。

点
画
が
直
接
連
続
す
る
際
は
、
前
の
画
と

接
す
る
位
置
に
よ
っ
て
、
折
り
返
し
部
分

の
重
な
り
の
度
合
い
が
違
う
こ
と
を
あ
わ

せ
て
確
認
し
た
い
。

三
四
ペ
ー
ジ
の
「
点
画
の
省
略
」
や
三
六
ペ
ー
ジ
の
「
筆
順
の
変
化
」
は
、
「
春

過
ぎ
て
」
の
歌
で
復
習
で
き
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

君
待
つ
と
我
が
恋
ひ
居
れ
ば
我
が
屋
戸
の
す
だ
れ
動
か
し
秋
の
風
吹
く

で
、
「
秋
風
」
の
「
禾
」
に
「
点
画
の
省
略
」
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

父
母
が
頭
か
き
撫
で
幸
く
あ
れ
て
言
ひ
し
言
葉
ぜ
忘
れ
か
ね
つ
る

の
「
言
葉
」
の
「
葉
」
の
「
世
」
部
分
に
「
点
画
の
省
略
」
、
「
艹
」
「
世
」
部
分
に

「
筆
順
の
変
化
」
が
認
め
ら
れ
る
。

春
の
園
紅
に
ほ
ふ
桃
の
花
下
照
る
道
に
出
で
立
つ
を
と
め

の
「
紅
」
の
「
糸
」
部
分
に
も
、
「
点
画
の
省
略
」
と
「
筆
順
の
変
化
」
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
教
科
書
の
「
紅
花
」
と
は
別
に
、
「
紅
葉
」
の
例
を
掲

げ
て
お
く
。

指
導
書
が
示
す
よ
う
に
、
行
書
を
効
率
的
に
習
得
さ
せ
る
に
は
、
共
通
す
る
部
分

の
書
き
方
を
覚
え
、
そ
の
部
分
を
も
つ
漢
字
に
応
用
さ
せ
て
い
く
方
法
が
有
効
で
あ

る
。
楷
書
の
点
画
と
比
較
す
る
こ
と
で
行
書
の
特
徴
を
つ
か
み
、
点
画
の
方
向
や
形

の
変
化
、
連
続
や
省
略
の
仕
方
、
筆
順
の
変
化
を
理
解
し
て
、
行
書
の
部
分
の
書
き

方
を
覚
え
て
い
き
た
い
。

「
行
書
と
仮
名
の
調
和
」
に
つ
い
て
は
、
指
示
の
あ
る
四
〇
ペ
ー
ジ
を
開
く
と
、

「
学
習
の
窓

【
筆
使
い
の
特
徴
】
」
と
し
て
、
「
く
」
を
例
に
「
画
の
中
で
の
筆
圧

の
変
化
を
意
識
し
、
軽
や
か
に
筆
を
運
ぶ
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
楷
書
の
筆

使
い
と
比
較
す
る
と
、
筆
圧
の
か
け
方
に
変
化
を
つ
け
る
こ
と
で
、
一
画
の
中
に
太

細
の
変
化
が
あ
り
、
や
わ
ら
か
い
印
象
を
受
け
る
。「
春
過
ぎ
て
」
歌
の
場
合
、「
し
」

「
り
」
に
類
似
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
に
」
を
用
い
て
求
め
ら
れ
る
「
筆

脈
を
意
識
し
、
次
の
画
に
つ
な
が
る
よ
う
に
書
く
」
こ
と
は
、
「
春
過
ぎ
て
」
歌
の

場
合
、
「
ぎ
」
「
た
」
に
類
似
例
が
求
め
ら
れ
る
。
筆
脈
は
、
行
書
に
調
和
す
る
仮
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名
で
は
、
実
線
化
し
て
表
れ
る
場
合
が
多
く
な
る
。
教
科
書
が
「
鉛
筆
で
…
…
線
を

な
ぞ
り
、
筆
脈
を
確
か
め
よ
う
」
と
示
す
「
…
…
」
は
、
文
字
の
中
の
点
画
の
つ
な

が
り
の
み
で
な
く
、
次
の
文
字
へ
と
つ
な
が
る
筆
脈
も
記
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

た
い
。

四
二
ペ
ー
ジ
の
「
行
書
に
調
和
す
る
仮
名
」
を
開
く
と
、
「
行
書
に
調
和
す
る
仮

名
の
筆
使
い
に
慣
れ
よ
う
」
と
し
て
、
「
の
」
「
り
」
が
連
続
す
る
形
で
書
か
れ
て

い
る
。
ど
ち
ら
も
、
「
春
過
ぎ
て
」
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
平
仮
名
で
あ
る
。
大
き

く
回
る
線
、
縦
方
向
の
線
、
横
方
向
の
線
や
折
れ
な
ど
が
含
ま
れ
る
文
字
を
書
き
進

め
る
な
か
で
、
行
書
に
調
和
す
る
仮
名
の
筆
使
い
の
特
徴
を
学
び
た
い
。
「
学
習
の

窓

【
主
な
変
化
】
」
に
「
い
ろ
は
」
を
用
い
て
示
さ
れ
る
「
始
筆
や
終
筆
の
形
が

変
化
す
る
」
例
は
、
「
春
過
ぎ
て
」
歌
の
場
合
、
「
夏
来
る
ら
し
」
の
「
ら
し
」
や

「
白
た
へ
の
」
の
「
へ
の
」
の
仮
名
の
連
続
に
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
点
画

が
直
接
つ
な
が
る
」
例
は
、
「
衣
干
し
た
り
」
の
「
り
」
に
て
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

課
題
と
す
る
歌
を
楷
書
と
同
じ
要
領
で
分
割
し
、
行
書
で
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

五
、
課
題
の
仕
上
げ

教
科
書
の
五
五
ペ
ー
ジ
の
「
文
や
文
章
を
読
み
や
す
く
書
く
」
に
示
さ
れ
た
一
六

ペ
ー
ジ
を
開
く
と
、
「
学
習
の
窓

文
や
文
章
を
書
く
と
き
」
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、

★
文
字
の
大
き
さ

・
仮
名
は
漢
字
よ
り
小
さ
く
書
く
。

★
配
列

・
行
の
中
心
を
そ
ろ
え
る
。

・
字
間
と
行
間
を
そ
ろ
え
る
。

★
用
紙
に
対
す
る
文
字
の
大
き
さ

・
用
紙
の
上
下
左
右
に
余
白
を
取
る
。

・
用
紙
に
合
っ
た
文
字
の
大
き
さ
を
考
え
る
。

が
記
さ
れ
て
い
る
。

半
紙
に
「
春
過
ぎ
て
」
歌
を
書
こ
う
と
す
る
と
、
筆
は
小
筆
を
使
用
す
る
こ
と
に

な
る
。
試
み
に
楷
書
と
行
書
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
み
た
。
こ
こ
で
は
、
読
み
や
す

く
書
く
こ
と
を
心
が
け
た
。
指
導
書
に
は
、
一
字
一
字
に
気
を
取
ら
れ
す
ぎ
ず
、
用

紙
全
体
に
目
配
り
を
し
て
書
く
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
俳
句
に
比
べ
る
と
、
和
歌

は
長
文
だ
が
、
教
科
書
に
掲
示
さ
れ
た
俳
句
と
同
じ
形
式
に
無
理
な
く
配
列
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
「
★
文
字
の
大
き
さ
」
で
は
、
漢
字
を
大
き
く
、
平
仮
名
を
小
さ
め

に
す
る
が
、
漢
字
の
中
で
も
画
数
の
少
な
い
「
山
」
「
干
」
「
白
」
な
ど
は
小
さ
め

に
書
く
。
「
★
配
列
」
で
は
、
文
字
の
中
心
を
「
行
の
中
心
に
そ
ろ
え
る
」
こ
と
を

意
識
し
、
中
心
の
目
安
と
な
る
点
画
が
な
い
文
字
は
、
そ
の
外
形
か
ら
中
心
の
位
置

を
見
定
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
文
字
の
一
画
目
の
始
筆
の
位
置
を
確
認
し
な
が
ら
、

一
文
字
ず
つ
で
は
な
く
、
一
行
全
体
に
目
を
向
け
な
が
ら
書
き
進
め
た
。
「
★
用
紙

に
対
す
る
文
字
の
大
き
さ
」
で
は
、
紙
面
の
上
下
左
右
に
余
白
を
取
り
、
各
行
の
行

頭
行
尾
を
そ
ろ
え
る
こ
と
で
読
み
や
す
い
配
列
と
し
た
。
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五
〇
ペ
ー
ジ
の
「
１
目
的
に
応
じ
て
効
果
的
に
書
こ
う
」
に
目
を
向
け
る
と
、「
学

習
の
窓

文
字
を
効
果
的
に
使
う
た
め
に
」
に
は
、

★
活
字
（
ゴ
シ
ッ
ク
体
）

★
活
字
（
明
朝
体
）

★
手
書
き
文
字

と
分
類
さ
れ
た
中
に
、
「
★
手
書
き
文
字
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
「
★
活
字
（
明
朝
体
）
」
が
「
す
っ
き
り
と
し
て
読
み
や
す
い
。
」
と
記
す
内

容
を
、
「
★
手
書
き
文
字
」
の
中
の
楷
書
に
も
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
行
書
に
比
べ

て
「
す
っ
き
り
と
し
て
読
み
や
す
い
。
」
と
い
う
声
が
聞
か
れ
る
の
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
「
★
活
字
（
明
朝
体
）
」
は
、
「
★
活
字
（
ゴ
シ
ッ
ク
体
）
」
に
比
べ
る
と
、
線

に
太
細
が
あ
り
楷
書
に
近
い
。
そ
れ
で
も
、
「
★
手
書
き
文
字
」
は
、
活
字
の
よ
う

に
す
べ
て
を
同
じ
よ
う
に
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
書
い
た
作
品
を
比
べ
あ
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
書
き
手
に
よ
っ
て
異
な
る
」
こ
と
や
「
書
き
手
の
思
い
や
人
柄

が
伝
わ
り
や
す
い
」
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
八
ペ
ー
ジ
の
「
発
展

先
人
の
文
字
に
学
ぶ
」
を
参
考
に
す
る
と
、
「
書
き
手
に
よ
る
違
い
」
と
し
て
、
楷

書
の
「
道
」
と
行
書
の
「
風
」
の
文
字
が
中
国
と
日
本
の
古
典
か
ら
掲
載
さ
れ
、「
同

じ
書
体
で
あ
っ
て
も
、
書
き
手
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
個
性
が
見
ら
れ
る
。
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
「
春
夏
」
を
用
い
て
、
同
じ
文
字
で
も
書
き
方
に
よ
っ
て

雰
囲
気
の
異
な
る
様
子
を
実
践
し
た
。
文
字
の
外
形
の
と
り
方
、
線
の
方
向
や
長
短
、

太
細
、
筆
圧
の
強
弱
、
運
筆
に
緩
急
抑
揚
を
つ
け
て
書
く
こ
と
で
、
同
じ
文
字
で
も

印
象
が
変
わ
る
こ
と
を
伝
え
た
い
。

五
二
ペ
ー
ジ
の
「
コ
ラ
ム

デ
ザ
イ
ン
と
文
字
」
に
は
、
活
字
と
手
書
き
文
字
の

効
果
を
記
し
て
い
る
。
手
書
き
に
「
書
体
や
字
形
、
配
列
や
筆
記
用
具
な
ど
に
よ
っ

て
、
読
者
に
与
え
る
印
象
は
全
く
違
っ
て
き
ま
す
。
」
と
記
さ
れ
た
内
容
を
応
用
し

て
「
春
過
ぎ
て
」
歌
を
次
の
よ
う
に
行
書
で
書
い
た
。
前
掲
の
行
頭
行
尾
を
そ
ろ
え

て
書
い
た
行
書
き
の
場
合
と
比
較
し
な
が
ら
、
感
じ
る
違
い
を
話
し
合
っ
て
み
た
い
。

散
ら
し
書
き
は
、
中
学
校
の
書
写
に
必
要
な
い
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
五

二
ペ
ー
ジ
の
下
段
の
「
広
告
と
文
字
」
に
注
意
す
る
と
、
広
告
の
中
の
筆
文
字
は
、

文
字
の
大
き
さ
や
配
置
等
に
変
化
を
つ
け
て
効
果
的
に
使
用
し
て
い
る
様
子
を
確
か

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
中
学
書
写

一
・
二
・
三
年
』
の
最
後
に
は
、
「
コ
ラ
ム

手
書
き
の
力
」
に
谷
川
俊
太
郎
の
筆
書
き
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
中
学
校
で
の
書
写

の
学
習
は
、
高
等
学
校
の
「
書
道
」
の
授
業
へ
の
入
り
口
を
も
示
唆
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
積
極
的
な
試
み
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。
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お
わ
り
に

書
写
の
学
習
は
、
国
語
の
一
般
的
な
学
習
と
教
科
書
も
異
な
り
区
別
さ
れ
て
し
ま

い
そ
う
だ
が
、
「
話
す
」
「
聞
く
」
「
読
む
」
こ
と
に
対
し
て
、
「
書
く
」
こ
と
も
一

体
感
を
も
っ
た
学
習
の
可
能
性
を
探
っ
た
。
光
村
図
書
『
国
語
３
』
の
和
歌
の
学
習

ペ
ー
ジ
に
は
、
書
写
の
授
業
に
も
有
効
な
資
料
の
掲
示
が
認
め
ら
れ
た
。
「
君
待
つ

と
―
―
万
葉
・
古
今
・
新
古
」
か
ら
万
葉
歌
を
利
用
し
て
、
『
中
学
書
写

一
・
二
・

三
年
』
「
２
学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
て
書
こ
う
」
の
「
三
年
間
の
ま
と
め
」
と
し

て
、
「
春
過
ぎ
て
」
歌
を
、
楷
書
と
行
書
で
書
く
こ
と
を
課
題
と
し
た
。

『
中
学
書
写

一
・
二
・
三
年
』
に
は
二
年
生
配
当
で
、
既
に
同
歌
が
課
題
と
し

て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
硬
筆
で
課
題
化
さ
れ
て
い
る
教
材
を
、
毛
筆
の
教

材
に
も
用
い
た
こ
と
に
な
る
。
内
容
は
三
年
生
に
学
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
、
読
む
こ

と
に
合
わ
せ
て
、
書
く
こ
と
の
復
習
教
材
に
適
し
て
い
る
と
考
え
た
。
教
科
書
の
「
三

年
間
の
ま
と
め
」
に
指
示
さ
れ
た
内
容
に
従
っ
て
、
楷
書
の
漢
字
か
ら
漢
字
仮
名
交

じ
り
へ
の
復
習
を
行
い
、
行
書
に
も
同
様
の
復
習
が
可
能
と
な
る
教
材
に
な
り
得
る
。

「
活
字
」
と
比
較
し
て
み
て
も
、
書
写
は
単
な
る
「
手
書
き
」
の
位
置
に
と
ど
ま

る
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
。
一
点
一
画
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
な
く
書
く
こ
と
を

身
に
つ
け
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
の
特
徴
を
知
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
。

配
列
等
に
注
意
し
て
書
く
こ
と
で
、
そ
の
表
現
の
幅
も
大
き
く
広
が
り
も
す
る
。

中
学
校
に
お
い
て
書
く
こ
と
の
基
礎
を
し
っ
か
り
復
習
す
る
こ
と
で
、
高
等
学
校
の

「
書
道
」
教
育
へ
と
つ
な
ぐ
こ
と
の
で
き
る
課
題
の
作
成
を
試
行
し
た
。


