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小
学
校
国
語
教
育
に
求
め
ら
れ
る
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
と
し
て
の
児
童
文
学

教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
「
い
な
ば
の

白
う
さ
ぎ
」
を
一
例
と
し
て

｜

｜市
瀬
雅
之

は
じ
め
に

二
〇
〇
八
年
の
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
二
十
年
告
示
）
国
語
編
』
に
、「
伝

統
的
な
言
語
文
化
」
に
関
す
る
学
習
が
重
視
さ
れ
た
。
二
〇
一
七
年
（
平
成
二
十
九

年
三
月
）
の
同
改
訂
に
お
い
て
も
、
「
我
が
国
の
言
語
文
化
」
の
中
に
継
承
さ
れ
て

い
る
。
教
科
書
出
版
社
は
こ
れ
に
応
え
て
、
二
年
生
の
国
語
教
科
書
に
日
本
神
話
を

掲
載
す
る
。
と
は
い
え
教
材
の
内
容
は
、
出
版
社
毎
に
異
な
る
の
で
、
特
徴
の
整
理

が
必
要
と
な
る
（
１
）

。
そ
れ
ぞ
れ
に
特
性
を
活
か
し
た
授
業
展
開
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

本
稿
は
光
村
図
書
出
版
『
こ
く
ご

二
上

た
ん
ぽ
ぽ
』
に
、
児
童
文
学
作
家
で
あ
る

中
川
李
枝
子
が
書
き
下
ろ
し
た
「
い
な
ば
の

白
う
さ
ぎ
」
（
本
稿
で
は
、
以
下
「
教

科
書
教
材
」
と
記
す
）
に
着
目
す
る
。

当
該
の
教
科
書
教
材
に
出
典
を
求
め
る
と
、
『
古
事
記
』
が
想
起
さ
れ
る
（
２
）

。
し

か
し
、
古
典
作
品
の
読
解
は
、
中
学
校
の
国
語
教
育
に
は
じ
ま
る
。
小
学
校
の
国
語

教
育
で
は
、
教
材
が
再
話
で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
よ
う
。

日
本
神
話
の
再
話
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
江
戸
時
代
の
国
学
の
隆
盛
を
受
け
て
、

明
治
時
代
に
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
「
ち
り
め
ん
本
」
や
巌
谷
小
波
の
『
日
本
昔
噺
』
叢

書
が
想
起
さ
れ
る
（
３
）

。
は
じ
め
て
の
本
格
的
な
児
童
文
学
雑
誌
と
な
る
「
赤
い
鳥
」

に
は
、
鈴
木
三
重
吉
が
『
古
事
記
物
語
』
を
連
載
し
た
。
国
定
教
科
書
に
よ
る
教
育

の
影
響
か
ら
、
戦
後
十
年
は
遠
ざ
け
ら
れ
る
時
期
も
あ
っ
た
が
、
世
界
の
物
語
を
読

む
中
に
、
日
本
神
話
も
見
直
さ
れ
て
ゆ
く
（
４
）

。
今
日
で
も
、
児
童
文
学
の
中
に
再

話
が
展
開
さ
れ
て
お
り
（
５
）

、
当
該
の
教
科
書
教
材
も
そ
の
一
例
に
数
え
ら
れ
る
。「
神

話
」
の
学
習
が
、
特
に
低
学
年
の
教
科
書
に
教
材
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、

学
習
指
導
要
領
が
求
め
る
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
学
習
は
、
古
典
作
品
と
結
び

つ
け
ら
れ
る
前
に
、
児
童
文
学
作
品
と
の
関
わ
り
が
留
意
さ
れ
る
。

本
稿
は
、
教
科
書
教
材
と
し
て
再
話
さ
れ
た
神
話
と
、
指
導
書
が
参
考
に
掲
げ
る

絵
本
を
読
み
解
き
、
比
較
す
る
と
こ
ろ
に
得
ら
れ
る
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
へ
の

学
習
の
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
る
。

一
、
学
習
指
導
要
領
と
光
村
図
書
出
版
の
「
い
な
ば
の
白
う
さ
ぎ
」

当
該
の
教
科
書
教
材
の
検
討
に
入
る
前
に
、
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
二

十
九
年
告
示
）
国
語
編
』
（
三
月

文
部
科
学
省
）
に
改
訂
さ
れ
た
「
伝
統
的
な
言
語
文

化
」
の
学
習
内
容
を
確
認
し
て
お
く
。

同
『
解
説
』
（
平
成
二
十
九
年
七
月

文
部
科
学
省
）
を
開
く
と
、
第
１
章
「
総
説
」

２
「
国
語
科
の
改
訂
の
趣
旨
及
び
要
点
」
の
④
「
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
指

導
の
改
善
・
充
実
」
に
は
、

中
央
教
育
審
議
会
答
申
に
お
い
て
は
、
「
引
き
続
き
、
我
が
国
の
言
語
文
化

に
親
し
み
、
愛
情
を
持
っ
て
享
受
し
、
そ
の
担
い
手
と
し
て
言
語
文
化
を
継
承

・
発
展
さ
せ
る
態
度
を
小
・
中
・
高
等
学
校
を
通
じ
て
育
成
す
る
た
め
、
伝
統

文
化
に
関
す
る
学
習
を
重
視
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
、
「
言
葉
の
由
来
や
変
化
」
、
「
書

写
」
、
「
読
書
」
に
関
す
る
指
導
事
項
を
「
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事

項
」
と
し
て
整
理
す
る
と
と
も
に
、
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
の
新
し
い
内
容

と
し
て
、
言
葉
の
豊
か
さ
に
関
す
る
指
導
事
項
を
追
加
す
る
な
ど
、
そ
の
内
容

の
改
善
を
図
っ
た
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
言
語
文
化
」
と
は
、
第
２
章
「
国
語
科
の
目
標
及
び
内
容
」

第
２
節
「
国
語
科
の
内
容
」
２
「
〔
知
識
及
び
技
能
〕
の
内
容
」
が
、
⑶
「
我
が
国

の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
に
、

我
が
国
の
言
語
文
化
と
は
、
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、
継
承
さ
れ

梅花女子大学教職研究 , No.6（March 2021）



2

梅花女子大学教職研究 , No.6（March 2021）

て
き
た
文
化
的
に
価
値
を
も
つ
言
語
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
文
化
と
し
て
の
言
語
、

ま
た
そ
れ
ら
を
実
際
の
生
活
で
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
文

化
的
な
言
語
生
活
、
さ
ら
に
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
各
時
代
に
わ
た
っ
て
、

表
現
し
、
受
容
さ
れ
て
き
た
多
様
な
言
語
芸
術
や
芸
能
な
ど
を
幅
広
く
指
し
て

い
る
。
今
回
の
改
訂
で
は
、
こ
れ
ら
に
関
わ
る
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
、
「
言

葉
の
由
来
や
変
化
」
、
「
書
写
」
、
「
読
書
」
に
関
す
る
内
容
を
「
我
が
国
の
言

語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
と
し
て
整
理
し
た
。

と
あ
る
。
「
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
」
た
神
話
を
『
古
事
記
』
を
は
じ
め

『
日
本
書
紀
』
や
『
風
土
記
』
等
に
読
み
、
そ
の
再
話
を
「
継
承
さ
れ
て
き
た
文
化

的
に
価
値
を
も
つ
言
語
」
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
再
話
さ
れ
た
児
童
文
学
作

品
は
、「
受
容
さ
れ
て
き
た
多
様
な
言
語
芸
術
や
芸
能
な
ど
を
幅
広
く
指
し
て
い
る
」

と
記
す
中
に
含
ま
れ
る
「
○
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
項
目
に
は
、
各
学
年
毎
に
、

我
が
国
の
言
語
文
化
に
触
れ
、
親
し
ん
だ
り
、
楽
し
ん
だ
り
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
豊
か
さ
に
気
付
き
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
内
容
を
構
成

し
て
い
る
。

と
す
る
中
に
、

各
学
年
の
ア
は
、
音
読
す
る
な
ど
し
て
言
葉
の
響
き
や
リ
ズ
ム
に
親
し
む
こ

と
を
系
統
的
に
示
し
て
い
る
。
イ
は
、
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
で
は
言
葉
の

豊
か
さ
に
気
付
く
こ
と
を
、
第
３
学
年
及
び
第
４
学
年
で
は
こ
と
わ
ざ
や
慣
用

句
、
故
事
成
語
な
ど
の
長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
言
葉
を
知
り
、
使
う
こ
と
を
、

第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
で
は
作
品
に
表
れ
て
い
る
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や

感
じ
方
を
知
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
あ
る
。
特
に
、
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
の
内
容
に
留
意
す
る
と
、
別
表
の
「
第

１
学
年
及
び
第
２
学
年
」
の
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
に
、

ア
昔
話
や
神
話
・
伝
承
な
ど
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
く
な
ど
し
て
、
我
が
国
の
伝
統

的
な
言
語
文
化
に
親
し
む
こ
と
。

イ
長
く
親
し
ま
れ
て
い
る
言
葉
遊
び
を
通
し
て
、
言
葉
の
豊
か
さ
に
気
付
く
こ
と
。

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ア
の
内
容
は
、
第
３
章
「
各
学
年
の
内
容
」
第
１
節
「
第
１

学
年
及
び
第
２
学
年
の
内
容
」
１
「
〔
知
識
及
び
技
能
〕
」
の
項
目
に
、
「
児
童
が
伝

統
的
な
言
語
文
化
と
し
て
の
古
典
に
出
合
い
、
親
し
ん
で
い
く
始
ま
り
と
し
て
、
昔

話
や
神
話
・
伝
承
な
ど
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
く
な
ど
す
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、

昔
話
や
神
話
・
伝
承
は
、
国
の
始
ま
り
や
形
成
過
程
、
人
の
生
き
方
や
自
然

な
ど
に
つ
い
て
の
古
代
か
ら
の
人
々
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
が
、
長
い
歴
史

の
中
で
口
承
だ
け
で
な
く
筆
記
さ
れ
た
書
物
と
し
て
、
現
在
に
引
き
継
が
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
。

昔
話
は
、
「
む
か
し
む
か
し
、
あ
る
と
こ
ろ
に
」
な
ど
の
言
葉
で
語
り
始
め

ら
れ
る
空
想
的
な
物
語
で
あ
り
、
特
定
ま
た
は
不
特
定
の
人
物
に
つ
い
て
描
か

れ
る
。

神
話
・
伝
承
は
、
一
般
的
に
は
特
定
の
人
や
場
所
、
自
然
、
出
来
事
な
ど
と

結
び
付
け
ら
れ
、
伝
説
的
に
語
ら
れ
て
い
る
物
語
で
あ
る
。
古
事
記
、
日
本
書

紀
、
風
土
記
な
ど
に
描
か
れ
た
も
の
や
、
地
域
に
伝
わ
る
伝
説
な
ど
が
教
材
と

し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
児
童
の
発
達
の
段
階
や
初
め
て
古
典
を
学
習
す

る
こ
と
を
考
慮
し
、
易
し
く
書
き
換
え
た
も
の
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

と
、
「
筆
記
さ
れ
た
書
物
と
し
て
、
現
在
に
引
き
継
が
れ
て
き
た
も
の
」
で
あ
り
、

「
児
童
の
発
達
の
段
階
」
に
応
じ
、
「
易
し
く
書
き
換
え
た
も
の
」
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
加
え
て
、

第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
で
は
、
ま
ず
、
読
み
聞
か
せ
を
聞
く
こ
と
で
、
伝

統
的
な
言
語
文
化
に
触
れ
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
。
話
の
面
白
さ
に
加
え
、
独
特
の
語
り
口
調
や
言
い
回
し
な
ど

に
も
気
付
き
、
親
し
み
を
感
じ
て
い
く
こ
と
を
重
視
す
る
。
ま
た
、
地
域
が
育
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ん
で
き
た
言
語
文
化
に
触
れ
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
例
え
ば
、
地
域
の
人
々

に
よ
る
民
話
の
語
り
を
聞
い
た
り
劇
を
行
っ
た
り
す
る
な
ど
、
言
語
活
動
を
工

夫
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

と
、
「
読
み
聞
か
せ
」
や
「
民
話
の
語
り
を
聞
い
た
り
劇
を
行
っ
た
り
す
る
」
こ
と

等
が
、
学
習
の
方
法
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
学
習
指
導
要
領
の
内
容
を
受
け
て
、
光
村
図
書
出
版
は
、
『
こ
く
ご
二

上

た
ん
ぽ
ぽ
』
に
、
「
と
も
だ
ち
を

さ
が
そ
う

話
す
・
聞
く
」
と
の
目
次
下
、

「
い
な
ば
の

白
う
さ
ぎ
」
を
準
備
し
て
い
る
。
本
文
は
「
聞
い
て

た
の
し
も
う
」

と
見
出
し
を
立
て
、
伊
藤
秀
男
の
挿
絵
三
枚
を
見
な
が
ら
、
児
童
文
学
作
家
で
あ
る

中
川
李
枝
子
が
書
き
下
ろ
し
た
再
話
を
聞
く
。
読
み
聞
か
せ
る
内
容
は
、
教
科
書
の

末
尾
に
〔
ふ
ろ
く
〕
と
し
て
、
「
が
く
し
ゅ
う
を
広
げ
よ
う
」
の
中
に
、
活
字
と
し

て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

神
話
を
再
話
し
た
児
童
文
学
作
品
が
、
「
児
童
が
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
し
て
の

古
典
に
出
合
い
、
親
し
ん
で
い
く
始
ま
り
」
と
し
て
の
役
割
を
負
う
教
材
と
な
り
得

て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

二
、
書
き
下
ろ
さ
れ
た
「
い
な
ば
の

白
う
さ
ぎ
」

当
該
の
教
科
書
教
材
に
指
導
書
は
、
生
徒
が
知
っ
て
い
る
「
昔
話
」
や
「
神
話
」

を
尋
ね
る
こ
と
か
ら
、
授
業
を
は
じ
め
る
こ
と
を
求
め
る
。
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
、

教
科
書
の
挿
絵
か
ら
「
い
な
ば
の

白
う
さ
ぎ
」
の
あ
ら
す
じ
を
連
想
さ
せ
る
。「
昔

話
」
よ
り
古
く
、
千
三
百
年
前
の
日
本
人
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
、

「
神
話
」
へ
の
関
心
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
後
に
読
み
聞
か
せ
る
「
い
な
ば
の

白
う
さ
ぎ
」
の
内
容
を
、

〔
ふ
ろ
く

が
く
し
ゅ
う
を
広
げ
よ
う
〕
に
収
載
さ
れ
た
文
章
を
用
い
て
読
み
解
い

て
お
く
。

冒
頭
は
、
「
む
か
し
、
む
か
し
、
大
む
か
し
。
」
に
は
じ
ま
る
。
神
話
と
昔
話
を

区
別
す
る
こ
と
よ
り
、
親
し
み
や
す
さ
が
優
先
さ
れ
て
い
る
。
学
習
指
導
要
領
の
『
解

説
』
に
は
、
「
神
話
」
が
「
特
定
の
人
や
場
所
、
自
然
、
出
来
事
な
ど
と
結
び
付
け

ら
れ
、
伝
説
的
に
語
ら
れ
て
い
る
物
語
」
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
た
。
「
特
定
の
人
」
が
「
八
十
人
も
の
か
み
さ
ま
の
兄
弟
」
で
あ
り
、
〈
か
み
さ

ま
の
お
話
＝
神
話
〉
と
解
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。「
場
所
」
が
「
い
ず
も
の
国
」

と
「
い
な
ば
の
国
」
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
地
域
の
伝
説
と
し
て
聞
く
（
読
む
）

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

生
徒
た
ち
は
、
「
八
十
人
も
の
か
み
さ
ま
の
兄
弟
」
と
の
表
現
か
ら
、
「
い
ず
も

の
国
」
だ
け
で
も
、
日
本
に
は
多
く
の
神
々
の
存
在
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
自
分
こ
そ
、
国
を
お
さ
め
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
、
た
が
い
に
力
を
き
そ
い
合
」

う
兄
た
ち
が
い
れ
ば
、
争
い
を
好
ま
な
い
「
す
え
っ
子
の
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
」
だ
け
が
、

「
い
く
じ
な
し
」
と
笑
わ
れ
、
「
こ
き
つ
か
わ
れ
る
」
と
あ
る
。
神
が
人
間
的
に
表

現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
大
き
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
「
兄
さ
ん
た
ち
は
、
き

れ
い
な
お
ひ
め
さ
ま
を
お
よ
め
さ
ん
に
も
ら
お
う
と
、
い
な
ば
の
国
」
へ
で
か
け
る

と
こ
ろ
に
、
「
い
な
ば
の
国
」
の
「
お
ひ
め
さ
ま
」
も
、
神
で
あ
ろ
う
こ
と
が
連
想

さ
れ
よ
う
。
「
い
ず
も
の
国
」
の
男
神
が
、
「
い
な
ば
の
国
」
の
女
神
と
結
婚
し
よ

う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
話
が
は
じ
ま
る
。

兄
た
ち
が
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
に
、
旅
の
荷
物
を
担
が
せ
る
と
こ
ろ
に
は
、

「
い
く
じ
な
し
」
と
、
こ
き
使
う
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
身
軽
な
兄
た
ち
だ
け

が
先
を
行
く
。

「
け
た
の
み
さ
き
」
は
、
「
い
な
ば
の
国
」
と
同
様
に
、
話
の
舞
台
が
地
域
に
限

ら
れ
た
話
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
こ
に
倒
れ
て
い
る
う
さ
ぎ
が
「
赤
は
だ
か
」

で
あ
る
と
の
言
葉
は
、
聞
き
慣
れ
な
い
の
で
心
に
留
め
ら
れ
る
。
「
毛
を
す
っ
か
り

む
し
り
と
ら
れ
て
、
ふ
る
え
て
い
ま
す
。
」
と
の
表
現
が
、
そ
の
意
味
を
痛
々
し
く

伝
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
姿
を
見
て
「
こ
れ
は
、
お
も
し
ろ
い
う
さ
ぎ
だ
。
か
ら
か
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っ
て
や
ろ
う
。
」
と
話
す
兄
神
た
ち
に
は
、
こ
れ
が
神
の
言
葉
か
と
耳
を
疑
い
驚
か

さ
れ
る
。

「
そ
こ
の
う
さ
ぎ
、
海
に
入
っ
て
し
お
水
を
あ
び
、
つ
め
た
い
風
に
当
た
る
と
よ

い
ぞ
。
」
と
の
言
葉
を
、
信
じ
て
疑
わ
な
い
う
さ
ぎ
は
、
よ
ろ
こ
ん
で
海
に
入
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
し
お
水
は
体
中
に
し
み
て
」
風
が
皮
膚
を
破
い
て
、
「
あ
ま
り
の
い

た
さ
に

う
さ
ぎ
が
泣
い
て
い
る
」
様
子
に
は
、
大
き
く
裏
切
ら
れ
る
結
果
が
示
さ

れ
る
。
兄
神
た
ち
が
信
じ
ら
れ
な
い
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
後
か
ら
や

っ
て
く
る
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
の
「
ど
う
し
た
の
か
ね
。
」
と
の
言
葉
が
「
や

さ
し
く
」
響
い
て
い
る
。

テ
キ
ス
ト
は
、
一
行
開
け
る
こ
と
で
、
こ
こ
ま
で
が
第
一
段
と
し
て
記
さ
れ
て
い

る
。「
い
な
ば
の
国
」
の
「
き
れ
い
な
お
ひ
め
さ
ま
」
に
求
婚
す
る
「
い
ず
も
の
国
」

の
「
八
十
人
も
の
か
み
さ
ま
の
兄
弟
」
は
、
「
赤
は
だ
か
」
の
う
さ
ぎ
を
か
ら
か
う

兄
神
た
ち
と
、「
や
さ
し
く
」
声
を
か
け
る
「
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
」
と
に
大
別
さ
れ
る
。

続
い
て
第
二
段
を
読
ん
で
み
よ
う
。

う
さ
ぎ
が
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
に
、
「
赤
は
だ
か
」
と
な
っ
た
経
緯
を
語
り

は
じ
め
る
。
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
を
「
お
き
の
し
ま
」
と
記
す
の
は
、
「
け
た
の
み

さ
き
」
と
同
様
に
、
限
ら
れ
た
地
域
の
話
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
。
海
を
渡
り
た
か

っ
た
が
、
泳
げ
な
い
の
で
思
案
し
て
、
わ
に
の
背
中
を
渡
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
と

い
う
。
「
わ
に
」
に
は
注
が
施
さ
れ
、
「
さ
め
」
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

地
方
に
よ
っ
て
、
「
さ
め
」
が
「
わ
に
」
と
呼
ば
れ
る
の
を
知
り
、
地
域
に
限
ら
れ

た
言
語
文
化
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

う
さ
ぎ
と
わ
に
の
や
り
と
り
は
、
会
話
形
式
で
生
き
生
き
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

中
で
も
う
さ
ぎ
が
、
わ
に
と
数
を
比
べ
る
方
法
を
「
か
ん
た
ん
だ
よ
」
と
答
え
る
部

分
に
は
利
発
さ
が
示
さ
れ
、
こ
れ
を
「
な
る
ほ
ど
、
う
さ
ぎ
さ
ん
は
か
し
こ
い
。
」

と
返
す
わ
に
に
は
、
素
朴
で
純
粋
な
気
持
ち
の
あ
り
よ
う
が
表
さ
れ
て
い
る
。
う
さ

ぎ
に
は
、
並
ん
だ
わ
に
の
上
を
飛
び
な
が
ら
、
あ
と
一
歩
で
岸
へ
降
り
る
時
に
、「
う

れ
し
く
な
っ
て
」
つ
い
だ
ま
し
た
こ
と
を
「
言
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
」
と
、
率

直
な
心
情
も
表
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
と
た
ん
、
お
こ
っ
た
わ
に
が
、
大
き
な
口
を
あ
け
て
、
か
み
つ
き
ま
し
た
。

あ
っ
と
い
う
ま
に
、
毛
は
す
っ
か
り
む
し
り
と
ら
れ
、
わ
た
し
は
赤
は
だ
か
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。

と
、
そ
の
報
い
を
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
話
は
、

そ
こ
に
、
か
み
さ
ま
が
お
お
ぜ
い
通
り
か
か
っ
て
、
し
お
水
を
あ
び
て
風
に
当

た
る
と
よ
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
で
も
、
よ
く
な
る
ど
こ
ろ
か
、
い
た
く
な
る

ば
か
り
で
、
と
て
も
が
ま
ん
が
で
き
ま
せ
ん
。

と
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
聞
き
手
に
は
、
う
さ
ぎ
が
わ
に
を
騙
し
た
こ
と
へ
の
批

判
よ
り
、
通
り
か
か
っ
た
神
々
の
行
為
の
方
が
残
酷
に
感
じ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
内
容
を
受
け
る
第
三
段
に
は
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
が
「
お
お
、

か
わ
い
そ
う
に
」
と
、
神
々
が
う
さ
ぎ
に
し
た
仕
打
ち
を
、
正
す
形
で
話
が
進
め
ら

れ
る
。
う
さ
ぎ
は
「
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
」
に
教
え
ら
れ
た
と
お
り
、
「
き
れ
い
な
水
で

し
お
水
を
て
い
ね
い
に
あ
ら
い
な
が
す
」
と
、
「
が
ま
の
ほ
を
あ
つ
め
た
上
に
ね
こ

ろ
が
り
ま
し
た
。
」

す
る
と
、
本
当
に
ま
っ
白
い
、
ふ
わ
ふ
わ
の
毛
の
白
う
さ
ぎ
に
も
ど
り
ま
し
た
。

と
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
作
品
名
が
想
起
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
話
は
、

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
「
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
こ
そ
、
八
十
人
の
兄
弟
の
中
で
い

ち
ば
ん
す
ぐ
れ
た
方
だ
。
」
と
、
世
に
つ
た
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

と
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
う
さ
ぎ
は
主
人
公
に
な
ら
な
い
。

内
容
か
ら
す
る
と
、
「
い
な
ば
の

白
う
さ
ぎ
」
と
題
す
る
よ
り
、
「
オ
オ
ク
ニ
ヌ

シ
物
語
」
と
し
た
方
が
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
い

な
ば
の

白
う
さ
ぎ
」
と
題
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
は
小
さ
く
な
い
。

指
導
書
に
は
〔
作
者
の
言
葉
〕
と
し
て
、
「
大
昔
に
あ
っ
た
こ
と
」
と
題
し
た
作
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者
の
神
話
体
験
が
回
想
さ
れ
る
。
そ
の
終
わ
り
に
、

二
年
生
に
は
二
年
生
の
読
解
力
に
応
じ
て
、
登
場
人
物
の
描
写
、
背
景
の
説
明
、

事
件
の
詳
細
を
ど
う
書
く
か
工
夫
し
ま
し
た
。
一
点
の
曇
り
も
な
く
明
快
で
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
わ
か
ら
な
く
て
は
物
語
の
面
白
さ
は
伝
わ
ら
な
い
の
で

す
か
ら
。

と
、
再
話
の
方
法
が
説
か
れ
て
い
る
。「
い
ず
も
の
国
」
の
男
神
が
「
い
な
ば
の
国
」

の
女
神
に
求
婚
し
よ
う
と
で
か
け
る
と
こ
ろ
に
、
話
が
は
じ
ま
る
の
で
、
夫
に
ふ
さ

わ
し
い
神
と
し
て
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
が
選
ば
れ
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
再
話
さ
れ
た
「
い
な
ば
の

白
う
さ
ぎ
」
に
、
「
言
語
文
化
の
伝
統
」

を
学
習
し
よ
う
と
す
る
と
、
ま
ず
は
聞
い
た
話
の
内
容
を
整
理
し
、
限
ら
れ
た
地
域

の
神
話
と
し
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
二
年
生
の
国
語
教
材
と
し

て
は
、
そ
の
内
容
を
楽
し
み
な
が
ら
確
認
す
る
こ
と
で
、
神
話
の
読
解
が
果
た
さ
れ

た
こ
と
に
な
ろ
う
。

更
に
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
当
該
の
教
科
書
教
材
の
利
用
が
、
こ
れ
だ
け
に

終
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
作
品
名
が
「
い
な
ば
の

白
う
さ
ぎ
」
と
題
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
、
多
く
の
同
名
他
書
と
読
み
比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
節
で
は
、
そ
の

応
用
に
目
を
向
け
て
お
く
。

三
、
参
考
図
書
ａ
の
「
い
な
ば
の
し
ろ
う
さ
ぎ
」

当
該
の
教
科
書
教
材
に
指
導
書
は
、
次
の
二
冊
を
参
考
図
書
と
し
て
紹
介
し
て
い

る
。

ａ
舟
崎
克
彦
文
・
赤
羽
末
吉
絵
「
い
な
ば
の
し
ろ
う
さ
ぎ
」
日
本
の
神
話

第

四
巻

あ
か
ね
書
房

一
九
九
五
年
一
〇
月
。

ｂ
谷
真
介
文
・
赤
坂
三
好
絵
「
い
な
ば
の
白
ウ
サ
ギ
」
十
二
支
む
か
し
む
か
し

シ
リ
ー
ズ

佼
成
出
版

二
〇
〇
六
年
一
〇
月
。

こ
こ
で
は
、
ａ
書
を
一
覧
し
て
お
く
。
表
紙
絵
を
見
た
だ
け
で
、
う
さ
ぎ
が
白
く

な
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
本
の
中
に
挟
ま
れ
た
附
録
に
は
、
舟
崎
克

彦
が
「
『
し
ろ
う
さ
ぎ
』
異
聞
」
と
題
し
て
、

本
書
を
一
瞥
さ
れ
た
読
者
の
中
に
は
、
従
来
の
馴
染
深
い
『
い
な
ば
の
し
ろ
う

さ
ぎ
』
の
絵
本
と
は
趣
を
異
に
す
る
箇
所
を
み
つ
け
て
、
疑
問
を
持
た
れ
た
向

き
も
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
。

と
記
す
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
茶
色
い
う
さ
ぎ
が
描
か
れ
て
い
る
点
だ
と
す
る
。
そ
れ

以
前
の
児
童
書
や
絵
本
の
ほ
と
ん
ど
が
「
し
ろ
う
さ
ぎ
」
を
「
白
う
さ
ぎ
」
と
表
現

す
る
こ
と
を
、
固
定
観
念
だ
と
批
判
し
た
。
『
古
事
記
』
に
は
、
「
素
菟
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
本
居
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
を
引
用
し
な
が
ら
、
「
あ
か
は
だ
か
」
と

記
さ
れ
た
う
さ
ぎ
の
毛
が
白
く
な
る
の
は
冬
だ
が
、
物
語
の
中
で
う
さ
ぎ
が
寝
転
ぶ

蒲
は
夏
が
花
期
と
な
る
。
季
節
を
夏
に
捉
え
て
、
う
さ
ぎ
を
茶
色
に
表
し
た
と
説
い

て
い
る
。
裏
面
に
記
さ
れ
る
赤
羽
末
吉
の
「
ワ
ニ
か
鮫
か
」
と
と
も
に
、『
古
事
記
』

へ
の
考
察
を
踏
ま
え
、
絵
本
が
制
作
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
見
出
さ

れ
る
。

中
を
開
く
と
、
「
あ
ら
く
れ
も
の
で
聞
こ
え
た
／
須
佐
之
男
の
命
の
子
孫
に
も
／

こ
よ
な
く
気
立
て
の
よ
い
神
が
い
た
。
／
大
国
主
の
命
と
い
う
。
」
と
、
ス
サ
ノ
オ

ノ
ミ
コ
ト
（
本
文
で
は
す
べ
て
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
統
一
す
る
）
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
う
さ
ぎ
の
登
場
が
終
わ
っ
た
後
も
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ

ミ
コ
ト
の
苦
難
を
記
し
、
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
の
も
と
に
旅
立
つ
ま
で
が
記
さ
れ
て

い
る
。

当
該
の
教
科
書
教
材
に
「
八
十
人
も
の
か
み
さ
ま
の
兄
弟
」
と
記
さ
れ
て
い
た
表

現
は
「
八
十
神
」
と
記
さ
れ
、
「
お
ひ
め
さ
ま
」
と
あ
っ
た
女
神
も
、
「
因
幡
の
国

の
八
上
姫
」
と
具
体
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
国
名
や
神
名
が
漢
字
で
記
さ
れ
る
と
こ

ろ
に
も
、
教
科
書
教
材
よ
り
、
高
学
年
を
対
象
と
す
る
絵
本
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い

る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
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ａ
書
は
、
八
十
神
が
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
を
馬
鹿
に
す
る
こ
と
を
記
さ
な
い
。

ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
（
本
文
で
は
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
統
一
す
る
）
を
嫁
に
し
よ
う
と
出
か
け

る
際
、
荷
物
を
担
が
さ
れ
る
こ
と
が
自
明
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
「
重
い
足
ど
り
」

で
従
っ
て
い
る
。
当
該
の
教
科
書
教
材
は
、
こ
こ
に
な
ぜ
？
と
問
わ
れ
な
い
よ
う
に
、

兄
た
ち
に
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
を
「
い
く
じ
な
し
」
と
笑
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。八

十
神
が
「
気
多
の
み
さ
き
」
に
さ
し
か
か
る
と
、
皮
を
は
が
れ
た
う
さ
ぎ
に
出

会
う
。「
一
羽
」
と
数
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
高
学
年
の
読
者
が
想
定
さ
れ
る
。

八
十
神
が
「
か
ら
か
い
は
ん
ぶ
ん
」
に
声
を
か
け
る
様
子
は
、
教
科
書
教
材
と
共
通

す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
「
ま
に
う
け
た
う
さ
ぎ
」
と
や
や
批
判
的
に
記
さ
れ
て
い

る
。
「
塩
水
が
か
わ
く
に
つ
れ
て
／
ひ
び
わ
れ
が
は
し
り
／
か
ら
だ
が
ひ
き
ち
ぎ
ら

れ
る
よ
う
な
／
く
る
し
み
で
あ
る
。
」
と
の
表
現
が
、
当
該
の
教
科
書
教
材
よ
り
痛

々
し
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
残
酷
さ
は
挿
絵
に
ま
で
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
遅
れ

て
や
っ
て
き
た
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
が
「
お
だ
や
か
な
声
で
た
ず
ね
た
。
」
と

記
さ
れ
て
い
る
の
も
、
場
面
を
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の
中
に
読
ま
せ
る
。

う
さ
ぎ
の
言
葉
遣
い
に
は
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
に
対
し
て
、
「
ご
ざ
い
ま

す
」
と
敬
語
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
あ
え
ぐ
息
の
下
か
ら
は
な
し
は
じ
め
た
。
」

と
の
記
述
か
ら
は
、
う
さ
ぎ
の
様
態
が
悪
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
中

で
も
、「

か
ね
て
か
ら
、
い
つ
か
島
を
／
ぬ
け
だ
し
た
い
と
思
い
く
ら
し
て
お
り
ま
し

た
が
／
さ
り
と
て
、
よ
い
ち
え
も
う
か
び
ま
せ
ん
／

と
、
あ
る
と
き
、
海
の

さ
め
た
ち
を
た
ぶ
ら
か
し
て
／
り
く
へ
わ
た
っ
て
や
ろ
う
と
思
い
つ
い
た
の
で

ご
ざ
い
ま
す
。
」

と
、
「
た
ぶ
ら
か
し
」
「
わ
た
っ
て
や
ろ
う
」
と
の
言
葉
に
、
う
さ
ぎ
の
ず
る
賢
さ

が
垣
間
見
え
る
。
な
に
よ
り
も
、
う
さ
ぎ
の
相
手
が
、
「
さ
め
」
と
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
驚
か
さ
れ
よ
う
。

附
録
の
「
ワ
ニ
か
鮫
か
」
に
、
赤
羽
末
吉
は
、

こ
の
『
い
な
ば
の
し
ろ
う
さ
ぎ
』
で
、
絵
描
き
の
関
心
事
は
な
に
よ
り
「
ワ
ニ
」

か
「
鮫
」
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
記
す
。

ワ
ニ
は
絵
に
な
る
が
、
ど
う
も
ペ
ロ
ー
と
し
た
鮫
は
絵
に
な
り
づ
ら
い
。
そ

う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
か
、
こ
の
話
で
は
ワ
ニ
を
描
い
た
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ

る
。
だ
が
現
在
の
日
本
の
風
土
を
考
え
て
み
て
も
、
熱
帯
の
ワ
ニ
が
い
る
と
は

思
え
な
い
。
（
以
下
略
）

と
述
べ
、

さ
ん
ざ
ん
あ
あ
だ
こ
う
だ
の
あ
げ
く
出
雲
に
い
っ
て
識
者
に
き
く
と
、
「
あ
ぁ

あ
れ
は
ワ
ニ
鮫
で
す
」
と
、
一
言
で
解
決
つ
い
た
。
足
を
す
く
わ
れ
た
よ
う
な

感
じ
で
あ
っ
た
。
（
以
下
略
）

と
あ
る
。
こ
の
絵
本
で
は
、
わ
に
を
敢
え
て
「
さ
め
」
と
記
す
こ
と
で
、
読
者
を
立

ち
止
ま
ら
せ
て
い
る
。
当
該
の
教
科
書
教
材
を
聞
い
た
子
ど
も
た
ち
が
、
高
学
年
に

な
り
、
こ
の
本
と
と
も
に
附
録
を
読
む
と
、
作
者
が
神
話
の
解
釈
を
試
み
、
絵
本
に

し
て
い
る
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

物
語
に
戻
る
と
、
う
さ
ぎ
の
呼
び
か
け
に
「
な
に
ご
と
な
ら
ん
と
、
さ
め
た
ち
は

波
を
ざ
わ
め
か
せ
て
」
集
ま
っ
て
く
る
。
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
に
は
敬
意
を
表

し
、
丁
寧
に
語
っ
て
い
た
う
さ
ぎ
が
、
さ
め
た
ち
に
は
「
か
ず
を
か
ぞ
え
て
や
ろ
う
。
」

と
横
柄
な
言
葉
を
遣
い
差
を
つ
け
て
い
る
。

さ
い
ご
の
一
尾
と
い
う
と
こ
ろ
で
／
わ
た
く
し
は
う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
／
口
走

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
／
『
や
い
や
い
、
だ
ま
さ
れ
た
な
。
／
わ

た
し
は
／
海
を
わ
た
り
た
か
っ
た
だ
け
な
の
さ
』

と
、
調
子
の
よ
さ
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
は
ら
を
た
て
た
さ
め
」
が
あ

っ
と
い
う
間
に
襲
い
か
か
る
と
「
わ
た
く
し
の
皮
を
は
ぎ
と
り
…
…
／
み
る
か
げ
も

な
い
こ
の
あ
り
さ
ま
。
」
と
説
明
を
し
、
「
そ
の
う
え
」
で
「
八
十
神
さ
ま
の
お
っ
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し
ゃ
る
こ
と
を
／
し
ん
じ
た
ば
か
り
に
／
い
た
み
は
ひ
ど
く
な
る
ば
か
り
、
」
と
、

た
た
み
か
け
る
よ
う
に
語
る
。
そ
し
て
、
「
な
す
す
べ
も
な
く
／
も
だ
え
て
い
た
と

こ
ろ
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
嘆
い
て
い
る
。

こ
れ
に
「
『
な
ん
と
む
ご
い
こ
と
だ
』
／
大
国
主
は
ま
ゆ
を
ひ
そ
め
た
。
」
と
あ

る
。
「
む
ご
い
こ
と
だ
」
と
の
表
現
に
は
、
う
さ
ぎ
が
さ
め
を
だ
ま
す
こ
と
か
ら
、

さ
め
が
襲
い
か
か
っ
て
う
さ
ぎ
の
皮
を
は
ぎ
と
っ
た
こ
と
、
八
十
神
が
う
さ
ぎ
を
だ

ま
し
た
こ
と
等
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
う
さ
ぎ
が
サ
メ
を
だ
ま
し
た
こ
と
を

責
め
な
い
と
こ
ろ
は
、
当
該
の
教
科
書
教
材
と
共
通
す
る
。

う
さ
ぎ
は
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
の
教
え
ど
お
り
に
す
る
と
治
る
の
だ
が
、「
う

さ
ぎ
の
か
ら
だ
は
み
る
ま
に
／
も
と
ど
お
り
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
の
言
葉
に

白
さ
は
う
か
が
わ
れ
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
う
さ
ぎ
は
、

「
あ
な
た
さ
ま
は
今
で
こ
そ
／
い
や
し
い
も
の
の
よ
う
に
／
ひ
と
の
荷
物
を
／

背
負
わ
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
／
八
上
姫
さ
ま
を
嫁
に
さ
れ
る
の
は
／
ご
兄
弟
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
／
あ
な
た
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
」

と
言
い
出
す
。
こ
の
言
葉
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
は
八
十
神
に
、

「
わ
た
く
し
に
は
／
あ
な
た
が
た
の
こ
と
ば
は
耳
に
入
り
ま
せ
ぬ
。
／
大
国
主

の
命
さ
ま
の
み
も
と
に
／
嫁
ぐ
つ
も
り
で
す
」

と
語
っ
て
い
る
。
「
大
国
主
の
命
さ
ま
の
み
も
と
に
／
嫁
ぐ
つ
も
り
で
す
」
と
の
返

事
は
、
う
さ
ぎ
の
言
葉
が
耳
に
届
い
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。
こ
こ
に
う
さ
ぎ

は
、
単
に
さ
め
を
だ
ま
し
た
存
在
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
八
十
神
に
だ
ま
さ
れ
た

だ
け
の
存
在
と
し
て
で
も
な
く
、
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
の
結
婚
相
手
を
見
分
け
、
予
言
す
る

こ
と
を
役
割
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

当
該
の
教
科
書
教
材
と
は
、
う
さ
ぎ
の
毛
の
色
が
違
い
、
わ
に
が
「
さ
め
」
と
記

さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
う
さ
ぎ
の
役
割
を
改
め
考
え
さ
せ
る
内
容

に
な
っ
て
い
る
。

ａ
書
の
仕
掛
け
は
こ
れ
だ
け
に
終
わ
ら
な
い
。
腹
を
立
て
た
八
十
神
が
、
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
を
騙
し
て
、
死
に
追
い
や
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
助
け
た
の
は
、

「
母
神

刺
国
若
比
売
」
で
あ
っ
た
。
高
天
の
原
の
「
神
産
巣
日
の
命
」
の
心
を
動

｜

か
し
、
「
（
前
略
）
ま
え
に
も
ま
し
て
／
り
り
し
い
す
が
た
で
よ
み
が
え
る
と
、
／
力

み
な
ぎ
る
よ
う
す
で
／
あ
た
り
を
あ
る
き
は
じ
め
（
後
略
）
」
た
と
あ
る
。
再
び
八

十
神
に
殺
さ
れ
て
も
、
母
神
の
「
必
死
の
介
抱
」
で
息
を
吹
き
返
す
。
と
は
い
え
、

三
度
目
は
な
く
、
母
神
は
黄
泉
国
に
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
を
訪
ね
さ
せ
る
。
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
が
旅
立
つ
と
こ
ろ
で
、
物
語
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
を
主
人
公
と
す
る
点
は
、
当
該
の
教
科
書
教
材
と
内
容

を
重
ね
合
わ
せ
や
す
い
。
ａ
書
を
読
む
こ
と
で
、
当
該
の
教
科
書
教
材
に
は
、
話
の

前
後
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
内
容
は
、
古
典
作
品
と
し
て

『
古
事
記
』
を
読
む
入
り
口
に
も
な
り
得
る
。

四
、
参
考
図
書
ｂ
の
「
い
な
ば
の
白
ウ
サ
ギ
」

こ
こ
で
は
前
掲
ｂ
書
を
一
覧
し
て
お
く
。

題
名
に
「
白
ウ
サ
ギ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
表
紙
に
白
い
う
さ
ぎ
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
前
掲
の
ａ
書
と
の
違
い
は
一
目
で
あ
ろ
う
。
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
も
、

む
か
し
、
む
か
し
、
因
幡
の
国
（
鳥
取
県
）
の

う
み
の

ち
か
く
に

あ
る

竹
林
に
、

た
く
さ
ん
の

ウ
サ
ギ
が
、
す
ん
で
い
ま
し
た
。

と
記
さ
れ
、
竹
林
に
遊
ぶ
多
く
の
白
う
さ
ぎ
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
む
か
し
、

む
か
し
」
と
の
は
じ
ま
り
は
、
当
該
の
教
科
書
教
材
と
同
様
に
、
昔
話
の
方
法
を
用

い
た
、
親
し
み
や
す
い
語
り
は
じ
め
に
な
っ
て
い
る
。
う
さ
ぎ
が
白
い
点
も
一
致
し

て
い
る
。
地
名
が
漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
点
で
は
、
ａ
書
と
同
様
に
、
教
科
書
教
材

よ
り
高
学
年
が
対
象
と
さ
れ
る
。
干
支
シ
リ
ー
ズ
の
一
話
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ

ろ
う
。
う
さ
ぎ
が
主
人
公
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
が
、
前
掲
二
書
と
大
き
く
異
な
る
。
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話
の
内
容
も
、
嵐
に
降
り
続
く
雨
に
よ
っ
て
起
き
た
大
水
に
、
逃
げ
遅
れ
た
う
さ

ぎ
が
流
さ
れ
る
と
い
う
独
自
の
展
開
に
は
じ
ま
る
。
う
さ
ぎ
が
「
一
わ
」
と
数
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
は
、
ａ
書
と
読
者
層
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
川
か
ら
海
へ
と
漂
流
す
る

「
お
よ
げ
な
い
」
う
さ
ぎ
の
、
「
し
ん
ぱ
い
」
す
る
様
子
が
、
詳
細
に
展
開
さ
れ
て

い
る
。
や
が
て
小
さ
な
島
に
た
ど
り
着
き
、
「
ほ
っ
と
」
し
な
が
ら
も
、
誰
も
い
な

い
の
で
「
さ
び
し
く
」
な
り
、
海
の
向
こ
う
に
見
え
る
「
ふ
る
さ
と
」
へ
帰
る
こ
と

を
希
求
す
る
。
前
掲
の
二
書
が
、
単
に
海
を
渡
り
た
が
る
う
さ
ぎ
を
記
し
て
い
た
の

に
対
し
て
、
視
点
が
う
さ
ぎ
の
側
に
置
か
れ
た
こ
と
で
、
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
展

開
と
な
っ
て
い
る
。
帰
る
こ
と
を
志
向
す
る
う
さ
ぎ
が
、
海
を
泳
い
だ
り
、
は
ね
た

り
す
る
魚
た
ち
を
見
て
、
「
大
き
な

さ
か
な
の

せ
な
か
」
に
「
の
せ
て
も
ら
」

う
こ
と
を
考
え
つ
く
と
こ
ろ
も
、

「
だ
け
ど
、
も
し

う
み
に

お
ち
た
ら
、
た
い
へ
ん
だ
。

ぼ
く
は

お
よ
げ
な
い
か
ら
な
」

と
つ
ぶ
や
く
先
に
、

ウ
サ
ギ
は

こ
ま
っ
た

か
お
を

し
ま
し
た
が
、

す
ぐ

あ
か
る
い

か
お
に

か
わ
り
ま
し
た
。

「
う
ん
。
い
い
こ
と
を

お
も
い
つ
い
た
ぞ
」

と
、
肯
定
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
う
さ
ぎ
が
さ
め
に
話
し
か
け
る
言
葉
遣
い
に

は
、
対
等
な
関
係
が
保
た
れ
、
さ
め
も
、

「
そ
れ
は
、
お
も
し
ろ
い
。
わ
し
ら
の

な
か
ま
は
、
よ
べ
ば

い
く
ら
で
も

く
る
ぞ
。
わ
し
ら
の

ほ
う
が
、
お
お
い
さ
。

で
、
ど
う
や
っ
て
、
く
ら
べ
る
ん
だ
い
？
」

｜
｜

と
、
親
し
み
を
込
め
て
記
さ
れ
て
い
る
。
声
を
か
け
る
相
手
を
「
サ
メ
」
と
記
す
と

こ
ろ
は
ａ
書
と
共
通
し
て
い
る
。
出
版
年
月
の
差
異
を
考
慮
す
る
と
、
ａ
書
の
解
釈

が
定
着
し
て
い
る
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
の
教
科
書
教
材
に
は
、

挿
絵
と
表
現
と
の
間
に
、
敢
え
て
差
異
を
残
す
こ
と
で
、
地
域
に
残
さ
れ
た
言
語
の

特
徴
に
、
注
意
を
促
し
て
い
る
様
子
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｂ
書
に
は
、
う
さ
ぎ
と
さ
め
の
間
に
和
や
か
な
会
話
が
続
け
ら
れ
る
。
う
さ
ぎ
の

説
明
に
さ
め
た
ち
も
、
「
に
っ
こ
り

わ
ら
っ
て
」
仲
間
た
ち
を
集
め
て
い
る
。
う

さ
ぎ
は
、
「
ち
ゃ
ん
と

か
ぞ
え
な
が
ら
、
わ
た
っ
て
い
く
か
ら
ね
。
よ
く

き
い

て
い
な
よ
」
と
、
並
ん
だ
さ
め
た
ち
を
「
大
き
な
こ
え
で
」
数
え
な
が
ら
渡
っ
て
行

く
。
し
か
し
、
み
さ
き
が
近
づ
く
と
「
う
れ
し
く
て
、
／
が
ま
ん
で
き
な
く
」
な
り
、

「
ぴ
ょ
ー
ん
と

た
か
く
」
飛
び
上
が
り
な
が
ら
、
「
サ
メ
ど
ん
た
ち
」
に
、
「
だ

れ
が

か
ず
く
ら
べ
な
ん
か
、
す
る
も
の
か
」
と
「
い
い
す
て
て
」
し
ま
う
。
こ
れ

に
怒
っ
た
一
番
端
の
さ
め
が
、
う
さ
ぎ
の
皮
を
は
が
す
展
開
は
、
い
ず
れ
の
話
に
も

通
底
す
る
。
「
あ
か
は
だ
か
」
に
さ
れ
た
う
さ
ぎ
が
、
砂
浜
で
痛
く
て
泣
く
ま
で
の

経
緯
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

神
々
は
こ
こ
に
至
っ
て
よ
う
や
く
登
場
す
る
。
通
り
が
か
る
理
由
や
、
旅
の
目
的

な
ど
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
話
の
主
人
公
が
変
わ
っ
て
い
る
様
子
を
確
か
め
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

う
さ
ぎ
が
「
く
る
し
み
を

う
っ
た
え
る
」
と
、
旅
を
し
て
来
た
「
わ
か
い

か

み
さ
ま
た
ち
」
は
、
「
そ
れ
な
ら
、
い
い
こ
と
を

お
し
え
よ
う
。
」
と
塩
水
で
体

を
洗
い
、
体
を
渇
か
す
こ
と
を
告
げ
て
去
っ
て
行
く
。
言
わ
れ
た
と
お
り
に
し
た
う

さ
ぎ
が
、
「
ま
す
ま
す

い
た
く
な
っ
て
、
が
ま
ん
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
」
と

記
さ
れ
た
後
に
、

わ
か
い

か
み
さ
ま
た
ち
は
、
ウ
サ
ギ
を

か
ら
か
っ
て
、

う
そ
を

い
っ
た
の
で
す
。

と
の
説
明
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
主
人
公
が
う
さ
ぎ
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
挿
絵
も
神
々
を
描
か
ず
、
赤
裸
の
う
さ
ぎ
が
痛
く
て
転
げ

回
る
様
子
の
み
を
強
調
す
る
。

こ
こ
に
「
こ
れ
は
、
か
わ
い
そ
う
な
。
ど
う
し
た
ん
だ
？
」
と
声
を
か
け
た
オ
オ

ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
は
、
「
大
き
な

ふ
く
ろ
を

か
つ
い
だ

か
み
さ
ま
で
す
。
」
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と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
先
を
歩
い
て
行
っ
た
神
々
の
弟
な
の
だ
が
、
「
に
い
さ
ん
た

ち
の

に
も
つ
を

ぜ
ん
ぶ

も
た
さ
て
い
る
の
で
」
と
、
持
た
さ
れ
て
い
る
理
由

は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
、
遅
れ
て
歩
い
て
い
る
こ
と
だ
け
が
記
さ
れ
る
。
オ
オ

ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
は
、
さ
め
た
ち
を
だ
ま
し
た
う
さ
ぎ
の
行
為
に
「
お
ま
え
も
わ

る
い
。
」
と
罪
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
当
該
の
教
科
書
教
材
と
も
、
ａ

書
と
も
異
な
る
。
そ
の
上
で
、

「
で
も
、
も
う

じ
ゅ
う
ぶ
ん

く
る
し
ん
だ
の
だ
か
ら
、

ゆ
る
さ
れ
て
い
も

い
い
だ
ろ
う
」

と
、
「
し
ん
せ
つ
に
、
な
お
し
か
た
を

お
し
え
て
や
り
ま
し
た
。
」
と
あ
る
。
う

さ
ぎ
は
「
や
さ
し
い

か
み
さ
ま
に
」
教
え
ら
れ
た
と
お
り
に
す
る
と
「
い
た
み
が

な
く
な
っ
て
、
な
ん
日
か
す
る
と
、
毛
も
、
は
え
て
き
た
の
で
す
。
」
と
、
元
の
姿

に
な
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
の
う
さ
ぎ
は
、
「
大
よ
ろ
こ
び
で
」
仲
間
た
ち
の
い
る
竹
林
に
戻
る
。
そ

れ
だ
け
に
終
わ
ら
ず
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
人
間
た
ち

に
、

ガ
マ
の
ほ
の

か
ふ
ん
は
、
き
ず
ば
か
り
で
は

な
く
、
ひ
ふ
び
ょ
う
や
、
子

ど
も
た
ち
の

や
ま
い
に
も
、
よ
く

き
き
ま
す
。

と
教
え
た
と
あ
る
。
う
さ
ぎ
に
感
謝
し
た
村
人
た
ち
は
、
う
さ
ぎ
が
死
ぬ
と
住
ん
で

い
た
竹
林
に
、

小
さ
な

お
み
や
を

つ
く
っ
て
、
か
み
さ
ま
と
し
て

ま
つ
っ
た
と
い
う

は
な
し
で
す
。

と
、
前
掲
二
書
と
大
き
く
異
な
る
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
「
お
み
や
」
に
は
、

鳥
取
県
の
白
兎
神
社
が
想
起
さ
れ
る
。

児
童
文
学
の
中
に
再
話
さ
れ
た
神
話
は
、
題
名
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
一
様
で
は
な

い
。
作
者
が
解
釈
を
加
え
、
視
点
を
移
動
さ
せ
な
が
ら
作
品
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

大
き
な
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

小
学
校
の
学
習
指
導
要
領
が
、
国
語
に
「
我
が
国
の
言
語
文
化
」
の
一
つ
と
し
て

掲
げ
る
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
学
習
は
、
神
話
の
場
合
、
教
材
が
再
話
で
あ
る

こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
児
童
文
学
と
し
て
繰
り
返
し
再
話
さ
れ
て
き
た
作
品
に
、「
言

語
文
化
」
と
し
て
の
「
伝
統
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
の
教
科
書
教
材
も

そ
の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

当
該
の
教
科
書
教
材
は
、
小
学
校
二
年
生
と
い
う
対
象
年
齢
に
合
わ
せ
て
、
「
一

点
の
曇
り
も
な
く
明
快
」
に
読
み
聞
く
再
話
と
し
て
準
備
さ
れ
て
い
た
。
子
ど
も
た

ち
は
、
地
域
に
残
さ
れ
た
神
と
う
さ
ぎ
の
話
を
楽
し
む
こ
と
に
な
る
。
は
じ
め
て
の

こ
と
だ
か
ら
、
わ
か
り
や
す
い
の
が
よ
い
。

当
該
の
教
科
書
教
材
に
参
考
図
書
を
読
み
比
べ
て
み
る
と
、
作
者
に
よ
る
解
釈
や
、

視
点
の
移
動
が
、
個
別
に
加
え
ら
れ
て
い
る
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
児
童
文

学
の
中
に
広
が
り
行
く
神
話
世
界
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
再
話
の
ひ
と
つ

ひ
と
つ
に
は
、
個
性
豊
か
な
文
章
表
現
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

小
学
校
教
育
で
得
た
物
語
や
言
葉
へ
の
好
奇
心
や
探
究
心
は
、
中
学
校
の
国
語
教

育
に
お
い
て
も
、
古
典
作
品
の
読
解
に
結
び
つ
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

注
（
１
）
原
田
留
美
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
差
異
倭
作
品
の
諸
相

小
学
校
国
語
教

｜

材
「
い
な
ば
の
し
ろ
う
さ
ぎ
」
の
場
合

」
『
新
潟
青
陵
学
会
誌
』
第
四
巻

｜

第
一
号

二
〇
一
一
年
九
月
。
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
差
異
倭
作
品
の
諸

相
２

東
京
書
籍
発
行
小
学
校
国
語
科
教
科
書
掲
載
の
「
い
な
ば
の
白
う
さ

｜

ぎ
」
に
つ
い
て

」
『
新
潟
青
陵
学
会
誌
』
第
四
巻
第
一
号

二
〇
一
一
年

｜

九
月
。
川
俣
沙
織
「
小
学
校
国
語
科
教
科
書
に
お
け
る
日
本
神
話
に
つ
い
て
」
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『
中
村
学
園
大
学
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
十
号

二
〇
一
九
年

三
月
。

（
２
）
原
田
留
美
「
日
本
の
神
話
を
補
助
教
材
と
し
て
扱
う
場
合
の
問
題
点

「
い

｜

な
ば
の
し
ろ
う
さ
ぎ
」
の
場
合

」
『
新
潟
青
陵
学
会
誌
』
第
三
巻
第
一
号

｜

二
〇
一
〇
年
九
月
。

（
３
）
谷
本
由
美
「
明
治
期
児
童
向
け
古
事
記
『
い
な
ば
の
し
ろ
う
さ
ぎ
」
の
は
じ

ま
り

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
『
ち
り
め
ん
本
』
か
ら
巌
谷
小
波
『
日
本
昔
噺
』
へ

｜
」
『
同
志
社
女
子
大
学
生
活
科
学
』
四
十
五
巻

二
〇
一
二
年
二
月
。

｜

（
４
）
例
え
ば
、
川
端
康
成
訳
者
代
表

世
界
少
年
少
女
文
学
全
集
二
九

日
本
編
２

「
古
事
記
物
語
」
（
『
日
本
古
典
文
学
集
』

創
元
社

一
九
五
五
年
二
月
）

の
訳
者
で
あ
る
林
房
雄
は
、
そ
の
「
解
説
」
に
、

こ
の
む
ず
か
し
い
し
ご
と
を
、
今
か
ら
三
十
年
ほ
ど
ま
え
、
わ
た
し
が

ま
だ
中
学
生
で
あ
っ
た
こ
ろ
、
鈴
木
三
重
吉
氏
が
有
名
な
「
古
事
記
物

語
」
を
書
き
上
げ
た
。

と
評
価
し
、
再
掲
を
提
案
し
た
が
、
編
集
部
の
「
す
べ
て
を
新
し
く
書
き
お

ろ
し
た
も
の
を
の
せ
る
と
い
う
方
針
」
に
従
っ
て
書
き
下
ろ
し
た
と
記
し
て

い
る
。
そ
の
五
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
、
浜
田
廣
介
訳
者
代
表

少
年
少
女
世

界
文
学
全
集

日
本
編
（
１
）
「
古
事
記
」
（
『
古
事
記

竹
取
物
語

日
本
民

話
』
講
談
社

一
九
六
〇
年
四
月
）
は
、
巻
末
に
「
読
書
指
導
」
と
し
て
、

小
学
五
年
生
の
感
想
文
を
掲
載
し
て
い
る
。
絵
本
で
は
、
講
談
社
の
絵
本
ゴ

ー
ル
ド
版
に
「
い
な
ば
の
白
う
さ
ぎ
」
（
講
談
社

一
九
六
六
年
年
四
月
）

が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
お
く
。

（
５
）
例
え
ば
、
松
谷
み
よ
子
著
『
決
定
版

心
を
そ
だ
て
る
松
谷
み
よ
子
の
日
本

の
神
話
』
講
談
社

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
（
本
文
は
、
一
九
六
八
年
刊
行
の

『
日
本
の
神
話
』
（
講
談
社
）
を
基
礎
と
し
て
い
る
）
。
富
安
陽
子
文
・
山

村
浩
二
絵
・
三
浦
佑
之
監
修
『
絵
物
語

古
事
記
』
偕
成
社

二
〇
一
七
年
一

二
月
等
。

※
本
稿
の
着
想
は
、
「
絵
本
『
い
な
ば
の
白
ウ
サ
ギ
』
の
謎
」
『
開
い
て
み
よ
う

古
典
の
小
箱
』
（
勉
誠
出
版
刊

二
〇
〇
四
年
七
月
）
に
は
じ
ま
る
。
今
回
は
、

小
学
校
の
国
語
教
育
と
児
童
文
学
の
側
か
ら
、
そ
の
一
部
を
述
べ
た
も
の
で
あ

る
。


