
国
語
科
に
お
け
る
「
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」
の
あ
り
方

―
高
等
学
校
国
語
総
合
の
授
業
研
究
を
通
し
て
―

福
井
県
立
若
狭
高
等
学
校

上
北

克
也

浜
岸

く
る
み

渡
邉

久
暢

一

研
究
の
目
的

本
研
究
は
、
国
語
科
に
お
け
る
「
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」
の
あ
り
方
を
、

高
等
学
校
国
語
総
合
に
お
け
る
実
践
を
も
と
に
提
案
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。「

指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」
と
は
、
対
象
と
な
る
学
習
者
に
培
う
べ
き
力
を

措
定
し
た
上
で
、

・
そ
の
力
を
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
単
元
や
学
習
材
を
用
い
て
育
む
の
か
。

・
授
業
の
場
面
で
ど
の
よ
う
な
学
習
活
動
を
組
織
す
る
の
か
。

・
学
習
の
過
程
や
成
果
を
ど
の
よ
う
に
見
取
っ
て
い
く
の
か
。

に
つ
い
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
計
画
で
あ
る
。

本
研
究
で
は
、
福
井
県
立
若
狭
高
等
学
校
の
第
一
学
年(

文
理
探
究
科
・
普
通

科
・
商
業
科
・
情
報
処
理
科)

対
象
に
行
う
国
語
科
の
科
目
で
あ
る
「
国
語
総

合
」
で
展
開
さ
れ
る
授
業
実
践
と
そ
の
検
証
を
研
究
し
た
成
果
に
も
と
づ
い
て
、

平
成
二
五
年
度
か
ら
完
全
実
施
さ
れ
る
新
学
習
指
導
要
領
下
に
お
け
る
国
語
総

合
の
「
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」
モ
デ
ル
を
提
案
す
る
。

二

研
究
の
背
景

二
―
一

年
間
指
導
計
画
の
形
骸
化

毎
年
、
年
度
末
に
は
各
学
校
に
お
い
て
次
年
度
の
年
間
指
導
計
画
が
策
定
さ

れ
る
。
し
か
し
そ
の
内
実
は
、
教
科
書
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
教
材
の
中
か
ら
「
こ

の
期
間
に
は
、
こ
の
教
材
を
、
こ
れ
く
ら
い
の
時
間
を
か
け
て
扱
う
」
と
い
う

「
年
間
進
度
計
画
」
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。

、
、

酒
井(

二
〇
一
一
）
は
、
こ
の
よ
う
な
現
状
を
以
下
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

教
師
は
、
ど
の
よ
う
な
力
を
生
徒
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
か
を
考
え
た
上

で
年
間
の
指
導
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
計
画
を
目
に
見
え
る
形
で

表
し
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
全
て
の
教
員
が
あ
て
は
ま
る
と
は
限
ら
な
い
。

た
し
か
に
生
徒
や
保
護
者
に
対
し
、
教
科
ご
と
に
シ
ラ
バ
ス
を
年
度
当
初
に

公
表
し
て
い
る
学
校
は
多
い
。
だ
が
そ
の
中
で
指
導
計
画
作
成
が
形
骸
化
せ

ず
、
教
科
も
し
く
は
教
科
横
断
的
に
、
生
徒
の
能
力
を
向
上
さ
せ
る
べ
く
、

実
際
の
指
導
に
有
機
的
に
結
び
付
い
て
い
る
計
画
は
ど
れ
だ
け
あ
る
の
か
疑

問
で
あ
る
。

年
間
指
導
計
画
を
形
骸
化
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
酒
井
の
批
判
を
ふ
ま
え
、
ま

ず
「
自
分
の
担
当
す
る
生
徒
に
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
」
や
、
「
実
際
の
授
業

場
面
を
想
定
し
た
指
導
方
法
」
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
授
業
に
活
き

る
計
画
」
を
作
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

二
―
二

教
科
書
の
配
列
に
添
っ
て
立
て
ら
れ
る
授
業
計
画

年
間
指
導
計
画
形
骸
化
の
原
因
と
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ

る
。
髙
木(
二
〇
〇
四
）
は
教
科
書
の
配
列
に
添
っ
て
立
て
ら
れ
る
授
業
計
画

に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。



国
語
科
の
授
業
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
授
業
観
か
ら
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
転
換
を
図
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
語
科

の
授
業
で
は
、
素
材(

教
材)

の
読
解
と
い
う
受
容
の
学
び
が
行
わ
れ
て
き
た

こ
と
か
ら
の
転
換
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
国
語
科
の
授
業
が
、
教
科
書
教
材
を
基
に
、
そ
の
配
列
に

従
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
見
直
し
を
伴
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

学
び
の
は
じ
め
に
素
材(

教
材)
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
生
徒
に
つ
け
た

い
力(

学
力)

が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
生
徒
へ
の
つ
け
た
い
力
を
授
業
の
目

標
と
し
、
そ
の
評
価
規
準
を
設
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
評
価
規
準

を
実
現
す
る
た
め
に
、
学
習
活
動
が
あ
る
。
そ
の
学
習
活
動
を
行
う
た
め
に
、

学
習
材
と
し
て
の
教
材
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

上
記
の
考
え
方
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
素
材(

教
材)

が
先
に
あ
る
の

で
は
な
く
、
つ
け
た
い
学
力
を
育
成
す
る
た
め
の
指
導
と
評
価
の
一
体
化
を

図
る
授
業
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
る
。

髙
木
が
述
べ
る
よ
う
に
、
現
状
で
は
教
科
書
の
配
列
に
従
っ
て
、
授
業
の
計

画
を
立
て
て
い
く
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
「
つ
け
た
い
学
力
」
を
ま
ず
措
定

し
、
「
そ
れ
を
育
成
す
る
た
め
の
学
習
指
導
」
を
計
画
す
る
。
さ
ら
に
は
、
学

習
指
導
の
成
果
を
ど
の
よ
う
に
し
て
、
見
と
る
か
と
い
う
「
評
価
の
計
画
」
も

併
せ
て
行
う
。
こ
の
よ
う
な
授
業
観
へ
転
換
す
る
こ
と
が
、
今
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

「
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」
の
作
成
場
面
に
置
き
換
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、

ま
ず
、「
対
象
と
な
る
学
習
者
に
一
年
間
で
培
う
べ
き
力
」
を
措
定
し
た
上
で
、

「
そ
の
力
を
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
単
元
や
学
習
材
を
用
い
て
育
む
の
か
」
。

さ
ら
に
は
、
「
そ
の
力
を
、
ど
の
時
機(

タ
イ
ミ
ン
グ)

に
、
ど
の
よ
う
な
方
法

で
評
価
す
る
の
か
」
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。

二
―
三

知
識
の
伝
達
が
中
心
の
学
習
指
導
と
、
記
憶
の
再
現
が
中
心
の
考
査

年
間
指
導
計
画
の
形
骸
化
か
ら
脱
却
し
、
授
業
に
活
き
る
計
画
作
成
の
た
め

に
乗
り
越
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
最
も
大
き
な
課
題
は
、
「
学
習
指
導
と
評
価

の
改
善
」
で
あ
る
。

平
成
二
五
年
度
か
ら
本
格
実
施
さ
れ
る
新
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
は
、
自

ら
学
び
自
ら
考
え
る
力
な
ど
の
「
生
き
る
力
」
を
育
む
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
基
礎
・
基
本
の
確
実
な
定
着
を
図
る
と
同
時
に
、
実
際

に
自
ら
学
び
、
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
問
題
解
決
的
な
学
習
を
実
践
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
学
習
指
導
要
領
に
示
す
目
標
に
照
ら
し
て
そ
の
実
現
状
況
を
見
る
評
価

の
重
要
性
も
こ
れ
ま
で
以
上
に
増
し
て
お
り
、
観
点
別
学
習
状
況
の
評
価
を
基

本
と
し
て
生
徒
の
学
習
の
過
程
や
成
果
を
適
切
に
見
取
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

し
か
し
、
特
に
高
等
学
校
の
学
習
指
導
と
評
価
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
多
く
の

問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
西
辻(

二
〇
一
二
）
は
、
学
習
指
導
と
学
習
評
価

の
改
善
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
ず
学
習
指
導
に
つ
い
て
は
、

い
ま
だ
に
、
読
む
こ
と
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
古
典
を
教
材
と
し
た
指

導
に
お
い
て
、
教
師
は
黒
板
に
重
要
事
項
を
板
書
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
る

だ
け
、
生
徒
は
説
明
、
板
書
さ
れ
た
内
容
を
書
き
写
し
、
そ
の
内
容
を
知
識

と
し
て
覚
え
て
い
る
だ
け
、
定
期
考
査(

ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト)

の
内
容
は
記
憶

の
再
現
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
状
況
が
後
を
絶
た
な
い
。
生
徒
の
声
を
聞

く
と
、
そ
の
よ
う
な
授
業
を
求
め
て
は
い
な
い
。
教
師
の
意
識
と
生
徒
の
意

識
と
の
間
に
乖
離
が
見
ら
れ
指
導
の
改
善
が
一
層
求
め
ら
れ
る
状
況
と
な
っ

て
い
る
。

と
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
学
習
評
価
に
つ
い
て
は
、



そ
の
意
義
の
理
解
が
不
十
便
で
、
指
導
の
改
善
と
切
り
離
さ
れ
て
い
る
の
が

現
状
で
あ
る
。
学
習
評
価
と
は
点
数
付
け
、
評
定
付
け
で
あ
る
と
い
う
意
識

が
い
ま
だ
に
強
く
、
評
価
の
方
法
に
つ
い
て
も
、
定
期
テ
ス
ト
を
過
度
に
重

視
す
る
状
況
が
続
い
て
い
る
。
目
標
に
準
拠
し
た
評
価
を
、
観
点
別
に
、
評

価
規
準
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
広
が
り
は
み
ら
れ
な
い
。
国

語
の
指
導
の
質
を
保
証
す
る
た
め
に
、
学
習
評
価
の
改
善
が
緊
急
に
求
め
ら

れ
て
い
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

学
習
指
導
に
お
い
て
は
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
よ
り
「
言
語
活

動
の
充
実
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
一
斉
指
導
が
有
効
な
内
容
や
領

域
も
あ
る
が
、
話
合
い
や
討
論
、
発
表
を
し
た
り
、
説
明
文
や
意
見
文
を
作
成

し
た
り
す
る
な
ど
の
活
動
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
の
方
が
有
効
な
場
合
も
あ
る
。

「
○
○
を
理
解
す
る
」
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
授
業
が
望
ま
し
い
の
か
。
単

元
の
目
標
ご
と
に
、
そ
の
授
業
形
態
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
単
元
の
目
標
を
達

成
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
授
業
を
組
織
す
る
の
か
を
、
単
元
ご
と
に
（
目

標
ご
と
に
）
変
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
「
指
導
と
評
価

の
年
間
計
画
」
に
は
、
各
単
元
に
お
け
る
実
際
の
授
業
場
面
で
ど
の
よ
う
な
指

導
を
行
う
の
か
を
、
目
に
見
え
る
形
で
示
す
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。

評
価
に
つ
い
て
の
改
善
も
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
が
評
価

方
法
や
そ
の
内
容
だ
。
読
む
能
力
の
育
成
を
目
標
と
す
る
単
元
の
定
期
考
査
が
、

西
辻
の
指
摘
す
る
よ
う
な
「
記
憶
の
再
現
」
に
留
ま
っ
て
い
な
い
か(

思
考
力
・

判
断
力
・
表
現
力
を
適
切
に
評
価
し
て
い
る
か
）
、
書
く
能
力
の
育
成
を
目
標
と

す
る
単
元
の
考
査
が
「
書
く
能
力
」
を
試
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
、
定
期
考

査
で
は
測
り
づ
ら
い
能
力
（
た
と
え
ば
、
話
す
・
聞
く
能
力
や
、
関
心
意
欲
態

度
な
ど
）
は
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
、
そ
の
内
容
と
方
法
の
検
討
は
喫

緊
の
課
題
で
あ
る
。

評
価
内
容
や
方
法
の
検
討
と
同
時
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
が
、
評
価
計
画
の

設
計
で
あ
る
。W
iggins

と

M
cTighe(

一
九
九
八)

は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
設

定
す
る
た
め
に
は
、

①
つ
け
た
い
力
を
明
確
に
し
、

②
評
価
の
規
準
や
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

③
生
徒
の
学
習
活
動
を
計
画
す
る
。

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
た
上
で
、
つ
け
た
い
力
や
評
価
の
あ
り
方
に
つ
い

て
は
、
実
際
の
学
習
活
動
に
入
る
前
に
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
指
摘

す
る
。「
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」
策
定
に
お
い
て
は
、
こ
の
考
え
を
十
分
に

ふ
ま
え
る
こ
と
が
重
要
だ
と
言
え
よ
う
。

三

研
究
の
方
法

本
研
究
で
は
ま
ず
、
平
成
二
十
四
年
度
福
井
県
立
若
狭
高
等
学
校
第
一
学
年

に
お
け
る
授
業
実
践
の
構
想
と
実
際
を
粗
描
す
る
。
稿
者
で
あ
る
三
名
は
、
若

狭
高
校
の
文
理
探
究
科
・
商
業
科
・
情
報
処
理
科
・
普
通
科
の
学
習
者
を
担
当

し
た
。
三
名
は
、
単
元
開
始
の
一
ヶ
月
ほ
ど
前
に
、
分
担
し
て
評
価
規
準
を
作

成
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
全
員
で
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
指
導
と
評
価
の
計

画
を
立
案
し
て
き
た
。
そ
の
計
画
に
も
と
づ
い
て
行
っ
た
授
業
と
、
実
施
し
た

評
価
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
け
る
学
習
者
の
状
況
を
跡
づ
け
て
い
く
。
そ
の

こ
と
を
通
し
て
、
高
等
学
校
国
語
総
合
に
お
け
る
「
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」

の
あ
り
か
た
を
示
し
た
い
。

四

「
指
導
と
評
価
の
実
際
」

四
―
一

計
画
の
作
成
方
法

次
頁(

図
一
）
に
示
し
た
の
は
、
平
成
二
四
年
度
に
稿
者
が
作
成
し
た
、
指
導



と
評
価
の
計
画(

現
代
文
分
野)

で
あ
る
。
三
人
の
稿
者
が
考
査
ご
と
に
分
担
し

て
作
成
し
た
も
の
を
年
度
末
に
統
合
し
、
完
成
し
た
。
前
年
度
末
に
設
定
さ
れ

て
い
る
年
間
進
度
計
画
に
も
と
づ
い
て
、
各
考
査
ま
で
に
「
ど
の
よ
う
な
力
を

つ
け
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
か
」「
そ
の
力
を
ど
の
よ
う
な
評
価
規
準
に
基
づ
い

て
評
価
す
る
か
」
を
、
決
め
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、
一
学
期
中
間
考
査
～
一
学

期
末
考
査
ま
で
の
具
体
的
な
決
め
方
の
手
順
を
示
そ
う
。

中
間
考
査
と
平
行
し
て
、
稿
者
三
名
が
現
代
文
・
古
文
・
漢
文
の
三
分
野
に

分
か
れ
、
一
学
期
末
考
査
ま
で
に
つ
い
て
、
計
画
の
原
案
を
作
る
。
こ
の
期
間

に
つ
い
て
は
、
現
代
文
分
野
を
渡
邉
が
、
古
文
分
野
を
浜
岸
が
、
漢
文
分
野
を

上
北
が
指
導
の
目
標
と
、
評
価
規
準
の
原
案
を
作
成
し
た
。
本
校
に
は
四
つ
の

学
科
が
あ
り
、
文
理
探
究
科
は
他
の
学
科
と
教
科
書
も
異
な
る
た
め
、
学
科
ご

と
の
作
成
を
基
本
と
す
る
。
そ
の
原
案
を
三
人
が
持
ち
寄
り
、
会
議
に
て
検
討

し
、
確
定
さ
せ
て
い
く
。
中
間
考
査
で
の
各
ク
ラ
ス
の
状
況
な
ど
も
ふ
ま
え
、

具
体
的
な
学
習
活
動
や
考
査
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
も
、
学
習
が
始
ま
る
前
に
、

協
議
を
行
っ
た
。

本
校
の
第
一
学
年
の
授
業
は
、
稿
者
三
名
に
加
え
芝
井
紀
昭
教
諭
も
担
当
す

る
。
稿
者
三
名
で
の
検
討
内
容
に
も
と
づ
い
て
、
四
名
の
第
一
学
年
授
業
担
当

者
が
、
共
通
理
解
の
下
、
授
業
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
る
。
毎
週
行
わ
れ
る
国

語
科
教
科
会
に
お
い
て
、
担
当
者
四
名
は
授
業
の
状
況
を
報
告
し
合
い
な
が
ら
、

計
画
の
修
正
を
行
っ
た
。

一
学
期
末
考
査
と
平
行
し
て
、
今
度
は
原
案
作
成
分
野
を
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
。

三
名
が
特
定
の
分
野
の
計
画
を
立
て
る
の
で
は
な
く
、
毎
回
違
う
分
野
を
担
当

し
た
。
こ
の
作
業
を
、
考
査
ご
と
に
行
い
つ
つ
、
記
録
と
し
て
残
し
て
き
た
。

そ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
の
一
つ
が
、
上
記
の
表
で
あ
る
。(

普
通
科
の
現
代
文
分

野
の
計
画
の
み
を
示
し
た
）

な
お
、
こ
の
手
順
は
、
稿
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
渡
邉
が
前
任
校
で
あ
る
藤
島

高
校
に
お
い
て
、
平
成
二
十
二
年
度
の
一
年
生
担
当
で
あ
っ
た
佐
々
木
規
彰
教

諭
・
牧
野
陽
一
教
諭
か
ら
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
開
発
し

た
。

図
一

平
成
二
四
年
度
若
狭
高
校
普
通
科

指
導
と
評
価
の
計
画(

現
代
文
）



四
―
二

学
習
指
導
と
評
価
の
実
際

四
―
二
―
一

単
元
の
目
標
と
評
価
規
準

こ
こ
で
は
、
二
学
期
後
半
に
稿
者
が
行
っ
た
現
代
文
分
野
の
単
元
「
筆
者
の

主
張
を
踏
ま
え
て
、
意
見
文
を
書
こ
う
」
の
実
際
を
粗
描
す
る
。
本
単
元
は
、「
書

く
能
力
」
の
育
成
を
主
目
標
に
掲
げ
た
単
元
で
あ
る
。

本
単
元
の
目
標
と
評
価
規
準
は
、
以
下
の
よ
う
に
浜
岸
が
設
定
し
た
。

一

単
元
の
目
標

◎
主
目
標

文
章
を
読
ん
で
生
ま
れ
た
自
分
の
考
え
を
、
異
な
る
立
場
の
意
見
も
ふ

ま
え
な
が
ら
、
六
百
字
程
度
の
文
章
に
ま
と
め
る
。

○
副
目
標

テ
ー
マ
や
強
調
表
現
へ
の
着
目
を
通
し
て
筆
者
の
主
張
を
理
解
す
る
。

二

単
元
の
評
価
規
準

◎
書
く
能
力
に
関
す
る
も
の

筆
者
の
主
張
に
対
し
て
生
ま
れ
た
意
見
を
、
複
眼
的
な
立
場
か
ら
検
討

し
た
上
で
、
六
百
字
程
度
に
ま
と
め
て
い
る
。

○
読
む
能
力
に
関
す
る
も
の

・
キ
ー
ワ
ー
ド
〈
テ
ー
マ
〉
に
注
目
し
て
、
筆
者
の
主
張
を
捉
え
る

（
題
名
・
繰
り
返
さ
れ
る
語
句
・
「
」
で
括
ら
れ
て
い
る
語
・
疑
問
文
に

用
い
ら
れ
て
い
る
語
な
ど
に
注
目)

・
「
定
義
」
と
「
提
言
」
を
探
す

定
義･

･
･

「
〈
テ
ー
マ
〉
と
は
〝
何
〟
だ
」

提
言･
･
･

「
〈
テ
ー
マ
〉
に
つ
い
て
〝
～
す
べ
き
・
～
必
要
・
～
大

切
〟
だ
」

※
「
提
言
」
は
強
調
表
現
に
注
目
す
る

「
大
切
な
こ
と
は
…
」
「
重
要
な
こ
と
は
…
」
「
ま
さ
に
…
」
「
本
当

の･
･
･

」
「
最
も･

･
･

」
「
何
よ
り･

･
･

」
「
当
然･

･
･

」
「
…
こ
そ
」
「
…

べ
き
だ
」
「
…
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
「
～
ね
ば
な
ら
な
い
」
「
～
必

要
だ
」
「
～
大
切
だ
」

四
―
二
―
二

生
徒
に
提
示
す
る
単
元
の
目
標
と
評
価
規
準

授
業
導
入
時
に
は
、
単
元
の
学
習
目
標
と
評
価
規
準
を
あ
ら
か
じ
め
提
示
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
た
と
え
ば
渡
邉
は
、
単
元
導
入
時
に
以
下
の
内
容
を
記

し
た
プ
リ
ン
ト
を
学
習
者
に
配
布
し
、
ノ
ー
ト
に
貼
ら
せ
て
い
る
。

一

単
元
名
「
筆
者
の
主
張
を
ふ
ま
え
て
意
見
文
を
書
こ
う
」

二

単
元
の
目
標

ａ

知
識
・
理
解

・
『
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
』
本
文
中
の
語
句
を
漢
字
で
書
い
た
り
、

本
文
中
の
語
句
の
意
味
を
理
解
し
た
上
で
、
そ
れ
を
用
い
て
短
文
を

作
成
す
る
。

ｂ

読
む
能
力

・
「
本
文
全
体
を
貫
く
テ
ー
マ
は
何
か
」
「
筆
者
が
何
を
訴
え
て
い
る

の
か
」
を
理
解
す
る
。

・
題
名
に
使
わ
れ
て
い
た
り
、
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
り
す
る
語
句
に
注

目
し
て
、
筆
者
の
主
張
を
捉
え
る
。



・
逆
接
の
接
続
詞
、
疑
問
文
、
文
末
の
断
定
表
現
に
注
目
し
て
、
筆
者

の
主
張
を
捉
え
る
。

ｃ

書
く
能
力

・
以
下
の
形
式
で
六
百
字
程
度
の
意
見
文
を
書
く
。

第
一
段
落

要
約
・
引
用

課
題
文
で
示
さ
れ
た
文
章
の
テ
ー
マ
を
要
約
、
引
用
す
る
。

第
二
段
落

主
張
と
根
拠

課
題
文
を
読
ん
で
考
え
た
「
自
分
が
訴
え
た
い
こ
と
」
を
簡
潔

に
書
き
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
具
体
例
を
挙
げ
て

根
拠
を
説
明
す
る
。

第
三
段
落

予
想
さ
れ
る
反
論

自
分
の
主
張
に
対
し
て
予
想
さ
れ
る
反
論
を
書
く

第
四
段
落

再
反
論
と
主
張
の
再
提
示

反
論
に
対
す
る
再
反
論
と
、
主
張
の
再
提
示
を
行
う
。

三

評
価
の
方
法
と
規
準

ａ

知
識
・
理
解

教
科
書
中
の
語
句
を
漢
字
で
書
け
る
か
。

教
科
書
中
の
語
句
を
用
い
て
短
文
を
作
れ
る
か

ｂ

読
む
能
力

教
科
書
本
文
で
は
な
い
初
見
の
文
章
を
読
み
、
筆
者
の
主
張
や

表
現
の
工
夫
、
論
理
の
構
成
を
理
解
で
き
る
か
。

ｃ

書
く
能
力

教
科
書
本
文
で
は
な
い
初
見
の
文
章
を
読
み
、
指
定
さ
れ
た
条
件

に
合
わ
せ
て
六
百
字
程
度
の
意
見
文
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
か
。

な
お
、
授
業
中
や
家
庭
学
習
に
お
け
る
ノ
ー
ト
記
述
も
評
価
の
対
象
と

す
る
。
大
い
に
思
考
を
深
め
、
た
く
さ
ん
記
述
し
て
ほ
し
い
。

こ
の
よ
う
に
、
授
業
者
チ
ー
ム
が
設
定
し
た
目
標
と
評
価
の
規
準
を
、
か
み

砕
い
て
学
習
者
に
提
示
す
る
。
授
業
者
と
学
習
者
が
単
元
の
目
標
と
評
価
の
規

準
や
方
法
を
共
有
し
た
上
で
、
授
業
を
展
開
す
る
よ
う
、
心
が
け
て
い
る
。

四
―
二
―
三

単
元
の
学
習
計
画

渡
邉
は
、
以
下
の
よ
う
に
単
元
を
計
画
し
た
。
単
元
の
主
な
学
習
材
は
、
数

研
出
版
『
国
語
総
合
』
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
、「
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ

ー
」(

菅
谷
明
子
著
）
で
あ
る
。

第
一
次

目
標

筆
者
の
工
夫
に
注
意
し
な
が
ら
、
本
文
の
内
容
を
大

ま
か
に
つ
か
む
。

・
・
・
一
時
間

第
二
次

目
標

本
文
理
解
の
鍵
と
な
る
言
葉
に
注
目
し
、
本
文
細
部

へ
の
理
顔
を
深
め
る
。

・
・
・
一
時
間

第
三
次

目
標

筆
者
の
主
張
に
対
す
る
意
見
文
を
、
指
定
さ
れ
た
条

件
に
合
わ
せ
て
六
百
字
程
度
で
書
く
・
・
・
三
時
間

第
四
次

目
標

初
見
の
文
章
を
理
解
し
、
意
見
文
を
書
く(

考
査)

第
五
次

目
標

学
習
を
ふ
り
か
え
り
、
今
後
ど
の
よ
う
に
自
分
自
身

が
学
ん
で
い
け
ば
良
い
か
を
理
解
す
る
・
・
二
時
間



考
査
ま
で
は
、
大
き
く
つ
か
み
、
細
か
く
読
ん
だ
上
で
、
意
見
文
を
書
く
、

と
い
う
流
れ
で
構
成
し
て
い
る
。
特
徴
的
な
の
は
、
考
査
は
評
価
の
機
会
で
も

あ
る
が
、
学
習
の
機
会
と
し
て
も
捉
え
て
い
る
点
、
考
査
後
も
学
習
は
続
く
と

い
う
点
で
あ
る
。

四
―
二
―
四

各
次
の
目
標
は
学
習
者
と
共
有

各
次
の
開
始
時
に
は
、
そ
の
次
の
目
標
を
生
徒
に
提
示
し
た
上
で
、
単
元
を

展
開
す
る
。
授
業
者
と
学
習
者
が
、
各
次
に
お
い
て
も
共
通
の
ゴ
ー
ル
に
向
か

、
、
、
、
、
、
、

っ
て
学
習
し
て
い
く
た
め
の
手
立
て
で
あ
る
。
こ
の
手
立
て
に
つ
い
て
、
学
習

者
の
一
人
で
あ
る
Ａ
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。（
一
学
期
中
間
考
査
後

に
書
か
せ
た
「
ふ
り
か
え
り
」
の
記
述
よ
り
。「
ふ
り
か
え
り
」
の
具
体
的
な
方

法
に
つ
い
て
は
、
渡
邉(

二
〇
一
一
）
に
詳
し
く
述
べ
て
い
る
）

こ
こ
ま
で
の
現
代
文
の
授
業
で
は
、
対
比
に
注
目
し
て
文
を
読
み
進
め
て

い
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
中
心
に
習
っ
た
け
ど
、
難
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
授
業
ご
と
に
先
生
が
、
そ
の
授
業
で
の
目
的
み
た
い
な
も
の
を
出
し

て
く
れ
る
の
で
、
結
構
授
業
ご
と
に
頭
の
中
に
整
理
さ
れ
や
す
く
な
っ
て
い

て
良
か
っ
た
で
す
。

今
日
の
学
習
は
ど
の
よ
う
な
目
的
で
行
う
の
か
、
学
習
者
自
身
が
自
覚
し
た

上
で
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
。
学
習
者
Ａ
の
記
述

は
、
こ
の
こ
と
を
強
く
確
認
で
き
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

四
―
二
―
五

学
習
の
実
際

第
一
次
は
本
文
の
内
容
を
大
ま
か
に
つ
か
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
学
習
活
動

を
展
開
し
た
。
本
次
の
冒
頭
に
は
、
学
習
者
に
対
し
て
「
本
次
の
目
標
」
と
、

以
下
の
「
学
習
課
題
」
を
提
示
す
る
。

★
一

「
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
は
何
か
。
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て

説
明
せ
よ
。

★
二

筆
者
は
こ
の
文
を
通
し
て
、
何
を
訴
え
た
い
の
か
。
三
行
程
度
で
ま

と
め
よ
。

★
三

本
文
で
は
、
「
現
実
」
や
「
真
実
」
と
い
っ
た
言
葉
に
「
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、
一
般
的
に
本
文
中
の
「
」

以
外
に
は
、
他
の
文
か
ら
の
引
用
や
会
話
文
を
表
す
以
外
に
、
ど
ん

な
役
割
が
あ
る
か
、
二
つ
書
け
。

本
次
は
、
こ
の
課
題
の
解
決
を
通
し
て
「
筆
者
の
工
夫
に
注
意
し
な
が
ら
本
文

の
内
容
を
大
ま
か
に
つ
か
む
」
と
い
っ
た
目
標
を
実
現
す
る
。
こ
の
こ
と
を
学

習
者
に
十
分
理
解
さ
せ
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
第
一
次
を
展
開
し
た
。

一

教
科
書
本
文
を
配
布
す
る
。
（
Ｂ
４
一
枚
に
収
ま
る
よ
う
印
刷
）

二

課
題
解
決
の
鍵
と
な
る
部
分
に
マ
ー
ク
を
し
つ
つ
本
文
を
黙
読
さ
せ
る

三

マ
ー
ク
し
た
部
分
を
互
い
に
交
流
、「
な
ぜ
そ
こ
に
線
を
引
い
た
の
か
」

そ
の
理
由
を
説
明
さ
せ
る
。

四

課
題
へ
の
理
解(

自
分
な
り
の
解
答)

を
ノ
ー
ト
に
記
述
後
、
互
い
に
交

流
し
、
リ
ラ
イ
ト
さ
せ
る

五

本
次
の
ふ
り
か
え
り
を
ノ
ー
ト
に
記
述
さ
せ
る
。

ま
ず
、
本
文
を
Ｂ
４
一
枚
に
収
ま
る
よ
う
に
印
刷
し
、
配
布
。
課
題
解
決
の

鍵
と
な
る
部
分
に
マ
ー
ク
を
し
な
が
ら
本
文
を
黙
読
し
て
い
く
よ
う
、
促
す
。



Ｂ
４
一
枚
に
本
文
を
印
刷
す
る
手
法
は
、
金
津
高
校
船
木
三
枝
子
教
諭
の
実
践

か
ら
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
手
立
て
に
よ
っ
て
、
交
流
の

際
に
は
、
一
目
で
お
互
い
が
ど
こ
に
マ
ー
ク
を
施
し
て
い
る
の
か
が
わ
か
り
、

効
果
的
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
互
い
が
マ
ー
ク
を
施
し
た
理
由
を
説
明
し
合
う
こ
と
で
、
題
名
・

繰
り
返
さ
れ
る
語
句
・
「
」
で
括
ら
れ
て
い
る
語
・
疑
問
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る

語
、
様
々
な
強
調
表
現
、
な
ど
に
注
目
し
て
読
み
進
め
る
こ
と
の
有
効
性
を
確

認
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
上
で
、
課
題
へ
の
理
解
を
ノ
ー
ト
に
記
し
、

他
者
と
交
流
し
、
ふ
り
か
え
り
を
書
く
、
と
い
う
活
動
で
本
次
は
締
め
く
く
ら

れ
る
。
ふ
り
か
え
り
で
は
、
本
文
全
体
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
や
、
今
日
の
学

習
で
学
ん
だ
こ
と
、
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
書
く
。
授
業
中
に
終
わ
ら

な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
宿
題
と
し
、
翌
朝
ノ
ー
ト
を
提
出
さ
せ
る
。

読
み
な
が
ら
手
を
動
か
さ
せ
た
上
で
、
自
分
の
理
解
を
記
し
、
学
び
を
ふ
り

か
え
ら
せ
、
他
者
か
ら
学
ば
せ
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
が
単
元
目
標
の
達
成
に
は

有
効
で
あ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
右
の
よ
う
に
単
元
を
組
織
し
た
。

第
二
次
は
、
本
文
理
解
の
鍵
と
な
る
言
葉
に
注
目
し
、
本
文
細
部
へ
の
理
解

を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
単
元
を
展
開
し
た
。
提
示
し
た
の
は
以
下
の

課
題
で
あ
る
。

以
下
の
問
に
答
え
よ
。
【

】
内
は
、
教
科
書
の
頁
と
行
を
表
す
。

【78.6

】

◆
１
「
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
だ
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
か
。

◆
２
「
ニ
ュ
ー
ス
は
『
現
実
』
そ
の
も
の
を
伝
え
て
い
る
も
の
で
は
な
い
」

と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。

◆
３
筆
者
が
「
ニ
ュ
ー
ス
は
『
現
実
』
そ
の
も
の
を
伝
え
て
い
る
も
の
で

は
な
い
」
と
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

【80.2

】

◆
４
「
複
眼
で
も
の
を
と
ら
え
る
」
と
は
、
ど
う
す
る
こ
と
か
。

【82.10

】

◆
５
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
た
情
報
は
、
ど
の
よ
う
に
「
構
成
さ
れ
」
て
い
る

の
か
。

[

ヒ
ン
ト]

八
〇
・4

～
八
一
・14

の
「
ニ
ュ
ー
ス
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
具
体
的

に
述
べ
て
あ
る
箇
所
を
参
考
に
し
た
い
。
ニ
ュ
ー
ス
が
「
形
作
ら
れ

た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
再
度
確
認
し
て
ね
。

◆
６
「
建
設
的
に
『
批
判
』
す
る
」
と
は
、
ど
う
す
る
こ
と
か
。

【83.6

】

◆
７
「
メ
デ
ィ
ア
が
伝
え
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
方
が
、
現
実
味
を
帯
び
て
い
る

と
感
じ
る
」
の
は
、
な
ぜ
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
。

【84.2

】

◆
８

な
ぜ
「
不
可
能
」
な
の
か
。

【84.4.

】

◆
９
な
ぜ
「
神
話
」
で
あ
る
の
か
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
課
題
を
提
示
し
た
目
的
は
何
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
本
単
元
の
主
目
標
は
書
く
能
力
の
育
成
で
あ
る
。
た
だ
し
自
由
に
書

く
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
文
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
意
見
文
と
し
て
ま
と

め
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
評
論
文
を
読
む
能
力
も
同
時
に
培
う

必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
文
読
解
の
鍵
と
な
る
言
葉
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明

さ
せ
る
活
動
を
通
し
て
読
む
能
力
を
高
め
る
こ
と
を
ね
ら
い
、
こ
の
課
題
を
提

示
し
た
。
こ
こ
で
は
、
二
学
期
の
前
半
に
育
ん
だ
「
筆
者
の
主
張
を
構
成
す
る

要
素
を
分
析
的
に
理
解
す
る
」
方
略
を
駆
使
し
て
、
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
を

期
待
し
た
。

第
二
次
も
、
ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
で
相
談
し
合
い
な
が
ら
理
解
を
練

り
上
げ
て
い
く
こ
と
を
促
す
。
そ
の
上
で
ノ
ー
ト
を
提
出
さ
せ
、
理
解
度
を
評

価
し
た
。

第
三
次
は
、
筆
者
の
主
張
に
対
す
る
意
見
文
を
、
指
定
さ
れ
た
条
件
に
合
わ

せ
て
六
百
字
程
度
で
書
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
展
開
し
た
。
稿
者
ら
第
一
学
年

担
当
者
は
四
月
よ
り
一
貫
し
て
「
書
く
能
力
の
育
成
」
を
重
点
目
標
と
し
て
、



授
業
を
行
っ
て
き
た
。
ま
た
、
考
査
に
お
い
て
も
書
く
能
力
を
評
価
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
出
題
を
心
が
け
て
き
た
。
二
学
期
の
中
間
考
査
で
は
、
配
点

四
〇
点
の
問
題
と
し
て
、
以
下
の
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

筆
者
は
「
食
生
活
」
の
「
豊
か
さ
」
は
ど
う
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
と
考
え
て

い
る
か
、
説
明
せ
よ
。
ま
た
、
筆
者
の
考
え
る
「
食
生
活
」
の
「
豊
か
さ
」
に

つ
い
て
、
あ
な
た
の
意
見
を
述
べ
よ
。
た
だ
し
、
次
の
注
意
事
項
に
従
う
こ
と
。

（
六
〇
〇
字
程
度
）

・
四
段
落
構
成
に
す
る
こ
と
。

・
第
一
段
落
に
は
、
筆
者
は
「
食
生
活
」
の
「
豊
か
さ
」
は
ど
う
す
る
こ
と

で
生
ま
れ
る
と
考
え
て
い
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
。

・
第
二
段
落
に
は
、
筆
者
の
考
え
る
「
食
生
活
」
の
「
豊
か
さ
」
に
つ
い
て
、

自
分
の
意
見
を
提
示
し
、
論
拠
と
な
る
事
例
を
展
開
す
る
こ
と
。

・
第
三
段
落
に
は
自
分
の
意
見
に
反
対
す
る
意
見
を
挙
げ
、
反
論
す
る
こ
と
。

・
第
四
段
落
に
は
、
自
分
の
意
見
を
ま
と
め
る
こ
と
。

・
四
五
〇
字
に
達
し
て
い
な
い
も
の
は
、
採
点
対
象
外
と
す
る
。

こ
の
問
い
に
対
し
て
、
多
く
の
学
習
者
の
解
答
が
満
足
で
き
る
レ
ベ
ル
に
達

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
受
け
、
再
度
単
元
目
標
と
し
て
、「
条
件
に
合
わ
せ
た

意
見
文
の
作
成
」
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
。
生
徒
に
は
、
中
間
考
査
の
採
点
に
用

い
た
評
価
基
準
表(

ル
ー
ブ
リ
ッ
ク)
(

次
頁
図
二
）
を
授
業
時
に
提
示
し
た
上

で
、
単
元
の
冒
頭
に
示
し
た
評
価
規
準
も
再
提
示
し
た
。

第
一
段
落

要
約
・
引
用

課
題
文
で
示
さ
れ
た
文
章
の
テ
ー
マ
を
要
約
、
引
用
す
る
。

第
二
段
落

主
張
と
根
拠

課
題
文
を
読
ん
で
考
え
た
「
自
分
が
訴
え
た
い
こ
と
」
を
簡
潔

に
書
き
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
具
体
例
を
挙
げ
て

根
拠
を
説
明
す
る
。

第
三
段
落

予
想
さ
れ
る
反
論

自
分
の
主
張
に
対
し
て
予
想
さ
れ
る
反
論
を
書
く

第
四
段
落

再
反
論
と
主
張
の
再
提
示

反
論
に
対
す
る
再
反
論
と
、
主
張
の
再
提
示
を
行
う
。

あ
ら
か
じ
め
評
価
の
基
準
表
を
学
習
者
に
提
示
し
た
上
で
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
に
注
意
し
て
書
い
て
い
く
と
良
い
か
を
学
習
者
自
身
に
自
覚
さ
せ
る
こ
と
を

ね
ら
っ
た
手
立
て
で
あ
る
。

こ
の
三
次
で
は
、
課
題
と
し
て
以
下
の
問
い
を
投
げ
か
け
た
。

「
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
中
で
、
筆
者
菅
谷
明
子
は
、
メ
デ
ィ
ア
リ

テ
ラ
シ
ー
の
定
義
を
「
メ
デ
ィ
ア
が
形
作
る
現
実
を
批
判
的
に
読
み
取
る
」

能
力
だ
け
で
は
な
く
、
「
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
て
表
現
し
て
い
く
能
力
」
だ

と
し
て
い
る
。

表
現
す
る
能
力
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
を
考
え
た
と
き
に
、
筆

者
菅
谷
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
重
要
だ
と
述
べ
て
い
る
か
、
説
明
せ
よ
。

ま
た
、
そ
れ
に
つ
い
て
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
自
分
自
身

の
意
見
を
述
べ
よ
。
意
見
文
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
先
に
示
し
た
評
価

に
関
す
る
資
料
を
よ
く
読
み
、
ど
の
よ
う
な
構
成
で
書
く
べ
き
か
考
慮
し

た
上
で
書
く
こ
と
。

こ
の
課
題
に
対
し
て
、
学
習
者
は
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
文
章
も
参
考
に
し
つ
つ
、

自
分
な
り
の
意
見
を
練
り
上
げ
て
い
く
。
ま
ず
は
構
想
メ
モ
の
作
成
で
あ
る
。

授
業
者
は
、
授
業
者
が
書
き
た
い
内
容
を
段
落
ご
と
に
整
理
さ
せ
、
メ
モ
の
形

で
ノ
ー
ト
に
記
さ
せ
て
い
く
。
そ
れ
を
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
と
交
流
さ
せ
た
上
で
、

い
よ
い
よ
意
見
文
を
書
か
せ
る
。
時
間
内
の
完
成
は
無
理
で
あ
っ
た
の
で
宿
題

と
し
、
翌
朝
提
出
さ
せ
。
意
見
文
に
対
し
て
は
、
授
業
者
が
コ
メ
ン
ト
を
つ
け

て
返
却
す
る
。(
次
頁
図
三
）
そ
の
コ
メ
ン
ト
を
受
け
学
習
者
は
、
再
度
ク
ラ
ス

メ
ー
ト
と
文
を
見
せ
合
い
な
が
ら
リ
ラ
イ
ト
を
行
っ
た
。



図
二

中
間
考
査
の
採
点
時
に
用
い
た
評
価
基
準
表(

ル
ー
ブ
リ
ッ
ク)

第1段落 第2段落 第3段落 第４段落 全体を通して

「各人が自分自身で育て
練り上げてゆくそのプロセ
スで生まれる」を取り出し
た上で、より具体的にその
内容を示せている。

5

筆者の考える豊かさへの
賛否を明示した上で、説
得力があり、かつ、個性
あふれる根拠に基づいて
意見を提示できている。

5

自分の意見に反対する意見を挙
げ、それに対して前段までの流
れをふまえた上で、根拠として有
力な具体例を提示するなどして、
より充実した反論を行ってしてい
る

10

全体を通して、整合性が保
たれつつ、説得力のある
論調で、個人のレベルに
留まらない、社会全体に対
する実現性のある意見を
まとめ上げている。

10 意見に大きく賛同する 10

「各人が自分自身で育て
練り上げてゆくそのプロセ
スで生まれる」を取り出せ
ている

4

筆者の考える豊かさへの
賛否を明示した上で、説
得力のある根拠に基づい
て意見を提示できてい
る。

4

自分の意見に反対する意見を挙
げ、それに対して前段までの流
れをふまえた上で、新たに具体
例を提示するなどして積極的に
反論している

8

全体を通して、整合性が保
たれつつ、説得力のある
論調で、個人のレベルに
留まらない、社会全体に対
する意見をまとめ上げてい
る。

8
かなりの部分で賛同でき
る

8

取り出せないではいるが、
時間や手間の節約とは逆
方向で考えるべきだという
内容が書けている

3

筆者の考える豊かさへの
賛否を明示した上で、自
分なりの根拠に基づいて
意見を提示できている。

3

自分の意見に反対する意見を挙
げ、それに対して前段までの流
れをふまえて反論しようとしてい
る

6

全体を通して、整合性が保
たれつつ、説得力のある
論調で意見をまとめ上げ
ている。

6 賛同する 6

上記にあてはまらない 0
筆者の考える豊かさへの
賛否を明示できている

2
自分の意見に反対する丁寧な意
見を挙げているのみで、反論が
ない

4
論理のずれなく、意見をま
とめ上げている。

4 少し疑義を感じる 4

上記にあてはまらない 0
自分の意見に反対する意見を挙
げているのみで、反論がない。

2
最終的に自分の意見をま
とめているが、論理のずれ
がある。

2 かなり疑問を感じる 2

上記にあてはまらない 0 上記にあてはまらない 0 疑問頻出 0

誤字脱字、常体と敬体の混在
などは、一個につき-1点

図
三

生
徒
の
意
見
文
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
（
あ
～
お
は
、
生
徒
の
仮
名
）

第
四
次
は
、
学
年
末
考
査
で
あ
る
。
初
見
の
文
章
を
理
解
し
、
意
見
文
を
書

け
て
い
る
か
を
確
認
す
る
問
題
と
し
て
、
大
問
二
問
を
用
意
し
た
。

一
問
目
は
、
内
田
樹
の
ブ
ロ
グ
記
事
か
ら
引
用
し
て
作
成
し
た
。
筆
者
内
田

が
考
え
る
「
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
定
義
を
説
明
し
た
上
で
、
な
ぜ
筆
者

が
そ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
を
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
、
そ
の

よ
う
な
筆
者
の
考
え
に
対
し
て
、
学
習
者
自
身
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
や
、
Ｍ
ｉ
ｘ
ｉ
、
Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
な
ど
の
メ
デ
イ
ア
利
用
の
実
態

を
考
慮
し
て
意
見
を
述
べ
る
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。(

次
頁

図
四
）

あ

菅谷さんは、具体的にどうすべきだと言っているのか。第1段落は、もう少し丁寧に考えを拾いた
いですね。
第2段落で納豆ダイエットの事例を挙げましたが、それは「間違った」情報なのか？という疑問を
持ちました。しかも、この事例はマスメディアの例です。個人の発信とは少し次元が異なるように
思いました。
もちろん、の段落はさらっと上手に書けました。具体例を挙げて述べられると更によいですね。
たしかに、で始まるのではなく、最終段落は「しかし」「けれども」と、しましょう。自分自身が情報を
発信するときに、どうすればよいのか、筆者の意見を参照しつつ、自分なりの考えを展開してくだ
さい。

い
第１段落はあまりにも、簡単にまとめすぎかな。限界を理解した上で発信するとは具体的にどう
することを言うのか、説明しておきましょう。
それ以外は、かなりよく書けていますよ。第１段落だけ、リライトしてみてくださいな。

う

内容としては、良いのですが、
指示に沿って書いてみてください。
第１段落には筆者の主張の要約。
第２段落には自分の意見を具体例を踏まえて。
第３段落では、もう少し具体的に。
４段落の結論につなげられるよう、再構成してみてください。

え

内容としては、非常におもしろく書けていますね。ただし、指示を守って書きましょう・
第１段落には「情報を発信する上で」　筆者が　どうすべきだと言っているのか　の要約。
第２段落には「『自分が』情報を発信することについて」自分の意見を具体例を踏まえて。
第３段落では、それに対する反論を。マスメディアではなく、自分が発信する、という際のポイント
を。
第４段落は、自分なりの表現で、自分の主張を書きましょう。

お

第二段落で書いた具体例は良いね。さらに、その後の展開も、良い感じ。

ただしそれは、「テーマ」が「我々が情報を受信するときにどのようなことに気をつけるべきか」

の場合。

今回は、「発信」するときについて書かなければならない。この論だと0点になってしまう。

リライトを強くお勧めする。
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普
通
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問
一
～
四



図
五

問
四
に
対
す
る
学
習
者
Ｂ
の
解
答

図
五
は
、
渡
邉
が
担
当
す
る
学
習
者
Ｂ
の
答
案
で
あ
る
。
第
一
段
落
に
筆
者

の
主
張
を
ま
と
め
た
上
で
、
第
二
段
落
に
そ
の
背
景
を
示
し
て
い
る
。
第
三
段

落
に
は
、
Ｍ
ｉ
ｘ
ｉ
を
例
に
挙
げ
、
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
、
相
手
に
と

っ
て
プ
ラ
ス
に
な
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
、
自
分
の
気

持
ち
を
は
っ
き
り
と
伝
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。
第
四
段
落
で
は
情

報
を
必
要
と
し
な
い
人
へ
の
配
慮
の
必
要
性
を
述
べ
、
最
終
段
落
で
情
報
を
発

信
す
る
際
に
は
、
相
手
の
こ
と
を
思
っ
て
慎
重
に
発
信
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と

述
べ
て
い
る
。
条

件
を
ほ
ぼ
満
た
し

た
上
で
、
自
分
な

り
の
意
見
を
展
開

で
き
て
お
り
、
お

お
む
ね
満
足
で
き

る
内
容
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。

評
価
は
下
に
示

し
た
評
価
基
準
表

に
基
づ
い
て
行
う
。

こ
の
評
価
基
準
表

は
各
段
落
ご
と
に
、

評
価
を
行
う
形
で

作
ら
れ
て
い
る
。

書
か
れ
た
文
を
、

要
素
の
量
や
内
容

の
質
な
ど
を
総
合

的
な
観
点
か
ら
評

価
す
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

図
六

評
価
基
準
表

第1段落(10点) 第2段落(5点) 第3段落(10点) 第4段落(8点) 第5段落(7点)

筆者の考えに対する賛否を
明示した上で、説得力があ
り、かつ、個性あふれる具
体的な根拠に基づいて意見
を提示できている。

10

自分の意見に反対する意見を、根
拠として有力な具体例を提示するな
どして、より充実した反論を行ってし
ている

8

自分の意見に反対する意見に対し
て前段までの流れをふまえた上で、
根拠として有力な具体例を提示す
るなどして、より充実した意見をまと
め上げている

7

筆者の考えに対する賛否を
明示した上で、説得力のあ
る具体的な根拠に基づいて
意見を提示できている。

8
自分の意見に反対する意見を、説
得力のある具体例を用いて述べて
いる。

7

自分の意見に反対する意見に対し
て前段までの流れをふまえた上で、
新たに具体例を提示するなどして充
実した意見をまとめ上げている。

6

筆者の考えに対する賛否
明示した上で、自分なりの
具体的な根拠に基づいて意
見を提示できている。

6
自分の意見に反対する意見を、具
体例を用いて述べている。

6

自分の意見に反対する意見に対し
て第三段落までの流れをふまえて
具体的に意見をまとめようとしてい
る。

5

自分の意見を述べている
が、やや具体性に乏しい

4
自分の意見に反対している意見を
述べているが、やや具体性に乏し
い

4
再反論を行っているが、やや具体
性に乏しい

4

自分の意見を述べようとし
ているが、具体性がない。

2
自分の意見に反対する意見を挙げ
ようとしているが、具体性がない。

2
再反論を行っているが、具体性が
ない

2

自分の意見を述べようとし
ているが、観点がずれてい
る。

1
自分の意見に反対する意見を挙げ
ようとしているが、観点がずれてい
る。

1
再反論を行っているが、論点がず
れている。

0

誤字脱字、常体と敬体の混在などは、一個につき-1点

メディアリテラシーの定義に
ついての一般論が書けてい

る。(5点)

一般的には、メディアが報じ
る情報の信頼性について、
適切な判断ができる力だと

考えられる

筆者の定義について書けて
いる。(5点)

筆者は、自分が今発信しつ
つある情報に対して、適切な
評価が下せるような、情報
評価力だと考えている。

筆者がそのような定義に
至った理由を

書けている。(5点)

人間は他人の言うことはそ
んなに軽々には信じないく
せに、「自分がいったん口に
した話」はどれほど不合理で
も信じようと努力する不思議

な生き物だから。



こ
の
評
価
基
準
表
は
西
岡(

二
〇
〇
八
）
を
参
考
に
し
て
、
以
下
の
手
順
で

作
成
し
た
。
ま
ず
、
担
当
ク
ラ
ス
の
答
案
数
枚
を
そ
れ
ぞ
れ
が
持
ち
寄
り
、
名

前
を
伏
せ
て
コ
ピ
ー
す
る
。
次
に
、
細
か
い
観
点
を
考
え
ず
に
、
持
ち
寄
っ
た

数
枚
の
順
位
を
つ
け
る
。
そ
の
上
で
、
な
ぜ
自
分
は
そ
の
よ
う
な
順
位
に
し
た

の
か
を
説
明
す
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
を
通
し
て
、
評
価
の
観
点
を
洗
い
出
し
て

い
き
、
そ
の
特
徴
を
記
述
し
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
、
基
準
表
を
作
っ
て
い
く
。

た
と
え
ば
第
三
段
落
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
決
め
て
い
く
。

ま
ず
学
習
者
Ｃ
の
記
述
で
あ
る
。

次
に
学
習
者
Ｄ
の
記
述
で
あ
る
。

最
後
に
学
習
者
Ｅ
の
記
述
で
あ
る
。

稿
者
は
三
者
の
う
ち
学
習
者
Ｅ
を
最
も
高
く
評
価
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
Ｅ

の
挙
げ
た
根
拠
と
し
て
の
具
体
例
の
記
述
が
詳
細
で
あ
り
、
な
お
か
つ
説
得
力

の
あ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
。
学
習
者
Ｄ
も
悪
く
は
な
い
の
だ
が
、
本
文
の
記

述
を
少
し
膨
ら
ま
せ
た
だ
け
で
あ
り
、
「
自
分
な
り
の
根
拠
」
に
は
な
り
得
て

い
な
い
。
ま
た
学
習
者
Ｃ
は
そ
つ
な
く
ま
と
め
て
は
い
る
が
、
具
体
例
に
も
う

少
し
個
性
が
ほ
し
い
。
こ
の
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
観
点
と
し
て

整
理
す
る
な
ら
ば
、
「
個
性
的
で
、
説
得
力
の
あ
る
具
体
例
を
挙
げ
た
も
の
」

を
高
く
評
価
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
逆
に
具
体
例
を
本
文
か
ら
そ
の
ま

ま
抜
き
出
し
て
き
た
も
の
や
、
そ
も
そ
も
具
体
性
の
少
な
い
文
の
評
価
は
低
く

な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
観
点
を
洗
い
出
し
、
良
い
作
品
か
ら
改
善
を
要
す

作
品
ま
で
の
特
徴
を
具
体
的
に
記
述
し
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
、
評
価
基
準
表

を
作
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

設
問
の
条
件
に
は
、



第
三
段
落
に
は
筆
者
の
考
え
に
つ
い
て
、
自
分
の
意
見
を
簡
潔
に
提
示
し
た

上
で
、
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
」
具
体
例
を
挙
げ
て
論
証
す
る
こ

と
。
直
接
口
で
投
げ
か
け
る
こ
と
ば
だ
け
で
は
な
く
、
文
字
に
よ
る
こ
と
ば
、

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
や
、
Ｍ
ｉ
ｘ
ｉ
、
Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
、
ブ
ロ
グ
な
ど
の
、
メ
デ
ィ

ア
を
介
し
た
こ
と
ば
を
発
す
る
状
況
な
ど
も
考
慮
し
た
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。

と
示
し
て
お
り
、
そ
の
条
件
に
も
と
づ
い
て
書
け
て
い
る
か
ど
う
か
も
ふ
ま
え

て
、
第
三
段
落
は
左
の
よ
う
な
基
準
で
評
価
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
れ
ま
で
は
、
授
業
中
に
意
見
文
等
の
論
作
文
を
指
導
す
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
、
定
期
考
査
で
意
見
文
を
書
か
せ
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
行
え
ず
に
い
た
。

そ
の
最
も
大
き
な
理
由
は
採
点
が
難
し
い
こ
と
に
あ
る
。
採
点
基
準
を
統
一
す

る
こ
と
も
難
し
い
し
、
採
点
に
時
間
が
か
か
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
評
価
の
基
準
表
は
、
作
成
に
少
し
時
間
は
か
か
る
も
の
の
、
い
っ
た

ん
表
の
形
で
完
成
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
採
点
は
想
像
以
上
に
ス
ム

ー
ズ
に
行
え
る
。
「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」
と
い
う
意
味
で
は
、
「
意
見
文

を
書
く
力
」
を
培
う
た
め
の
指
導
を
し
た
上
で
、
実
際
に
書
け
る
か
ど
う
か
を

定
期
考
査
で
確
認
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
有
効
だ
と
考
え
る
。
知
識
の
伝
達
が

中
心
の
学
習
指
導
と
、
記
憶
の
再
現
が
中
心
の
考
査
か
ら
の
脱
皮
を
図
る
手
立

第3段落(10点)

筆者の考えに対する賛否を
明示した上で、説得力があ
り、かつ、個性あふれる具
体的な根拠に基づいて意見
を提示できている。

10

筆者の考えに対する賛否を
明示した上で、説得力のあ
る具体的な根拠に基づいて
意見を提示できている。

8

筆者の考えに対する賛否
明示した上で、自分なりの
具体的な根拠に基づいて意
見を提示できている。

6

自分の意見を述べている
が、やや具体性に乏しい

4

自分の意見を述べようとし
ているが、具体性がない。

2

自分の意見を述べようとし
ているが、観点がずれてい
る。

1

て
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

第
五
次
は
「
ふ
り
か
え
り
」
で
あ
る
。
単
元
の
学
習
を
終
え
、
考
査
の
結
果

も
ふ
ま
え
た
上
で
、
今
後
自
分
が
ど
の
よ
う
に
学
ん
で
い
く
か
を
記
述
す
る
場

面
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
書
い
た
意
見
文
を
読
ん
だ
り
、
自
分
の
こ
れ
ま

で
の
学
び
の
軌
跡
を
ノ
ー
ト
を
通
し
て
見
直
し
た
り
し
な
が
ら
書
い
て
い
く
。

こ
の
「
ふ
り
か
え
り
」
に
お
い
て
、
学
習
者
Ｆ
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
述
し

て
い
る
。

う
ま
く
意
見
文
を
書
く
に
は
、
ま
ず
は
要
約
を
し
っ
か
り
と
ま
と
め
る
こ

と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
文
の
意
味
を
し
っ
か
り
と
理
解
で
き
て
い
な
け

れ
ば
、
自
分
の
主
張
も
あ
や
ふ
や
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
し
か
し
、

読
む
方
に
時
間
を
か
け
す
ぎ
て
も
、
書
く
時
間
も
無
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

だ
か
ら
私
は
、
今
回
、
文
章
を
読
む
と
き
は
、
以
前
に
学
ん
だ
「
具
体
例
を

流
し
て
読
む
」
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
し
た
。
ス
ピ
ー
ド
は
上
が
っ
た
の
で
、

次
は
文
の
内
容
を
も
っ
と
丁
寧
に
考
え
て
、
書
い
て
い
き
た
い
で
す
。

ま
た
、
文
を
書
く
時
に
、
例
を
具
体
的
に
詳
し
く
書
く
と
と
て
も
分
か
り

や
す
い
文
章
に
な
る
な
と
思
い
ま
し
た
。
私
は
、
例
を
考
え
る
こ
と
に
苦
労

し
て
い
た
し
、
う
ま
く
書
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
次
は
工
夫
し
て

書
け
る
と
良
い
で
す
。

そ
し
て
、
自
分
の
主
張
は
長
め
に
書
い
て
、
反
論
は
短
く
押
さ
え
る
と
い

う
や
り
方
も
あ
る
か
な
、
と
も
思
い
ま
し
た
。

あ
ま
り
反
論
が
長
す
ぎ
る
と
、
主
張
が
わ
か
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
し
、
他

の
人
の
意
見
文
を
読
ん
だ
と
き
に
、
反
論
が
短
い
人
の
方
が
、
コ
ン
パ
ク
ト

で
分
か
り
や
す
い
と
い
う
感
じ
が
し
ま
し
た
。
他
の
人
の
意
見
文
か
ら
吸
収

し
た
こ
と
を
、
う
ま
く
活
用
し
て
い
き
た
い
で
す
。

こ
の
学
習
者
Ｆ
は
、
文
を
読
ん
で
の
意
見
文
を
書
く
場
合
は
、
ま
ず
要
約
が

重
要
に
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
Ｆ
自
身
の
読
む
ス
ピ
ー
ド
が
遅



い
こ
と
を
自
覚
し
た
上
で
、
一
学
期
に
学
ん
だ
「
具
体
例
を
流
し
て
読
む
」
と

い
う
読
解
方
略
を
適
用
さ
せ
て
速
く
読
む
よ
う
心
が
け
た
と
記
す
。
そ
の
実
践

が
成
功
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
次
の
課
題
も
述
べ
て
い
る
。
書
く
際
に
は
、
具

体
例
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
、
主
張
を
長
め
に
、
反
論
を
短
め
に
書
く
こ
と
が
、

分
か
り
や
す
い
意
見
文
を
書
く
コ
ツ
だ
と
述
べ
て
い
る
。

続
い
て
学
習
者
Ｇ
の
記
述
を
紹
介
し
よ
う
。

今
ま
で
意
見
文
を
書
く
こ
と
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
、
最
初
は
全
然

書
け
な
く
て
、
自
分
の
書
く
力
の
な
さ
に
気
づ
い
た
。
段
落
ご
と
の
構
成

を
学
ん
で
か
ら
書
く
と
、
だ
い
た
い
形
に
は
な
っ
た
。

自
分
の
意
見
の
反
論
を
書
く
の
が
、
一
番
難
し
か
っ
た
。
反
論
に
な
っ

て
い
な
か
っ
た
り
、
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
い
文
章
に
な
っ
て
し
ま
う
の

が
、
自
分
の
悪
い
と
こ
ろ
だ
と
分
か
っ
た
。
み
ん
な
の
意
見
文
を
読
ん
だ

と
き
、
説
明
文
と
同
じ
形
式
に
自
分
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
例
を
当
て
は
め
て

書
い
て
い
る
人
が
い
て
、
こ
う
い
う
風
に
書
く
と
う
ま
く
ま
と
め
ら
れ
る

ん
だ
な
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
意
見
文
を
書
く
と
き
に
取

り
入
れ
た
い
と
思
う
。

学
習
者
Ｇ
は
、
意
見
文
を
書
く
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど
得
意
で
は
な
い
と
自
覚
し
て

い
る
生
徒
で
あ
る
。
し
か
し
構
成
を
学
ん
だ
こ
と
に
よ
り
「
形
に
な
っ
た
」
こ

と
や
、
書
き
方
を
説
明
文
と
同
じ
形
式
に
し
た
上
で
、
筆
者
の
提
示
し
た
例
に

変
え
て
自
分
な
り
の
具
体
例
を
当
て
は
め
る
こ
と
が
、
う
ま
く
ま
と
め
る
コ
ツ

で
あ
る
と
い
う
理
解
に
至
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

最
後
に
学
習
者
Ｈ
の
記
述
で
あ
る
。

私
は
考
え
る
の
に
と
て
も
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
じ
っ
く
り

考
え
て
書
く
こ
と
も
大
事
だ
と
思
う
け
ど
、
テ
ス
ト
な
ど
で
は
、
や
は
り

時
間
内
に
書
け
な
い
と
意
味
が
無
い
か
ら
、
も
っ
と
速
く
書
け
る
よ
う
に

な
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
。

あ
と
自
分
に
足
り
な
い
の
は
、
反
論
す
る
力
だ
と
思
っ
た
。
反
論
し
て
、

そ
の
反
論
に
更
に
反
論
し
て
結
論
を
述
べ
る
と
い
う
の
は
、
意
見
文
が
非

常
に
説
得
力
の
あ
る
も
の
に
で
き
る
と
思
う
か
ら
、
良
い
反
論
を
す
る
べ

き
だ
と
思
う
。
自
分
の
意
見
の
反
論
を
自
分
で
す
る
と
い
う
の
は
難
し
い

こ
と
で
は
あ
る
け
ど
、
こ
れ
か
ら
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
。

そ
し
て
、
今
回
の
意
見
文
の
学
習
で
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
こ

と
は
、
文
章
を
設
問
の
指
示
に
従
っ
て
的
確
に
要
約
し
、
筆
者
の
言
い
た

い
こ
と
を
深
く
理
解
し
て
書
い
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
分
な

り
に
で
き
て
き
た
の
で
は
な
い
か
な
ぁ
と
思
う
。
今
回
足
り
な
い
と
思
っ

た
こ
と
を
今
後
の
課
題
に
し
て
、
こ
れ
か
ら
学
習
し
て
い
き
た
い
。

意
見
文
の
作
成
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
、
反
論
す
る
力
が

不
足
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
し
か
し
、
設
問
の
指
示
に
従
っ
て
主

張
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
る
と
述
べ
る
。
自
分
の
今
の
状
態
を
し
っ
か

り
と
見
つ
め
直
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
学
習
者
だ
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
学
習
者
は
自
分
自
身
の
学
習
の
軌
跡
を
ふ
り
か
え
る
こ
と
で
、

次
の
学
習
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
気
を
つ
け
な
が
ら
進
め
て
い
く
べ

き
か
を
理
解
す
る
。
単
元
の
締
め
く
く
り
に
お
い
て
、
「
ふ
り
か
え
り
」
を
書

か
せ
る
こ
と
は
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
て
い
る
。
（
「
ふ
り
か
え
り
」

の
効
用
に
つ
い
て
は
、
八
田(2011a

）
、
渡
邉(2011

）
が
詳
し
い
）

四
―
二
―
六

評
価
の
実
際

本
単
元
の
評
価
は
、
こ
れ
ま
で
の
授
業
に
お
け
る
行
動
の
観
察
、
ノ
ー
ト
の

記
述
の
分
析
、
考
査
結
果
な
ど
、
授
業
中
な
ら
び
に
家
庭
学
習
で
行
っ
た
す
べ

て
の
学
習
活
動
に
も
と
づ
い
て
行
う
。
特
に
、
単
元
に
対
す
る
関
心
・
意
欲
・

態
度
や
、
じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
文
章
を
書
く
能
力
に
関
し
て
は
、
授
業
時



間
や
、
家
庭
学
習
の
時
間
で
行
っ
た
ノ
ー
ト
記
述
を
も
と
に
評
価
し
た
。

た
だ
し
、
評
定
は
考
査
の
結
果
を
中
心
に
し
て
行
っ
て
い
く
。
先
に
示
し
た

と
お
り
、
「
記
憶
の
再
現
が
中
心
の
考
査
」
に
な
ら
な
い
よ
う
、
初
見
の
文
章

に
も
と
づ
い
て
、
制
限
さ
れ
た
時
間
の
中
で
条
件
に
合
わ
せ
て
書
く
能
力
を
評

価
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
活
動
を
ふ
ま
え
て
、
評
点
を
決
定
し
た
。

五

成
果
と
課
題

国
語
科
に
お
け
る
「
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
こ
こ

ま
で
実
践
研
究
を
進
め
て
き
た
。
今
年
度
は
、
対
象
と
な
る
学
習
者
に
培
う
べ

き
力
を
措
定
し
た
上
で
、

・
そ
の
力
を
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
単
元
や
学
習
材
を
用
い
て
育
む
の
か
。

・
授
業
の
場
面
で
ど
の
よ
う
な
学
習
活
動
を
組
織
す
る
の
か
。

・
学
習
の
過
程
や
成
果
を
ど
の
よ
う
に
見
取
っ
て
い
く
の
か
。

に
つ
い
て
単
元
導
入
前
に
検
討
し
、
実
践
を
積
み
重
ね
て
い
っ
た
。
こ
の
蓄
積

を
通
し
て
、
提
案
し
た
い
こ
と
が
二
点
あ
る
。

五
―
一

授
業
者
と
学
習
者
で
、
「
目
標
」
と
「
評
価
規
準
」
の
共
有
を

指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
を
作
成
す
る
最
大
の
目
的
は
、
授
業
者
チ
ー
ム
が
、

共
通
の
目
標
に
向
か
っ
て
授
業
を
作
っ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
各
単
元
を
通
し

て
「
ど
の
よ
う
な
力
を
学
習
者
に
育
む
の
か
。
」
さ
ら
に
は
、
「
ど
の
よ
う
な
評

価
規
準
で
そ
の
力
を
測
る
の
か
」
を
、
授
業
者
チ
ー
ム
が
共
通
理
解
し
て
、
授

業
を
作
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
の
「
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」
は
不
可
欠

な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
授
業
者
チ
ー
ム
だ
け
で
な
く
、
学
習
者
と
も
共
有

し
、
授
業
者
と
学
習
者
が
同
じ
目
標
に
向
か
っ
て
学
習
を
展
開
す
る
こ
と
が
、

重
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

つ
い
つ
い
、
一
つ
の
教
材
で
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」

教
え
た
く
な
る
の
だ
が
、
目
標
に
も
と
づ
い
た
「
指
導
の
重
点
化
」
を
意
識
し
、

適
切
な
評
価
を
行
う
こ
と
が
、
学
習
者
の
学
力
向
上
に
つ
な
が
る
。

学
習
者
に
と
っ
て
も
、「
目
標
の
明
確
化
」
は
重
要
で
あ
る
。
稿
者
の
ひ
と
り

で
あ
る
浜
岸
は
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
、
学
習
者
か
ら
の
声
と

し
て
、
「
国
語
の
勉
強
の
仕
方
が
分
か
ら
な
い
」
「
テ
ス
ト
範
囲
が
広
す
ぎ
て
、

何
か
ら
手
を
つ
け
て
良
い
か
分
か
ら
な
い
」
な
ど
の
声
が
上
が
っ
て
い
た
が
、

単
元
導
入
時
に
、
学
習
目
標
を
提
示
し
、
評
価
に
つ
い
て
も
共
有
化
す
る
こ
と

で
、
学
習
者
の
意
欲
の
喚
起
に
つ
な
が
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
授
業
者
間
は

も
ち
ろ
ん
、
学
習
者
と
も
単
元
の
「
目
標
」
や
「
評
価
規
準
」
を
共
有
す
る
こ

と
は
、
き
わ
め
て
有
効
だ
と
言
え
よ
う
。

五
―
二

授
業
者
間
で
、
「
学
習
活
動
」
・
「
考
査
」
の
共
有
も

目
標
と
評
価
規
準
が
で
き
れ
ば
、
授
業
が
行
え
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

目
標
の
達
成
に
向
か
っ
て
ど
の
よ
う
な
学
習
活
動
を
組
織
す
る
か
、
評
価
規
準

に
沿
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
考
査
で
力
を
測
る
か
、
考
査
で
測
れ
な
い
部
分
は
、

ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
、
な
ど
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
必
要
が
あ
る
。

次
頁
図
七
は
、
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
の
基
本
形
式
の
案
で
あ
る
。
こ
の

形
式
の
特
徴
は
、
具
体
的
な
学
習
活
動
や
、
評
価
の
案
、
特
に
考
査
の
内
容
ま

で
も
、
あ
ら
か
じ
め
計
画
に
組
み
込
ん
で
い
る
点
で
あ
る
。
学
習
活
動
や
、
考

査
等
の
具
体
的
な
評
価
の
計
画
を
組
織
化
し
、
あ
ら
か
じ
め
組
み
込
ん
で
い
く

こ
と
が
、
単
元
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
授
業
者
間
で
共
有
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、

単
元
の
充
実
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
か
ら
だ
。

も
ち
ろ
ん
学
習
活
動
の
組
織
化
は
、
授
業
者
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
と
も
大
き
く

関
係
す
る
部
分
で
あ
る
。
計
画
に
書
か
れ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
計
画
に
示
し
た
よ
う
な
学
習
活
動
を
参

考
に
、
よ
り
良
い
授
業
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
が
学
習
活
動
を
計
画
に
組
み

込
む
こ
と
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

考
査
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
授
業
者
が
あ
ら
か
じ
め
、
単
元
終
了
後



に
行
わ
れ
る
考
査
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
的
に
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
指
導
の
重

点
化
や
明
確
化
に
つ
な
が
る
。
考
査
で
確
認
す
る
力
、
考
査
以
外
で
確
認
す
る

力
を
あ
ら
か
じ
め
措
定
し
た
上
で
、
単
元
の
計
画
を
各
授
業
者
が
練
り
上
げ
て

い
く
こ
と
が
、
重
要
だ
と
言
え
よ
う
。

特
に
、
中
規
模
以
上
の
学
校
で
、
学
年
の
統
一
試
験
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
場

合
に
は
、
そ
の
重
要
性
は
増
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
何
を
考
査
で
問
わ
れ
る
か
わ

か
ら
な
い
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
本
文
の
内
容
や
、
テ
ス
ト
で
問
わ
れ
そ
う
な
こ

と
は
す
べ
て
説
明
し
て
お
か
な
く
ち
ゃ
」「
考
査
を
終
え
た
生
徒
に
『
こ
ん
な
こ

と
習
っ
て
い
な
か
っ
た
』
と
言
わ
れ
た
く
な
い
」
な
ど
の
理
由
か
ら
、
猛
ス
ピ

ー
ド
で
説
明
的
に
授
業
を
展
開
す
る
方
が
多
い
と
も
聞
く
。
ま
た
、
考
査
を
作

成
す
る
場
合
に
も
、「
教
え
て
い
な
い
ク
ラ
ス
の
生
徒
の
た
め
に
、
当
た
り
障
り

の
な
い
問
題
に
し
な
い
と
・
・
・
。
」
「
や
っ
ぱ
り
、
ど
の
ク
ラ
ス
も
取
り
組
ん

で
る
で
あ
ろ
う
準
拠
ワ
ー
ク
か
ら
の
出
題
か
な
・
・
・
。
」
「
教
師
用
指
導
書
に

載
っ
て
い
る
問
題
な
ら
ば
、
文
句
は
出
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
不
安
が
多
い
と

い
う
指
摘
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
、「
目
標
」
と
」
評

価
規
準
」
に
加
え
、「
考
査
」
の
計
画
を
授
業
者
間
で
共
有
す
る
こ
と
は
、
き
わ

め
て
重
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

酒
井(

二
〇
一
一
）
が
、

も
ち
ろ
ん
独
自
の
生
徒
観
・
指
導
観
を
持
つ
教
諭
は
、
年
間
指
導
計
画
な

ど
作
成
し
な
く
て
も
、
生
徒
の
思
考
力
を
高
め
、
豊
か
な
心
情
を
養
い
、
言

語
活
用
能
力
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
実
際
に
今
ま
で
の
教

育
は
そ
の
よ
う
な
高
い
能
力
と
プ
ロ
と
し
て
技
術
が
身
に
付
い
た
教
員
が
担

っ
て
い
た
し
、
優
れ
た
指
導
者
は
当
然
現
在
も
多
く
存
在
す
る
。
し
か
し
、

筆
者
の
よ
う
に
指
導
経
験
の
浅
い
者
や
、
東
京
都
の
よ
う
に
所
属
学
校
の
異

動
の
度
に
新
た
な
指
導
観
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
事
前
の

計
画
が
な
く
て
は
単
元
ご
と
の
バ
ラ
バ
ラ
の
指
導
を
行
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が



あ
る
。
そ
こ
で
年
間
指
導
計
画
作
成
が
必
要
と
な
る
の
だ
。

と
指
摘
す
る
と
お
り
、
授
業
者
チ
ー
ム
の
中
に
、
異
動
し
た
て
の
者
や
経
験
の

浅
い
者
が
い
る
場
合
に
は
、
特
に
有
効
に
働
く
。
授
業
者
間
で
、「
学
習
活
動
」

「
考
査
」
の
共
有
を
は
か
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
再
度
確
認
し
た
い
こ
と
は
、
授
業
者
全
員
に
同
じ
学
習
活
動
の
実

施
を
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
だ
。「
目
標
」
の
達
成
を
図
る
た
め

、
、

に
は
、
ど
の
よ
う
な
学
習
活
動
を
展
開
す
べ
き
か
。
そ
の
共
通
イ
メ
ー
ジ
を
は

か
る
た
め
の
「
た
た
き
台
」
と
し
て
、
「
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」
は
あ
る
。

計
画
に
示
し
た
よ
う
な
学
習
活
動
を
参
考
に
、
よ
り
良
い
授
業
を
作
り
上
げ

て
い
く
こ
と
が
学
習
活
動
を
計
画
に
組
み
込
む
こ
と
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
ぜ
ひ

と
も
、
授
業
者
間
で
「
学
習
目
標
達
成
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
学
習
活
動
を
行

う
か
」
、
さ
ら
に
は
、
「
ど
の
よ
う
な
考
査
で
目
標
の
達
成
度
を
見
取
る
か
」
の

共
有
を
図
り
な
が
ら
、
計
画
を
策
定
し
て
い
き
た
い
。

五
―
三

計
画
作
成
に
お
け
る
課
題

課
題
と
し
て
は
、
大
き
く
三
点
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の

は
「
作
成
負
担
の
大
き
さ
」
で
あ
る
。
特
に
今
回
提
案
す
る
よ
う
に
、
「
学
習

活
動
」
や
「
考
査
」
の
共
有
ま
で
は
か
れ
る
よ
う
な
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
か
な
り
負
担
は
大
き
い
。
分
担
し
て
作
成
す
る
に
し
て
も
、
教
員

が
少
な
い
学
校
で
は
そ
れ
も
厳
し
い
。

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
な
の
は
「
指
導
と
評
価
の
計
画
」
は
、
一
年
で
完
成
で

き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
学
校
の

一
年
生
に
ど
の
よ
う
な
力
を
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
育
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う

に
見
取
っ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
、
実
践
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
初
め
て

形
に
な
っ
て
く
る
と
言
え
よ
う
。
ま
ず
は
、
最
初
か
ら
す
べ
て
作
成
し
よ
う
と

考
え
る
の
で
は
な
く
、
本
稿
で
示
し
た
と
お
り
、
初
年
度
は
ま
ず
単
元
導
入
前

に
、
チ
ー
ム
で
単
元
案
を
共
有
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
そ
れ
を
蓄
積
し
て
い
く

こ
と
が
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
年
度
は
そ
の
蓄
積
さ
れ
た
目
標
や
評

価
規
準
、
実
際
に
行
っ
た
学
習
活
動
や
考
査
を
も
と
に
、
系
統
化
し
た
計
画
案

を
作
成
す
る
。
そ
れ
を
年
を
追
う
ご
と
に
充
実
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
数
年

間
の
過
程
を
経
て
「
学
校
独
自
の
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」
が
作
成
さ
れ
る

と
言
え
よ
う
。
本
研
究
も
、
ま
だ
実
践
を
蓄
積
し
た
段
階
で
あ
る
。
次
年
度
以

降
、
そ
の
充
実
と
系
統
化
を
は
か
っ
て
い
き
た
い
。

二
つ
目
の
課
題
は
、
「
第
二
学
年
以
降
の
計
画
作
り
の
困
難
さ
」
で
あ
る
。

ど
こ
の
学
校
で
も
、
第
二
学
年
に
な
る
と
進
路
希
望
も
学
習
内
容
も
異
な
る
複

数
の
ク
ラ
ス
が
存
在
す
る
。
普
通
科
の
中
で
も
、
文
系
と
理
系
で
は
単
位
数
そ

の
も
の
も
異
な
る
し
、
ク
ラ
ス
に
よ
っ
て
学
力
差
も
か
な
り
あ
る
。
そ
う
な
っ

て
く
る
と
、
目
標
や
評
価
の
規
準
を
統
一
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
難
し
く
な
る
。

ま
た
、
二
五
年
度
か
ら
本
校
で
は
文
理
探
究
科
・
普
通
科
・
海
洋
科
学
科
と
い

う
三
種
類
の
学
科
ご
と
に
、
計
画
の
作
成
を
行
う
必
要
が
出
て
く
る
か
も
知
れ

な
い
。
計
画
作
成
に
は
か
な
り
の
困
難
が
伴
う
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
一
年
次
に
は
基
礎
的
に
獲
得
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
知
識
や
技

法
・
方
略
も
明
確
に
存
在
す
る
た
め
、
比
較
的
計
画
の
作
成
は
簡
単
で
あ
る
が
、

二
年
次
以
降
は
い
わ
ゆ
る
「
応
用
」
に
入
る
た
め
、
目
標
・
評
価
規
準
の
明
確

化
が
難
し
い
。

し
か
し
、
こ
れ
も
第
一
の
課
題
と
同
様
に
「
長
期
に
わ
た
っ
て
蓄
積
し
続
け

る
」
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
の
が
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
践
を
蓄

積
し
、
そ
れ
を
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
が
解
決
の
糸
口
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

た
と
え
ば
評
論
文
の
読
解
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
同
じ
目
標
・
評
価
規
準
の
ま
ま
、

素
材
を
変
え
て
学
習
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
実
践
を
積
み
上
げ
重

ね
な
が
ら
方
向
性
を
模
索
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

最
後
の
課
題
は
、
「
『
話
す
・
聞
く
能
力
』
を
育
て
る
単
元
計
画
を
ど
の
よ

う
に
構
築
し
て
い
く
か
」
で
あ
る
。
今
回
の
「
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」
作

り
に
際
し
て
、
こ
の
「
話
す
聞
く
」
の
領
域
の
計
画
策
定
が
、
特
に
困
難
を
極



め
た
。
学
習
指
導
要
領
上
は
国
語
総
合
に
お
い
て
十
五
時
間
程
度
の
配
当
を
行

う
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
う
ま
く
計
画
の
策
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
て
い

な
い
。
そ
こ
で
、
二
五
年
年
二
月
十
九
日
に
行
っ
た
上
北
、
浜
岸
の
提
案
授
業

で
は
、「
話
す
・
聞
く
」
の
力
を
育
成
す
る
授
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
研
究
し
、

作
成
の
糸
口
に
し
よ
う
と
考
え
た
。
提
案
授
業
で
い
た
だ
い
た
ご
意
見
を
も
と

に
、
よ
り
よ
い
計
画
を
策
定
し
て
い
き
た
い
。

以
上
三
点
示
し
た
課
題
以
外
に
も
、
細
か
な
課
題
は
山
積
す
る
。
稿
者
三
名

が
協
働
し
て
、
一
歩
ず
つ
克
服
し
て
い
き
た
い
。
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