
本
書
は
報
告
集
の
形
式
に
身
を
隠
し
た
恐
る
べ
き
国
語
教
育
実
践
の
報
告

書
で
あ
る
と
同
時
に
研
究
書
で
も
あ
る
。
著
者
大
石
征
勝
氏
は
長
年
に
亘
る

高
校
教
育
現
場
で
の
実
践
を
背
負
っ
て
立
命
館
大
学
の
国
語
科
教
育
の
授
業

に
乗
り
込
ん
で
来
ら
れ
た
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
学
生
と
の
真
剣
勝
負
の
様

子
を
準
備
段
階
か
ら
閉
式
ま
で
を
含
め
て
き
わ
め
て
冷
静
に
諄
々
と
説
き
示

さ
れ
て
い
る
の
が
本
書
の
依
っ
て
立
つ
基
礎
を
成
し
て
お
り
、
そ
れ
が
た
め

に
読
後
感
は
一
種
の
爽
快
感
さ
え
伴
う
。
巷
間
こ
の
種
の
教
育
実
践
報
告
は

多
く
、
そ
れ
ら
に
就
い
て
学
ぶ
べ
き
こ
と
の
多
い
こ
と
は
二
十
年
間
の
高
校

教
員
生
活
を
経
験
し
た
評
者
自
身
も
十
分
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
内
実

は
学
習
者
の
単
な
る
感
想
や
思
い
つ
き
作
文
の
引
用
で
水
ぶ
く
れ
し
た
報
告

集
で
あ
る
こ
と
も
多
く
、
論
考
と
言
う
に
は
あ
ま
り
に
恥
ず
か
し
い
も
の
も
、

こ
れ
ま
た
多
い
の
で
あ
る
。
生
徒
の
引
用
文
の
背
後
に
実
践
者
が
昼
寝
を
し

て
い
る
よ
う
な
類
、
い
わ
ば
「
顔
の
見
え
な
い
」
報
告
が
近
年
多
い
よ
う
に

思
え
る
。
対
す
る
に
本
書
は
そ
れ
ら
数
多
の
論
考
を
ま
っ
た
く
寄
せ
付
け
得

な
い
内
容
と
魅
力
に
溢
れ
て
い
る
と
、
後
輩
と
し
て
の
身
び
い
き
を
差
し
引

い
た
と
し
て
も
、
断
言
で
き
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
考
え
は
次
第
に
確
固
た

〔
書
評
〕大

石
征
勝
著
『
希
一
の
を

胡
光
一
に
し
て
ｌ
国
語
科
教
育
へ
の
願
い
を
こ
め
て
ｌ

』

大
石
征
勝
著
「
希
望
の
光
を
一
に
し
て
ｌ
国
語
科
教
育
へ
の
願
い
を
こ
め
て
ｌ
』

る
も
の
と
な
り
、
本
誌
を
借
り
て
述
べ
た
い
と
い
う
誘
惑
黙
し
難
く
、
評
す

る
者
と
し
て
の
資
質
の
欠
如
と
そ
れ
に
伴
う
差
恥
心
、
さ
ら
に
は
大
石
氏
自

身
の
製
肘
を
も
振
り
払
っ
て
執
筆
し
た
次
第
で
あ
る
。

○

本
書
の
構
成
は
「
ま
え
が
き
」
と
「
あ
と
が
き
」
の
間
に
、
Ａ
「
国
語
教

室
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
ー
「
国
語
科
教
育
概
論
Ｌ
』
の
生
成
と
展
開
１
１
」
、

Ｂ
弓
国
語
科
教
育
概
論
Ｌ
』
全
十
五
講
テ
キ
ス
ト
緒
言
１
１
」
、
Ｃ
「
国
語

教
室
へ
の
道
の
り
Ｉ
『
国
語
科
授
業
研
究
Ｌ
』
の
生
成
と
実
践
Ｉ
」
、

Ｄ
「
「
国
語
科
授
業
研
究
Ｌ
」
教
材
原
文
集
緒
言
ｌ
」
、
Ｅ
「
教
科
書
の
森

に
分
け
入
る
ｌ
「
国
語
科
教
材
研
究
Ⅱ
Ｌ
』
の
生
成
と
受
容
ｌ
」
、
Ｆ

「
人
生
に
深
入
り
す
る
教
材
ｌ
「
国
語
科
教
材
研
究
Ｉ
Ｙ
』
の
生
成
と
受

容
ｌ
」
の
六
章
が
あ
る
（
Ａ
～
Ｆ
は
評
者
に
よ
る
）
・
標
題
か
ら
し
て
極

め
て
著
者
の
真
剣
さ
が
伺
わ
れ
る
と
い
う
も
の
だ
。
「
国
語
科
教
育
概
論
」
、

「
国
語
科
授
業
研
究
」
と
い
い
、
「
国
語
科
教
材
研
究
」
と
い
う
、
そ
の
守
備

範
囲
を
や
や
も
す
れ
ば
見
失
い
が
ち
な
評
者
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
三
者

を
画
然
と
仕
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
副
題
に
「
生
成
と
展
開
」
「
生
成
と
実
践
」

中
西
健

ム
ロ

、
ｗ
″
ぐ
０

五
五



「
生
成
と
受
容
」
を
付
し
、
そ
の
観
点
か
ら
の
総
括
を
記
録
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
著
者
に
と
っ
て
の
「
生
成
」
と
は
、
授
業
を
担
当
す
る
に
あ
た
っ

て
の
方
法
や
構
想
を
さ
し
て
お
り
、
「
展
開
」
「
実
践
」
「
受
容
」
は
受
講
生

の
声
を
も
収
め
、
授
業
全
体
を
立
体
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
立
体
的
と
言
っ
た
の
は
、
例
え
ば
Ａ
で
全
十
五
回

の
配
列
が
「
一
定
の
す
じ
み
ち
が
つ
け
て
あ
り
」
「
一
種
の
ロ
ン
ド
形
式
に

な
る
よ
う
に
意
図
」
し
て
あ
る
こ
と
、
Ｃ
で
は
前
半
の
教
材
演
習
と
し
て

「
こ
と
ば
・
文
芸
と
人
間
・
文
明
と
社
会
」
の
三
分
類
か
ら
著
者
自
身
が
適

切
な
教
材
と
し
て
発
掘
し
た
二
十
二
編
が
示
さ
れ
、
後
半
が
授
業
演
習
と
し

て
十
七
例
の
ス
ピ
ー
チ
の
話
材
例
が
あ
げ
ら
れ
、
全
十
五
回
の
授
業
の
全
貌

が
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
Ａ
、
Ｃ
の
次
に
置
か
れ

た
Ｂ
、
Ｄ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
に
対
す
る
著
者
の
緒
言
が
あ
り
、
Ｅ
・
Ｆ

に
も
同
様
に
、
編
成
、
緒
言
、
感
想
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、
と

い
う
よ
う
に
本
書
が
整
然
た
る
配
列
の
も
と
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
Ａ
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
、
Ｃ
「
道
の
り
」
、
Ｅ
「
森
に
分

け
入
る
」
、
Ｆ
「
深
入
り
す
る
」
と
い
う
言
葉
が
次
第
に
進
化
す
る
よ
う
に

配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
著
者
の
思
案
の
妙
で
あ
ろ
う
。

○

評
者
が
も
っ
と
も
関
心
を
抱
い
た
の
は
Ｂ
、
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｆ
の
収
め
ら
れ
て

い
る
数
々
の
「
緒
言
」
で
あ
る
。
教
材
を
ど
の
よ
う
な
意
図
で
選
ん
だ
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
教
師
と
し
て
の
全
身
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
で
あ
る
と

同
時
に
、
生
徒
へ
の
希
望
、
期
待
を
吐
露
す
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
し
、
受
講

生
に
と
っ
て
は
大
き
な
課
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
毎
回
の
講
義
の
課
題
と

著
者
の
コ
メ
ン
ト
が
要
領
よ
く
記
さ
れ
て
い
る
。
Ｂ
の
「
緒
言
」
に
は
ひ
と

り
教
室
の
な
か
に
留
ま
ら
な
い
問
題
提
起
も
な
さ
れ
た
り
、
「
人
の
ふ
ん
ど

し
で
相
撲
を
と
る
」
こ
と
の
意
義
が
説
か
れ
て
い
た
り
、
Ｅ
、
Ｆ
の
そ
れ
に

は
著
者
の
深
い
考
察
が
躍
動
感
を
伴
っ
て
語
ら
れ
て
も
い
る
。
教
材
へ
の
関

心
を
深
め
、
発
展
的
な
学
習
を
促
し
う
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
か
く
も
国
語
科
教
員
の
教
材
研
究
へ
の
課
題
は
大
き
い
も
の
か
、
実
感

さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

○

著
者
は
受
講
生
に
「
現
代
文
を
し
っ
か
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
教
員
を
め

ざ
し
て
ほ
し
い
と
願
」
う
と
言
い
、
「
文
章
を
読
み
解
く
の
に
、
あ
ら
ゆ
る

文
章
に
有
効
な
万
能
の
方
法
な
ど
あ
り
え
な
い
。
個
々
の
文
章
の
書
か
れ
方

の
な
か
に
、
そ
の
読
解
の
手
が
か
り
は
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
教
材

文
と
の
真
蟄
な
対
決
の
末
の
読
解
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
続
い
て
、

「
現
代
文
を
担
当
す
る
教
員
の
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
仕
事
と
し
て
、
自

主
教
材
の
発
掘
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
」
と
言
い
切
っ
て
お

ら
れ
る
。
現
今
も
ベ
テ
ラ
ン
教
員
に
と
っ
て
は
古
文
・
漢
文
を
容
易
と
す
る

傾
向
が
あ
る
の
か
、
評
者
な
ど
も
駆
け
出
し
の
高
校
教
員
時
代
は
な
か
な
か

古
文
・
漢
文
は
持
た
せ
て
も
ら
え
ず
、
十
年
あ
ま
り
は
ほ
と
ん
ど
現
代
文
担

当
で
あ
っ
た
。
振
り
返
っ
て
見
る
に
、
そ
の
時
期
に
悪
戦
苦
闘
し
た
お
か
げ

で
幅
広
い
視
野
と
方
法
を
勉
強
し
得
た
よ
う
に
思
う
。
将
来
、
国
語
科
教
員

を
目
指
す
方
は
、
ぜ
ひ
と
も
著
者
の
言
に
従
っ
て
自
身
の
目
で
新
し
い
教
材

を
見
据
え
る
力
を
養
っ
て
欲
し
い
と
切
に
願
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
自
主

教
材
の
発
掘
を
心
が
け
て
欲
し
い
と
も
思
う
。
そ
の
よ
う
な
「
発
掘
」
行
為

五
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を
著
者
は
「
山
師
」
の
仕
事
に
通
う
と
言
う
。
「
世
の
中
に
あ
ふ
れ
る
膨
大

な
量
の
著
書
・
作
品
集
・
新
聞
・
雑
誌
な
ど
の
な
か
か
ら
生
徒
に
読
ん
で
も

ら
い
た
い
と
思
う
原
文
を
探
し
だ
し
、
そ
こ
か
ら
生
徒
の
内
面
的
成
長
の
糧

に
な
り
、
あ
る
い
は
、
そ
の
自
己
変
革
の
契
機
と
な
り
う
る
提
言
や
認
識
を

と
り
だ
し
、
よ
り
効
果
的
に
供
す
る
た
め
の
工
夫
を
加
え
る
」
と
い
う
「
山

師
」
こ
そ
、
大
い
に
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
。
「
人
の
ふ
ん
ど
し

で
．
．
」
と
か
「
山
師
」
と
い
う
卑
近
な
譽
嶮
を
用
い
て
語
り
か
け
る
著
者

の
巧
み
な
言
説
に
脱
帽
す
る
の
で
あ
る
。

○

な
く
て
教
育
活
動
の
困
難
課
題
の
一
は
評
価
を
次
の
実
践
に
ど
う
活
か
す

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
書
に
は
受
講
生
の
「
感
想
と
意
見
」
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
著
者
の
心
構
え
と
し
て
の
「
緒
言
」
に
対
応
し
て
の
評
価
に
相

当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
例
え
ば
Ｆ
の
十
五
回
の
講
義
中
、
吉
野
弘

や
茨
木
の
り
子
、
石
垣
り
ん
、
三
浦
哲
朗
な
ど
の
教
材
に
対
す
る
受
講
生
の

「
感
想
や
意
見
」
は
何
と
し
て
も
知
り
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
（
も
っ
と
も

「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
感
想
を
含
め
、
配
付
資
料
や
学
生
ア
ン
ケ

ー
ト
集
計
結
果
を
含
め
た
一
切
が
図
書
館
と
教
職
課
程
教
室
に
は
保
管
さ
れ

て
い
る
由
。
残
念
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
）
教
材
と
し
て
評
価
の
高
い
こ

れ
ら
の
作
品
を
受
講
生
が
ど
う
受
け
止
め
、
こ
れ
を
い
か
に
発
展
的
に
捉
え

よ
う
と
し
て
い
る
か
は
、
国
語
科
教
員
で
な
く
と
も
関
心
を
抱
く
は
ず
で
あ

る
。
そ
の
点
で
こ
れ
ら
を
省
か
れ
て
い
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
残
念
と
い
う
他

な
い
。
お
そ
ら
く
著
者
の
手
元
に
は
膨
大
な
資
料
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
願

わ
く
ば
こ
れ
だ
け
を
切
り
出
し
て
後
日
、
纏
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
う
者

大
石
征
勝
著
「
希
望
の
光
を
一
に
し
て
ｌ
国
語
科
教
育
へ
の
願
い
を
こ
め
て
ｌ
』

で
も
あ
る
。

○

も
う
一
つ
・
本
書
巻
末
に
は
「
総
合
索
引
（
事
項
・
人
名
・
書
名
ご
が

付
さ
れ
て
る
。
凡
百
の
報
告
書
類
と
一
線
を
画
す
る
根
拠
と
し
て
こ
の
点
も

加
え
て
い
い
。
索
引
を
作
る
と
い
う
作
業
は
、
単
な
る
語
句
の
再
確
認
で
は

な
く
、
著
者
が
自
身
の
文
章
に
責
任
と
自
信
を
も
ち
読
者
に
訴
え
る
指
標
を

示
す
証
を
列
挙
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
評
者
も
恩
師
か
ら
索
引
の
無
い

著
書
は
作
る
な
と
度
々
厳
し
く
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
語
科
教
員

を
め
ざ
す
者
、
あ
る
い
は
現
に
教
職
に
あ
る
者
が
こ
の
索
引
を
も
と
に
自
分

の
課
題
を
ぶ
つ
け
る
一
つ
の
手
掛
か
り
を
与
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の

指
標
で
あ
る
「
総
合
索
引
」
は
き
わ
め
て
有
効
な
働
き
を
し
よ
う
。
こ
の
形

式
を
と
る
以
上
、
願
わ
く
ば
私
家
版
た
る
を
止
め
て
、
市
販
の
書
籍
と
し
て

脱
皮
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

○

立
命
館
大
学
寮
歌
一
番
、
「
夕
月
淡
く
梨
花
白
く
春
宵
花
の
香
を
こ
め

て
都
塵
治
ま
る
一
時
や
眉
若
き
子
等
相
集
い
希
望
の
光
を
一
に
し
て

厚
き
四
年
を
契
り
た
り
厚
き
四
年
を
契
り
た
り
」
ｌ
著
者
は
、
学
生
時
代

に
愛
唱
し
た
寮
歌
の
一
節
を
書
名
と
し
て
採
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
所
為
を

し
て
彼
を
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ト
と
言
わ
ず
に
何
と
言
お
う
。
近
年
、
校
歌
は
も

ち
ろ
ん
、
応
援
歌
す
ら
歌
え
な
い
学
生
が
多
い
中
で
、
夢
多
か
り
し
青
春
時

代
に
親
し
ん
だ
寮
歌
を
書
名
に
冠
す
る
と
い
う
営
為
の
背
後
に
脈
々
と
流
れ

る
「
赤
き
血
汐
」
（
校
歌
の
一
節
）
が
著
者
の
今
日
を
支
え
て
い
た
こ
と
を

鮮
明
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
昨
今
の
次
第
に
息
苦
し
く
な
る
教
育
現
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場
に
活
路
を
見
出
し
つ
つ
高
校
教
壇
で
語
り
続
け
、
そ
の
返
す
刀
で
後
輩
諸

君
に
熱
を
も
っ
て
訴
え
、
記
録
す
る
著
者
の
姿
、
そ
れ
自
体
こ
そ
ま
さ
に
活

き
た
国
語
科
教
育
実
践
で
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
本
書
の
「
ま
え
が

き
」
に
「
幽
明
の
境
を
こ
え
て
の
遠
藤
庄
治
氏
へ
の
報
告
書
で
あ
る
」
と
宣

言
さ
れ
る
本
書
か
ら
、
教
育
の
根
幹
に
人
間
の
豊
饒
な
繋
が
り
の
あ
る
こ
と

を
も
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

お
お
い
し
ま
さ
か
つ

（
著
者
・
大
石
征
勝
Ⅱ
一
九
四
五
年
兵
庫
県
生
ま
れ
。
本
学
文
学
部
非
常

勤
講
師
。
本
書
は
二
○
○
七
年
三
月
刊
非
売
品
）

（
な
か
に
し
．
け
ん
じ
本
学
教
授
）

五
八


