
「青

い
煙
」
の
形
象

―
―
教
材

「
ご
ん
ぎ

つ
ね
」
最
終
文
の
解
釈
―
―

一　
は
じ
め
に

国
語
教
育
に
お
け
る
本
格
的
基
礎
理
論
の
一
つ
に
形
象
理
論
が
あ
る
Э
形

象
理
論
は
、
垣
内
松
三
に
よ
っ
て
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
提
唱
さ
れ
た
教

材
研
究
論
で
あ
る
。
拙
稿
に
お
い
て
、
形
象
理
論
が
、
そ
の
根
幹
的
機
能
と

し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
で
い
う

「換
喩
」
の
働
き
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
換
喩
と
は
、
「隣
接
性

（縁
故
）
に
も
と
づ
く
比
喩
」
で
あ
り
、

赤
い
頭
巾
を
か
ぶ
つ
て
い
る
女
の
子
を

「赤
頭
巾
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ぶ
の
が

一

例
で
あ
る
。
「隣
接
性
は
な
に
も
空
間
的
な
も
の
に
限
定
す
べ
き
で
は
な
く

て
、
時
間
的
な
も
の

（継
起
性

・
共
存
性
）
も
、
観
念
的
な
も
の

（百
科
事

典
的
知
識
）
も
含
ん
で
い
る
」
た
め
、
ど
こ
ま
で
が
隣
接

（縁
故
）
か
と
い

う
限
定
が
つ
け
ら
れ
な
い
。
制
限
が
な
い
分
、
作
者
の
表
現
や
読
者
の
理
解

に
お
い
て
裁
量
の
幅
が
格
段
に
広
く
な
る
。
そ
こ
に
芸
術
性
や
想
像
性
が
関

与
す
る
余
地
を
生
む
。

本
稿
で
は
、
小
学
校
四
年
生
の
定
番
教
材

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
最
末
尾
の

安

直
　
哉

文
で
あ
る

「青
い
煙
が
、
ま
だ
筒
口
か
ら
細
く
出
て
ゐ
ま
し
た
ｃ
」
に
絞

っ

て
、
換
喩
が
文
学
形
象
を
形
成
す
る
有
効
な
機
能
と
な
り
得
て
い
る
こ
と
を

帰
納
的
に
論
じ
て
い
き
た
い
。

「青
い
煙
」
は
彼
岸
と
此
岸
の
両
面
に
映
る
。
型
目
い
煙
」
に
付
託
さ
れ
る

意
味
づ
け
は
、
死
と
生
の
ラ
イ
ン
上
に
位
置
す
る
．
こ
れ
ま
で
の
教
材
論
の

多
く
は
死
へ
の
ベ
ク
ト
ル
に
着
目
す
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
ベ
ク
ト

ル
は
本
作
品
を

〈ご
ん
の
物
語
〉
と
し
て
読
ん
だ
場
合
に
生
じ
る
。
そ
の
一

方
、
生
へ
の
ベ
ク
ト
ル
に
剖
目
す
る
教
師
も
い
る
　^
こ
の
ベ
ク
ト
ル
は
本
作

品
を

〈兵
十
の
物
語
〉
と
読
ん
だ
場
合
に
見
え
て
く
る
。
な
お
、
含
」
ん
の

物
語
〉
と

〈兵
十
の
物
語
〉
と
い
う
用
語
お
よ
び
発
想
は
新
規
の
も
の
で
は

な
い
ｃ
既
に
浜
上
薫
に
よ
っ
て
、
本
作
品
の
構
造
は

「
で
」
ん
ぎ
つ
ね
」
の

物
語
と
兵
十
自
身
の
物
語
の
二
重
構
造
」
で
あ
る
と
読
み
解
か
れ
て
い
る
ｃ

本
稿
で
は
浜
上
の
こ
の
二
重
構
造
論
に
依
拠
し
つ
つ
も
、
「
」
ん
ぎ
つ
ね
」

解
釈
史
の
展
開
に
即
し
て
整
理
す
る
関
係
上
、
含
」
ん
の
物
語
）
と

〈兵
十

の
物
語
〉
に
分
け
て
述
べ
て
い
く
。

ま
ず
は
死
へ
の
ベ
ク
ト
ル
を
読
み
取
る
論
、
次
に
生
へ
の
ベ
ク
ト
ル
を
読
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み
取
る
論
の
順
で
考
察
し
て
い
こ
う
。

二
　
〈ご
ん
の
物
語
〉
―
―
死
へ
の
ベ
ク
ト
ル
ー
ー

ニ
ー

一　
西
郷
竹
彦
の
教
材
論

西
郷
竹
彦
は
、
東
京
都
武
蔵
野
市
立
第
五
小
学
校
六
年
二
組
に
お
い
て
、

「文
学
の
科
学
」
と
い
う
実
験
授
業
を
行

っ
た
。
そ
の
記
録
を
ま
と
め
た
の

が
西
郷
竹
彦

（
一
九
六
八
）
『教
師
の
た
め
の
文
芸
学
入
門
』
で
あ
る
．
同

書
は
、
教
材

「ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
授
業
を
通
じ
て
、
文
芸
学
の
基
礎

（特
に

視
点
論
）
を
解
説
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

「ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
最
終
文
に
つ
い
て
、
西
郷
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

２一
。

つ
つ
口
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
青
い
け
む
り
の
美
し
さ
は
、
な
ぜ
か
、
ご

ん
と
兵
十
と
い
う
こ
の
悲
劇
の
主
人
公
た
ち
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
手
向
け

の
香
華
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

「手
向
け
の
香
華
」
と
は
葬
送
の
際
の
香
華
で
あ
り
、
死
の
儀
式
で
あ
る
．

筆
者
も
、
「
」
ん
ぎ
つ
ね
」
と
い
う
作
品
に
通
底
す
る
深
層
的
主
材
を

「死
」

と
読
み
取
る
。
序
盤
に
お
け
る
う
な
ぎ
の
死
、
前
半
に
お
け
る
兵
十
の
お
っ

か
あ
の
死
、
そ
し
て
終
盤
に
お
け
る
ご
ん
の
死
へ
と
、
死
が
周
辺
の
出
来
事

か
ら
核
心
的
事
件
へ
近
付
い
て
く
る
。
う
な
ぎ
の
死
な
ど
さ
さ
い
な
エ
ピ
ソ

ー
ド
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
西
郷
は
そ
こ
に
も
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。

一
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「う
な
ぎ
が
ご
ん
の
首
に
ま
き

つ
い
た
ま
ま
は
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」

と
い
う
形
象
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
さ
い
ご
に
ご
ん
が
死
ぬ
こ
と
と
な

ん
ら
の
因
果
関
係
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
な
ぜ
か
わ
た
し
た
ち
読
者
に

は
、
ご
ん
の
不
幸
な
悲
し
い
最
期
を
暗
示
し
象
徴
し
て
い
る
形
象
の
よ

う
に
思
わ
れ
て
き
ま
す
。
（象
徴
は
作
者
が
意
識
し
て
い
る
と
き
と
意

識
し
て
い
な
い
と
き
が
あ
り
ま
す
）
な
ぜ
そ
う
な
の
か
と
問
わ
れ
て
つ

じ
つ
ま
の
あ
う
説
明
を
で
き
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
う

い
う
も
の
と
し
て
受
け
と

っ
た
と
き
、
そ
の
形
象

が
意
味
ぶ
か
い
も
の
と
し
て
う
か
び
あ
が

っ
て
く
る
、
ま
た
そ
う
受
け

と

っ
た
ほ
う
が
お
も
し
ろ
く
な
る
と
い
う
の
が
象
徴
と
い
う
も
の
な
の

で
す
。

「
ご
ん
ぎ

つ
ね
」
は
最
初
、
雑
誌

『赤
い
鳥
』
に
投
稿
さ
れ
た
。
そ
の
草

稿
が
新
美
南
吉
の
綴

っ
た
ス
パ
ル
タ
ノ
ー
ト
に
残

っ
て
い
る
。
ス
パ
ル
タ
ノ

ー
ト

「権
狐
」
で
は
、
ご
ん

（権
）
の
洞
穴
の
入
口
に
置
か
れ
た
鰻
が
次
の

よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
ｃ

鰻
の
つ
る
つ
る
し
た
は
ら
は
、
秋
の
ぬ
く
た
い
Ｈ
光
に
さ
ら
さ
れ

て
、
白
く
光

つ
て
ゐ
ま
し
た
。

鰻
の
白

い
腹
と
、
葬
列
の

「白

い
着
物
」
と
が
、
「白
」
と

い
う
色
彩
で

連
結
し
て
い
る
。
鰻
の

「
死
」
と
葬
列
の

「
死
」
が
、
「白
」
と

い
う
色
彩

を
介
し
て
繋
が

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
（た
だ
し

一赤

い
鳥
』
所
収
の

「
ご



ん
狐
」
で
は
、
「う
な
ぎ
の
頭
を
か
み
く
だ
」
い
て
い
る
が
、
「権
狐
」
で
は

噛
み
砕
い
て
い
な
い
ｃ
し
か
し
、
日
光
に
さ
ら
さ
れ
た
鰻
は
い
ず
れ
死
ぬ
で

あ
ろ
う
。
）
「何
気
な
く
置
い
た
そ
の
う
な
ぎ
が
、
実
は
こ
の
物
語
り
の
悲
劇

の
発
端
を
な
し
て
い
る
の
だ
ｃ
」
と
の
指
摘
は
的
確
で
あ
る
。

日
本
の
読
解
指
導
の
主
流
を
形
成
し
て
き
た
解
釈
学
で
も
、
作
者
の
意
識

下
に
沈
ん
で
い
る
意
図
ま
で
読
み
取
る
態
度
を
支
持
す
る
。
こ
の
旨
は
古
く

は
垣
内
松
三
に
よ
っ
て
、
「作
者
の
理
解
し
た
以
上
に
理
会
す
る
と
い
ふ
こ

と
が
真
の
理
解
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
（中
略
）
作
者
が
理
解
し

た
以
上
に
理
会
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
作
者
の
意
図

以
外
に
解
釈
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
ｃ
／
作
者
が
言
は
ん
と
欲
す
る
こ

と
、
作
者
が
充
分
に
云
ひ
表
は
じ
得
な
か
つ
た
所
を
も
明
か
に
す
る
の
が
、

解
釈
学
的
立
場
で
あ
り
ま
し
て
、
（以
下
略
こ

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
形
象

的
統

一
が
担
保
さ
れ
る
読
み
の
追
究
が
、
教
室
で
は
優
先
順
位
を
占
め
る
。

西
郷
は

「青
い
煙
」
に
つ
い
て
再
度
触
れ
て
い
る
。

た
ち
の
ぼ
る

「青
い
け
む
り
」
の
美
し
さ
は
、
兵
十
と
ご
ん
と
い
う
人

物
の
両
者
に
対
す
る
語
り
手
の
つ
き
ぬ
痛
恨
の
思
い
を
象
徴
す
る
も
の

で
あ
り
、
殺
し
殺
さ
れ
る
と
い
う
現
実
的
に
は
血
な
ま
ぐ
さ
い
事
件
と

そ
の
当
事
者
た
ち
の
姿
を
い
か
に
も
あ
わ
れ
に
悲
し
い
美
し
い
も
の
と

し
て
み
な
し
て
い
る
語
り
手
の
思
い
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ

ヽ
つ

。

死
や
殺
害
と

い
う
残
酷
な
事
件
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
を
文
学
と
し
て
描
き

「青
い
煙
」
の
形
象

切

っ
た
と
き
に
は
、
悲
し
く
も
美
し
い
余
韻
が
そ
こ
は
か
と
な
く
残
る
。
美

を
描
く
文
学
の
文
学
た
る
所
以
で
あ
ろ
う
ｃ
こ
の
原
理
は
児
童
文
学
で
あ

っ

て
も
な
ん
ら
変
わ
る
こ
と
は
な
い
ｃ

「青
い
煙
」
を

「香
華
」
と
見
、
そ
の
立
ち
昇
る
様
を

「
あ
わ
れ
に
悲
し

い
美
し
い
も
の
」
と
見
る
西
郷
の
解
釈
は
、
そ
の
後
の
識
者
の
解
釈
に
強
い

影
響
を
与
え
て
い
く
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
西
郷
の
解
釈
の
完
成
度
の
高
さ
に

由
来
す
る
。
し
か
し
そ
の

一
方
、
別
の
力
も
働
い
た
。

国
語
教
師
の
多
く
が
参
考
に
す
る
文
献
に
、
各
教
科
書
会
社
が
制
作
す

る
、
教
科
書
に
準
拠
し
た
教
師
用
学
習
指
導
書
が
あ
る
。
光
村
図
書
が

一
九

八
三
年
に
発
行
し
た

『国
語
　
４
年
　
学
習
指
導
書
』
の

「
ご
ん
ぎ

つ
ね
」

の

「
学
習
指
導
の
展
開
例
」
中
の

「指
導
法
の
具
体
案
と
留
意
点
」
に
は
次

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
ｃ

青
い
煙
が
立
ち
上
る
様
子
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
た
い
ｃ
こ
の
表
現
か
ら

感
じ
る
こ
と
を
自
由
に
話
し
合
わ
せ
た
り
、
書
か
せ
た
り
し
て
い
く
。

「青
い
煙
」
か
ら
線
香
の
煙
と
イ
メ
ー
ジ
を
ダ
ブ
ら
せ
る
子
、
ご
ん
の

昇
天
と
と
ら
え
る
子
な
ど
多
様
で
あ
ろ
う
ｃ
い
ず
れ
に
し
て
も
、
作
品

の
余
韻
に
浸
り
込
ま
せ
て
い
く
よ
う
に
し
た
い
。

西
郷
が

「香
華
」

つ
ま
り
仏
前
に
そ
な
え
る
香
と
花
の
換
喩
と
見
な
し
た

の
に
対
し
て
、
光
村
図
書
は

「
線
香
」
に
限
定
し
て
い
る
。
「
煙
」
か
ら

「華

（花
と

を
連
想
す
る
に
は
多
少
の
飛
躍
が
あ
る
。
「線
香
」
と
限
定
し

た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
換
喩
は
よ
り
説
得
性
を
増
し
、
多
く
の
研
究
者
　
教

一
四
五



育
者
に
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
ｃ

一
例
を
挙
げ
る
ｃ
甲
斐
睦
朗
は
こ
の
最
終
文
の
表
現
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
解
釈
す
る
ｃ

撃
っ
て
す
ぐ
な
の
で
、
煙
が
出
る
ｃ
し
か
し
、
そ
の
煙
が
ご
ん
の
死

を
弔
う
た
め
の
線
香
の
煙
の
よ
う
な
感
じ
を
も
つ
。
「
」
ん
ぎ
つ
ね
」

最
大
の
余
韻
表
現
ｃ
「
バ
タ
リ
と
た
お
れ
る
」
「
目
を
落
と
す
」
「
バ
タ

リ
と
取
り
落
と
す
」
と
下
へ
下
へ
と
下
降
し
て
い
た
視
線
が
初
め
て
青

い
け
む
り
に
な
っ
て
上
昇
す
る
３
線
香
の
煙
を
暗
示
し
て
い
る
＾

兵
十
の
視
線
の
動
き

（「
下
へ
下
へ
し

と
は
対
照
的
に
、
コ
ロ
い
煙
」
は

上
へ
上
へ
と
上
昇
す
る
．）
こ
れ
は
ご
ん
の
昇
天
を
う
ら
な
っ
て
い
る
ｃ
図
ら

ず
も

「
死
へ
の
ベ
ク
ト
ル
」
と
な
っ
て
い
る
。

二
―
二
　
西
郷
以
降
の
教
材
論

川
野
理
夫
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
ｃ

〈青
い
け
む
り
が
、
ま
だ
つ
つ
口
か
ら
細
く
出
て
い
ま
し
た
０

と
い
う

む
す
び
の

一
文
は
、
ま
こ
と
に
象
徴
的
だ
。
描
写
さ
れ
て
い
る
の
は

〈青
い
け
む
り
〉
で
あ
る
。
「赤
」
や

「黒
」
が
、
強
く
さ
か
ん
な
さ
ま

を
象
徴
す
る
の
に
対
し
て
、
全
３

は
、
い
か
に
も
弱
く
は
か
な
い
感

じ
で
あ
る
＾
そ
の
う
え
、
本
文
で
は
、
全
目
い
）
と
か
ざ
ら
れ
る
も
の

は
、
た
ち
ま
ち
牢
中
に
消
え
て
し
ま
う

（け
む
り
〉
な
の
で
あ
る
。
そ

一
四
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の
け
む
り
は
、
〈ま
だ
〉
〈細
く
〉
出
て
い
る
の
で
あ
る
ｃ
〈ま
だ
〉
は

も
う
じ
き
終
わ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
し
、
〈
細
く
〉
も
た

い
へ
ん

弱
々
し
く
た
よ
り
な
い
感
じ
だ
。

「
細
く
」
で
は
あ

っ
て
も

「
ま
だ
」
生
き
て
い
る
ご
ん
ｃ
し
か
し
、
そ
れ

と
て

「
〈ま
だ
〉
は
も
う
じ
き
終
わ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
」
と
お
り
、
も

う
じ
き
死
ぬ
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
ｃ

川
野
は

「青
」
と
い
う
色
彩
に
着
目
し
て
い
る
。
色
彩

へ
の
関
心
は
授
業

の
発
問
　
指
示
に
も
表
れ
て
い
る
．

〈青
い
〉
と

「赤

い
」
「
黒
い
」
と
を
な
ら
べ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
あ
ら
わ

す
感
じ
の
ち
が
い
を
話
し
合
わ
せ
、
整
理
し
て
ま
と
め
て
や
る
。

「
ご
ん
ぎ

つ
ね
」
の
基
調
と
な
る
色
彩
は
赤
で
あ
る
。
冒
頭
部
に
既
に

「
つ
る
し
て
あ
る
と
ん
が
ら
し
」
の
赤
が
登
場
す
る
ｃ
「赤
い
井
戸
」
の
あ
る

兵
十
の
家
か
ら
出
棺
し
た
隊
列
は

「
赤
い
」
ひ
が
ん
花
を
ふ
み
折

っ
て
墓
地

に
着
く
。
な
お
、
「
ひ
が
ん
花
」
は

「多
く
の
地
方
で
別
称

（死
人
花
な
ど
）

を
持

つ

「
不
吉
な
花
」
で
あ
る
≒

ヽ
コ
）
で
も

「
死

へ
の
ベ
ク
ト
ル
」
は
換

喩
と
し
て
予
兆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
ｃ
そ
し
て
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
流

れ
る
の
が
ご
ん
の
赤

い
血
で
あ
る
ｃ
府
川
源

一
郎
は
言
う
）

読
み
手
の
意
識
の
中
で
、
「赤

い
」
世
界
は

「
ご
ん
ぎ

つ
ね
」
の
底
流

を
流
れ
る
色
彩
イ
メ
ー
ジ
を
作

っ
て
い
る
、
と

い
っ
て
も
い
い
。
（中



略
）
最
後
に
兵
十
に
撃
た
れ
て
横
た
わ
る
ご
ん
の
む
く
ろ
か
ら
流
れ
出

し
た
で
あ
ろ
う

「赤

い
」
血
も
、
そ
う
し
た
作
品
の
基
調
イ
メ
ー
ジ
と

ど
こ
か
で
連
関
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
）^

「
強
く
さ
か
ん
な
さ
ま
を
象
徴
す
る
」
赤
と
比
較
し
て
、
川
野
は

「
全
３

は
、

い
か
に
も
弱
く
は
か
な

い
感
じ
で
あ
る
」
と
と
ら
え
る
。
川
野
は

「青
」
に

「弱
く
は
か
な

い
」
感
覚
を
抱
く
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
感
覚

が
発
生
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
よ
り
詳
細
に
論
じ
た
例
と
し
て
中
西

一
弘
の
分

析
が
挙
げ
ら
れ
る
ｃ

火
な
わ
じ
ゅ
う
の
け
む
り
が
果
た
し
て

「青
い
」
の
か
、
事
実
は
知
ら

な
い
が
、
コ
ロ
い
」
と
い
う
鮮
明
な
単
色
を
用
い
て
い
る
言
語
表
現
が
、

け
む
り
の
存
在
感
を
鮮
や
か
に
示
す
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
け
む
り
が

鮮
明
に
な
る
の
に
比
例
し
て
、
読
者
は
ご
ん
の
死
を
こ
の
上
な
く
は
か

な
く
思

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「青
」
は

「
け
む
り
の
存
在
感
を
鮮
や
か
に
」
す
る
た
め
の
効
果
表
現
で

あ

っ
て
、
「
は
か
な
い
感
じ
」
を

い
だ
か
せ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も

「
け
む

り
」
に
よ

っ
て
で
あ
る
と

い
う
。

色
彩
に
対
す
る
感
覚
も
場
面
の
状
況
に
依
拠
す
る
ｃ
筆
者
は
、
こ
の
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
場
面
で
配
置
さ
れ
た

「青
」
に
対
し
て

「
鮮
や
か
」
さ
の
み
で

な
く
、
さ
ら
に
付
加
さ
れ
た
感
覚
を
持

つ
ｃ
そ
れ
は
言
う
な
ら
ば
、
清
冷
な

イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
清
冷
な
青
は
、
生
命
の
象
徴
で
あ
る

（血
液
の
）
赤
と

「青
い
煙
」
の
形
象

の
対
照
性
を
よ
り
引
き
立
た
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

中
西
の
論
に
一戻
る
。
氏
は
最
終
文
を
詳
細
に
分
析
す
る
ｃ

Ｏ
死
を
直
接
も
た
ら
し
た
火
な
わ
じ
ゅ
う
の
部
分

（
つ
つ
国
）
を
取
り

上
げ
、
死
の
印
象
を
持
続
さ
せ
な
が
ら
、
け
む
り
の
姿
を
い
よ
い
よ

具
体
的
に
表
現
し
て
、
は
か
な
さ
を
浸
透
さ
せ
て
い
く
。

○
死
と
の
連
想
が
強

い
け
む
り
を
、
「
細
く
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
ご

ん
の
死
と
も
重
ね
合
わ
さ
れ
、
こ
こ
で
も
は
か
な
い
感
じ
が
強
め
ら

れ
て
い
く
ｃ

Ｏ
最
後
は
、
「出
て
い
ま
し
た
。
」
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
け
む
り

が
出
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
、
い
か
に
細
く
と
も
、
上
に
向
か

っ
て
延
び
て
い
く
で
あ
ろ
う
ｃ
そ
う
読
者
は
想
像
す
る
に
ち
が
い
な

い
。
「
よ
う
し
ｃ
」
以
降
、
上
か
ら
下
へ
の
構
図
で
作
ら
れ
、
日
は
、

兵
十
も
読
者
も
、
下

へ
下
へ
と
向
か

っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
最
後
の

一
文
に
至

っ
て
、
逆
に
、
上

へ
向
か
っ
て
昇

っ
て
い
く
。
青
い
鮮
明

な
色
を
も

っ
て
、
細
く
ｃ
読
者
の
感
傷
を
誘

っ
て
や
ま
な
い
け
む
り

が
、
こ
れ
ま
で
に
形
作
ら
れ
た
空
間
の
中
を

一
筋
だ
け
、
逆
の
方
向

に
上
が

っ
て
い
く
ｃ

「
つ
つ
口
」
に
着
目
し
、
そ
れ
が

「
死
の
印
象
を
持
続
さ
せ
」
て
い
る
と

の
指
摘
で
あ
る
。
銃
口
が
殺
数
を
連
想
さ
せ
る
の
は
首
肯
で
き
る
。

そ
れ
と
は
別
に
、
中
西
の
論
述
に
は
重
要
な
心
性
が
合
意
さ
れ
て
い
る
。

中
西
は
な
ぜ

「
死
と
の
連
想
が
強
い
け
む
り
」
と
言
い
得
た
の
か
。
な
ぜ

一
四
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「
け
む
り
」
か
い

「
死
」
が
連
想
で
き
た
の
か
。
ま
ず
思

い
浮
か
ぶ
の
は

『徒
然
草
』
の
次
の

一
節
で
あ
る
ｃ

あ
だ
し
野
の
露
消
ゆ
る
時
な
く
、
鳥
部
山
の
畑
立
ち
去
ら
で
の
み
住

み
は
つ
る
習
ひ
な
ら
ば
、
い
か
に
も
の
の
あ
は
れ
も
な
か
ら
ん
。

「鳥
部
山
の
畑
」
と
は
火
葬
場
の
け
む
り
の
こ
と
で
あ
る
ｃ
想
像
を
過
し

く
す
る
な
ら
ば
、
中
西
は
無
意
識
の
う
ち
に
も

「
け
む
り
」
か
ら
火
葬
を
連

想
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
こ

ま
た
、
鶴
田
清
司
は

（分
析
〉
の
手
法
の

一
つ
で
あ
る

「対
比
」
を
援
用

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
ｃ

な
お
、
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
の

〈青

い
け
む
り
が
、
ま
だ

つ
つ
日
か
ら
細

く
出
て
い
ま
し
た
〉
と
い
う
描
写
は
、
そ
の
前
の

〈ド
ン
と
う
ち
ま
し

た
〉
〈
バ
タ
リ
と
た
お
れ
ま
し
た
〉
〈
バ
タ
リ
と
取
り
落
と
し
ま
し
た
〉

と
い
う
描
写
と
対
比
さ
れ
て
い
る

）^
つ
ま
り
、
全
月
い
け
む
り
〉
と

い

う
色
彩
語
　
イ
メ
ー
ジ
語
に
代
表
さ
れ
る

「
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
」
「嗅

見̈
的
イ
メ
ー
ジ
」
と

〈
ド
ン
と
〉
〈
バ
タ
リ
と
〉
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ

に
代
表
さ
れ
る

「
聴
覚
的
イ
メ
ー
ジ
」
の
対
比
で
あ
る
ｃ
そ
こ
に
は
、

動
の
世
界
↓
静
の
世
界
、
音
響
の
世
界
↓
沈
黙
の
世
界
と

い
う
転
換
が

見
ら
れ
る
ｃ

「静
の
世
界
」
「沈
黙
の
世
界
」
と
は
、
ご
ん
の
死
と
あ
い
ま

っ
て
葬
送
の

一
四
八

儀
式
を
象
徴
し
て
い
る
。
「
」
ん
ぎ

つ
ね
」
で
は
、
お

っ
か
あ
の
死
の
場
面

で
も

っ
て
葬
儀
が
実
態
的
に
描
か
れ
、
反
復
的
効
果
を
伴
い
つ
つ
作
品
末
に

お
い
て
葬
送
の
儀
式
が
象
徴
的
に
連
想
さ
れ
る
ｃ
物
語
全
体
が
死
へ
の
ベ
ク

ト
ル
で
覆
わ
れ
、
葬
送
の
儀
礼
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一二

〈兵
十
の
物
語
〉
―
―
生
へ
の
ベ
ク
ト
ル
ー
ー

三
―

一　

早
川
典
宏
の
教
材
論

前
章
の
解
釈
と
は
ま

っ
た
く
異
な
る
視
座
を
持
つ
教
師
が
い
る
。
早
川
典

宏
で
あ
る
。
璽
目
い
煙
　
」
の
文
に
対
し
て
早
川
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
３

こ
の

「
け
む
り
」
を
、
ど
う
感
じ
る
か
、
感
覚
と
し
て
と
ら
え
た
も
の

を
、
ま
ず
出
し
合

い
た
い
ｃ
／
子
ど
も
た
ち
は
、
「
か
わ
い
そ
う
」
「
さ

び
し
い
」
等
と
い
う
だ
ろ
う
ｃ
私
な
ら
ば
、
ど
う
で
あ
ろ
う
。
ま

っ
さ

き
に
う
か
ぶ
も
の
は
、
「
な
ま
な
ま
し
さ
」
で
あ
る
ｃ
破
局
の
な
ま
な

ま
し
い
余
韻
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
、
は
じ
ま
る
兵
十
の
生
き
ざ
ま

へ
の

予
告
と
し
て
の

「
な
ま
な
ま
し
さ
」
で
も
あ
る
ｃ
な
ぜ
、
そ
う
思
う
か

わ
か
ら
な
い
が
、
兵
十
は
私
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
私
の

主
観
で
あ
る
か
ら
、
子
ど
も
に
い
う
必
要
も
な
い
こ
と
だ
ｃ

「青

い
煙
」
を

「
な
ま
な
ま
し
さ
」
と
と
ら
え
る
．
早
川
自
身

「
な
ぜ
、

そ
う
思
う
か
わ
か
ら
な

い
」
と
言

い
つ
つ
も
、
「
兵
十
は
私
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
」
と
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
、
「
）
ん
ぎ

つ
ね
」
の
最
終



場
面
の

「そ
の
時
兵
十
は
、
ふ
と
顔
を
あ
げ
ま
し
た
。
と
狐
が
家
の
中
へ
は

い
つ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」
の
文
章
に
つ
い
て
、
早
川
は

「
そ
こ
で
、

こ
の
本
文
は
、
す
で
に
兵
十
の
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ
る
か
ら

（西
郷
竹
彦

の
い
う

『視
覚
の
転
換
し
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
ず

っ
と
ご
ん

（ま

た
は
そ
の
側
ら
）
の
視
点
で
物
語
が
進
ん
で
き
た
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
ご

ん
の
視
点
か
ら
兵
十
の
視
点

へ
と
転
換
し
て
い
る
事
実
を
早
川
は
承
知
し
て

い
る
の
だ
。
最
終
場
面
中
に
お
い
て

「ご
ん
ぎ
つ
ね
」
は
、
念
」
ん
の
物
語
〉

か
ら

〈兵
十
の
物
語
〉
へ
と
枠
組
み
を
拡
大
し
て
変
容
を
遂
げ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
早
川
に
も

「
兵
十
は
私
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
、

兵
十
と
自
分
と
を
重
ね
て
読
ま
せ
る
余
地
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三
好
修

一
郎
は
、
「
」
ん
ぎ
つ
ね
」
が
発
心
　
縁
起
諄
に
依
拠
す
る
構
造

を
持
ち
な
が
ら
も
、
後
日
諄
―
―

つ
ま
り
兵
十
の
そ
の
後
の
行
動

（剃
髪
す

る
、
神
と
し
て
祀
る
な
ど
）
―
―
が
欠
落
し
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
ｃ
ま
た

現
代

（あ
る
い
は
国
際
性
）
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
「兵
十
が
、
ち
ょ
う
ど
、

ご
ん
が
穴
の
中
で
想
像
力
を
働
か
せ
た
よ
う
に
、
ご
ん
の
真
実
に
自
ら
の
想

像
力
や
認
識
力
を
向
け
て
い
く
の
は
正
に
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。
」
レ
しヽ
て
、

ご
ん
の
悲
劇
物
語
で
終
了
す
る
従
来
の
読
み
方
に
駁
論
す
る
。
そ
の
う
え
で

「
ご
ん
狐
」
は
、
ご
ん
の
み
に

〈読
み
〉
を
焦
点
化
す
る
の
で
は
な
く
、
兵

十
に
寄
り
添
い
ご
ん
に
問
い
か
け
る
こ
と
で
、
新
し
い

〈読
み
〉
の
地
平
を

切
り
開
い
て
い
け
る
だ
ろ
シ
ど

と
、
〈兵
十
の
物
語
〉
の
形
成
に
教
育
的
意

義
を
見
出
し
て
い
る
。
ま
さ
に

「
こ
れ
か
ら
、
は
じ
ま
る
兵
十
の
生
き
ざ

ま
」
が
課
題
と
な
る
。
こ
れ
か
ら
の
兵
十
の
生
き
ざ
ま
の

「
予
告
と
し
て
の

「な
ま
な
ま
し
さ
Ｌ

を
早
川
は

「青
い
煙
」
か
ら
嗅
ぎ
取
っ
た
ｃ
北
の
大
地

「青
い
煙
」
の
形
象

に
生
き
る
生
活
者
と
し
て
の
遅
し
い
人
生
観
が
滲
み
出
て
い
る
。

兵
十
の
そ
の
後
の
生
き
方
に
焦
点
を
当
て
た
授
業
と
し
て
は
、
浜
上
薫
の

実
践
が
挙
げ
ら
れ
る
。
浜
上
は
、
「
」
ん
ぎ
つ
ね
」
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
の
検

討
の
後
、
「兵
十
が
少
し
で
も
満
足
で
き
る
た
め
に
、
そ
の
後
で
き
る
こ
と

を
二
つ
考
え
な
さ
ぃ
ど
と
発
問
し
て
い
る
。
解
は
「１
　
お
墓
を
つ
く
っ

て
あ
げ
た
の
で
は
な
い
か
。
↓
村
の
墓
地
」
と

「
２
　
村
の
人
た
ち
に

「
ご

ん
は
い
い
き

つ
ね
だ
」
と
伝
え
た
の
で
は
な
い
か
。
」
と
な

っ
て
い
る
。
い

ず
れ
の
解
も
、
そ
の
後
の

〈兵
十
の
物
語
〉
の
形
成
で
あ
り
、
兵
十
の
苦
悩

の
解
消
を
図
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
ｃ
こ
う
す
る
こ
と
で
兵
十
の
苦
悩
は
多

少
と
も
和
ら
ぐ
で
あ
ろ
う
が
、
問
題
は
そ
れ
が
兵
十
の
生
き
方
、
生
活
者
と

し
て
の
兵
十
の
変
革
に
ど
う
繋
が
る
か
で
あ
る
。

三
―
二
　
兵
十
は
何
者
な
の
か

早
川
は

「
聖
日
い
け
む
り
」
の
場
面
形
象
は
、
（中
略
）
生
々
し
さ
を
意
味

し
て
い
る
」
と
、
繰
り
返
し

「
生
々
し
さ
」
を
意
識
す
る
。
そ
れ
は
な
ぜ

か
ｃ「火

縄
銃
」
に
つ
い
て
、
早
川
は

「
こ
の
時
代
、
こ
の
種
の
武
器
を
、
百

姓
が
持
ち
、
し
か
も
納
屋
に
か
け
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ

ろ
”
。
」
と
疑
間
を
呈
し
つ
つ
も
、
そ
の
解
は
記
し
て
い
な
い
。
岸
本
修
二

も
、
「
赤

い
井
戸
」
「
小
さ
な
こ
わ
れ
か
け
た
家
」
「表
の
か
ま
ど
」
か
ら
貧

し
い
農
家
で
あ
る
ｃ
し
か
し
、
鉄
砲
を
持

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
普
通
と
は
違

う
農
家
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
」
と
言
う
。
日
頃
か
ら
常
に
使
用
で
き

る
よ
う
に
火
縄
銃
を
整
備
し
て
お
き
、
と

っ
さ
に
発
砲
準
備
を
完
了
さ
せ
、

一
四
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発
で
獲
物
を
仕
留
め
る
。
い
っ
た
い
兵
十
は
何
者
な
の
か
ｃ

ス
パ
ル
タ
ノ
ー
ト

「権
狐
」
は
次
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
。

茂
助
と
云
ふ
お
爺
さ
ん
が
、
私
達
の
小
さ
か

つ
た
時
、
村
に
ゐ
ま
し

た
。
「茂
助
爺
」
と
私
達
は
呼
ん
で
ゐ
ま
し
た
ｃ
茂
助
爺
は
、
年
と

つ

て
ゐ
て
、
仕
事
が
出
来
な
い
か
ら
子
守
ば
か
り
し
て
ゐ
ま
し
た
。
若
衆

倉
の
前
の
日
溜
で
、
私
達
は
よ
く
茂
助
爺
と
遊
び
ま
し
た
。

私
は
も
う
茂
助
爺
の
顔
を
覚
え
て
ゐ
ま
せ
ん
。
唯
、
茂
助
爺
が
　
夏
み

か
ん
の
皮
を
む
く
時
の
手
の
大
き
か
つ
た
事
だ
け
覚
え
て
ゐ
ま
す

）
茂

助
爺
は
、
若
い
時
、
猟
師
だ

つ
た
さ
う
で
す
〓
私
が
、
次
に
お
話
す
る

の
は
、
私
が
小
さ
か
つ
た
時
、
若
衆
倉
の
前
で
、
茂
助
爺
か
ら
き
い
た

話
な
ん
で
す
。
（傍
線
引
用
者
）

茂
助
爺
は
猟
師
だ

っ
た
。
茂
助
と
兵
十
の
姿
と
が
だ
ぶ
る
と
き
、
兵
十
の

影
が
う

っ
す
ら
と
浮
か
び
上
が
る
ｃ
兵
十
と
茂
助
爺
と
は
猟
師
仲
間
だ

っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
「
」
ん
ぎ

つ
ね
」
は
兵
十
か
ら
茂
助
爺

へ
伝
承
さ
れ
た

物
語
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
ｃ
「
終
末
部
分
で
は
爺
と
兵
十
の
像
が
重
な

っ
て
き
た
り
し
て
、
―
―
も
し
か
し
た
ら
、
茂
助
爺
さ
ん
が
猟
師
と
し
て
の

若
き
日
を
ダ
ブ
ら
せ
な
が
ら
語

っ
た
の
か
も
―
―
と
想
像
す
る
楽
し
み
も
出

て
き
ま
す
。
」
と
い
う
解
釈
も
可
能
と
な
る
。

田
中
実
や
浜
上
薫
の
論
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
包
含
関
係

が
見
え
て
く
る
。

つ
ま
り
、
〈兵
十
の
物
語
〉
が

〈ご
ん
の
物
語
〉
を
包
含

し
、
〈茂
助
爺
の
物
語
〉
が

〈兵
十
の
物
語
〉
を
包
含
し
、
さ
ら
に
は

〈村

一
五
〇

落
共
同
体
の
物
語
〉
が

〈茂
助
爺
の
物
語
）
を
包
含
す
る
と
い
っ
た
、
重
層

的
で
入
れ
子
型
の
包
含
関
係
が
成
立
す
る
。
図
１
の
通
り
で
あ
る
。

図
１兵

十
に
は
モ
デ
ル
が
い
る
と
さ
れ
る
。
校
定
本
の
語
注
に
は
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
ｃ

兵
十
　
　
当
時
、
岩
滑
新
田

（現

・
半
田
市
平
和
町

一
丁
Ｈ
七
四
番

地
）
に
、
江
端

丘
（
重
が
住
む
ｃ
「
田
鋤
き
の
名
人
」
と
呼
ば
れ
た
和

牛
使

い
の
名
手
。
魚
と
り
、
は
り
き
り
網
漁

（後
出
）
、
狩
猟
に
も
長

じ
、
大
雨
の
時
は
必
ず
は
り
き
り
網
漁
を
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
ｃ　
一
九

四
〇
年

（昭
和

一
五
年
）
没
ｃ
（傍
線
引
用
者
）

兵
重
は
、
和
牛
使

い
　
川
魚
漁
師
で
あ
る
と
と
も
に
猟
師
で
も
あ

っ
た
。

兵
十
も
猟
師
と
し
て
の

一
面
を
持

っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

在
村
鉄
砲
に
は
二
種
類
あ
る
ｃ　
一
種
類
は
鳥
獣
害
対
策
用
の
中
砲
発
射
の

成
し
鉄
砲
で
あ
る
３
も
う

一
種
類
が
猟
師
用
の
猟
師
鉄
砲
で
あ
る
）^
兵
十
持

参
の
火
縄
銃
は
、
即
座
に
実
弾
を
発
射
で
き
た
の
だ
か
ら
猟
師
鉄
砲
で
あ

る
）^
猟
師
鉄
砲
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
兵
十
が
猟
師
で



あ

っ
た
こ
と
の
証
に
ほ
か
な
ら
な
い
ｃ
早
川
学
級
の
児
童
が
言
う
。

「兵
十
、
て
っ
ぼ
う
打

つ
の
、
う
ま
す
ぎ
る
よ
Ｌ

「
い
つ
ぱ

つ
で
、
ば

た
り
だ
も
の
　
　
。
」

う
ま
い
は
ず
で
あ
る
３
兵
十
は
猟
師
な
の
だ
か
ら
３
（専
業
　
兼
業
と

い

う
現
代
的
職
業
論
の
概
念
は
不
用
で
あ
ろ
う
３
兵
十
の
仕
事
の

一
つ
に
狩
猟

が
あ

っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
ご

仕
事
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
ご
ん
の
死
後
も
兵
十
は
猟
を
続
け
た
で
あ
ろ

う
ｃ
動
物
の
生
命
を

い
た
だ
い
て
自
ら
の
生
活
を
営
ん
で
い
た
ｃ
狩
猟
者
と

し
て
の
宿
命
で
あ
る
。
し
か
し
、
引
き
金
を
引
く
と
き
の
意
識
は
大
き
く
変

わ

っ
た
に
違

い
な
い
ｃ
隠
居
す
る
ま
で
続
く
そ
の

一
瞬

一
瞬
に
お
い
て
兵
十

は
変
革
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
ｃ

四
　
ま
と
め

「青

い
煙
　
」
の
文
は
換
喩
に
よ
り
、
そ
の
意
味
世
界
が
広
が
る
．
「
）
ん

ぎ

つ
ね
」
を

〈ご
ん
の
物
語
〉
と
し
て
読
む
と
、
コ
日
い
煙
」
は
死

へ
の
形

象
と
な
り
、
あ
た
か
も
手
向
け
の
線
香
の
煙
を
象
徴
し
て
い
る
か
の
よ
う
に

読
め
る
ｃ　
一
方
、
「
も
ん
ぎ

つ
ね
」
を

〈
兵
十
の
物
語
〉
と
し
て
読
む
と
、

「青

い
煙
」
に

「
生
々
し
さ
」
を
見
る
こ
と
に
な
る
ｃ
生
あ
る
も
の
と
対
峙

す
る
生
々
し
さ
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
兵
十
の
今
後
の
生
き
方
の
予
告
と
し

て
の
生
々
し
さ
で
あ
る
。
ご
ん
の
鎮
魂
の
た
め
、
ご
ん
の
墓
を
建
て
た
り
、

「青
い
煙
」
の
形
象

ご
ん
を
語
り
継
ぐ
こ
と
で
兵
十
も
ご
ん
も
あ
る
程
度
の
救
済
は
得
ら
れ
よ

う
ｃ
し
か
し
そ
の

一
方
、
兵
十
は
猟
師
と
し
て
今
後
も
生
活
し
て
い
く
ｃ

「
青
い
煙
」
は
、
狩
猟
者
と
し
て
の
兵
十
を
象
徴
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
ｃい

く
つ
か
の

「
ご
ん
ぎ

つ
ね
」
教
材
研
究
論
を
読
ん
だ
が
、
そ
の
な
か
に

は

「
青
い
煙
　
」
の

一
文
に
あ
ま
り
重
き
を
置
か
な
い
教
材
論
も
散
見
で
き

た
ｃ
比
較
的
軽
く
流
し
て
進
め
る
と
い
う
指
導
計
画
で
あ
る
ｃ
お
の
ず
と
そ

の
理
由
も
書
か
れ
て
い
な
い
場
合
が
多

い
ｃ
そ
の
な
か
に
あ

っ
て
市
毛
勝
雄

は
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

小
学
四
年
生
に
と

っ
て
最
後
の
死
の
場
面
は
辛
い
と
こ
ろ
な
の
で

（中

略
）
テ
キ
パ
キ
と
授
業
を
連
ぶ
こ
と
に
賛
成
す
る
こ
こ
こ
を
念
入
り
に

話
し
合
わ
せ
て
、
子
ど
も
に
涙
を
こ
ぼ
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
悪
趣
味

な
授
業
で
あ
る
こ

意
図
的
に

「
子
ど
も
に
涙
を
こ
ぼ
さ
せ
よ
う
と
す
る
」
教
師
は
あ
ま
り
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
文
学
教
材
を
読
む
授
業
で
大
切
な
の
は
形
象
を
観
取
す
る

こ
と
で
あ
り
、
本
作
品
で
形
象
の
象
徴
性
が
最
も
顕
著
な
の
が
、
こ
の

コ
ロ

い
煙
　
」
の

一
文
で
あ
る
ｃ
授
業
で
取
り
扱
う
意
義
は
充
分
に
あ
る
と
思

現
実
的
に
問
題
な
の
は
、
ご
ん
が
撃
た
れ
る
場
面
に
関
心
が
集
中
す
る
あ

ま
り
、
子
ど
も
自
身
も

「青

い
煙
…
」
の

一
文
に
あ
ま
り
注
目
し
な
い
こ
と

で
あ
る

（北
吉
郎

・
鶴
田
清
司
）
ｃ
文
学
は
事
実
を
読
む
以
上
に
形
象
を
読

一
五

一



む
ｃ
文
学
教
材
の
読
解
に
お
い
て
、
形
象
を
読
む
べ
く
教
室
を
い
ざ
な
う
の

は
教
師
の
力
量
に
か
か

っ
て
い
る
ｃ

注（
１
）
安
直
哉

（
二
〇
〇
九
）
「
形
象
理
論
と
倒
語
説
」
島
岐
阜
大
学
教

育
学
部
研
究
報
告
＝
人
文
科
学
＝
』
５８
巻
１
号
、
二
五
三
―
二
六
二

頁
）

（２
）
佐
藤
信
夫

（
一
九
七
人
）
「
レ
ト
リ
ッ
ク
感
覚
―
こ
と
ば
は
新
し

い
視
点
を
ひ
ら
く
―
』
講
談
社
、　
一
一
五
頁

（３
）
野
内
良
三

（
二
〇
〇
七
）
『
レ
ト
リ
ッ
ク
の
す
す
め
』
大
修
館
書

店
、
大
三
頁

（４
）
作
品
題
名
の
表
記
に
つ
い
て
３
校
定
本
で
は

「
ご
ん
狐
」
で
あ

る
。
し
か
し
、
本
稿
は
小
学
校
四
年
生
の
教
材
研
究
を
主
旨
と
す
る

論
文
で
あ
る
ｃ
よ

っ
て
引
用
文
を
除
き
、
学
年
別
配
当
漢
字
表
の
都

合
上

「
ご
ん
ぎ

つ
ね
」
と
表
記
す
る
こ

（
５
）
新
美
南
吉

（
一
九
八
〇
）
「校
定
　
新
美
南
吉
全
集
　
″空
二
巻
』

大
日
本
図
書
、　
一
五
頁

（
６
）
浜
上
薫

（
二
〇
〇
八
）
〓
分
析
批
評
」
で
思
考
力
を
育
て
る
』

明
治
図
書
、
三
二
頁

（７
）
西
郷
竹
彦

（
一
九
六
人
）
『教
師
の
た
め
の
文
芸
学
入
門
一
明
治

図
書
、　
一
七
三
頁

（８
）
注

（７
）
に
同
じ
こ　
一
九
八
頁

（９
）
新
美
南
吉

（
一
九

人

一
）
一校
定
　
新
美
南
吉
全
集
　
糾弔
十
巻
』

一
五
二

大
日
本
図
書
、
六
五

一
頁

（
１０
）
早
川
典
宏

（
一
九
八
七

ａ
）
『授
業
の
し
た
ご
し
ら
え
　
ご
ん
ぎ

つ
ね
　
上
巻
』
道
民
教
出
版
、
五
七
頁

（
Ｈ
）
垣
内
松
三

（
一
九
三
三
）
「
形
象
理
論
よ
り
見
た
る
新
読
本
」

（国
民
教
育
新
聞
社
編

『
小
学
国
語
読
本
巻

一
　

編
纂
趣
旨
と
取

扱
』
、
九
九
―

一
二
九
頁
）

一
〇
四
頁

（
‐２
）
い江

（７
）
に
同
じ

）^
一
九
七
頁

（‐３
）
光
村
図
書

（
一
九
八
三
）
一国
語
　
４
年
　
学
習
指
導
書
』
光
村

図
書
、
三
四
四
頁

（‐４
）
甲
斐
睦
朗

（
一
九
九
四
）
「
ご
ん
ぎ

つ
ね
」
の
表
現
」
ミ
実
践

国
語
研
究
別
冊

　

一
二
一九
号
　
「
ご
ん
ぎ

つ
ね
」
教
材
研
究
と
全
授

業
記
録
』
明
治
図
書
、
五
―
四
七
貞
）
四
七
頁

（‐５
）
川
野
理
夫

（
一
九
八
六
）
『教
師
の
読
み
　
で
」
ん
ぎ
つ
ね
Ｌ

あ

ゆ
み
出
版
、　
一
三
ハ
頁

（
‐６
）
注

（
１５
）
に
同
じ

）́
一
二
〇
頁

（
‐７
）
鶴
田
清
司

（
一
九
九
三
）
〓
ご
ん
ぎ

つ
ね
」
の

〈解
釈
）
と

〈分
析
と

明
治
図
書
、　
一
五
頁

（‐８
）
ご
ん
ぎ

つ
ね
　
新
美
南
吉
の
世
界
展
実
行
委
員
会

（出
版
年
末

詳
）
コ
）
ん
ぎ

つ
ね
　
新
美
南
吉
の
世
界
展
』
の

一
四
ペ
ー
ジ
か
ら

一
六
ペ
ー
ジ
に
か
け
て
、
各
社
国
語
教
科
書
の
挿
絵

（昭
和
三
〇
年

か
ら
昭
和
六

一
年
）
が
選
出
さ
れ
て
い
る
．
そ
の
い
ず
れ
に
も
、
撃

た
れ
て
横
た
わ
る
ご
ん
の
身
体
か
ら
血
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
　
教

育
的
配
慮
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
こ
し
か
し
、
挿
絵
に
血
を
描
く
か



ど
う
か
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
問
題
で
は
な
い
。
鉄
砲
で
撃
た
れ
て
流

血
す
る
の
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
解
釈
作
業
に
は
豊
か
な
想
像
力

が
不
可
欠
で
あ
る
ｃ
な
お
、
筆
者
は
最
近

「ご
ん
ぎ
つ
ね
」
を
蒔
絵

の
絵
柄
と
し
た
手
作
り
の
帯
留
め
工
芸
品
を
見
た
こ
と
が
あ
る
ｃ
そ

こ
に
は
、
ご
ん
と
鉄
砲
と
栗
が
描
か
れ
て
お
り
、
ご
ん
の
腹
か
ら
は

鮮
血
が
ど
く
ど
く
と
流
れ
出
て
い
る
ｃ
現
代
工
芸
品
の
美
的
価
値
を

論
じ
る
審
美
眼
を
筆
者
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
こ
れ

と
し
て
強
い
印
象
を
与
え
る
作
品
で
あ

っ
た
。

（‐９
）
府
川
源

一
郎

（二
〇
〇
〇
）
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
を
め
ぐ
る
謎

子
ど
も
　
文
学

・
教
科
書
』
教
育
出
版
、
五
〇
頁

（２０
）
中
西

一
弘

（
一
九
九
七
）
『文
学
言
語
を
読
む
　
Ｉ
巻
　
「
ご
ん

ぎ
つ
ね
」
―
―
書
く
立
場
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
明
治
図
書
、　
一
四

七
頁

（２‐
）
注

（２０
）
に
同
じ
．　
一
四
七
頁

（２２
）
木
藤
才
蔵
校
注

（
一
九
七
七
）
『徒
然
草
』
新
潮
社
、
二
七
頁

（２３
）
圧ヽ

（‐７
）
に
同
じ
ｃ　
一
〇
八
頁

（２４
）
早
川
典
宏

（
一
九
八
七
ｂ
）
『授
業
の
し
た
ご
し
ら
え
　
ぃ
」
ん
ぎ

つ
ね
　
下
巻
』
道
民
教
出
版
、
八
八
頁

（２５
）
注

（２４
）
に
同
じ
ｃ
七
五
頁

（２６
）
三
好
修

一
郎

（
一
九
九
九
）
「新
美
南
吉

「ご
ん
狐
」
の
読
み
と

教
材
性
」
（全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
編

『国
語
科
教
育
』
４６
集
、

一
〇
四
―

一
一
一
頁
）

一
〇
五
頁

（２７
）
注

（２６
）
に
同
じ
ｃ　
一
〇
四
頁

「青
い
煙
」
の
形
象

（２８
）
注

（６
）
に
同
じ
．
八
二
頁

（２９
）
注

（６
）
に
同
じ
。
八
二
頁

（３０
）
注

（６
）
に
同
じ
ｃ
全

一頁

（３‐
）
注

（２４
）
に
同
じ
。
九
五
頁

（３２
）
圧ヽ

（２４
）
に
同
じ
。
七
六
頁

（３３
）
成
家
亘
宏

・
岸
本
修
二
編

（
二
〇

一
一
）
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の

授
業
』
東
洋
館
出
版
社
、
五
頁

（３４
）
圧ヽ

（９
）
に
同
じ
。
六
四
九
頁

（３５
）
小
松
善
之
助

（
一
九
八
八
）
『教
材

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
文
法
』

明
治
図
書
、
八
三
頁

（３６
）
田
中
実
　
須
貝
千
里
編
著

（二
〇
〇
五
）
弓
こ
れ
か
ら
の
文
学

教
育
」
の
ゆ
く
え
』
右
文
書
院

（３７
）
注

（６
）
に
同
じ
。

（３８
）
注

（５
）
に
同
じ
。
二
七
頁

（３９
）
圧ヽ

（２４
）
に
同
じ
ｃ
八
〇
百
（

（４０
）
渋
谷
孝
　
市
毛
勝
雄
編

（
一
九
九
〇
）
『授
業
の
た
め
の
全
発
問

・
Ｈ
　
小
学
校
４
年
　
文
学
教
材
―
―

一
つ
の
花
／
ご
ん
ぎ
つ
ね
』

明
治
図
書
、　
一
〇
五
頁

（４‐
）
北
吉
郎

（
一
九
九

一
）
『新
美
南
吉

「ご
ん
狐
」
研
究
』
教
育
出

版
セ
ン
タ
ー
、　
一
五
四
頁

（４２
）
注

（１７
）
に
同
じ
。　
一
〇
八
頁

一
五

三



主
要
参
考
文
献

（注
に
記
し
た
も
の
を
除
く
ｃ）

塚
本
学

（
一
九
八
三
）
『生
類
を
め
ぐ
る
政
治
―
―
元
禄
の
フ
オ
ー
ク

ロ
ア
ー
ー
』
平
凡
社

永
田
喜
久

（
一
九
八
八
）
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
授
業
』
桐
書
一房

大
西
忠
治
編

（
一
九
九

一
）
〓
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
の
読
み
方
指
導
』
明
治

図
書

渋
谷
孝
　
市
毛
勝
雄
編

（
一
九
九
七
）
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
言
語
技
術

教
育
』
明
治
図
書

田
中
実

・
須
貝
千
里
編

（
二
〇
〇

一
）
『文
学
の
力
×
教
材
の
力
　
小

学
校
編
４
年
』
教
育
出
版

阿
部
英
樹

（
二
〇
〇
二
）
「幕
末
瀬
戸
内
農
村
に
お
け
る
鉄
砲
売
買
の

実
態
と
特
質
―
―
広
島
藩
領
安
芸
国
賀
茂
郡
黒
瀬
組
の

「鉄
胞
商

事
」
を
事
例
と
し
て
―
―
」
昌
中
京
大
学
経
済
学
論
叢
』
１３
号
、

四
九
―
七
八
頁
）

田
村
操

・
石
川
久
子
他
　
表
現
よ
み
総
合
法
教
育
研
究
会
編

（二
〇
〇

五
）
『理
解
を
深
め
る
　
表
現
よ
み
　
小
学
校
国
語
４
年
　
〈ご
ん

ぎ
つ
ね
〉
全

つ
の
花
と

ル
ツ
ク

鶴
田
清
司

（
二
〇
〇
五
）
一な
ぜ
日
本
人
は

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
に
意
か

れ
る
の
か
―
小
学
校
国
語
教
科
書
の
長
寿
作
品
を
読
み
返
す
」
明

拓
出
版

山
口
憲
明

（二
〇
〇
八
）
マ
〕
ん
ぎ
つ
ね
　
教
材
分
析
と
全
発
問
』
ル

ッ

カ
／

鶴
田
清
司

（二
〇

一
〇
）
天
解
釈
〉
と

〈分
析
）
の
統
合
を
め
ざ
す
文

一
五
四

学
教
育
―
―
新
し
い
解
釈
学
理
論
を
手
が
か
り
に
―
―
』
学
文
社

浜
本
純
逸
監
修
　
松
崎
正
治
編
著

（
二
〇

一
〇
）
『文
学
の
授
業
づ
く

リ
ハ
ン
ド
ブ
ツ
ク
ー
ー
授
業
実
践
史
を
ふ
ま
え
て
―
―
　
第
２
巻

小
学
校
　
中
学
年
編
／
詩
編
』
漢
水
社

（や
す

。
な
お
や
　
岐
阜
大
学
准
教
授
）


