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抄
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二
〇
一
八
年
に
公
示
さ
れ
た
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
に
お
い
て
、
国
語
は
大
き
く
改
訂
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
そ
の
中
の
「
現
代
の
国
語
」
で
「
情
報
」

を
教
材
と
し
て
扱
う
こ
と
の
可
能
性
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。「
情
報
」
と
い
っ
て
も
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
新
聞
記
事
や
雑
誌
記
事
を
「
情

報
」
と
し
て
と
ら
え
、
近
年
、
教
育
の
場
で
も
注
目
さ
れ
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
一
つ
で
あ
る
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
平
等
」
に
つ
い
て
、
国
語
と
い
う
教
科
の
な
か
で
何
を

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
記
事
を
通
し
て
働
く
場
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
表
現
を
中
心
に
検
討
し
た
。 

 

 

一 

は
じ
め
に 

 

二
〇
一
八
年
に
公
示
さ
れ
た
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」［
一
］

に
お
い
て
、
国

語
は
大
き
く
改
訂
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、「
情
報
」
に
関
す
る
言
及
も
な
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
、
こ
の
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
の
「
現
代
の
国
語
」
に
示
さ
れ

た
「
情
報
の
扱
い
方
」
に
注
目
し
て
み
た
い
。 

前
述
の
「
現
代
の
国
語
」
に
記
載
さ
れ
た
「
情
報
」
に
関
わ
る
部
分
に
つ
い
て

は
、
日
比
嘉
高
が
「
今
回
の
指
導
要
領
に
含
ま
れ
る
内
容
は
、
一
〇
年
間
の
時
間

の
経
過
の
な
か
で
た
し
か
に
現
代
に
合
わ
せ
て
正
当
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
て

い
る
面
も
あ
る
。
特
に
評
価
し
て
お
き
た
い
の
は
、
高
校
国
語
科
の
一
部
科
目
に

お
け
る
内
容
構
成
の
う
ち
、「〔
知
識
及
び
技
能
〕」
の
中
に
、「
情
報
の
扱
い
方
」

に
関
す
る
事
項
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
［
二
］

よ
う
に
、
情

報
に
い
か
に
向
き
合
う
か
を
示
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「〔
思
考
力
、

判
断
力
、
表
現
力
等
〕
」
の
「
Ａ 

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
指
導
事
項
に
お

い
て
も
、「
ア 
目
的
や
場
に
応
じ
て
、
実
社
会
の
中
か
ら
適
切
な
話
題
を
決
め
、

様
々
な
観
点
か
ら
情
報
を
収
集
、
整
理
し
て
、
伝
え
合
う
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
」
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と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
「
Ｂ 

書
く
こ
と
」
の
指
導
事
項
に
も
「
ア 

目
的
や
意

図
に
応
じ
て
、
実
社
会
の
中
か
ら
適
切
な
題
材
を
決
め
、
集
め
た
情
報
の
妥
当
性

や
信
頼
性
を
吟
味
し
て
、
伝
え
た
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
」
「
イ 

読
み
手

の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
論
理
の
展
開
、
情
報
の
分
量
や
重
要
度
な
ど
を
考
え

て
、
文
章
の
構
成
や
展
開
を
工
夫
す
る
こ
と
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
集
め
た
「
情

報
」
を
も
と
に
、
生
徒
が
何
を
考
え
、
何
を
伝
え
る
の
か
／
何
を
伝
え
た
い
の
か

を
指
導
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

こ
う
し
た
生
徒
の
伝
え
る
力
は
、
前
述
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
「
書
く

こ
と
」
の
み
な
ら
ず
、
「
読
む
こ
と
」
と
も
関
連
さ
せ
る
こ
と
で
、
伸
ば
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
中
学
校
の
国
語
科
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
中
谷
い

ず
み
は
学
習
指
導
要
領
の
「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
事
項
を
結
び

付
け
つ
つ
批
評
力
を
育
成
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
述
べ
て
い
る
［
三
］
。
こ
の
中
谷

の
指
摘
は
、
今
回
の
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
で
も
生
か
さ
れ
る
べ
き
も
の

だ
ろ
う
。
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
の
「
Ｃ 

読
む
こ
と
」
の
言
語
活
動
に

は
、
「
ア 

論
理
的
な
文
章
や
実
用
的
な
文
章
を
読
み
、
そ
の
内
容
や
形
式
に
つ

い
て
、
引
用
や
要
約
な
ど
を
し
な
が
ら
論
述
し
た
り
批
評
し
た
り
す
る
活
動
」

「
イ 

異
な
る
形
式
で
書
か
れ
た
複
数
の
文
章
や
、
図
表
等
を
伴
う
文
章
を
読
み
、

理
解
し
た
こ
と
や
解
釈
し
た
こ
と
を
ま
と
め
て
発
表
し
た
り
、
他
の
形
式
の
文
章

に
書
き
換
え
た
り
す
る
活
動
」
を
通
じ
て
指
導
す
る
よ
う
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
事
項
を

通
し
て
見
て
み
る
と
、
先
の
伝
え
る
力
は
、
情
報
を
整
理
し
「
理
解
」
す
る
こ
と
、

「
批
評
」
す
る
こ
と
と
も
関
連
付
け
な
が
ら
育
成
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
だ
。 

こ
こ
で
、
「
情
報
」
あ
る
い
は
「
情
報
の
扱
い
方
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
少

し
考
え
て
み
た
い
。 

す
で
に
指
摘
の
あ
る
通
り
、
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
が
示
す
「
情
報
」

と
い
う
言
葉
は
、
か
な
り
幅
を
持
た
せ
た
意
味
合
い
で
使
わ
れ
て
お
り
、
新
設
さ

れ
た
も
の
の
何
を
も
っ
て
「
情
報
」
と
す
る
の
か
、
明
確
に
は
言
い
難
い
部
分
も

あ
る
［
四
］
。
た
と
え
ば
、
「
書
く
こ
と
」
の
言
語
活
動
「
ア 

論
理
的
な
文
章
や
実

用
的
な
文
章
を
読
み
、
本
文
や
資
料
を
引
用
し
な
が
ら
、
自
分
の
意
見
や
考
え
を

論
述
す
る
活
動
」
に
示
さ
れ
た
「
本
文
」
や
「
資
料
」
ま
た
「
文
章
」
と
い
っ
た

言
葉
は
、
「
情
報
」
と
ほ
ぼ
同
義
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は

今
後
、
社
会
的
な
議
論
の
な
か
で
さ
ら
に
深
ま
る
（
深
め
る
）
も
の
と
思
わ
れ
る

の
で
、
性
急
に
「
情
報
」
と
は
何
か
と
い
う
答
え
を
見
出
す
の
は
難
し
い
が
、
本

稿
で
は
先
に
挙
げ
た
「
書
く
こ
と
」
の
言
語
活
動
を
踏
ま
え
つ
つ
、
新
聞
や
雑
誌

の
記
事
を
「
情
報
」
と
と
ら
え
、
教
材
と
し
て
一
つ
の
提
案
を
し
て
み
た
い
。 

「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
に
「
情
報
」
と
い
う
言
葉
が
盛
り
込
ま
れ
た
背

景
に
は
、
近
年
、
日
本
の
み
な
ら
ず
多
く
の
国
が
抱
え
る
問
題
が
あ
る
［
五
］
。
こ

の
よ
う
な
問
題
を
生
み
出
さ
な
い
た
め
に
は
、
何
か
の
事
柄
に
対
し
て
、
情
報
を

一
つ
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
自
分
の
意
見
を
確
立
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
事
柄
の
背
景
も
理
解
し
た
上
で
、
自
ら
の
意
見
を
伝
え
る
こ
と
が
重

要
と
な
る
。
ま
た
一
方
で
、
授
業
を
受
け
る
生
徒
た
ち
が
興
味
・
関
心
を
持
ち
、

自
身
の
身
の
回
り
や
日
常
生
活
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
よ
う
な
教
材
が
新

設
さ
れ
た
「
情
報
」
で
も
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、「
情
報
」
と
い
っ
て
も
様
々

な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
新
聞
記
事
を
最
初
の
入
口
と
し
て
、
雑
誌

記
事
に
繋
げ
て
考
え
て
み
た
い
。
新
聞
も
雑
誌
も
、
当
然
な
が
ら
情
報
の
集
合
体

で
あ
る
。
す
で
に
新
聞
は
国
語
に
限
ら
ず
授
業
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に

雑
誌
を
加
え
、
教
材
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
授
業
が
展
開
で
き
る

か
、
特
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
情
報
を
教
材
と
し
て
扱
う
こ
と
の
可
能
性
を
検

討
し
て
み
た
い
。
同
じ
事
柄
（
本
稿
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
し
て
）
に
、
読
者
層

も
時
代
も
異
な
る
紙
面
・
誌
面
を
通
し
て
向
き
合
い
、
生
き
方
や
働
き
方
を
方
向
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づ
け
よ
う
と
す
る
言
葉
の
力
学
と
、
そ
の
背
後
に
あ
る
社
会
規
範
に
目
を
向
け
る

き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
な
「
情
報
」
を
学
ぶ
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
以

下
、
国
語
科
の
授
業
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
扱
う
こ
と
の
意
義
を
確
認
し
た
後
、
新
聞

や
雑
誌
の
な
か
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
情
報
を
教
材
と
し
て
ど
の
様
に
用
い

る
か
考
察
し
て
い
く
。 

 

二 

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
国
語
科 

  

近
年
、
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」
と
い
う
用
語
を
聞
く
よ
う

に
な
っ
た
。
周
知
の
通
り
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（Sustainable D

evelopm
ent G

oals

）
と

は
、
二
〇
一
五
年
の
国
連
サ
ミ
ッ
ト
で
採
択
さ
れ
た
「
持
続
可
能
な
開
発
目
標
」

を
指
し
、
二
〇
三
〇
年
ま
で
の
達
成
を
目
指
し
て
い
る
。
一
七
の
分
野
で
構
成
さ

れ
た
こ
の
目
標
は
、
貧
困
や
健
康
、
教
育
、
産
業
、
環
境
問
題
な
ど
、
国
を
超
え

て
誰
も
が
向
き
合
う
べ
き
問
題
が
示
さ
れ
て
い
る
［
六
］

の
だ
が
、
そ
の
五
つ
目
に

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
実
現
し
よ
う
」
と
い
う
目
標
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
つ
い
て
は
、
私
立
の
中
学
入
試
で
も
出
題
さ
れ
て
い
る

ほ
か
、
公
立
中
学
校
の
授
業
で
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
［
七
］

の
で
、
生
徒
た
ち

に
と
っ
て
も
あ
る
程
度
馴
染
み
の
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
し
、
高
等
学
校
の
国
語

に
お
い
て
も
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
取
り
入
れ
た
授
業
が
報
告
さ
れ
て
い
る
［
八
］
。 

 

実
際
に
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
教
育
に
取
り
入
れ
た
取
り
組
み
は
新
聞
で
も
確
認
で
き

る
。
た
と
え
ば
、『
朝
日
新
聞
』
の
「
学
び
を
深
め
る 

変
わ
る
大
学
入
試
２
０

２
０
」
と
い
う
コ
ラ
ム
で
は
、
教
科
書
に
収
録
さ
れ
た
小
説
を
も
と
に
、
次
の
よ

う
な
問
い
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。 

 

日
本
の
小
説
で
女
性
の
描
か
れ
方
は
ど
う
変
化
し
て
き
た
か
、
具
体
的
な
作

品
名
と
時
代
背
景
を
関
連
づ
け
て
４
０
０
字
程
度
で
ま
と
め
よ
う
［
九
］ 

 こ
の
問
い
は
、
前
述
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
掲
げ
ら
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
平
等
と
結
び

つ
け
な
が
ら
、
高
等
学
校
の
現
代
文
の
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
「
羅
生
門
」

「
こ
こ
ろ
」
「
山
月
記
」
「
舞
姫
」
の
場
合
、
女
性
の
登
場
人
物
は
い
る
も
の
の
、

い
ず
れ
も
男
性
の
視
点
か
ら
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
さ
れ
」［
一
〇
］
、
著
者
も
男
性
で

あ
る
こ
と
、
一
方
の
「
現
代
小
説
で
は
女
性
を
主
人
公
と
す
る
作
品
が
増
え
、
多

く
の
女
性
作
家
も
活
躍
」［
一
一
］

し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
た
う
え
で
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
コ
ラ
ム
に
は
「
小
説
を
通
し
て
、
作
品
が
書
か
れ
た
時
代
の
男
性
・
女

性
に
対
す
る
社
会
の
意
識
を
垣
間
見
る
こ
と
」［
一
二
］

が
で
き
、
小
説
の
み
な
ら
ず

「
評
論
な
ど
幅
広
い
文
章
を
通
し
て
考
え
て
み
る
」［
一
三
］

こ
と
も
で
き
る
と
書
か

れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
問
い
を
深
め
れ
ば
、
生
徒
た
ち
が
近
現
代
の
文
学
や
文

学
史
に
つ
い
て
捉
え
直
し
、
考
え
る
視
点
を
身
に
つ
け
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
だ

ろ
う
［
一
四
］
。 

こ
の
よ
う
に
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
一
つ
で
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
平
等
に
つ
い
て
高
等

学
校
の
国
語
の
授
業
で
学
び
、
考
え
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
が
、
こ
れ
を
「
高
等

学
校
学
習
指
導
要
領
」
の
「
現
代
の
国
語
」
の
「
情
報
」
に
当
て
は
め
て
考
え
る

と
、
ど
の
よ
う
な
教
材
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。 

 

す
で
に
高
等
学
校
で
は
、
新
聞
を
小
論
文
等
の
教
材
と
し
て
用
い
て
い
る
と
こ

ろ
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
は
新
聞
か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
記
事
を
取

り
上
げ
、
そ
れ
を
入
口
に
教
材
の
幅
を
広
げ
て
い
く
こ
と
を
試
み
る
。
ジ
ェ
ン
ダ

ー
と
い
っ
て
も
様
々
な
記
事
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
働
く
場
と
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
記
事
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
。
働
く
こ
と
を
取

り
上
げ
る
理
由
は
、
高
等
学
校
卒
業
後
、
就
職
す
る
者
、
専
門
学
校
や
大
学
に
進

学
す
る
者
と
い
う
よ
う
に
進
路
は
異
な
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
多
く
の
生
徒
が
数
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年
後
に
は
社
会
人
と
な
り
働
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
働
く
と
い
う
こ
と
の
背

景
が
抱
え
持
つ
事
柄
を
理
解
し
、
当
事
者
と
し
て
の
意
識
を
持
っ
て
考
え
て
も
ら

う
た
め
で
あ
る
。 

 

三 

新
聞
記
事
の
活
用 

  

ま
ず
は
一
つ
目
の
教
材
に
あ
た
る
新
聞
記
事
を
挙
げ
て
み
た
い
。
二
〇
一
八
年

一
二
月
に
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ｗ
Ｅ
Ｆ
）
が
公
表
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ

プ
（
男
女
格
差
）
の
ラ
ン
キ
ン
グ
で
、
日
本
が
一
四
九
か
国
の
う
ち
一
一
〇
位
だ

っ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
こ
こ
二
年
ほ
ど
の
状
況
を
見
て
も
、
二
〇
一
六
年

は
一
四
四
か
国
中
一
一
一
位
、
二
〇
一
七
年
は
一
四
四
か
国
中
一
一
四
位
と
い
う

位
置
に
お
り
、
な
か
な
か
変
わ
ら
な
い
現
状
が
見
て
取
れ
よ
う
［
一
五
］
。 

 

そ
う
し
た
な
か
、
二
〇
一
八
年
の
ラ
ン
キ
ン
グ
が
公
開
さ
れ
て
か
ら
ほ
ど
な
く

し
て
、「
女
性
経
営
者
の
壁 

壊
そ
う
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
、「
政
治
、
経
済
、

教
育
、
健
康
の
４
分
野
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
大
き
な
男
女
格
差
が
あ
る
の
が
経

済
と
政
治
だ
。
（
略
）
日
本
は
Ｗ
Ｅ
Ｆ
で
指
摘
さ
れ
た
女
性
管
理
職
の
少
な
さ
に

加
え
て
、
女
性
経
営
者
が
少
な
く
、
軽
視
さ
れ
が
ち
な
現
状
が
あ
る
」［
一
六
］

と
い

う
記
事
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
記
事
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
を
政

治
・
経
済
、
教
育
、
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
取
り
上
げ
た
な
か
の
第

一
回
目
（
政
治
・
経
済
）
に
あ
た
る
。
記
事
で
は
最
初
に
企
業
内
の
女
性
管
理
職

や
女
性
経
営
者
の
少
な
さ
が
ま
と
め
ら
れ
、
続
い
て
、
女
性
の
政
治
参
加
に
つ
い

て
、
最
後
に
世
界
と
の
差
を
示
し
つ
つ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
の
認
識
を
持
つ

こ
と
、
対
策
を
考
え
る
こ
と
等
が
今
後
の
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。 

 

こ
の
働
く
場
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
テ
ー
マ
に
、
ま
ず
は
新
聞
記
事
を
読
む
と
こ
ろ

か
ら
始
め
て
み
た
い
。
生
徒
に
は
、
今
回
の
教
材
の
テ
ー
マ
を
踏
ま
え
、
最
初
の

論
点
で
あ
る
企
業
内
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
と
末
尾
の
今
後
の
課
題
を
中
心

に
読
む
よ
う
伝
え
、
あ
る
程
度
読
む
時
間
を
取
る
。
そ
の
後
、
「
記
事
か
ら
わ
か

っ
た
こ
と
」
を
短
い
文
章
で
書
か
せ
、
そ
の
「
わ
か
っ
た
こ
と
」
に
対
す
る
自
分

の
意
見
と
、
な
ぜ
そ
の
意
見
に
至
っ
た
の
か
、
簡
単
に
理
由
も
書
き
添
え
る
よ
う

伝
え
る
［
一
七
］
。
こ
う
し
て
、
最
初
の
記
事
に
向
き
合
っ
た
時
の
自
ら
の
意
見
と
理

由
を
ま
と
め
た
後
、
雑
誌
記
事
へ
と
移
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、
雑
誌
記
事
か
ら

働
く
女
性
の
位
置
や
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
女
性
が
働
く
こ
と
に
対
す
る

周
囲
の
認
識
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
教
材
を
提
示
す
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
な
ら
ず
、
次
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ

も
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
先
に
取
り
上
げ
た
記
事
と
同
時
期
に
他
の

主
要
新
聞
で
女
性
と
働
く
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
た
記
事
が
あ
る
の
か
、
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
等
を
用
い
て
生
徒
自
身
が
調
べ
、
そ
れ
ら
の
記
事
を
読
み
比
べ
て
み
る
。

そ
う
す
る
こ
と
で
同
じ
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
も
新
聞
に
よ
っ
て
伝
え
方
の
違
い
、
視

点
の
違
い
な
ど
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
そ
こ
か
ら

自
ら
の
初
発
の
意
見
を
振
り
返
り
、
考
え
を
深
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
が
、

こ
こ
で
は
、
雑
誌
記
事
を
通
じ
て
、
働
く
女
性
に
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
振
り

返
え
る
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。
働
く
女
性
の
歴
史
を
振
り
返
る
ポ
イ
ン
ト
は

多
々
あ
る
が
、
な
ぜ
女
性
の
管
理
職
や
経
営
者
は
少
な
い
の
か
、
企
業
に
お
い
て

女
性
は
ど
の
様
な
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
の
か
、
特
に
〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉

と
い
う
言
葉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
雑
誌
記
事
を
振
り
返
り
な
が
ら
女
性
と
働
く
こ

と
に
つ
い
て
内
容
を
深
め
る
こ
と
を
試
み
る
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
新
聞
も
雑

誌
も
情
報
の
集
合
体
で
あ
る
。
こ
と
に
雑
誌
は
、
広
範
な
読
者
を
持
つ
新
聞
と
は

異
な
り
、
読
者
層
が
あ
る
程
度
限
定
さ
れ
る
。
そ
の
分
、
時
代
の
特
色
や
要
求
を

切
り
取
り
、
反
映
し
た
情
報
を
ま
と
め
上
げ
る
メ
デ
ィ
ア
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し

た
メ
デ
ィ
ア
で
、
過
去
に
女
性
と
働
く
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
言
葉
の
や
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り
と
り
が
あ
っ
た
の
か
、〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
と
呼
ば
れ
た
女
性
た
ち
は
ど
の

よ
う
に
働
き
、
周
囲
か
ら
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
た
の
か
を
考
え

て
み
た
い
［
一
八
］
。 

 

四 

雑
誌
記
事
の
活
用 

  

先
に
一
つ
目
の
情
報
と
し
て
、
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
も
関
わ
る

ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
、
女
性
管
理
職
・
経
営
者
の
少
な
さ

を
扱
っ
た
記
事
を
教
材
に
取
り
上
げ
た
。
こ
こ
で
は
、
時
代
を
遡
っ
て
一
九
五
〇

年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
企
業
で
働
く
女
性
に
向
け
て
用
い
ら
れ
た

〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
と
い
う
言
葉
に
光
を
当
て
、
記
事
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。 

 

〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
と
は
、
Ｂ
Ｇ
と
も
呼
ば
れ
、
多
く
は
高
等
学
校
卒
業
後

に
企
業
で
事
務
職
に
従
事
し
た
女
性
を
さ
す
［
一
九
］
。
彼
女
た
ち
は
の
ち
に
〈
オ
フ

ィ
ス
レ
デ
ィ
〉
／
Ｏ
Ｌ
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
一
九
五
〇
年
代
の

雑
誌
、
特
に
若
い
女
性
に
向
け
た
雑
誌
に
は
〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
に
関
す
る
情

報
が
溢
れ
て
い
る
。
当
時
、
彼
女
た
ち
の
働
き
方
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て

い
た
の
か
、
雑
誌
の
記
事
を
読
む
こ
と
で
理
解
を
深
め
、
情
報
を
読
み
解
く
視
点

を
掴
む
こ
と
が
次
の
目
的
と
な
る
。 

 

ま
ず
は
、『
婦
人
生
活
』
（
同
志
社
の
ち
婦
人
生
活
社
）
の
記
事
を
二
点
提
示
し

て
み
た
い
。『
婦
人
生
活
』
は
、
目
次
や
読
者
欄
か
ら
考
え
て
、
一
〇
代
後
半
の

〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
か
ら
二
〇
代
の
既
婚
女
性
を
読
者
と
し
た
雑
誌
で
、
誌
面

に
は
〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
の
話
題
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
職
場
一
年
生
の
ふ

と
こ
ろ
手
帖
（
２
）
職
場
の
上
長
先
輩
や
同
僚
異
性
と
の
交
際

つ

き

あ

い
方
」
と
い
う
特

集
は
、
タ
イ
ト
ル
通
り
「
職
場
一
年
生
」、
つ
ま
り
企
業
で
働
く
よ
う
に
な
っ
て

ま
も
な
い
若
い
女
性
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
は
ま
だ
〈
ビ
ジ

ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
と
い
う
言
葉
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
見
出
し
ご
と
に
新
社
会
人
と

な
っ
た
女
性
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
綴
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
職
業
観
・
働
き
方
な

ど
も
わ
か
る
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
先
の
特
集
の
う
ち
、「
つ
ゝ
ま
し
い
誠
実

さ
」
と
「
お
茶
を
出
す
こ
と
」
と
い
う
見
出
し
に
ま
と
め
ら
れ
た
記
事
を
引
用
し

て
み
た
い
。 

 

あ
な
た
方
は
女
で
あ
つ
て
も
、
仕
事
に
対
し
て
は
あ
く
ま
で
も
必
死
に
取

組
む
だ
け
の
、
旺
盛
な
フ
ア
イ
ト
が
、
是
非
必
要
な
の
で
す
が
、
し
か
し
、

職
場
に
入
つ
た
ば
か
り
の
、
い
わ
ば
一
年
生
の
あ
な
た
方
に
は
、
そ
れ
よ
り

先
に
、
ま
じ
め
に
上
長
の
指
示
を
つ
ゝ
ま
し
く
聞
く
と
い
つ
た
こ
と
が
、
一

番
大
切
な
こ
と
と
思
い
ま
す
。（
「
つ
ゝ
ま
し
い
誠
実
さ
」［
二
〇
］
） 

 

 
 
 

さ
て
、
い
つ
も
問
題
に
な
る
の
は
事
務
所
で
の
お
茶
く
み
の
問
題
で
す
。

（
略
）
／
や
は
り
、
職
場
で
は
妹
さ
ん
の
あ
な
た
方
で
す
。
お
家
で
お
父
様

や
お
兄
様
に
お
茶
を
出
し
て
上
げ
る
よ
う
に
、
ご
く
自
然
な
気
持
で
職
場
で

も
そ
う
し
た
や
さ
し
い
女
ら
し
さ
は
持
つ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

（
「
お
茶
を
出
す
こ
と
」［
二
一
］
） 

  

右
の
記
事
を
読
ん
だ
上
で
、
先
の
新
聞
記
事
の
場
合
と
同
じ
く
、
「
記
事
か
ら

わ
か
っ
た
こ
と
」
を
ま
と
め
さ
せ
て
、
自
分
の
意
見
と
そ
の
理
由
を
書
い
て
も
ら

う
。
た
と
え
ば
右
の
二
つ
の
記
事
の
う
ち
、
「
つ
ゝ
ま
し
い
誠
実
さ
」
に
は
、
「
女

で
あ
つ
て
も
、
仕
事
に
対
し
て
は
あ
く
ま
で
も
必
死
に
取
組
む
」
と
あ
る
。
こ
こ

か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、「
男
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
の
、「
女

で
あ
つ
て
も
」
と
い
う
部
分
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
暗
に
比
較
さ
れ
て
い
る
の
は
男

性
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
上
で
、
女
性
で
あ
っ
て
も
仕
事
に
は
必
死
で
取
り
組
む
必
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要
が
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
点
だ
ろ
う
。
ま
た
一
方
の
「
お
茶
を
出
す
こ
と
」
は
、

職
場
が
何
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
か
を
示
す
も
の
と
言
え
る
。
新
人
の
女
性
社

員
は
「
妹
さ
ん
」
で
、
男
性
上
司
や
年
上
の
男
性
社
員
た
ち
は
「
お
父
様
」
か
「
お

兄
様
」、
つ
ま
り
職
場
が
家
庭
と
同
じ
意
味
合
い
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

仕
事
は
必
死
に
、
け
れ
ど
も
職
場
は
、
金
野
美
奈
子
［
二
二
］

の
指
摘
す
る
通
り
家
庭

と
一
続
き
と
捉
え
ら
れ
、
「
や
さ
し
い
女
ら
し
さ
」
を
持
ち
合
わ
せ
る
こ
と
―
―

記
事
か
ら
は
、
女
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
ち
ら
に
も
（「
女
で
あ
つ
て
も
」
／

「
や
さ
し
い
女
ら
し
さ
」
）
利
用
可
能
な
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
、
企
業
内
で
の
新
人
の
女
性
社
員
の
位
置
な
ど
も
掴
む
こ
と
が
で
き
る
の

だ
。
こ
う
し
た
記
事
は
、
当
時
の
社
会
規
範
や
企
業
の
体
質
が
、
仕
事
を
性
別
が

持
つ
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
分
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
り
、
最

初
の
新
聞
記
事
に
書
か
れ
て
い
た
女
性
管
理
職
や
経
営
者
の
少
な
さ
の
歴
史
を

知
る
一
つ
の
手
立
て
と
な
る
だ
ろ
う
。 

 

さ
ら
に
、
も
う
少
し
お
茶
く
み
と
〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
に
関
す
る
雑
誌
記
事

に
目
を
向
け
、
働
く
場
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
関
係
性
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。

「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
の
「
現
代
の
国
語
」
に
示
さ
れ
た
「
情
報
」
に
は
、

「
吟
味
」
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
今
回
の
教
材
の
場
合
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
の
ラ
ン
キ
ン
グ
が
常
に
下
位
で
あ
る
背
景
の
一
つ
と
考

え
ら
れ
る
、
過
去
に
働
く
女
性
が
置
か
れ
た
立
場
を
記
事
か
ら
探
る
こ
と
が
こ
の

「
吟
味
」
に
当
た
る
だ
ろ
う
。
お
茶
く
み
と
〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
に
つ
い
て
の

記
事
は
、
そ
の
後
も
誌
面
に
登
場
す
る
の
だ
が
、
た
と
え
ば
「
ビ
ジ
ネ
ス
・
ガ
ー

ル
の
５
章
」（
「
特
集 

ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
の
生
活
手
帖
」）
の
「
お
茶
を
く
れ
」

と
い
う
見
出
し
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。
少
し
長
く
な
る
が
以
下
に

そ
の
一
部
を
引
用
し
て
み
た
い
。 

 

 
 

日
本
の
執
務
形
態
が
、
お
茶
く
み
ば
か
り
で
な
く
い
ろ
い
ろ
な
点
で
そ
こ
ま

で
公
私
の
別
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
か
ら
、
感
情
的
に
も
公
私
の
区
別
が

つ
か
な
い
。
／
だ
が
お
茶
を
く
れ
と
い
わ
れ
る
側
で
、
そ
う
神
経
を
立
て
る

の
も
、
私
は
ど
う
か
と
思
う
。
も
し
あ
な
た
が
職
場
に
長
く
い
て
、
仕
事
の

上
に
も
実
績
を
上
げ
、
美
し
い
年
齢
の
輝
き
も
加
え
て
来
れ
ば
、
も
う
お
茶

を
汲
ま
さ
れ
な
く
て
も
よ
く
な
る
か
ら
だ
。
一
軒
の
家
に
し
て
も
、
妹
た
ち

が
大
き
く
な
っ
て
来
れ
ば
、
お
姉
さ
ん
は
も
う
お
使
い
に
行
か
な
く
と
も
よ

い
の
と
、
そ
れ
は
同
じ
で
あ
る
。
／
（
略
）
こ
こ
が
辛
抱
の
し
所
と
思
っ
て
、

耐
え
て
す
れ
ば
、
妙
な
ス
ト
レ
ス
が
加
わ
っ
て
悲
し
く
な
る
。
そ
こ
で
、
家

庭
の
中
で
、
お
父
さ
ん
な
り
お
兄
さ
ん
な
り
が
、
お
茶
を
の
み
た
い
だ
ろ
う

と
き
に
汲
ん
で
上
げ
る
や
さ
し
い
娘
心
を
も
っ
て
し
て
は
如
何
だ
ろ
う
か
。 

（
「
お
茶
を
く
れ
」［
二
三
］
） 

  

こ
の
記
事
を
先
の
「
つ
ゝ
ま
し
い
誠
実
さ
」
と
「
お
茶
を
出
す
こ
と
」
の
「
記

事
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
」
を
ま
と
め
た
後
に
提
示
し
て
み
る
と
、
企
業
と
家
庭
が

地
続
き
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
生
徒
に
は
よ
り
説
得
力
の
あ
る
情

報
と
し
て
見
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
と
さ
ら
に
難
し
い
説
明
を
し
な

く
て
も
、
記
事
か
ら
は
当
時
の
職
場
が
性
別
に
よ
っ
て
社
員
を
切
り
分
け
て
い
た

こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
記
事
で
は
、
お
茶
く
み
の
よ
う
な
い
わ
ば
直
接
仕
事
と

関
連
し
な
い
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
が
生
じ
る
の
も
日
本
企
業
の
形
態
ゆ
え
だ

ろ
う
と
、
企
業
側
の
問
題
に
目
を
向
け
る
も
の
の
、
結
局
は
社
員
に
「
妹
」「
お

姉
さ
ん
」
「
お
父
さ
ん
」「
お
兄
さ
ん
」
と
い
っ
た
家
庭
で
の
呼
称
を
用
い
、
職
場

で
も
「
娘
心
」
を
持
と
う
と
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
記
事
か
ら
、

当
時
の
〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
が
企
業
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
立
場
に
立
た
さ
れ

て
い
た
の
か
理
解
で
き
よ
う
。
小
平
麻
衣
子
が
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
六
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〇
年
代
に
か
け
て
女
性
週
刊
誌
『
女
性
自
身
』
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
に
ふ
れ
て
「
職

場
で
〈
女
性
ら
し
い
〉
気
遣
い
を
要
求
す
る
社
会
は
、
女
性
に
職
場
よ
り
は
家
庭

に
い
て
ほ
し
い
社
会
で
あ
り
、
Ｂ
Ｇ
た
ち
は
、
仕
事
を
ず
っ
と
続
け
さ
せ
て
も
ら

え
る
か
も
わ
か
ら
な
い
が
、
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
で
家
庭
的
と
は
思
わ
れ
ず
に

結
婚
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
板
挟
み
に
悩
ん
で
い
る
の
で
も
あ
り
ま

し
た
」［
二
四
］

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
は
企
業
内
で
難
し
い
位

置
に
立
た
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
で
教
材
と
し
た
『
婦
人
生
活
』
で
も
、「
Ｂ
Ｇ
生

活
そ
の
は
か
な
き
５
年
間
」［
二
五
］

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
、
結
婚
に
よ
っ
て
退

職
す
る
女
性
た
ち
に
向
け
て
「
Ｂ
Ｇ
無
用
論
」
と
い
う
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
は
、
志
願
者
は
増
加
す

る
も
の
の
勤
続
年
数
は
短
く
、
職
場
に
定
着
で
き
な
い
存
在
な
の
だ
［
二
六
］
。
つ
ま

り
、
先
の
「
お
茶
を
く
れ
」
の
記
事
に
書
か
れ
て
い
た
「
お
姉
さ
ん
」
に
な
る
ま

で
我
慢
し
よ
う
（
あ
る
程
度
会
社
で
働
き
自
分
よ
り
下
の
女
性
社
員
が
増
え
る
ま

で
我
慢
し
よ
う
）、
と
い
う
こ
と
が
当
時
で
き
た
の
か
と
い
え
ば
、
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
ま
た
女
性
社
員
が
直
面
し
た
結
婚
に
よ
る
〈
寿
退
社
〉
や
暗
黙
の
ル
ー

ル
の
よ
う
な
〈
三
〇
歳
定
年
制
〉
に
よ
っ
て
、
た
い
て
い
の
場
合
、
長
く
勤
め
る

こ
と
が
難
し
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
別
の
雑
誌
記
事
や
教
員
の
説
明
で
補

っ
て
い
く
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。 

こ
こ
ま
で
、
新
聞
記
事
を
入
口
と
し
て
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
の

雑
誌
記
事
を
中
心
に
、
働
く
場
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
関
係
性
を
検
討
し
た
。
こ
こ
ま

で
を
振
り
返
っ
て
、
「
新
聞
記
事
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
女
性
管
理
職
あ

る
い
は
女
性
経
営
者
が
少
な
い
こ
と
の
背
景
の
一
つ
に
は
、
女
性
が
働
く
こ
と
に

対
す
る
こ
れ
ま
で
の
認
識
も
影
響
し
て
い
る
。
女
性
社
員
は
職
場
に
お
い
て
ど
の

よ
う
な
存
在
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
の
か
、
雑
誌
記
事
を
用
い
て
説
明
し
、
そ
れ

に
対
す
る
自
分
の
意
見
を
書
い
て
み
よ
う
」
と
い
っ
た
問
い
か
け
を
し
て
み
る
の

も
、
各
々
記
事
の
内
容
の
復
習
に
も
な
り
、
意
見
を
ま
と
め
、
伝
え
る
力
の
育
成

に
つ
な
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

五 

情
報
の
集
合
体
と
し
て 

  

今
回
、
雑
誌
記
事
の
教
材
と
し
て
提
示
し
た
『
婦
人
生
活
』
は
、
当
時
〈
ビ
ジ

ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
に
も
愛
読
さ
れ
て
い
た
。「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
の
「
解

説
」［
二
七
］

に
あ
る
よ
う
に
、
「
現
代
の
国
語
」
は
実
用
的
・
論
理
的
な
文
章
を
扱
う

科
目
で
あ
っ
て
小
説
は
扱
わ
な
い
の
で
、
こ
の
後
の
展
開
と
し
て
は
、
ジ
ェ
ン
ダ

ー
に
関
す
る
評
論
等
を
読
む
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、
雑
誌
が
情
報
の
集

合
体
で
あ
る
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
雑
誌
の
な

か
で
〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
を
登
場
さ
せ
た
小
説
も
ま
た
、
当
時
の
読
者
に
と
っ

て
み
れ
ば
情
報
の
一
つ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
同
じ
誌
面
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
小
説

が
、
記
事
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
、
読
む
こ

と
へ
の
興
味
・
関
心
を
引
き
出
す
ツ
ー
ル
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。 

そ
の
際
、
小
説
の
二
・
三
行
を
抜
き
出
す
の
で
は
な
く
、
文
章
の
総
体
と
し
て

小
説
に
向
き
合
う
こ
と
が
出
来
れ
ば
よ
い
。
た
と
え
ば
、
当
時
は
〈
Ｂ
Ｇ
小
説
〉

と
呼
ば
れ
る
小
説
が
女
性
雑
誌
（
月
刊
誌
）
や
女
性
週
刊
誌
に
登
場
す
る
時
期
で

も
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
〈
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
小
説
〉
で
知
ら
れ
る
源
氏
鶏
太
も
〈
Ｂ

Ｇ
小
説
〉［
二
八
］

を
書
い
て
い
て
、
本
稿
で
記
事
を
取
り
上
げ
た
『
婦
人
生
活
』
に

も
「
向
日
葵
娘
」（
一
九
五
二
年
一
月
～
一
二
月
）
と
い
う
小
説
を
連
載
し
て
い

る
。
教
科
書
の
定
番
教
材
と
は
異
な
る
が
、
情
報
と
と
も
に
消
費
さ
れ
た
作
家
・

小
説
で
あ
り
、
職
場
を
舞
台
と
す
る
小
説
を
書
い
た
と
い
う
点
で
は
、
本
稿
で
挙

げ
た
一
連
の
教
材
と
繋
が
る
も
の
だ
ろ
う
。
当
時
人
気
の
あ
っ
た
作
家
が
〈
ビ
ジ

ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
を
主
人
公
と
し
た
小
説
で
何
を
描
い
た
の
か
、
小
説
の
な
か
で
〈
ビ
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ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
は
い
か
に
描
か
れ
た
の
か
知
る
こ
と
で
、
よ
り
一
層
理
解
も
深

ま
る
は
ず
で
あ
る
。 

 
「
向
日
葵
娘
」
の
連
載
第
一
回
目
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
［
二
九
］
。
主
人
公

の
藤
野
節
子
は
二
一
歳
。
高
校
卒
業
後
は
家
事
手
伝
い
を
し
て
い
た
が
、
大
阪
・

北
浜
に
あ
る
会
社
の
庶
務
課
で
働
く
こ
と
に
な
り
、「
弁
慶
さ
ん
」
と
い
う
あ
だ

名
の
親
切
な
男
性
社
員
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
書
類
整
理
等
を
行
い
、
お
茶
く

み
も
率
先
し
て
行
な
っ
て
い
た
。
あ
る
日
、
会
社
内
の
女
性
社
員
た
ち
は
男
性
社

員
か
ら
要
求
さ
れ
る
お
茶
く
み
に
耐
え
か
ね
て
、
お
茶
く
み
ス
ト
ラ
イ
キ
を
起
こ

す
の
だ
が
、
節
子
だ
け
は
「
弁
慶
さ
ん
」
の
こ
と
を
思
っ
て
複
雑
な
思
い
で
い
る
。

節
子
は
帰
宅
後
、
両
親
に
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
相
談
し
、
自
ら
の
意
見
を
「
家

庭
に
だ
つ
て
、
男
に
向
く
仕
事
と
、
女
に
向
く
仕
事
が
あ
る
よ
う
に
、
会
社
に
だ

つ
て
、
そ
う
な
ん
だ
、
と
思
う
て
い
ま
す
。
お
茶
を
い
れ
る
の
も
、
そ
の
一
例
に

過
ぎ
な
い
の
や
な
い
か
し
ら
」
と
話
し
、
翌
朝
、
通
勤
電
車
内
で
「
弁
慶
さ
ん
」

に
助
け
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
周
囲
に
何
を
言
わ
れ
て
も
彼
に
お
茶
く
み

を
す
る
こ
と
を
決
め
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
連
載
第
一
回
目
の
大
ま
か
な
内
容

だ
が
、
そ
の
後
も
お
茶
く
み
ス
ト
ラ
イ
キ
が
会
議
で
議
論
さ
れ
た
り
、
節
子
を
よ

く
思
わ
な
い
女
性
社
員
の
抑
圧
や
「
弁
慶
さ
ん
」
と
の
恋
が
描
か
れ
、
最
終
回
で

節
子
と
「
弁
慶
さ
ん
」
は
恋
を
実
ら
せ
て
大
団
円
と
な
る
。 

連
載
第
一
回
目
に
は
、
女
性
社
員
に
対
す
る
男
性
社
員
の
「
お
い
、
お
茶
を
く

れ
」
と
い
っ
た
乱
暴
な
物
言
い
や
「
お
茶
を
い
れ
る
の
が
、
女
の
仕
事
や
な
い
か
」

「
男
女
同
権
は
恐
れ
い
つ
た
ね
。
ロ
ク
に
仕
事
も
出
来
な
い
く
せ
に
」
と
い
っ
た

台
詞
が
描
か
れ
て
お
り
、
誌
面
で
話
題
に
な
っ
て
い
た
「
お
茶
く
み
」
が
創
作
に

も
影
響
し
、
共
振
・
共
鳴
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
主
人
公
の
節
子
が
、

家
庭
の
中
で
の
良
い
娘
そ
の
ま
ま
に
、
職
場
で
も
素
直
で
正
義
感
の
強
い
、
そ
れ

で
い
て
性
別
役
割
を
心
得
た
、
当
時
の
「
お
茶
く
み
」
問
題
に
対
す
る
模
範
解
答

の
よ
う
な
娘
＝
〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
と
し
て
登
場
し
、
家
庭
と
企
業
の
繋
が
り

を
体
現
し
て
い
る
点
も
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
情
報
が
創
作

と
も
影
響
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
授
業
を
通
し
て
示
す
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
生
徒
の
興
味
や
関
心
を
引
き
出
す
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

六 

お
わ
り
に 

  

本
稿
で
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
が
掲
げ
る
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
平
等
」
か
ら
〈
ビ
ジ
ネ
ス

ガ
ー
ル
〉
の
置
か
れ
た
立
場
や
位
置
に
遡
っ
て
考
察
し
た
が
、
ほ
か
に
も
、
い
わ

ゆ
る
〈
大
黒
柱
〉
と
し
て
働
く
場
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
い
た
当
時
の
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
に
光
を
当
て
た
り
、
性
別
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
せ
る
〈
ら
し
さ
〉
が
職
場
と

ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
等
を
通
じ
て
生
徒
が
意
見

を
交
換
し
合
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
働
く
場
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す

る
新
聞
記
事
や
雑
誌
記
事
を
時
代
ご
と
に
追
い
、
一
方
で
小
説
や
漫
画
の
な
か
で

主
人
公
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
悩
み
に
直
面
し
て
い

る
の
か
、
そ
の
変
遷
を
辿
っ
て
い
く
と
い
っ
た
方
法
も
、
情
報
を
整
理
し
伝
え
る

力
を
養
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
読
書
と
も
関
連
付
け
た
学
習
と
な
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
重
要
な
こ
と
は
、
情
報
の
積
み
重
ね
で
は
な
く
、
考
え
を
深
化
さ
せ
な
が
ら
、

学
ぶ
こ
と
の
面
白
さ
や
、
学
ぶ
こ
と
で
生
徒
自
身
が
抱
え
て
い
た
〈
何
か
〉
に
（
本

稿
の
教
材
の
場
合
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
複
雑
な
思
い
に
）
向
き
合
え
る

よ
う
に
な
っ
た
り
、
そ
の
〈
何
か
〉
を
言
語
化
で
き
る
手
助
け
と
な
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
う
し
た
生
徒
に
寄
り
添
っ
た
教
材
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

注
・
引
用
文
献 

［
一
］
以
下
、
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
の
引
用
は
全
て
、
文
部
科
学
省
「
高
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等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
３
０
年
告
示
）」 

http://w
w

w.m
ext.go.jp/com

ponent/a_m
enu/education/m

icro_detail/__icsFile

s/afieldfile/2019/09/26/1384661_6_1_2.pdf

（
最
終
確
認
二
〇
一
九
年
一
〇
月
八

日
）
に
よ
る
。 

［
二
］
日
比
嘉
高
「
高
校
国
語
科
の
曲
が
り
角 

新
学
習
指
導
要
領
の
能
力
伸
長

主
義
、
実
社
会
、
移
民
時
代
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
（
「
特
集
＊
教
育
は
変

わ
る
の
か
」
『
現
代
思
想
』
二
〇
一
九
年
、
第
四
七
巻
、
第
七
号
、
一
一
四
―
一

二
三
頁
。
） 

［
三
］
中
谷
い
ず
み
「
「
書
く
こ
と
」
に
よ
る
批
評
力
の
育
成
―
―
「
読
む
こ
と
」

と
の
繋
が
り
を
意
識
し
て
―
―
【
中
学
校
】」
（
「
特
集
「
思
考
・
判
断
・
表
現
」

の
学
力
を
育
成
す
る
」
『
日
本
語
学
』
二
〇
一
一
年
、
第
三
〇
巻
、
第
一
〇
号
、

二
〇
―
二
七
頁
。） 

［
四
］
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
の
「
情
報
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
［
二
］

や
紅
野
謙
介
「
「
国
語
」
改
革
に
お
け
る
多
様
性
の
排
除 

教
材
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

の
意
義
」
（
「
特
集
＊
教
育
は
変
わ
る
の
か
」
『
現
代
思
想
』
二
〇
一
九
年
、
第
四

七
巻
、
第
七
号
、
一
〇
六
―
一
一
三
頁
）
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

［
五
］
前
掲
［
二
］
に
お
い
て
日
比
は
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
中
心
に
大
量
の

情
報
が
出
回
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
ど
れ
が
信
頼
で
き
る
の
か
迷
う
よ
う
な
事
態

や
、
対
立
す
る
よ
う
な
見
解
の
い
ず
れ
に
与
す
る
べ
き
な
の
か
を
よ
り
適
切
に
判

断
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
「
情
報
の
扱
い
方
」
が
示
し
た
能
力
は
非
常

に
重
要
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。 

［
六
］
無
署
名
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
は
」（
「【
特
集
】
わ
が
子
と
学
ぶ
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」『
朝

日
新
聞 

エ
デ
ュ
ア
』
二
〇
一
九
年
七
月
二
八
日
、
一
面
）
参
照
。 

［
七
］
無
署
名
「
２
０
１
９
年
に
出
題
さ
れ
た
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
関
わ
る
中
学
入
試
問

題
」
（
「
【
特
集
】
わ
が
子
と
学
ぶ
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」
『
朝
日
新
聞 

エ
デ
ュ
ア
』
二
〇

一
九
年
七
月
二
八
日
、
一
面
）
の
グ
ラ
フ
、
お
よ
び
松
倉
紗
野
香
・
聞
き
手
山
下

茂
「
好
奇
心
の
喚
起
が
学
力
向
上
に
つ
な
が
る 

全
校
で
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
学
習 

課

題
を
「
自
分
ご
と
化
」
」（
「【
特
集
】
わ
が
子
と
学
ぶ
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」
『
朝
日
新
聞 

エ

デ
ュ
ア
』
二
〇
一
九
年
七
月
二
八
日
、
二
面
）
を
参
照
。 

［
八
］
三
木
由
美
子
「
よ
り
よ
い
社
会
に
す
る
た
め
に
～
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」
×
「
ま

わ
し
よ
み
新
聞
」
～
」
（
「
研
究
報
告
お
よ
び
授
業
実
践
報
告
」
『
会
誌 

平
成
３

０
年
度
研
究
集
録 

〈
創
立
７
０
周
年
記
念
号
〉
』
滋
賀
県
高
等
学
校
国
語
教
育

研
究
会
、
二
〇
一
九
年
、
六
六
号
、
一
六
―
二
一
頁
。
） 

［
九
］
伊
吹
侑
希
子
「
学
び
を
深
め
る 

変
わ
る
大
学
入
試
２
０
２
０
」
（
『
朝

日
新
聞
』
二
〇
一
八
年
一
二
月
八
日
、
朝
刊
、
三
二
面
。） 

［
一
〇
］
前
掲
［
九
］
に
同
じ
。 

［
一
一
］
前
掲
［
九
］
に
同
じ
。 

［
一
二
］
前
掲
［
九
］
に
同
じ
。 

［
一
三
］
前
掲
［
九
］
に
同
じ
。 

［
一
四
］
ほ
か
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
国
語
教
育
に
関
し
て
は
、
秋
吉
和
紀
「
ジ
ェ
ン

ダ
ー
・
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
を
育
む
国
語
教
育
の
実
践
」
（
『
国
語
教
育
研
究
』
二
〇

一
七
年
、
第
五
八
号
、
九
一
―
九
九
頁
）
、
木
村
季
美
子
「
高
校
国
語
科
に
お
け

る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
教
材
の
授
業
の
提
案
―
―
谷
村
志
穂
「
雪
ウ

サ
ギ
」
を
用
い
て
―
―
」
（
『
奈
良
教
育
大
学
国
文 

研
究
と
教
育
』
二
〇
一
七

年
、
第
四
〇
巻
、
一
五
―
二
九
頁
）
等
が
あ
る
。 

［
一
五
］
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
の
ラ
ン
キ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
男

女
共
同
参
画
局
総
務
課
「
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ

指
数
２
０
１
８
」
を
公
表
」
（
『
共
同
参
画
』
二
〇
一
九
年
、
第
一
一
九
号
、
七

頁
）
お
よ
び
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
総
務
課
「
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
「
ジ

ェ
ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
２
０
１
７
」
を
公
表
」
（
『
共
同
参
画
』
二
〇
一
八
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年
、
第
一
〇
八
号
、
八
頁
）
を
参
照
。 

［
一
六
］
高
橋
末
菜
ほ
か
「
女
性
経
営
者
の
壁 

壊
そ
う
」
（
『
朝
日
新
聞
』
二

〇
一
八
年
一
二
月
二
〇
日
、
朝
刊
、
七
面
。
） 

［
一
七
］
こ
う
し
た
書
く
指
導
方
法
に
つ
い
て
は
、
前
掲
［
三
］
を
参
照
。 

［
一
八
］〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
と
雑
誌
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
井
原
あ
や
「
『
女

性
自
身
』
と
源
氏
鶏
太
―
―
「
ガ
ー
ル
」
は
い
か
に
し
て
働
く
か
」
（
『
国
語
と

国
文
学
』
二
〇
一
七
年
、
第
九
四
巻
、
第
五
号
、
一
三
七
―
一
五
〇
頁
）
を
参
照
。

こ
の
拙
論
で
は
、
雑
誌
研
究
の
視
点
か
ら
『
女
性
自
身
』
の
〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉

に
関
す
る
記
事
を
分
析
し
た
。 

［
一
九
］
〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
や
そ
の
後
の
〈
オ
フ
ィ
ス
レ
デ
ィ
〉
に
つ
い
て

は
金
野
美
奈
子
『
Ｏ
Ｌ
の
創
造 

意
味
世
界
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
（
勁
草
書

房
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。 

［
二
〇
］
石
垣
純
二
「
職
場
の
上
長
先
輩
や
同
僚
異
性
と
の
交
際

つ

き

あ

い
方
」
（
「
職

場
一
年
生
の
ふ
と
こ
ろ
手
帖
（
２
）」
『
婦
人
生
活
』
一
九
五
一
年
、
第
五
巻
、
第

四
号
、
二
一
四
―
二
一
七
頁
。） 

［
二
一
］
前
掲
［
二
〇
］
に
同
じ
。 

［
二
二
］
前
掲
［
一
九
］
に
同
じ
。 

［
二
三
］
松
田
ふ
み
子
「
お
茶
を
く
れ
」（
「
ビ
ジ
ネ
ス
・
ガ
ー
ル
の
５
章
」『
婦

人
生
活
』
一
九
五
八
年
、
第
一
二
巻
、
第
七
号
、
一
九
九
―
二
〇
〇
頁
。
） 

［
二
四
］
小
平
麻
衣
子
「
作
品
は
、
読
ま
れ
な
く
て
も
〈
名
作
〉
に
な
る 

堀
辰

雄
『
風
立
ち
ぬ
』
を
例
に
」
（
『
小
説
は
、
わ
か
っ
て
く
れ
ば
お
も
し
ろ
い
―
―

文
学
研
究
の
基
本
１
５
講
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
、
一
四
五
―

一
五
六
頁
。） 

［
二
五
］
〈
座
談
会
〉
土
岐
雄
三
・
大
和
勇
三
・
十
返
千
鶴
子
・
上
坂
冬
子
「
Ｂ

Ｇ
生
活
そ
の
は
か
な
き
５
年
間
」
（『
婦
人
生
活
』
一
九
六
四
年
、
第
一
八
巻
、
第

三
号
、
二
三
二
―
二
三
六
頁
）。
な
お
、〈
Ｂ
Ｇ
無
用
論
〉
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
〈
女

子
大
学
無
用
論
〉
や
〈
女
子
学
生
亡
国
論
〉
が
話
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
合
わ

せ
て
考
え
る
と
、
労
働
や
教
育
の
場
に
お
け
る
女
性
の
位
置
が
見
え
て
く
る
。

〈
女
子
大
学
無
用
論
〉
と
〈
女
子
学
生
亡
国
論
〉
に
つ
い
て
は
小
山
静
子
「
女
子

学
生
批
判
が
意
味
し
た
も
の
」
（
『
戦
後
教
育
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
』
勁
草
書
房
、

二
〇
〇
九
年
、
一
四
九
―
一
九
一
頁
）
を
参
照
。 

［
二
六
］
当
時
の
〈
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ル
〉
の
平
均
勤
続
年
数
に
つ
い
て
は
、
『
女

性
自
身
』
（
前
掲
［
一
八
］
参
照
）
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
ほ
か
、
川
田
喜

久
治
・
上
坂
冬
子
「
Ｂ
Ｇ
で
あ
る
こ
と
」
（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
六
二
年
、
第
四

〇
巻
、
第
二
号
、
グ
ラ
ビ
ア
の
た
め
ペ
ー
ジ
の
記
載
な
し
）
で
も
、
〈
ビ
ジ
ネ
ス

ガ
ー
ル
〉
の
働
き
方
な
ど
が
写
真
と
文
章
で
紹
介
さ
れ
、
「
昨
今
の
Ｂ
Ｇ
志
願
者

は
年
々
３
０
万
人
の
増
加
で
あ
る 

平
均
勤
続
四
年
で 

そ
の
回
転
は
早
い
」
と

書
か
れ
て
い
る
。 

［
二
七
］
「
解
説
」
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
「【
国
語
編
】
高
等
学
校
学
習
指

導
要
領
（
平
成
３
０
年
告
示
）
解
説
」 

http://w
w

w.m
ext.go.jp/com

ponent/a_m
enu/education/m

icro_detail/__icsFile

s/afieldfile/2019/03/28/1407073_02_1_1.pdf

（
参
照
二
〇
一
九
年
八
月
三
〇
日
）

を
参
照
。 

［
二
八
］〈
Ｂ
Ｇ
小
説
〉
に
つ
い
て
は
、
前
掲
［
一
八
］
を
参
照
。 

［
二
九
］
源
氏
鶏
太
「
向
日
葵
娘
」（
連
載
第
一
回
）
の
本
文
の
引
用
は
、
「
向
日

葵
娘
」
（
『
婦
人
生
活
』
一
九
五
二
年
、
第
六
巻
、
第
一
号
、
六
四
―
七
五
頁
）

に
よ
る
。 

※
引
用
文
中
の
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
が
、
特
異
な
も
の
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。

ま
た
、
引
用
文
中
の
改
行
は
「
／
」
で
示
し
た
。 

（
受
付
日
：
二
〇
一
九
年
九
月
六
日
、
受
理
日
：
二
〇
一
九
年
九
月
一
七
日
） 
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井
原 

あ
や
（
い
は
ら 

あ
や
） 

現
職
：
大
妻
女
子
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師 

 
専
門
は
日
本
近
代
文
学
。
著
書
『〈
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
女
〉
を
欲
望
す
る
―
―

文
学
・
女
性
週
刊
誌
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
（
青
弓
社
、
二
〇
一
五
年
）。
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