
説
明
文
の
学
習
指
導
に
お
け
る

ハ
1
〉

倉
期
陣
栄
世
間
は
、
一
十
年
ほ
ど
前
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。

「
読
む
と
は
、
文
字
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
」
。
「
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
文
字
、

文
索
、
言
一
説
問
、
そ
読
む
こ
と
で
す
が
、
そ
の
こ
と
は
、
文
字
、
文
家
、
言
語
と
い

う
も
の
に
く
っ
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
っ
て
、
出
品
〈
は
そ
の
文

字
や
文
章
か
ら
内
的
に
離
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
矛
盾
を
持
っ
て
い
る
」
。

そ
し
て
、
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
「
そ
の
文
章
か
ら
離
れ
て
、
別
に
あ
る
役

界
を
自
分
で
発
見
し
た
と
い
う
こ
と
」
で
、
そ
れ
は
「
文
字
の
除
界
止
な
乗
り
超

え
て
意
味
の
世
界
の
方
へ
自
分
は
入
っ
た
と
い
う
こ
と
」
だ
。
と
こ
ろ
が
「
従

来
の
読
み
い
は
、
「
文
字
と
い
う
も
の
を
超
え
る
こ
と
は
間
関
険
で
、
そ
れ
は
読

む
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
た
い
ぜ
つ
に
し
て
」
き
た
。

だ
が
「
文
字
だ
け
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
は
、
そ
れ
は
文
宇
の
体
系
の
中
に

入
っ
て
し
ま
っ
て
、
意
味
そ
の
も
の
、
こ
と
の
英
樹
氏
を
発
見
し
な
い
こ
と
で
は

「
脱
文
字
」

化
に
関
す
る
一

試
論

高

木

ま

さ

き

な
い
の
か
」
。
こ
れ
は
情
報
化
社
会
が
叫
ば
れ
る
中
、
国
語
科
に
お
け
る
読
み

の
指
導
の
多
く
が
、
所
与
の
教
材
文
の
言
わ
ば
字
問
を
追
う
こ
と
の
み
に
終
始

し
が
ち
な
現
状
に
対
し
て
、
主
体
性
を
も
っ
て
読
む
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
脱
文
字
」
と
い
う
逆
説
的
な
言
葉
を
投
げ
か
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
問
題
意
識
を
喚
起
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
、

今
回
な
お
そ
の
新
鮮
さ
を
失
わ
な
い
よ
う
に
怒
わ
れ
る
が
、
本
稿
は
、
こ
の
「
脱

文
字
」
と
い
う
一
一
一
商
業
を
借
り
て
、
倉
調
停
の
論
と
は
時
間
な
る
観
点
か
ら
、
説
明
文

の
学
習
指
導
に
お
け
る
そ
の
必
要
性
’
な
考
察
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

1 

一
九
九

O
年
十
一
月
号
の
『
教
育
科
学
問
語
教
育
』
（
明
治
岡
山
茂
ぬ
四
一
一
一

回
〉
誌
上
一
に
お
い
て
、
渋
谷
孝
の
「
説
明
的
文
章
で
つ
け
る
読
解
能
力

l
i「調

べ
読
み
」
・
「
述
べ
方
読
み
」
の
克
服
へ
の
途

l
l」
と
題
す
る
提
案
な
受
け

て
、
誌
上
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
た
。
渋
谷
の
提
案
は
、
冒
頭
で
氏
が
紹
介



し
て
い
る
よ
う
に
、
「
水
に
う
く
仕
組
み
」
（
同
改
訂
小
学
関
語

4
上
』
教

育
出
版
昭
和
五
八
・
一
・
二
十
〉
と
い
う
「
あ
め
ん
ぽ
」
を
題
材
と
し
た
説

明
文
を
め
ぐ
っ
て
、
「
こ
の
文
家
だ
け
で
〈
ア
メ
ン
ボ
が
水
に
う
く
仕
組
み
〉

を
理
解
さ
せ
よ
う
と
い
う
国
語
の
授
業
な
ん
て
お
そ
ろ
し
い
」
と
一
一
一
飼
う
板
倉
塑

ハ
2
〉

室
と
、
「
非
科
学
的
で
不
適
当
と
叫
制
定
さ
れ
る
の
な
だ
ま
っ
て
見
過
ご
せ
た
い
」

〈

3〉

と
一
言
う
教
材
文
の
著
者
矢
島
稔
と
の
論
争
を
素
材
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
板
会
・
矢
島
両
民
の
論
点
は
、
と
も
に
理
科
教
育
に
携
わ
る
立
場
か
ら
、
あ

め
ん
ぼ
が
水
に
浮
い
て
い
ら
れ
る
の
は
表
爾
張
力
が
よ
れ
ノ
本
質
的
危
問
題
か
、

そ
れ
と
も
あ
め
ん
ぼ
の
脚
の
特
殊
な
形
態
も
霊
要
な
姿
索
で
あ
る
か
と
い
う
、

主
と
し
て
科
学
的
真
理
と
そ
の
表
現
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
渋
谷
の
縫
案
は
、
二
官
一
一
口
で
契
約
す
れ
ば
、
こ
の
論
争
を
素
材
と

し
て
、
間
一
議
科
以
外
の
教
科
に
関
わ
る
内
容
を
題
材
と
す
る
説
明
文
の
学
習

を
、
国
語
科
と
し
て
ど
う
指
導
す
べ
き
か
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
一
連
の
議
論
の
中
で
最
大
の
焦
点
と
な
る
の
は
次
に
示

す
点
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
説
明
文
の
記
述
内
容
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
の
で

は
な
く
、
教
材
文
の
外
に
出
て
「
突
験
を
し
た
り
他
の
・
山
本
を
参
考
に
し
な
が

ら
L

、
そ
の
記
述
内
容
が
「
本
当
は
ど
う
な
の
か
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
事
突
な
た
し

か
め
て
い
く
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
が
決
定
的
に
大
切
だ
」
と
い
う
板
倉
が
提

示
し
た
立
場
と
、
閑
話
料
の
「
読
解
能
力
の
指
導
は
、
そ
の
記
述
の
妥
当
性
の

信
頼
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
「
叙
述
さ
れ
て
い
る
限
り
の
文

章
内
容
で
、
既
知
の
一
言
語
を
手
が
か
り
に
し
て
、
米
知
の
こ
と
ば
・
文
’
訟
の
意

味
を
推
定
ま
た
は
想
像
で
き
る
能
力
を
付
け
る
こ
と
に
授
業
の
関
擦
が
あ
る
」

と
い
う
渋
谷
の
提
示
し
た
立
場
と
の
対
立
宏
、
国
語
科
に
お
け
る
説
明
文
の
尚
子

明
日
指
導
と
し
て
、
ど
う
受
け
止
め
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
従

来
の
閣
議
科
に
お
い
て
は
、
後
者
の
立
場
合
｝
当
然
の
こ
と
と
考
え
て
き
た
し
、

本
総
で
も
、
そ
れ
が
読
み
の
基
礎
的
能
力
を
育
成
す
る
上
で
大
切
な
指
導
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
、
情
報
化
が
ま
す
ま
す
進
む
時

代
状
況
に
鑑
み
た
と
き
、
前
者
の
立
場
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
入
れ
難
い
に

し
て
も
、
検
討
に
依
す
る
側
一
陶
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
「
脱
文
字
」
と
い
う
会
燥
の
一
言
葉
を
、
別
の
観
点
か
ら
と
ら
え
直
す
こ

と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
上
記
の
論
争
お
よ
び
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
の
縫
案
を
紫
材
と
し
、
説
明
文
の
浮
習
指
穆
に
お
け
る
「
脱
文
字
」

化
の
意
義
宏
、
念
擦
と
は
異
な
っ
た
観
点
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、
以
下
で
は
、
論
争
お
よ
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
そ
れ
肉
体
の
枠
組
み
に
は
終

ら
れ
ず
に
論
を
進
め
た
い
。

2 

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
会
・
矢
島
一
向
氏
の
主
要
な
論
点
は
科
学
的
玄
現
に

あ
っ
た
。
板
倉
は
、
「
あ
め
ん
ぽ
」
が
水
に
浮
け
る
理
由
と
し
て
矢
島
が
教
材

文
に
提
示
し
た
問
題
の
う
ち
、
「
体
が
と
て
も
縫
い
と
い
う
こ
と
ヘ
「
あ
し
の

つ
め
が
と
く
べ
つ
な
位
援
に
あ
る
こ
と
」
な
ど
は
、
「
本
質
的
な
こ
と
で
は
な

い
」
と
し
、
水
の
「
表
問
張
カ
」
が
一
番
大
切
な
姿
悶
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の

ハ
4
〉

上
山
一
に
関
し
て
は
、
矢
島
の
反
論
を
踏
ま
え
た
一
一
一
上
周
治
の
精
密
な
検
証
が
あ
り
、

ア
メ
ン
ボ
が
浮
く
主
た
る
原
悶
は
「
や
は
り
表
部
援
カ
」
で
あ
る
こ
と
、
し
か

し
、
「
板
念
氏
に
は
、
生
物
と
い
う
観
点
が
な
い
」
こ
と
、
ま
た
両
氏
と
も



「
表
問
張
力
と
浮
力
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
認
識
が
あ
る
」
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ

れ
た
。
こ
の
一
一
一
上
の
検
証
は
、
伝
相
棋
に
値
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る

が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
一
一
一
上
の
検
証
も
含
め
て
、
い
ず
れ
が
正
し
い
か
を
判
判
断

す
る
惑
は
本
稿
の
能
力
を
超
え
て
お
り
、
そ
れ
が
隠
的
で
も
な
い
。
そ
れ
よ
り

も
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
一
般
に
、
私
達
は
、
科
学

的
真
理
と
い
う
点
で
問
題
の
あ
る
文
意
に
援
す
る
こ
と
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
は

ず
だ
が
、
そ
の
場
合
、
そ
う
し
た
文
章
を
読
み
、
理
解
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
な
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
現
代
哲
尚
子
の
一
つ
の
問
題
で
あ
っ
た
命
題
の
真
理
値
を
め
ぐ
る
諭

を
参
考
と
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
オ
ッ
ク
ス
プ
ォ
i
ド
の

（

5
〉

哲
学
者
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
、
論
文
「
指
示
に
つ
い
て
」
（
一
九
五

O
）
で
、
ほ

（

6
〉

ぼ
五
十
年
前
に
ラ
ッ
セ
ル
が
提
示
し
た
真
理
般
に
関
す
る
理
論
を
批
判
し
て
、

イ
ギ
リ
ス
の
現
代
脅
学
な
方
向
付
け
た
と

4

一
一
囚
わ
れ
る
。
そ
こ
で
提
示
さ
れ
た
の

は
、
命
題
の
意
味
潔
解
の
レ
ベ
ル
と
真
偽
判
定
の
レ
ベ
ル
と
を
区
別
す
る
考
え

方
で
あ
る
。
例
え
ば
共
和
制
下
の
フ
ラ
ン
ス
で
「
フ
ラ
ン
ス
王
は
賢
い
」
（
ラ

ッ
セ
ル
は
「
・
：
は
は
げ
だ
」
と
い
う
例
文
を
用
い
て
い
る
。
す
仰
木
技
）
と
苦
肉

っ
た
場
合
、
ラ
ッ
セ
ル
の
理
論
で
は
、
こ
の
命
題
に
は
ご
人
の
フ
ラ
ン
ス
王

が
存
夜
す
る
」
と
い
う
命
題
が
合
意
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
段
階
で
こ
れ
は
偽
と

な
る
。
し
か
し
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
、
共
和
制
側
の
フ
ラ
ン
ス
で
王
が
存
夜
し
な
い

時
に
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
一
言
う
こ

k
自
体
に
問
題
が
あ
る
と
言
う
。
す
な
わ

ち
、
ヨ
フ
ラ
ン
九
五
は
賢
い
』
と
い
う
文
は
、
確
か
に
有
意
義
で
あ
る
」
が
、

「
文
そ
の
も
の
が
真
で
あ
る
と
か
偽
で
あ
る
と
か
週
間
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
そ

れ
は
こ
の
文
が
「
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
発
話
さ
れ
」
う
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の

発
認
が
行
わ
れ
た
外
的
「
状
況
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
特
定
さ

れ
な
い
限
り
、
真
偽
の
判
定
は
で
き
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、

ラ
ッ
セ
ル
の
強
い
影
響
止
を
受
け
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
旦
タ
イ
ン
前
期
を
代
表
す
る

ハ
7
）

認
印
刷
仙
哲
学
論
考
』
（
一
九
二
二
）
の
中
の
幾
つ
か
の
断
索
、
た
と
え
ば
「
像

（
一
一
一
一
塁
聞
に
よ
る
命
題
を
含
む
高
木
注
）
の
真
偽
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
我

々
は
品
怖
を
現
実
と
比
較
せ
ね
ば
な
ら
な
い
っ
て
ニ
ニ
一
一
一
）
」
「
命
題
が
真
で
あ

る
か
ど
う
か
を
知
ら
ず
と
も
、

A
W
間
期
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
四
・

O
一一

、、

凶
）
」
「
命
題
は
い
ず
れ
も
既
に
怠
義
（
こ
こ
で
は
意
味
と
悶
談
高
木
注
）
を

持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
四
・

O
六
回
）
」
等
に
も
況
に
類
似
の
考
え

方
が
ぶ
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
解
さ
る
が
、
も
し
そ
う
考
え
て
よ
い
な
ら
ば
、
こ

れ
を
久
ト
ロ

i
ソ
ン
の
論
と
裳
ね
合
わ
せ
た
持
、
本
稿
の
当
閣
の
問
題
も
よ
り

筒
切
に
整
理
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
真
偽
は
文
章
の
外
で
確
か
め
る
べ
き
こ
と
で
、
そ
の
真
偽
の
如

何
止
を
関
わ
ず
文
家
の
意
味
は
恕
解
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
文
章
の
意
味
が
刑
法

解
で
き
な
け
れ
ば
そ
の
真
偽
の
検
討
す
ら
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
こ
で

以
上
を
参
考
に
、
説
明
文
の
読
み
の
学
習
指
導
を
「
叙
述
さ
れ
て
い
る
限
り
の

文
京
」
の
範
閣
内
に
氏
ど
め
よ
う
と
す
る
立
場
に
つ
い
て
畿
四
枕
す
れ
ば
、
次
の

よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
命
題
の
例
と
同
様
に
、
説
明
文
に
お
い
て

も
、
与
え
ら
れ
た
叙
述
の
箱
間
内
で
、
そ
の
論
理
構
造
な
分
析
し
意
味
を
想
像

す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
り
、
ま
た
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
も
あ
る
か

ら
、
教
材
文
の
外
に
山
山
な
け
れ
ば
確
か
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
文
章
内
容
の
真
偽

は
間
わ
ず
、
そ
の
内
的
構
造
の
検
討
を
ゆ
心
の
課
題
と
す
る
の
が
説
明
文
の
学

期
間
指
導
の
目
標
だ
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

必〉

‘J’ 



さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
も
緩
怠
ず
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
「
実
験
合
し
た
り
他
の
本
を
参
考
に
」
し
つ
つ
「
ひ
と
つ
ひ
と
つ
事
実

を
た
し
か
め
て
い
く
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
」
を
間
務
科
の
重
姿
な
学
溜
活
劾

と
す
べ
き
だ
と
い
う
立
場
は
、
文
字
一
言
語
の
存
夜
意
義
を
否
定
す
る
こ
と
に
も

な
り
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
文
字
一
言
語
の
重
姿
伎
が
強
調

さ
れ
た
幕
末
維
新
聞
却
に
な
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
発
設
な
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

「
ひ
と
つ
ひ
と
つ
事
実
を
た
し
か
め
て
い
く
」
本
が
不
可
能
な
中
で
こ
そ
、
文

字
言
語
の
有
効
性
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
福

沢
諭
士
口
が
『
問
問
洋
事
情
』
（
慶
応
二
年
）
の
中
で
、
新
時
代
に
於
け
る
「
新
聞

紙
」
の
必
要
を
説
い
て
ご
箆
ニ
閉
印
刷
シ
テ
一
戸
外
ヲ
凡
ズ
、
万
裂
の
絶
域
一
一
層

テ
郷
信
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ト
競
ド
モ
、
一
度
ど
新
聞
紙
ヲ
見
レ
バ
陸
間
ノ
情
的
中
〈
ヲ

模
写
シ
テ
一
目
瞭
然
、
仏
間
そ
混
一
一
ソ
ノ
造
物
－
一
扱
久
ル
ガ
如
シ
。
」
と
一
一
一
口
っ
た
の

は
有
名
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
も
既
に
怨
府
の
泣
欽
使
節
が
向
じ
よ
う
に
新
聞
紙

の
必
要
を
間
加
え
て
い
る
（
「
新
関
紙
社
中
へ
御
加
入
之
儀
中
上
侠
務
付
」
元
治

元
年
）
。
ま
た
、
自
由
民
権
巡
動
の
指
導
者
で
あ
っ
た
大
井
議
太
郎
は
よ
り
寵

接
的
に
文
字
一
一
訴
の
効
用
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
「
余
輩
社
会
ノ
綱
大
事
物

ヲ
表
テ
。
其
効
力
ノ
如
何
ヲ

mu
フ
鉱
ニ
。
感
嘆
拍
グ
能
ハ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
。
彼
ノ

文
字
ノ
効
周
期
チ
是
ナ
ヮ
。
（
絡
）
潔
堵
／
室
ヲ
出
デ
ズ
シ
テ
。
怠
ヲ
予
防
十
一
ノ

外
ニ
伝
へ
。
山
海
ノ
険
ヲ
扶
γ
デ
。
志
ヲ
開
朗
自
／
問
ニ
一
通
ズ
ル
モ
ノ
っ
て
一

文
字
ノ
カ
ニ
頼
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
（
時
）
文
字
ナ
タ
ン
バ
、
寄
人
ハ
凡
百
ノ
事
ニ

就
テ
。
悉
グ
之
ヲ
親
験
突
試
セ
ザ
ル
一
吋
カ
ラ
ズ
。
役
界
ノ
広
キ
、
悉
ク
実
地
ヲ

践
マ
ザ
レ
バ
、
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
事
物
ノ
多
キ
、
幾
ク
廿
雨
期
拙
ヲ
親
考
セ

ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
。
」
〈
『
自
由
略
論
』
明
治
二
十
二
年
〉
す
な
わ
ち
文
学
一
言
語
は
、

自
体
拭
的
に
は
そ
う
簡
単
に
知
り
得
な
い
事
柄
に
つ
い
て
、
効
率
よ
く
合
理
的
な

知
識
な
形
成
す
る
効
用
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
叙
述
さ
れ
た
純
間
に
止
ど
ま
り
、
そ
の
読
み
に
徹
す
る
こ
と

は
、
言
語
の
学
習
を
目
的
と
す
る
閣
議
科
と
し
て
は
、
ご
く
由
同
然
な
考
え
方
と

も
言
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
本
稿
と
し
て
も
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
上
記
の
立
場
が
国
一
訪
科

に
お
け
る
説
明
文
の
学
習
指
導
に
お
け
る
装
本
的
な
指
導
自
擦
の
一
つ
で
あ
る

こ
と
を
夜
定
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
文
家
に
止
ど
ま
る
こ
と
だ
け

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
一
議
科
が
一
言
語
の
学
習
を
白
的
と
す
る
が

放
に
、
よ
り
根
本
的
な
危
険
を
学
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四

と
こ
ろ
で
、
板
倉
が
文
北
京
内
容
の
真
偽
を
問
う
べ
き
だ
と
考
え
た
の
は
、
「
一
読

者
は
何
の
た
め
に
そ
の
文
殺
を
読
む
か
と
い
う
と
、
そ
の
対
象
そ
の
も
の
に
つ

い
て
知
ら
ん
が
た
め
で
あ
る
」
と
い
う
点
に
説
明
文
の
読
み
の
叡
本
を
白
川
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
常
的
な
読
設
の
ご
く
自
然
な
あ
り
よ
う
と
考
え
て

災
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
人
が
対
象
、
す
な
わ
ち
自
然
や
本
物
に
つ
い
て
「
知

る
」
と
い
う
場
合
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ハ
8）

沢
凶
允
茂
は
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
、
哲
時
十
は
渡
性
的
知
識
を
偏
重
し
、
感
覚
的

知
覚
に
よ
る
知
識
を
軽
視
し
過
ぎ
て
き
た
が
、
「
一
苅
来
、
渡
性
と
か
感
性
、
あ

る
い
は
感
覚
的
知
覚
と
か
思
考
と
い
っ
た
世
間
一
議
は
、
入
閣
が
何
か
を
吋
知
る
』

と
い
う
機
能
な
行
使
す
る
ば
あ
い
に
、
そ
れ
に
参
与
し
て
い
る
諮
と
の
災
な
っ



た
部
分
的
な
働
き
を
一
以
…
別
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
認
で
あ
る
」
と
言
う
。
氏

は
、
生
物
は
そ
れ
ぞ
れ
の
種
に
間
有
の
「
環
境
世
界
」
と
の
相
玄
関
係
の
中
で

〈

9
〉

生
き
て
い
る
と
い
う
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
論
等
に
示
唆
さ
れ
つ
つ
、
人
間
も
そ
の

種
に
悶
有
の
「
環
境
の
開
設
ど
が
あ
る
と
す
問
う
。
そ
し
て
、
見
る
触
る
な
ど
の

感
覚
的
知
覚
と
、
よ
り
理
性
や
思
考
と
の
結
び
付
き
が
強
い
言
語
と
、
そ
れ
ら

を
取
り
込
ん
で
構
成
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
が
、
相
仰
い
捕
っ
て
、
入
院
な
と
り
ま

く
「
環
境
の
風
景
」
を
「
知
る
」
た
め
に
働
い
て
い
る
。
そ
の
際
、
イ
メ

i
ジ

は
、
直
後
知
覚
で
き
な
い
事
柄
に
つ
い
て
、
記
憶
を
紫
材
と
し
て
「
知
覚
像
の

風
景
の
抜
け
落
ち
た
部
分
を
う
ず
め
た
り
、
そ
の
悶
州
単
品
企
拡
大
し
た
り
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
知
覚
の
風
景
な
補
填
し
補
充
し
い
、
言
語
は
、
例
え
ば
そ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
従
っ
て
「
風
景
の
組
織
化
」
を
行
い
、
知
党
あ
る
い
は
知
識
問
の
「
論

理
的
関
係
」
を
構
成
す
る
な
ど
、
い
わ
ば
「
知
識
の
メ
タ
モ
ル
ブ
ォ
シ
ス
」
を

湿
し
て
「
環
境
の
風
景
を
制
制
御
す
る
私
の
能
力
を
よ
り
効
果
的
（
合
目
的
的
〉

に
し
、
か
つ
拡
張
す
る
」
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
「
色
々
な
異
な
っ
た
役
割
を
も

っ
た
機
能
が
全
体
と
し
て
綴
織
的
に
競
合
い
し
、
「
知
る
」
と
い
う
機
能
が
成

今
立
っ
て
い
る
と
言
う
。

古
く
は
カ
ン
ト
が
、
デ
カ
ル
ト
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
理
性
中
心
の
合
恕
論

的
立
場
と
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ナ
i

ム
な
ど
の
感
性
霊
視
の
経
験
主
義
的
立
場
と
の
止

揚
を
は
か
つ
て
新
し
い
認
識
論
を
『
純
粋
恕
性
批
判
』
の
中
で
展
閉
山
し
た
こ
と

は
有
名
だ
が
、
沢
田
は
、
言
語
の
分
析
な
返
し
て
問
題
の
一
前
十
伐
と
有
無
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
分
析
官
学
的
立
場
な
背
景
に
、
従
来
側
々
に
論
じ
ら
れ
る

こ
と
の
多
か
っ
た
知
覚
、
イ
メ
i
ジ
、
…
一
一
一
同
誌
を
、
「
司
知
る
h

と
い
う
一
つ
の
共

通
の
働
き
」
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
「
共
通
な
佐
賀
と
相
互
関
係
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
」
と
を
、
生
物
学
か
ら
示
唆
さ
れ
た
「
環
境
の
風
景
」
と
い
う
概
念
を
導
入

し
つ
つ
、
明
快
に
位
泣
付
け
て
お
り
、
木
稿
の
当
一
一
仰
の
課
題
を
検
討
す
る
上
で

は
災
い
参
考
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
沢
聞
の
論
に
は
、
こ
こ
で
確
認
す

べ
き
基
本
的
な
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な

わ
ら
、
一
否
認
は
、
「
知
る
」
と
い
う
全
体
的
な
機
能
か
ら
見
れ
ば
、
知
覚
や
イ

メ
ー
ジ
と
籾
い
補
い
つ
つ
働
く
こ
と
を
不
可
欠
と
し
た
、
そ
の
意
味
で
「
知
る
」

こ
と
の
一
側
面
を
抽
象
し
て
得
ら
れ
た
も
の
だ
と
一
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
骨
一
一
口
い

燃
え
れ
ば
、
知
覚
、
イ
メ
ー
ジ
、
一
否
認
は
、
あ
る
怒
味
で
不
可
分
の
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
一
日
中
山
口
語
と
知
党
の
関
係
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ

〈
閉
山
〉

の
科
学
者
学
者
ハ
ン
ソ
ン
が
示
し
た
次
の
例
は
、
そ
の
由
民
い
例
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
い
ま
二
人
の
科
学
者
が
、
「
プ
メ
i
パ
の
よ
う
な
単
細
胞
動
物
」
を
観
察

し
て
い
る
。
そ
し
て
ご
方
は
、
〈
目
的
ヤ
！
？
綿
胞
動
物
〉
を
見
た
と
い
い
、
も
う

…
方
は
〈
然
i

細
胞
動
物
〉
を
見
た
と
い
う
。
前
者
は
、
ア
J
i
バ
を
他
の
裂

の
単
一
細
胞
、
例
え
ば
肝
細
胞
や
、
衿
経
細
胞
や
、
上
皮
細
胞
と
完
全
に
類
比

さ
せ
て
眺
め
」
、
「
も
う
一
方
の
学
者
は
、
ア
メ
ー
バ
の
類
比
を
単
一
細
胞
に
求

め
ず
に
、
動
物
全
絞
に
求
め
る
。
す
べ
て
の
他
の
動
物
と
問
様
、
ア
メ
ー
バ

は
、
際
食
し
、
消
化
し
同
化
す
る
。
（
略
）
つ
ま
り
、
個
々
の
組
織
細
胞
と
い

う
よ
り
は
、
は
る
か
に
…
筋
の
完
全
な
動
物
に
近
い
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち

「
単
細
胞
i

動
物
と
い
う
表
現
の
前
半
分
止
な
強
調
し
て
考
え
る
か
、
後
半
分
を

強
調
し
て
考
え
る
か
」
と
い
っ
た
一
言
諮
表
現
の
問
題
が
観
察
に
影
響
を
与
え

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
《
見
る
こ
と
》
は
、

ρ
理
論
負
荷
的
な
H

試
み
」
で
あ

り
、
そ
れ
を
構
成
す
る
「
一
寸
昼
間
や
表
現
記
号
」
の
問
題
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
言
諮
も
知
覚
も
互
い
に
他
の
存
在
合
前
提
と
し
て
は
じ
め

5 



て
怒
味
あ
る
働
き
が
可
能
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
っ
て
よ
い
ほ
ど
不
巧
分
な
存
在
で
あ
る

と
一
添
え
る
。

し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
知
覚
、
イ
メ
ー
ジ
、
一
夜
訴
は
、
一
応
そ
れ
ぞ
れ
然
な
る

機
能
を
持
つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
国
議
科
は
、

こ
れ
ら
の
う
ち
の
一
機
能
を
学
習
対
象
と
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
る
こ
と
は
で
き

る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
教
科
の
学
習
対
象
を
皆
同
訴
に
厳
し
く
限
定
す
る
立
場
、

す
な
わ
ち
本
来
フ
ィ
タ
シ
ョ

γ
で
あ
る
は
ず
の
教
科
の
枠
組
み
を
絶
対
視
す
る

立
場
は
、
一
一
言
語
と
知
覚
の
不
可
分
性
を
分
断
し
た
ま
ま
、
そ
れ
を
総
合
す
る
手

立
て
を
用
意
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
教
科
の
枠
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
る
有
効
性
が
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
近
代
と
い
う
時
代
が
学
校
教
育
に
求
め
て
き
た
効

率
性
ゃ
ん
口
浬
性
に
多
く
山
出
来
す
る
。
し
か
し
、
枠
を
設
定
し
効
率
性
や
合
理
性

を
高
め
て
い
く
中
で
、
枠
が
強
悶
と
な
り
、
分
断
さ
れ
た
も
の
の
相
補
伎
や
接

点
へ
の
視
点
が
欠
落
し
、
個
々
の
機
能
が
無
関
係
に
存
十
枕
す
る
か
の
よ
う
な
錯

覚
に
陥
り
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
生
じ
る
危
険
合
見
落
と
し
て
は
こ
な
か
っ
た

だ
ろ
う
か
。

五

と
こ
ろ
で
、
あ
る
存
従
の
理
解
は
、
そ
の
内
加
ゅ
の
分
析
か
ら
の
み
で
は
不
十

分
な
結
泉
し
か
得
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
内
部
分
析
と
と
も
に
他
の
存
在
と
の
差

異
を
確
認
し
、
存
在
の
体
系
の
縞
の
自
の
中
に
佼
段
付
け
た
と
き
に
成
り
立

つ
。
あ
る
い
は
、
内
部
分
析
の
観
点
の
多
く
は
他
の
存
在
と
の
関
係
に
お
い
て

パ
叫
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
な
味
で
は
外
部
と
の
関
係
な
し
に
内
務
分

析
は
成
立
し
な
い
と
も
言
え
よ
う
。
例
え
ば
「
文
学
は
、
を
一
同
認
を
闘
定
す
る
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
じ
っ
さ
い
に
は
そ
れ
な
変
質
さ
せ
て
い
る
。
一
訴
を

変
え
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
ふ
本
質
を
変
え
て
し
ま
う
。
正
確
さ
が
、
表
現
に

取
っ
て
か
わ
る
。
話
す
と
き
に
は
感
情
が
現
わ
れ
る
が
、
怒
く
と
き
に
は
人
は

鋭
念
を
あ
ら
わ
す
。
設
く
ば
あ
い
に
は
、
す
べ
て
の
請
を
共
通
の
怒
味
で
取
ら

ざ
る
な
え
な
い
。
け
れ
ど
も
話
し
て
い
る
人
は
、
北
日
認
で
怒
味
を
さ
ま
ざ
ま
に

変
化
さ
せ
、
自
分
の
気
に
入
る
よ
う
に
意
味
を
決
め
る
。
」
こ
れ
は
ル
ソ
！
の

（日）

叶
一
一
一
塁
間
起
源
論
』
の
一
節
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
字
一
言
諮

の
あ
る
性
質
は
そ
の
外
部
に
位
躍
す
る
音
声
一
一
一
口
話
と
の
比
較
な
と
お
し
て
明
確

に
な
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
文
裁
に
止
ど
ま
ろ
う
と
す
る
立
場
に
は
、
説
明
文

と
い
う
表
現
形
式
の
あ
る
投
資
、
特
に
そ
の
限
界
と
い
う
も
の
を
見
務
と
す
危

倹
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
限
界
と
は
何
か
。
ル
ソ
i
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
文
字

言
語
は
、
ホ
同
声
一
一
一
口
訟
の
持
つ
生
気
の
よ
う
な
も
の
に
欠
け
て
い
る
が
、
逆
に
、

資
戸
一
一
一
一
口
訟
に
は
な
い
悶
定
性
を
持
ち
、
そ
の
こ
と
が
孜
々
に
多
大
の
利
援
を
も

た
ら
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
弱
者
の

迷
い
よ
り
、
そ
れ
ら
に
通
底
す
る
一
戸
国
語
一
般
の
限
界
と
考
え
た
ほ
う
が
良
い
だ

ろ
う
ο

た
だ
文
学
は
そ
の
間
制
定
伎
の
ゆ
え
に
そ
れ
を
際
立
た
ぜ
る
と
い
う
こ
と

は
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
先
に
引
用
し
た
沢
問
の
論
は
、
知
覚
や

イ
メ

i
ジ
の
復
権
を
目
指
し
た
も
の
と
一
一
一
日
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
中
で
一
一
河

川
川
の
限
界
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
自
然
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿

と
い
う
の
は
部
分
に
分
割
し
た
り
ほ
別
し
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
全
体
的
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な
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
の
言
語
や
論
壊
は
吋
赤
』
に
た
い
し
て
吋
非
赤
同
、

『
養
銅
山
に
た
い
し
て
『
怒
』
と
い
う
ふ
う
に
対
象
を
対
立
的
に
二
分
し
区
別
す

る
が
放
に
、
こ
の
よ
う
な
言
語
で
捕
ら
え
ら
れ
た
も
の
は
あ
り
の
ま
ま
の
自
然

で
は
な
い
凡
こ
れ
は
老
荘
忠
慾
あ
る
い
は
禅
仏
教
の
真
理
で
あ
る
「
あ
り
の

ま
ま
の
自
然
」
に
対
す
る
一
言
語
の
限
界
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
が
、
し

か
し
、
真
避
を
科
学
的
真
理
と
す
る
近
代
的
役
界
観
に
立
っ
て
も
、
自
然
対
一
一
一
国

語
の
基
本
的
構
図
は
変
わ
ら
な
い
。
例
え
ば
、
中
村
雄
二
郎
は
、
感
性
的
な
も

の
、
非
理
性
的
な
も
の
の
意
味
な
哲
学
的
に
問
い
憶
す
こ
と
に
力
な
注
い
で
き

〈ロ）

て
い
る
が
、
そ
の
箸
『
感
性
の
覚
問
問
』
の
中
で
、
自
然
、
と
す
同
議
の
凶
係
を
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
現
実
の
具
体
的
な
本
物
や
事
象
に
は
、
簡
単
に
ロ
ゴ

ス
（
論
理
）
化
さ
れ
秩
序
づ
け
ら
れ
る
の
を
抱
一
合
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
し

か
に
、
自
然
の
う
ち
に
は
整
然
た
る
秩
序
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

自
然
の
う
ち
の
秩
序
を
法
則
と
し
て
発
見
し
、
確
認
す
る
の
は
人
間
の
ロ
ゴ
ス

（
渡
性
）
で
あ
り
、
そ
の
場
合
自
然
は
む
し
ろ
、
法
刻
化
に
抵
抗
す
る
も
の
と

し
て
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
物
質
（
素
材
）
と
し
て
の
抵
抗
で
あ
り
、
存

殺
と
し
て
の
抵
抗
で
あ
る
。
〈
略
〉
し
か
し
、
こ
こ
で
、
自
然
的
な
事
象
に
つ

い
て
も
、
人
間
的
な
事
柄
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
に
か
た
ち
を
与
え
、
秩
序
宏

与
え
る
働
き
を
持
つ
管
業
も
ま
た
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
こ
と
を
、
想
い
起
こ
す
必
姿

が
あ
る
に
こ
れ
を
本
稿
の
文
脈
に
あ
て
は
め
る
な
ら
ば
、
説
明
文
と
い
う
文
字

言
語
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
自
然
や
本
物
は
、
存
在
と
し
て
一
言
務
化
へ
の
抵
抗

を
秘
め
て
い
る
、
換
一
一
同
す
れ
ば
、
説
明
の
対
象
と
な
る
自
然
や
本
物
の
姿
は
、

そ
れ
を
説
明
す
る
一
一
一
日
認
に
還
元
し
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
は
今
臼
そ
の
重
姿
性
が
強
調
さ
れ
る
創
造
性
の
問
題
に

ハ
刊
M
〉

も
関
わ
る
。
ト
！
？
ス
・
ク
i
ン
は
、
熱
心
な
支
持
を
得
て
ご
速
の
科
学
研

究
の
伝
統
を
つ
く
る
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
も
の
」
、
例
え
ば
コ
ベ
ル
ニ
ク
ス

天
文
学
、
ニ
ュ

i
ト
ン
力
学
な
ど
を
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
呼
ん
だ
。
だ
が
、
そ

の
「
パ
ラ
〆
イ
ム
と
自
然
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
こ
か
難
点
が
あ
る

も
の
」
で
あ
り
、
「
科
学
理
論
に
と
っ
て
、
耐
火
に
う
ま
く
い
く
と
い
う
こ
と
は
、

完
全
に
う
ま
く
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
必
ず
し
も
な
い
凡
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

う
ま
く
い
か
な
い
部
分
の
ほ
と
ん
ど
は
、
「
変
則
改
い
は
あ
っ
て
も
「
最
後
に

は
何
と
か
な
る
」
あ
る
い
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
組
み
込
ま
れ
う
る
現
象
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
科
学
者
は
そ
れ
を
既
存
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
迎
合
す
る
よ
う
’
部
分
的

な
修
正
を
施
そ
う
と
努
め
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
か
ら
、
コ

ベ
ル
ニ
グ
ス
や
ニ
デ
ー
ト
ン
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
真
に
パ
ラ
ダ
イ
ム
を

ゆ
る
が
す
「
反
託
例
」
を
見
出
し
え
た
者
の
み
が
、
既
存
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
な
転

換
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
一
言
い
、
そ
れ
を
「
科
学
革
命
い
と
呼
ん
だ
。

も
ち
ろ
ん
私
達
は
コ
ベ
ル
ニ
グ
ス
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
セ
隠
指
そ
う
と
い
う
の
で

は
な
い
。
し
か
し
、
ご
く
平
凡
な
日
常
の
生
活
の
中
に
も
、
既
に
十
分
な
説
明

が
施
さ
れ
た
か
に
見
え
る
自
然
や
す
引
物
と
説
明
す
る
一
言
語
と
の
、
さ
さ
や
か
で

は
あ
っ
て
も
、
確
信
一
〈
に
存
夜
す
る
ズ
レ
な
見
出
だ
す
経
験
は
設
に
で
も
あ
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
さ
さ
や
か
な
ズ
レ
を
滋
味
あ
る
も
の
に
で
き
れ
ば
、
そ
れ

が
、
た
と
え
日
常
の
小
さ
な
ん
や
柄
で
あ
っ
て
も
、
創
造
的
な
営
み
と
呼
べ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
自
然
や
ふ
や
物
と
一
一
一
昼
間
と
の
ズ
レ
は
、
一
一
一
塁
聞
か

ら
見
れ
ば
そ
の
限
界
主
訴
す
こ
と
と
な
る
が
、
存
在
に
と
っ
て
は
そ
の
遊
か
さ

の
証
し
で
あ
り
、
我
々
に
は
創
造
の
源
泉
と
な
る
。
し
か
も
、
こ
の
ズ
レ
を
見

出
だ
す
に
は
、
方
法
的
に
は
お
そ
ら
く
言
語
の
側
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
し
か
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な
く
、
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
悶
諮
科
が
引
き
受
け
る
べ
き
問
題
だ
と
営
問
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一」ノ、

文
設
か
ら
抜
け
出
し
て
、
現
耐
火
の
自
然
や
事
物
を
鋭
察
す
る
な
ど
し
て
文
章

内
容
を
磯
認
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
「
知
る
」
こ
と
に
お
け
る
諸
機
能
の
不

可
分
性
を
考
え
れ
ば
、
自
然
な
欲
求
に
従
っ
た
行
為
と
も
言
え
る
。
説
明
文
の

学
期
間
で
よ
く
闘
に
す
る
「
疑
問
に
怒
っ
た
こ
と
」
「
も
っ
と
知
り
た
い
こ
と
」

な
ど
と
い
う
学
習
課
題
は
、
こ
の
自
然
の
流
れ
に
沿
っ
た
も
の
と
位
置
付
け
て

よ
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
疑
問
や
興
味
が
生
じ
る
の
は
、
学
期
間
者

が
文
章
表
現
に
敏
感
に
反
応
し
た
給
采
と
み
な
さ
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
よ

う
だ
。

ハ
M
〉

例
え
ば
小
松
品
批
判
之
助
は
「
さ
げ
が
大
き
く
な
る
ま
で
」
（
教
育
出
版

二
年
生
〉
を
用
い
た
説
明
文
の
授
議
で
の
あ
る
兇
笈
の
「
ひ
と
り
読
み
・
設
き

こ
み
」
の
例
を
一
部
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
そ
の
児
笈
の
反
応
は

「
題
材
（
さ
け
）
に
つ
い
て
た
い
へ
ん
積
極
的
に
反
応
し
て
い
る
」
が
、
国
語

教
育
界
で
は
「
情
報
を
と
ら
え
る
」
読
み
と
し
て
当
然
な
こ
の
事
が
「
冷
遇
さ

れ
つ
づ
け
て
い
る
」
。
こ
の
児
援
の
反
応
に
見
ら
れ
る
「
も
っ
と
知
り
た
い
こ

と
」
や
「
思
っ
た
こ
と
」
は
「
彼
の
さ
け
に
対
す
る
好
奇
心
を
示
す
と
と
も

に
、
皆
同
禁
へ
の
敏
感
さ
を
も
示
し
て
い
る
」
。
そ
こ
で
、
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、

「
水
に
う
く
仕
組
み
」
に
対
す
る
板
倉
の
批
判
も
、
「
表
凶
張
カ
い
を
め
ぐ
る

記
述
の
仕
方
に
読
み
手
と
し
て
疑
問
を
感
じ
た
こ
と
に
始
ま
っ
て
い
た
。
教
材

文
の

「
あ
め
ん
ぼ
は
、
細
い
、
は
り
が
ね
の
よ
う
な
あ
し
を
水
面
に
つ
け
て
い
ま

す
。
よ
く
見
る
と
、
あ
し
の
周
り
の
水
聞
が
少
し
へ
こ
ん
で
い
ま
す
。
ち
ょ
う

ど
、
水
聞
に
ま
く
が
あ
っ
て
、
あ
め
ん
ぼ
の
体
震
で
、
そ
の
ま
く
が
へ
こ
ん
で

い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
あ
し
を
動
か
し
て
い
る
の
に
、
水
聞
の
ま
く
が
や
ぶ
れ
な
い
の

は
、
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
わ
け
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
よ

と
あ
る
部
分
に
、
板
倉
は
「
飛
躍
」
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
「
水
間
に
は
映

が
あ
る
吋
よ
う
に
思
え
ま
す
』
と
あ
る
だ
け
な
の
に
、
そ
の
す
ぐ
あ
と
に
つ
づ

く
文
章
で
は
も
う
、
そ
の
脱
が
や
点
綴
す
る
も
の
と
し
て
話
が
す
す
め
ら
れ
て
い

る
」
。
そ
こ
で
、
板
倉
は
と
こ
に
実
験
・
観
察
と
い
う
手
段
官
取
り
入
れ
て
、

科
学
的
真
理
を
確
か
め
る
べ
き
ょ
と
な
主
張
し
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
読
み
手
の
文
京
支
滋
へ
の
反
応
は
、
説
明
文
と
い
う

文
種
が
生
産
さ
れ
る
現
実
的
な
携
に
ね
ざ
す
普
通
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
磯

認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
矢
島
は
、
編
集
委
員
か
ム
〆
「
こ
れ
が
図
認

で
あ
る
こ
と
い
、
「
理
科
と
の
対
比
で
4
年
で
は
円
表
部
張
力
』
を
学
ん
で
い
な

い
」
と
い
う
こ
と
な
前
提
と
し
て
執
筆
す
る
よ
う
依
綴
さ
れ
、
「
テ
！
マ
は
ア

メ
ン
ボ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
ん
な
生
き
も
の
で
あ
る
か
を
知
っ
て
も
ら
う
」

こ
と
を
ね
ら
い
と
し
、
他
の
文
章
と
と
も
に
「
昆
虫
の
な
ぞ
」
と
い
う
単
一
苅
を

構
成
し
て
「
科
学
的
に
調
べ
る
の
に
は
い
ろ
い
ろ
な
方
法
」
が
あ
る
こ
と
な
も

示
そ
う
と
し
た
と
ぎ
ぅ
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
が
文
殺
表
貌
を
制
約
し
、

そ
の
こ
と
が
板
倉
の
疑
問
や
批
判
を
呼
ぶ
一
凶
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
一
絞

に
、
説
明
文
の
筆
者
は
、
あ
る
お
的
の
も
と
に
あ
る
読
者
間
附
を
畑
制
定
し
、
ま
た
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一
定
の
分
廷
で
悉
く
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
い
う
制
約
の
中
で
脅
か

れ
た
説
明
文
は
、
個
々
に
能
力
や
興
味
の
黙
な
る
現
実
の
読
者
か
ら
倒
見
れ
ば
、

説
明
不
十
分
で
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
や
疑
問
な
点
、
さ
ら
に
も
っ
と
知
り
た

い
こ
と
な
ど
が
生
じ
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
、
「
水
に
う
く
仕
組
み
」
と
い

う
説
明
文
固
有
の
問
題
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
う
い
う
な
味
で
、
す
べ
て
の
説

明
文
は
そ
の
文
章
の
範
閣
内
で
は
完
結
し
な
い
性
質
の
も
の
だ
と
言
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
だ
け
を
取
り
出
せ
ば
、
実
験
や
鋭
察
な
ど
は
、
関
話
料
か

ら
大
き
く
逸
脱
し
た
と
の
印
象
を
一
合
定
で
き
な
い
が
、
そ
の
契
機
が
文
章
表
現

と
そ
れ
に
対
す
る
読
者
の
反
応
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
文
章
に
記
述

さ
れ
た
対
象
と
実
験
や
観
察
な
ど
知
覚
を
主
に
と
ら
え
た
対
象
と
の
比
較
は
、

悶
語
科
の
学
習
と
し
て
正
当
な
位
置
付
け
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
る
ん
、
個
々
の
授
業
に
実
験
や
観
察
を
取
り
入
れ
る
か
ど
う
か
は
、
状
況

（
事
柄
の
霊
前
古
度
、
学
期
間
務
や
教
師
の
能
力
、
時
間
的
制
限
、
物
明
記
的
環
境
た

ど
）
に
も
よ
る
し
、
玄
た
綴
祭
や
耐
火
滋
の
成
果
と
所
与
の
文
章
表
現
と
を
何
如

に
言
語
の
問
題
と
し
て
関
連
付
け
る
か
、
そ
の
手
立
て
は
関
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
だ
が
、
教
科
の
枠
を
狭
く
限
定
し
て
、
説
明
文
の
学
期
間
者
に
自
然
に

生
ま
れ
る
疑
問
や
興
味
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
実
験
や
観
察
へ
の
欲
求
止
を
、
い
つ

も
切
り
捨
て
る
な
ら
ば
、
前
節
ま
で
に
見
た
よ
う
な
一
一
一
一
口
諮
の
あ
る
性
格
に
触
れ

う
る
一
つ
の
好
機
も
ま
た
失
わ
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に
付
苦
悶
す
れ
ば
、
絞
会
の
論
は
、
滋
科
的
内
絡

会
持
つ
説
閉
山
文
の
学
習
に
お
い
て
は
、
常
時
、
実
験
や
観
察
に
よ
る
検
証
を
行

う
べ
き
だ
と
の
主
張
と
解
さ
れ
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
文
章

表
現
の
存
在
そ
の
も
の
な
夜
定
ず
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね
ず
、
本
総
の
立

場
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

七

明
治
以
来
、
関
訟
の
学
習
が
文
字
言
語
重
視
で
あ
り
続
け
た
の
は
、
そ
の
効

用
の
大
き
さ
ゆ
え
で
あ
っ
た
。
梅
沢
諭
古
口
の
一
夜
梁
を
か
り
る
な
ら
ば
、
文
字
あ

る
が
ゆ
え
に
「
一
家
ニ
閉
居
シ
テ
戸
外
ヲ
見
ズ
」
に
、
「
位
間
ノ
情
山
中
〈
ヲ
模
写

シ
テ
一
目
瞭
然
、
恰
モ
貌
ニ
ソ
ノ
事
物
ニ
接
ス
ル
ガ
如
」
（
問
問
洋
本
橋
同
）
く

知
識
な
広
め
え
た
こ
と
の
怒
義
は
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
そ
う
言
う
福
沢
も
、

三
度
、
逃
欧
使
節
に
加
わ
っ
て
「
現
ニ
ソ
ノ
事
物
ニ
接
」
し
た
こ
と
ま
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
文
字
言
語
を
返
し
て
作
り
上
げ
た
「
知
」
を
誇
っ
た
福
沢
も
、

見
る
こ
と
〈
知
覚
）
の
誘
感
は
抑
え
難
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
知
る
」
た
め
に
、

言
語
と
知
覚
は
不
可
分
に
結
び
合
い
、
相
い
補
い
合
う
こ
と
を
要
求
し
た
の
に

迷
い
な
い
。
彼
の
読
ん
だ
文
献
の
ほ
と
ん
ど
は
、
日
本
人
を
読
者
と
し
て
怨
定

し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
説
明
の
設
と
し
て
は
極
め
て
完
結
性
の
低

い
文
献
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
興
味
や
疑
問
の
尽
き
な
い
も
の
と
し

て
、
彼
を
さ
ら
な
る
学
問
へ
、
そ
し
て
洋
行
へ
と
駆
り
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
時
、
押
し
寄
せ
る
「
知
」
に
つ
い
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ

「
親
験
尖
試
」
し
「
悉
ク
実
地
ヲ
践
」
（
大
井
滋
太
郎
吋
自
由
略
論
』
〉
む
こ
と

は
、
す
で
に
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
百
年
余
。
今
日
の
状
況
は

も
は
や
そ
れ
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
中
心
と
し
た
情
報
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化
は
ま
す
ま
す
感
ん
に
な
り
、
文
字
一
一
一
一
口
語
に
よ
る
情
報
は
今
後
い
っ
そ
う
増
え

続
け
、
私
迷
は
時
間
的
、
空
間
的
、
あ
る
い
は
技
術
的
に
も
夜
桜
経
験
可
能
な

範
囲
を
は
る
か
に
超
え
る
散
界
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
織
成
し
て
い
く
こ
と
は
避

け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
時
、
私
迷
は
、
そ
の
い
わ
ば
疑
似
現
出
品
〈
を
現

実
そ
の
も
の
の
よ
う
に
錯
覚
し
扱
う
よ
う
に
な
る
こ
と
の
危
険
を
も
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
説
明
の
一
…
…
日
訟
は
対
象
を
一
義
的
に
切
般
に
描
き
出
す
。
し
か

し
現
突
の
自
然
や
事
物
は
、
言
語
に
よ
っ
て
締
出
さ
れ
、
説
明
さ
れ
た
姿
よ
り

も
ず
っ
と
複
雑
で
泣
か
で
あ
り
、
可
能
性
に
お
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
を
忘
れ

な
い
た
め
、
一
一
一
一
口
認
を
粉
刻
化
し
、
そ
の
限
界
を
見
極
め
る
こ
と
を
、
告
口
預
の
学

濁
の
透
明
到
な
線
開
問
と
す
べ
き
で
あ
る
。
一
一
一
口
話
止
を
対
象
と
す
る
学
習
が
、
一
一
日
双
山
の

効
用
や
利
点
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
限
界
や
危
険
性
・
そ
も
視
野
に
入
れ
る
べ
き

こ
と
の
妥
当
性
は
、
今
日
、
科
学
が
そ
う
し
た
地
点
か
ら
反
省
を
強
く
求
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
類
推
で
き
よ
う
。
渋
谷
の
一
一
一
一
同
泌
を
借
り
れ
ば
「
叙
述
さ

れ
て
い
る
限
り
の
文
章
内
容
で
、
既
知
の
守
口
誌
な
手
が
か
り
に
し
て
、
未
知
の

こ
と
ば
・
文
家
の
怒
味
合
推
定
ま
た
は
想
像
い
す
る
こ
と
の
限
界
を
、
畳
一
誌
の

学
留
と
し
て
、
礁
か
に
位
泣
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
文
字
だ
け
を

見
て
い
た
の
で
は
文
字
そ
し
て
一
否
認
の
佐
賀
が
見
え
て
こ
な
い
と
い
う
、
い
わ

ば
「
脱
文
学
」
化
に
よ
る
言
語
の
学
習
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
常
に
そ
の
一
一
語

表
現
と
対
応
す
る
段
然
や
本
物
を
有
す
る
説
明
文
は
、
そ
の
有
効
な
学
期
間
の
場

止
を
提
供
し
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

議
後
に
、
「
赤
旗
い
（
一
平
成
中
ハ
・
七
・
二
五
）
で
批
判
さ
れ
た
あ
る
授
業
に

つ
い
て
触
れ
て
稿
を
閉
じ
た
い
。
こ
れ
は
「
シ
ャ
ボ
ン
去
の
色
が
わ
り
」
（
佐

藤
学
部
光
村
凶
設
問
語
一
一
一
上
平
成
六
・
一
一
・
忍
）
と
い
う
説
明
文
教
材

な
用
い
て
、
「
教
材
文
の
表
現
と
自
分
が
耐
火
際
に
見
た
シ
ャ
ボ
ン
玉
の
様
子
宮

比
絞
し
、
補
説
を
品
川
M

く
」
（
授
業
者
の
指
導
計
断
〉
こ
と
を
ね
ら
っ
た
授
梁
で

あ
っ
た
。
記
事
は
、
こ
れ
に
対
し
て
し
っ
か
り
文
認
を
読
み
と
っ
て
い
な
い
で

は
な
い
か
と
い
う
数
人
か
ら
の
批
判
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
記
事
の
絡

闘
で
し
か
判
断
し
ょ
う
が
な
い
が
、
つ
ま
り
、
授
業
者
が
、
通
常
の
読
解
学
習

の
よ
う
に
読
み
に
時
間
を
か
け
ず
に
、
子
ど
も
た
ち
に
実
際
に
シ
ャ
ボ
ン
玉
を

作
ら
せ
て
教
材
文
と
比
較
さ
せ
る
こ
と
に
重
点
在
お
い
た
た
め
に
批
判
さ
れ
た

ら
し
い
。
こ
の
批
判
は
本
稿
が
取
り
上
げ
た
説
明
文
の
学
習
指
導
の
有
力
な
一

つ
の
立
場
に
通
じ
る
。
し
か
し
、
授
業
者
の
指
導
計
問
や
学
期
間
指
滋
設
を
見
る

か
ぎ
り
、
こ
の
授
業
は
読
み
よ
り
む
し
ろ
作
文
学
習
に
か
な
り
の
比
重
を
置
い

た
授
業
で
わ
っ
て
、
そ
こ
な
押
さ
え
て
い
な
い
点
が
況
に
批
判
者
側
の
視
野
の

狭
さ
な
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
も
う
一
点
、
本
織
の
文
脈
に
即
し
て
付

け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
授
業
の

批
判
者
た
ち
の
よ
う
に
、
文
京
に
つ
い
て
の
学
習
が
文
誌
に
よ
っ
て
の
み
可
能

だ
と
考
え
る
こ
と
に
は
、
そ
の
閉
山
ら
れ
た
方
法
の
ゆ
え
に
、
文
出
品
茨
m引
が
そ
の

対
象
に
対
し
て
持
つ
あ
る
制
限
界
に
触
れ
う
る
機
会
な
逸
す
る
危
険
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
線
解
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
欠
点
ま
で
知
る
こ
と
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
文
章
に
よ
っ
て
の
み
文
京
に
つ
い
て

期
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
文
訟
に
つ
い

て
の
不
十
分
な
理
削
除
に
し
か
安
ら
な
い
。
授
業
者
に
そ
う
し
た
祝
点
が
あ
っ
た

か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
畳
一
口
請
の
学
習
の
た
め
に
、
一
一
口
訴
か
ら
離
れ
て
み
る
試

み
は
、
…
一
一
一
討
議
情
報
に
身
な
ゆ
だ
ね
ざ
る
を
え
な
い
今
日
、
も
っ
と
研
究
さ
れ
て

よ
い
テ
i
マ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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〈注〉

〈
1
〉
倉
潔
栄
土
口
吋
回
一
池
山
教
育
講
義
新
時
代
の
読
議
指
導
・
途
中
心
に
』
新
光

間
書
店
一
九
七
回
・
十
円
倉
潮
時
栄
吉
閑
語
教
脊
全
集
ロ
』
角
川
設
店

一
九
八
九
・
十
・
二
五
所
以
。

（
2
）
板
倉
盟
十
一
校
一
「
同
説
明
文
b

を
コ
政
む
』
と
い
う
こ
と
」
町
た
の
し
い
授

業
』
仏
間
中
ハ
一
九
八
一
一
一
・
九
。

（
3
）
矢
島
稔
「
ア
メ
ン
ボ
は
特
殊
な
足
で
水
に
浮
い
て
い
る
1
1
1板
倉
氏
の

批
判
に
こ
た
え
て
i
l
i

－
－
」
『
教
科
通
信
』
第
二
十
一
巻
・
第
七
号
ぬ
一

O
二
教
育
出
版
一
九
八
四
－

m
－一。

な
お
論
争
の
裳
理
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
参
考
と
な
る
。
児
童
一
一
一
一
同
級

研
究
会
綴
『
国
語
の
授
業
』
（
一
光
社
）
編
集
部
「
同
水
に
う
く
仕
組
み
い

（
数
出
・
四
年
上
）
を
め
ぐ
る
論
争
」
同
誌
ぬ
六
一
一
一
一
九
八
閉
山
・
八
ゎ

（
4
）
一
二
上
席
治
「
同
水
に
う
く
仕
組
み
』
（
教
育
出
版
間
開
設
周
年
下
）
な
め

ぐ
る
ア
メ
ン
ボ
論
争
に
つ
い
て
い
先
攻
幸
一
一
口
説
研
究
会
編
『
国
一
誌
の
授

業
』
ぬ
六
五
一
光
社
一
九
八
四
・
十
二
。

〈
5
）
ピ

i
タ
i
－
ス
ト
口
l
ソ
ン
、
藤
村
議
娩
訳
「
限
一
ぷ
に
つ
い
て
」
（
一

九
五

O
〉
坂
本
百
大
編
『
現
代
務
学
汁
桜
木
論
文
集

ub
動
家
者
一
関
一
九

八
七
・
七
・
十
。

（6
）
パ
！
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
、
消
水
義
夫
訳
「
指
示
に
つ
い
て
」
（
一

九
O
五
）
坂
本
否
大
編
吋
現
代
折
同
学
装
本
論
文
集
I
』
勃
卒
謹
一
房
一
九

八
六
・
十
・
十
五
。

（
7
）
ル
！
ド
ウ
ィ
ヒ
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
奥
雅
博
訳
立
制
慾
哲
学

み
岬
考
』
（
一
九
二
一
）
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
然
1
』
大
修
館
古

広
一
九
七
五
・
四
・
一
。

（8
）
沢
田
允
茂
吋
認
識
の
風
禁
』
岩
波
設
店
一
九
七
五
・
十
二
・
十
九
。

〈9
）
ヤ
l
コ
プ
・
2

ク
ス
キ
ュ
ル
、
ゲ
オ
ル
グ
・
ク
リ
サ
i
ト
著
、
日
高
敏

陵
、
野
間
保
之
訳
吋
生
物
か
ら
見
た
世
界
』
（
一
九
七

O
）
思
索
社
一

九
七
一
一
一
・
六
・
一
一
一
十
。

（
叩
〉
ノ
l
ウ
ッ
ド
－

R
・
ハ
ン
ソ
ン
、
村
上
陽
一
郎
訳
『
科
学
的
発
見
の
パ

タ
i
ン
』
（
一
九
五
八
）
講
談
社
学
術
文
庫
一
九
八
六
・
六
・
十
。

（
日
）
ジ
ャ
ン
・

J
・
ル
ソ
l
、
原
好
男
・
竹
内
成
間
関
訳
『
人
間
不
平
等
起

制
服
論
言
語
起
源
論
』
’
日
水
社
一
九
八
六
・
十
・
三
十
。

〈
ロ
）
中
村
雄
二
郎
明
感
性
の
覚
翻
宮
山
一
知
波
書
店
一
九
七
五
・
五
・
一
ニ
十
。

（
日
）
ト
！
？
ス
・
ク

1
ン
、
中
山
茂
訳
『
科
学
革
命
の
惜
別

m
E
（
一
九
六
二
）

み
す
ず
設
一
房
一
九
七
一
・
一
二
・
五
。

（M
）
小
松
養
之
助
「
ひ
と
ワ
読
み
と
そ
の
磨
き
合
い
を
輸
に
」
町
教
育
科
学

爵
語
教
育
』
ぬ
三
五
三
明
治
図
書
一
九
八
五
・
十
。

（
た
か
ぎ
・
ま
さ
き
横
浜
国
立
大
尚
子
）
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