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教
育
実
習
の
季
節
に
な
り
、
今
年
も
何
度
か
実
習
生
の
授
業
を
参
観
さ
せ
て

貰
っ
た
。
実
は
私
は
実
習
の
参
観
が
苦
手
な
の
だ
が
、
全
力
を
尽
し
て
授
業
に

取
り
組
ん
で
い
る
実
習
生
の
姿
に
接
す
る
度
に
、
胸
を
打
た
れ
る
思
い
が
す
る
。

　
し
か
し
、
そ
ん
な
思
い
に
反
し
て
、
国
語
の
授
業
の
進
め
方
に
対
す
る
疑
問

が
、
年
毎
に
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
実
習
生
の
授
業
に
対
し
て

で
は
な
い
。
陽
語
の
教
師
た
ち
が
こ
れ
ま
で
行
な
い
続
け
て
き
た
国
語
の
授
業

そ
の
も
の
に
、
何
か
根
本
的
に
間
違
っ
て
い
は
し
な
い
か
、
と
い
う
思
い
を
禁

じ
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
ん
な
こ
と
を
素
人
同
然
の
私
が
言
う
の
は
、
差
し
出
が
ま
し
い
こ
と
で
あ

る
に
相
違
な
い
。
私
は
、
国
語
教
育
に
つ
い
て
特
に
勉
強
し
て
も
い
な
い
し
、

授
業
も
高
等
学
校
で
何
年
か
経
験
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
点
、
非
礼
は
お
詫

び
す
る
し
か
な
い
し
、
誤
り
や
見
当
違
い
も
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場

を
借
り
て
敢
え
て
疑
問
の
一
端
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

○

　
漏
本
の
国
語
教
科
書
は
、
過
去
・
現
在
を
通
し
て
概
ね
、
教
材
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
た
文
章
の
読
解
作
業
を
中
心
に
授
業
を
組
み
立
て
る
、
と
い
う
よ
う

な
単
元
（
以
下
、
読
解
単
元
と
略
称
す
る
）
が
、
主
た
る
位
置
を
占
め
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

　
今
回
参
観
し
た
授
業
の
　
つ
で
取
り
上
げ
て
い
た
、
向
田
邦
子
氏
の
「
字
の

な
い
は
が
き
」
と
い
う
随
筆
の
教
材
（
光
村
図
書
版
、
中
学
二
年
）
も
、
そ
の

一
例
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
幼
い
娘
（
作
者
の
下
の
妹
）
の
学
童
疎
開
の
際

に
見
せ
た
愛
情
護
れ
る
姿
を
通
し
て
、
今
は
亡
き
父
親
の
思
い
出
を
綴
っ
た
小

品
で
、
こ
の
単
元
で
学
習
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
人
物
の
描
写
を
通

し
て
心
情
を
読
み
味
わ
う
」
こ
と
で
あ
る
。

　
実
習
生
の
授
業
は
、
難
解
な
語
句
や
酉
い
贋
し
を
解
説
し
な
が
ら
全
文
を
下

読
み
し
、
話
の
展
開
に
添
っ
て
父
親
の
行
動
を
辿
り
な
が
ら
、
そ
の
「
心
情
を

読
み
味
わ
う
」
べ
く
努
力
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
授
業
を
見
て
ど
う
し
て
も
気

」
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
「
人
物
の
描
写
を
通
し
て
」
な
さ
れ
て
い
る
と
墜
　
繭

い
難
い
こ
と
で
あ
る
。

　
全
文
を
下
読
み
す
る
作
業
は
、
当
然
「
人
物
の
描
写
」
に
従
っ
て
進
め
ら
れ

る
。
し
か
し
、
次
い
で
「
心
情
を
読
み
味
わ
う
」
段
に
な
り
、
作
晶
を
全
体
と

し
て
把
握
す
る
時
に
な
る
と
、
表
現
さ
れ
た
言
葉
か
ら
離
れ
が
ち
に
な
る
の
で

あ
る
。

　
例
え
ば
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
部
分
、
妹
が
疎
開
先
か
ら
痩
せ
衰
え
て
帰
っ

て
来
た
時
の
情
景
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
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夜
遅
く
、
出
窓
で
見
張
っ
て
い
た
弟
が
、

　
　
「
帰
っ
て
き
た
よ
！
」
と
叫
ん
だ
。
茶
の
間
に
座
っ
て
い
た
父
は
、
は
だ

　
　
し
で
表
へ
飛
び
出
し
た
。
防
火
用
水
桶
の
前
で
、
や
せ
た
妹
の
肩
を
抱
き
、

　
　
声
を
あ
げ
て
泣
い
た
。
私
は
父
が
、
大
人
の
男
が
声
を
立
て
て
泣
く
の
を

　
　
初
め
て
見
た
。

　
こ
の
部
分
、
授
業
案
に
は
、
「
は
だ
し
で
表
へ
飛
び
出
し
、
声
を
あ
げ
て
泣

い
た
、
父
親
の
気
持
ち
を
考
え
さ
せ
る
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る

（
引
用
部
に
は
作
者
の
心
情
を
窺
わ
せ
る
表
現
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に

は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
）
。
ど
の
表
現
か
ら
そ
れ
が
読
み
取
れ
る
の
か
、
そ

の
表
現
か
ら
ど
ん
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
に
は
、
注
意
が
払

わ
れ
て
い
な
い
。

　
従
っ
て
、
授
業
の
進
め
方
も
、
「
人
物
の
描
写
を
通
し
」
た
も
の
と
は
言
え

な
く
な
る
。
子
供
た
ち
へ
の
問
い
掛
け
も
、
「
そ
の
時
お
父
さ
ん
は
ど
ん
な
思

い
だ
っ
た
か
、
考
え
て
み
よ
う
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
し
、
そ
れ
に
対
す
る
答

え
を
纏
め
る
際
も
、
必
ず
し
も
書
か
れ
た
鱗
葉
に
忠
実
に
従
っ
て
い
る
と
は
雷

え
な
か
っ
た
。
「
人
物
の
描
写
し
か
ら
離
れ
、
文
章
か
ら
石
窟
と
受
け
る
印
象

に
頼
っ
て
、
言
わ
ば
宙
に
浮
い
た
形
で
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
序
で
な
が
ら
言
え
ば
、
父
親
の
気
持
ち
を
「
考
え
る
偏
と
い
う
言
い
方
自
体
、

私
に
は
納
得
が
い
か
な
い
。
考
え
る
と
い
う
精
神
的
行
為
は
、
本
来
外
界
か
ら

独
立
し
た
、
極
め
て
個
人
的
な
行
為
で
あ
る
。
従
っ
て
、
極
端
な
場
合
、
子
供

の
一
人
が
こ
こ
で
、
「
『
は
だ
し
で
表
へ
飛
び
出
し
た
』
と
書
い
て
あ
る
の
は
、

元
気
の
い
い
と
こ
ろ
を
見
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
考
え
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
考
え
る
こ
と
が
外
界
か
ら
独
立
し
た
行

為
で
あ
る
以
上
、
子
供
が
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
も
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
は
や
は
り
、
「
読
み
取
る
翫
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
文
章
に
は
、
言

わ
ん
と
す
る
こ
と
を
言
葉
だ
け
で
表
現
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
、
大
き
な
制

約
が
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
で

も
、
表
現
の
ど
こ
か
に
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
読

む
側
か
ら
言
え
ば
、
表
現
さ
れ
た
言
葉
に
忠
実
に
従
っ
て
読
ま
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
、
作
者
の
言
わ
ん
と
す
る
こ

と
を
、
彼
が
そ
こ
に
衰
現
し
た
雷
撃
に
忠
実
に
従
っ
て
、
受
け
止
め
る
し
か
な

い
の
で
あ
る
。

○

　
念
の
た
め
に
言
え
ば
、
私
が
こ
ん
な
こ
と
を
論
う
の
は
、
実
習
生
の
授
業
を

批
糊
す
る
た
め
で
は
決
し
て
な
い
。
た
ま
た
ま
接
し
た
実
習
生
の
授
業
を
、
所

感
を
述
べ
る
た
め
の
翼
体
例
と
し
て
挙
げ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（
前
記
の

例
も
数
人
の
授
業
か
ら
の
抽
象
で
、
誰
か
が
そ
の
通
り
の
授
業
を
し
た
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
）
。

　
既
に
述
べ
た
通
り
、
私
は
、
国
語
の
授
業
に
い
く
つ
か
の
疑
問
を
抱
い
て
い

る
。
そ
の
一
つ
が
読
解
単
元
で
の
授
業
な
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
右
に
挙
げ
た
よ

う
な
進
め
方
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
と
書
う
よ
り
、
少
な
く
と
も
私
の
経
験

で
は
、
そ
の
よ
う
な
授
業
が
大
半
を
占
め
て
い
る
と
す
ら
思
え
る
し
、
そ
れ
は

今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
日
本
の
国
語

の
授
業
で
は
大
な
り
小
な
り
、
そ
の
よ
う
な
授
業
が
ず
っ
と
主
流
を
占
め
て
き

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
私
の
見
た
実
習
生
の
授
業
も
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
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得
な
い
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
番
謡
の
授
業
も
、
も
う
こ
こ
ら

で
本
来
の
姿
を
取
り
戻
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
国
語
を
教
え
る
と

い
う
本
来
の
騒
的
に
添
っ
た
授
業
に
、
立
ち
戻
っ
て
欲
し
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
実
習
生
の
授
業
に
戻
る
こ
と
に
す
る
と
、
彼
ら
の
授
業
を
見
て
考
え

込
ま
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
授
業
の
進
め
方
で
子
供
た
ち
は
何
を
学
ぶ
の

だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
そ
れ
は
国
語
の
授
業
と

し
て
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
子
供
た
ち
は
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
る
程
度
は
理
解
で
き
た

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
教
師
が
理
解
さ
せ
た
の
だ
、

と
も
書
い
切
れ
ま
い
。
も
と
も
と
、
中
学
生
く
ら
い
に
な
る
と
、
教
科
書
に
載

せ
ら
れ
て
い
る
文
章
程
度
は
何
と
か
読
め
る
も
の
で
あ
る
。
一
人
で
読
ん
で
も
、

そ
れ
程
と
ん
で
も
な
い
読
み
方
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
授
業
で
は
、

普
段
と
は
違
っ
て
時
聞
を
掛
け
て
丁
寧
に
読
む
し
、
級
友
の
意
見
を
参
考
に
す

る
こ
と
も
で
ぎ
る
。
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
授
業
で
教
師
が
し
た
と
雷
い
切
れ
る
の

は
、
ぜ
い
ぜ
い
難
解
な
語
句
な
ど
の
解
釈
く
ら
い
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
は

し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
な
の
に
、
教
師
は
、
子
供
た
ち
に
文
章
を
読
ま
せ
、
そ
れ
を
解
読
し
て

見
せ
る
こ
と
で
、
何
か
を
教
え
た
積
り
に
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
文
章
を
読

む
こ
と
で
、
子
供
た
ち
は
何
か
を
学
び
取
る
。
例
え
ば
、
「
字
の
な
い
は
が
き
」

を
読
ん
だ
中
学
生
は
、
父
親
の
切
な
い
ま
で
の
愛
情
の
深
さ
を
し
っ
か
り
と
受

け
止
め
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
父
親
の
姿
に
感
動
し
て
影
響
を
受
け
る
場
合
さ
え

あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
だ
が
そ
れ
は
、
教
師
や
そ
の
授
業
が
与
え
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
作
品

自
体
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
書
い
た
作
者
が
、
与
え
た
の
で
あ
る
。
「
字
の
な

い
は
が
き
」
は
そ
の
最
も
よ
い
例
の
　
つ
だ
が
、
誰
し
も
い
い
文
章
を
読
め
ば

感
動
す
る
。
そ
こ
に
書
か
れ
た
人
間
の
真
実
が
、
そ
し
て
そ
れ
を
鮮
鯛
に
印
象

付
け
て
く
れ
る
文
章
が
、
読
む
者
の
心
を
強
く
捉
え
る
の
で
あ
る
。

○

　
こ
こ
に
、
国
語
教
師
の
大
き
な
落
し
穴
が
あ
る
。
い
い
文
章
を
読
む
こ
と
で

子
供
た
ち
に
感
動
を
与
え
ら
れ
た
蒔
、
教
師
は
授
業
を
し
た
と
い
う
充
足
感
を

味
わ
う
。
そ
う
し
て
往
々
に
し
て
、
そ
れ
に
・
1
9
を
く
す
ぐ
ら
れ
快
感
に
酔
い
痴

れ
て
、
自
分
自
身
が
何
か
を
し
た
と
勘
違
い
し
て
し
ま
う
。
何
か
を
教
え
た
気

に
な
っ
た
り
、
授
業
に
充
実
感
を
覚
え
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
挙
句
、
教

師
は
、
そ
ん
な
授
業
に
や
り
甲
斐
を
見
出
し
、
国
語
の
授
業
と
は
そ
う
あ
る
べ

き
も
の
だ
、
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
に
な
る
。

　
国
語
の
教
師
に
は
、
こ
の
タ
イ
プ
が
決
し
て
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
て
、
こ

ん
な
教
師
に
限
っ
て
、
「
説
明
文
は
面
白
く
な
い
か
ら
、
授
業
が
う
ま
く
い
か

な
い
」
と
か
、
「
こ
の
文
章
は
面
白
く
な
い
か
ら
、
や
り
た
く
な
い
」
な
ど
と

口
走
る
。
彼
ら
は
、
面
白
い
内
容
の
文
章
な
ら
国
語
の
授
業
が
充
実
す
る
し
、

子
供
た
ち
に
感
動
を
与
え
な
い
よ
う
な
文
章
の
授
業
な
ど
意
味
が
な
い
、
と
決

め
付
け
て
い
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
説
明
文
や
論
説
文
は
敬
遠
さ

れ
、
文
学
作
品
が
孕
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
文
学
、
文
学
と
言
い
た
が
る
、
文

学
趣
味
の
国
語
教
師
が
は
び
こ
る
所
以
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
述
べ
た
通
り
、
そ
の
よ
う
な
授
業
は
、
自
ら
本
を
読

ん
で
学
び
取
る
以
上
の
こ
と
を
、
ほ
と
ん
ど
何
も
教
え
て
は
い
な
い
。
だ
が
、

国
語
の
授
業
と
し
て
最
も
重
大
な
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
授
業
で
は
国
語
に
つ

爲
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い
て
ほ
と
ん
ど
何
も
教
え
て
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
の
学
習
指
導
要
領
を
通
覧
す
る
と
、
国
語
科
の
目
的

と
し
て
は
、
共
通
し
て
、
国
語
に
対
す
る
認
識
を
深
め
、
理
解
力
や
表
現
力
を

高
め
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
羅
語
を
正
確
に
理
解
し
適
切
に
衰
現
す
る
能
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
思

　
　
考
力
や
想
像
力
を
養
い
言
語
感
覚
を
豊
か
に
し
、
国
語
に
対
す
る
認
識
を

　
　
深
め
国
語
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
平
成
元
年
度
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
〉

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
問
題
に
し
て
き
た
よ
う
な
授
業
で
は
、
そ
こ
に
結
び
付

く
べ
き
も
の
を
ほ
と
ん
ど
何
も
見
出
せ
な
い
。
国
語
に
対
す
る
認
識
を
深
め
よ

う
と
す
る
配
慮
も
、
理
解
力
や
表
現
力
を
高
め
る
た
め
の
手
掛
り
も
、
な
い
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
授
業
を
し
て
、
教
師
は
、
国
語

の
何
を
教
え
よ
う
と
詠
う
の
だ
ろ
う
か
。

○

　
そ
れ
で
は
、
読
解
単
元
で
は
ど
う
す
れ
ば
、
子
供
た
ち
の
国
語
に
対
す
る
認

識
を
深
め
、
理
解
力
や
表
現
力
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

に
は
、
表
現
さ
れ
た
言
葉
に
密
着
し
て
、
与
え
ら
れ
た
文
章
を
読
む
以
外
は
な

い
。
そ
う
し
て
、
表
現
に
忠
実
に
即
し
て
読
む
や
り
方
を
、
実
践
を
通
し
て
一

つ
一
つ
体
験
さ
せ
て
や
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
実
践
例
の
一
つ
と
し
て
、
先
に
挙
げ
た
「
字
の
な
い
は

が
き
」
で
の
父
親
の
心
情
を
、
こ
の
作
品
の
「
人
物
の
表
現
を
通
し
て
」
読
み

取
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
こ
の
作
品
は
人
物
の
行
動
を
描
く
こ
と
で
心
理
を
描
く
タ
イ
プ
の
文
章
だ
か

ら
、
父
親
の
心
情
も
彼
の
行
動
か
ら
読
み
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し

て
そ
れ
に
は
、
敢
え
て
分
け
る
な
ら
、

　
①
父
親
の
心
情
を
表
し
て
い
る
表
現
を
捜
し
出
す
。

　
②
そ
の
表
現
は
、
父
親
の
ど
ん
な
心
情
を
表
し
て
い
る
か
を
読
み
取
る
。

と
い
う
二
つ
の
作
業
を
必
要
と
す
る
。

　
そ
こ
で
、
先
に
引
用
し
た
部
分
に
つ
い
て
①
の
作
業
を
行
っ
て
み
る
と
、
①

に
該
当
す
る
の
は
、
A
「
は
だ
し
で
表
へ
飛
び
出
し
た
し
、
B
「
声
を
あ
げ
て

泣
い
た
」
の
二
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
に
、
「
大
人
の
男
」
、
特
に
こ
の
父

親
の
行
動
と
し
て
は
、
普
段
で
は
考
え
ら
れ
な
い
行
動
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
、
A
・
B
に
つ
い
て
②
の
作
業
を
行
っ
て
み
る
。
た
だ
し
、
②
で
は
、

そ
れ
ま
で
の
衰
現
の
総
て
が
関
係
し
て
く
る
。
文
章
は
文
の
積
み
重
ね
に
よ
っ

て
成
立
し
、
ど
の
部
分
も
孤
立
し
た
存
在
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

紙
幅
の
都
合
上
、
主
要
な
も
の
だ
け
抽
出
し
て
お
く
。

　
ま
ず
、
「
小
学
校
一
年
生
の
末
の
妹
が
甲
府
に
学
童
疎
開
を
す
る
こ
と
に
な

っ
た
」
事
情
が
、
「
あ
ま
り
に
幼
く
不
潤
だ
」
か
ら
「
手
放
」
し
き
れ
な
か
っ

た
の
だ
が
、
「
こ
の
ま
ま
「
家
全
滅
す
る
よ
り
は
、
と
心
を
決
め
た
砿
と
書
か

れ
て
い
る
。
「
空
襲
」
で
死
な
し
て
し
ま
う
よ
り
は
ま
だ
ま
し
だ
と
い
う
、
親

と
し
て
は
ぎ
り
ぎ
り
の
決
断
で
あ
る
。
父
親
が
ど
れ
ほ
ど
娘
を
愛
し
て
お
り
、

ど
ん
な
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
か
が
、
如
実
に
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
「
妹
の
出
発
」
の
時
、
「
ま
だ
字
が
書
け
な
か
っ
た
」
娘
に
安
否
を

知
ら
せ
る
葉
書
を
毎
日
書
か
せ
る
工
夫
を
し
て
い
る
。
思
い
も
掛
け
ぬ
工
夫
で
、

馬
鹿
馬
鹿
し
い
と
す
ら
思
え
る
が
、
そ
ん
な
尋
常
な
ら
ざ
る
行
動
を
せ
ざ
る
を

得
な
い
と
こ
ろ
ま
で
、
父
親
の
愛
情
は
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
お
び
た
だ
し
い
は
が
き
」
「
か
さ
高
な
は
が
き
の
束
」
と
い
う
措
辞
は
、
そ
う
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し
た
尋
常
な
ら
ざ
る
思
い
の
深
さ
を
暗
示
す
る
も
の
と
も
言
え
る
。

　
こ
こ
で
は
、
「
自
分
あ
て
の
あ
て
名
を
書
い
た
」
こ
と
に
も
注
意
し
て
よ
い
。

そ
の
後
の
娘
か
ら
の
葉
書
の
変
化
の
一
切
が
、
父
親
の
心
に
ど
れ
程
応
え
る
も

の
で
あ
っ
た
か
が
、
暗
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
娘
の
悲
惨
な
状
況
の
総

で
が
、
「
自
分
あ
て
」
に
直
接
響
く
の
で
あ
る
。
父
親
は
、
そ
ん
な
娘
を
ど
れ

程
心
配
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
同
時
に
彼
は
、
そ
ん
な
状
況
に
追

い
や
っ
た
娘
に
、
済
ま
な
い
、
申
し
訳
な
い
と
い
う
思
い
を
噛
み
締
め
て
い
た

に
相
違
な
い
。
更
に
そ
れ
は
、
そ
う
さ
せ
た
自
分
に
対
す
る
強
い
自
責
の
念
で

も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
「
妹
」
が
帰
っ
て
来
た
の
は
、
そ
ん
な
時
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
時
の
行

動
に
現
れ
た
父
親
の
心
情
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。　

A
「
は
だ
し
で
し
に
も
「
飛
び
出
し
た
」
に
も
、
普
段
通
り
に
「
履
物
を
履

　
　
い
て
外
に
出
る
」
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
父
親
の
心
情
が
窺
え
る
。
取

　
　
り
乱
し
、
我
を
忘
れ
て
、
そ
う
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
疎
開
先
か
ら

　
　
病
を
得
て
帰
っ
て
来
る
我
が
子
が
、
「
不
欄
」
で
し
か
た
が
な
く
、
心
配

　
　
の
余
り
に
一
刻
も
早
く
娘
に
逢
い
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
B
「
声
を
あ
げ
て
泣
い
た
」
は
、
ど
う
に
も
堪
え
切
れ
な
か
っ
た
激
情
の
噴

　
　
出
で
あ
る
。
「
あ
ま
り
に
幼
く
馬
櫛
」
な
娘
に
ひ
ど
い
苦
労
を
さ
せ
て
し

　
　
ま
っ
た
こ
と
へ
の
申
し
訳
な
さ
や
自
責
の
念
と
、
そ
の
子
を
よ
う
や
く
取

　
　
り
戻
せ
た
と
い
う
喜
び
や
安
堵
感
が
交
錯
し
て
、
溜
り
溜
っ
た
激
情
が
噴

　
　
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
な
お
こ
こ
で
は
、
「
妹
の
肩
を
抱
き
偏
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
「
罵
声
や
げ
ん
こ
つ
は
日
常
の
こ
と
」
で
あ
り
「
て
れ
性
で
」
「
他
人
行
儀

と
い
う
形
で
し
か
」
愛
情
を
示
せ
な
か
っ
た
父
親
が
、
普
段
そ
ん
な
こ
と

を
す
る
は
ず
は
な
い
。
や
は
り
右
に
述
べ
た
よ
う
な
娘
へ
の
思
い
が
、
そ

う
い
う
行
動
を
取
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

○

　
以
上
の
よ
う
な
事
情
は
、
論
説
・
説
鯛
の
文
章
で
は
も
っ
と
端
的
な
形
で
現

れ
る
。
こ
れ
も
中
学
二
年
生
の
授
業
に
あ
っ
た
、
「
『
開
い
た
社
会
』
に
向
け

て
」
と
題
す
る
樺
島
忠
夫
氏
の
文
章
も
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
こ
の
文
章
は
、
「
メ
ン
バ
ー
が
固
定
し
て
」
お
ら
ず
「
（
相
手
に
対
す
る
）
知

識
が
乏
し
い
し
「
開
い
た
社
会
」
で
、
「
誤
解
を
生
じ
た
り
、
人
間
関
係
を
損
ね

た
り
し
な
い
た
め
に
は
、
あ
い
ま
い
な
表
現
で
は
な
く
」
、
的
確
で
行
き
届
い

た
表
現
の
能
力
が
必
要
だ
、
と
説
い
た
も
の
で
、
そ
う
い
う
「
閉
じ
た
表
現
」

と
は
逆
の
「
開
い
た
表
現
」
を
「
開
い
た
社
会
」
で
用
い
た
ら
、
ど
れ
程
「
誤

解
が
生
じ
や
す
」
く
な
る
か
を
、
実
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
こ
の
文
章
で
は
、
筆
考
が
各
々
ど
ん
な
社
会
を
「
開
い
た
社
会
」

「
閉
じ
た
社
会
」
と
呼
び
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
表
現
を
「
開
い
た
表
現
」
「
閉
じ

た
表
現
」
と
呼
ん
で
い
る
か
を
、
知
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
筆
者
は
そ

れ
ら
の
関
係
を
ど
う
説
開
し
、
そ
れ
を
元
に
し
て
ど
ん
な
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
か
が
、
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
筆
者
の
挙
げ
た

実
例
で
は
ど
う
し
て
誤
解
が
生
じ
た
の
か
、
筆
者
の
言
う
「
誤
解
の
法
則
」
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
っ
た
こ
と
も
、
き
ち
ん
と
理
解
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
こ
と
は
総
て
、
文
章
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
従
っ

て
授
業
で
も
、
そ
れ
ら
が
ど
の
部
分
に
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
を
確
認

五
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し
、
そ
れ
に
即
し
て
筆
者
の
主
張
を
読
み
取
り
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
。
即
ち
、
こ

の
種
の
文
章
で
は
、
「
文
字
の
な
い
は
が
き
砿
で
必
要
と
し
た
、
行
動
に
託
さ

れ
た
心
理
を
読
み
取
る
作
業
は
必
要
で
は
な
く
、
そ
こ
で
述
べ
た
こ
と
に
合
せ

て
覆
え
ぽ
、

①
そ
の
事
柄
が
説
明
さ
れ
て
い
る
表
現
を
捜
し
出
し
、
事
柄
相
互
の
関
係

　
　
を
書
か
れ
て
い
る
通
り
に
辿
り
、
筆
者
の
主
張
を
確
認
す
る
。

と
い
う
、
一
種
類
の
作
業
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
論
説
・
説
明
の
文
章
で
は
、
筆
者
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の

ま
ま
事
実
や
真
理
だ
と
思
い
込
ま
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
私
た

ち
に
は
印
欄
さ
れ
た
文
章
を
信
じ
込
ん
で
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
書

か
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
筆
者
の
考
え
で
あ
っ
て
、
事
実
や
真
実
そ
の
も

の
で
は
な
い
。
両
者
は
峻
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
国
語
の
授
業

で
は
そ
の
こ
と
を
忘
れ
が
ち
に
な
る
。
と
も
す
れ
ば
両
者
を
混
同
し
て
、
書
い

て
あ
る
こ
と
は
総
て
正
し
い
こ
と
だ
、
と
い
う
ふ
う
な
教
え
方
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
更
に
は
、
書
い
て
あ
る
こ
と
そ
の
も
の
を
教
え
込
も

う
と
し
て
い
る
か
の
如
き
授
業
さ
え
、
見
掛
け
る
こ
と
が
あ
る
。

　
教
科
書
に
載
せ
ら
れ
る
程
の
文
章
だ
か
ら
、
そ
れ
程
間
違
い
が
あ
る
は
ず
は

な
い
が
、
本
来
そ
れ
は
「
筆
者
は
そ
う
考
え
て
い
る
」
と
い
う
に
留
ま
る
の
で

あ
る
。
従
っ
て
、
中
に
は
、
そ
れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
こ
と
も

な
く
は
な
い
。
例
え
ば
、
「
『
開
い
た
社
会
』
に
向
け
て
」
で
「
誤
解
の
法
則
」

に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
部
分
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
言
葉
の
行
き
違
い
に
つ
い
て
説
明
し
、
そ
の
実
例
を
挙
げ
た
上
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
知
識
や
経
験
に
食
い
違
い
が
あ
る
ほ
ど
、
ま
た
、

　
　
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
言
葉
が
あ
い
ま
い
で
あ
れ
ぽ
あ
る
ほ
ど
、
誤
解
が
生

　
　
じ
ゃ
す
い
。
こ
れ
が
誤
解
の
法
則
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
誤
解
が
生
じ
や
す
い
」
と
い
う
だ
け
の
こ
と
を
「
法
則
」
と
呼

ぶ
の
は
無
理
で
あ
る
。
「
法
則
」
と
い
う
語
に
は
「
必
然
的
に
そ
う
な
る
」
「
例

外
な
く
そ
う
す
る
砿
と
い
っ
た
意
味
合
い
が
あ
る
が
、
「
生
じ
や
す
い
扁
と
い

う
表
現
は
そ
う
い
う
傾
向
が
顕
著
だ
と
言
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
正
し
い
こ
と
と
し
て
教
え
た
ら
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

恐
ら
く
、
子
供
た
ち
は
そ
ん
な
法
則
が
あ
る
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。

そ
う
し
て
、
「
法
則
」
と
い
う
語
の
意
味
を
、
正
確
に
把
握
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
う
に
違
い
な
い
。
正
し
い
書
葉
を
教
え
る
は
ず
の
国
語
の
授
業
が
か
え
っ

て
子
供
た
ち
を
混
乱
さ
せ
、
何
も
教
え
な
い
よ
り
悪
い
結
果
が
齎
さ
れ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

○

　
さ
て
、
そ
の
よ
う
な
読
解
作
業
を
実
践
す
る
こ
と
が
、
学
習
指
導
要
領
に
言

う
、
国
語
に
対
す
る
認
識
を
深
め
、
理
解
力
や
表
現
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
、

ど
う
し
て
繋
が
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
既
に
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
と

も
思
わ
れ
る
が
、
以
下
簡
単
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
衰
現
に
即
し
て
文
章
を
読
解
す
る
作
業
で
は
、
子
供
た
ち
は
ま
ず
第
一
に
、

文
章
を
読
む
と
い
う
作
業
は
ど
の
よ
う
に
な
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
こ

と
に
な
る
。
既
に
指
摘
し
た
通
り
、
「
字
の
な
い
は
が
き
」
の
よ
う
な
文
学
的

な
文
章
で
も
、
「
『
開
か
れ
た
社
会
駈
に
向
け
て
」
の
よ
う
な
論
説
・
説
明
の
文

章
で
も
、
筆
者
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
総
て
が
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
言
葉

》みて
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で
赤
さ
れ
て
い
る
。
読
解
作
業
も
、
そ
れ
に
忠
実
に
即
し
て
行
な
う
し
か
な
い

の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
、
書
か
れ
た
言
葉
か
ら
離
れ
て
勝
手

な
想
像
を
巡
ら
す
こ
と
を
、
厳
し
く
排
除
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
そ
れ
が
、
文
章
を
読
む
こ
と
、
即
ち
文
章
を
理
解
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ぽ
、
文
章
を
表
現
に
即
し
て
読
解
す
る
作
業
そ
の
も
の
が
、
子
供
た
ち

の
理
解
力
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
様
々
な
文
章
を
読
解
す
る
と
い
う
経
験
の

積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
文
章
を
正
確
に
理
解
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
て

い
く
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
表
現
に
即
し
て
文
章
を
読
解
す
る
作
業
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

国
語
に
つ
い
て
の
様
々
な
知
識
が
不
可
欠
で
あ
る
。
単
語
の
意
味
や
用
法
は
勿

論
の
こ
と
、
文
の
組
み
立
て
方
、
指
示
語
や
接
続
語
な
ど
に
よ
る
重
根
互
の
繋

ぎ
方
、
文
章
の
構
成
法
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
に
対
す
る
知
識
が
、
ど
う
し
て
も

必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
子
供
た
ち
は
、
辞
書
を
引
き
教
師
の
説
萌
に
耳
を
傾
け
て
、
そ
れ
ら
の
知
識

を
確
認
し
た
上
で
読
解
作
業
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
見
方
を
変
え

れ
ば
、
そ
れ
ら
の
知
識
自
体
、
そ
う
し
た
作
業
の
中
で
よ
り
確
か
な
も
の
に
な

っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
表
現
に
即
し
た
文
章
読
解
の
作
業
は
、
文
章
を
読
み
つ
つ
そ
こ

に
用
い
ら
れ
た
雷
丸
を
学
ぶ
、
と
い
う
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

子
供
た
ち
は
、
文
章
を
読
む
と
い
う
実
践
の
場
で
、
そ
の
文
章
の
様
々
な
表
現

を
還
し
て
、
国
語
と
い
う
書
壇
に
対
す
る
認
識
を
深
め
、
そ
の
取
り
扱
い
方
に

習
熟
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
表
現
に
即
し
た
文
章
読
解
の
作
業
は
、
更
に
、
文
章
力
の
向
上
に
も
直
結
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。
様
々
な
文
章
を
読
解
す
る
作
業
を
通
し
て
、
子
供
た
ち
は
、

右
に
述
べ
た
よ
う
な
国
語
の
認
識
を
深
め
る
だ
け
で
な
く
、
文
章
は
ど
う
い
う

ふ
う
に
書
く
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
、
眼
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

的
確
な
表
現
に
は
言
葉
の
精
選
が
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
と
か
、
そ
れ
に
は
文

の
組
み
立
て
や
繋
ぎ
方
も
関
与
す
る
こ
と
と
か
、
文
章
の
論
理
的
な
展
開
に
は

ど
ん
な
こ
と
が
必
要
か
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
を
、
自
ず
と
感
得
す
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
文
章
を
書
く
能
力
に
繋
が
る
こ
と
は
、
書
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ら
の
知
識
な
い
し
感
覚
は
、
子
供
た
ち
自
身
が
文
章
を
書
く
際
に
も
規
範

と
し
て
働
く
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
表
現
に
即
し
た
読
解
作
業
に
よ

っ
て
培
わ
れ
た
能
力
は
、
表
現
力
の
向
上
に
も
大
き
な
効
果
を
齎
す
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
以
上
で
は
専
ら
文
字
雷
語
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
改
め
て
書
う
ま
で

も
な
く
、
音
声
雷
語
の
場
合
も
同
様
の
効
果
が
齎
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

○

　
最
後
に
、
國
語
の
教
科
書
と
そ
の
取
り
扱
い
方
に
つ
い
て
、
＝
替
付
け
加
え

て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
も
と
も
と
こ
の
問
題
は
、
も
う
一
つ
の
主
題
と
し
て

予
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
既
に
そ
の
余
裕
も
な
い
の
で
、
思
い
付
く
ま
ま

に
二
、
鼠
取
り
上
げ
て
、
気
付
い
た
こ
と
を
箇
条
書
き
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

1
　
国
語
教
科
書
は
、
言
語
事
項
の
単
元
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
國
語
の
教
科
書
は
、
学
習
指
導
要
領
の
記
述
に
添
っ
て
、
こ
の
稿
で
取
り

　
上
げ
た
読
解
単
元
と
、
蜜
語
事
項
を
直
接
的
に
解
説
し
た
言
語
事
項
単
元
と

　
の
二
つ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
国
語
の
学
習
に
は
、
国
語
の
基
礎

　
知
識
を
系
統
的
に
学
習
で
き
る
豪
語
事
項
単
元
と
、
文
章
の
読
解
と
い
う
実

　
践
を
通
し
て
国
語
力
を
身
に
付
け
る
読
解
単
元
と
が
、
共
に
必
要
で
あ
る
。

七
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だ
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
雷
え
ぽ
、
現
行
教
科
書
で
の
言
語
事
項
単
元
の
比

　
重
は
、
余
り
に
も
軽
す
ぎ
る
。
読
解
単
元
で
学
べ
る
こ
と
は
ど
の
文
章
を
読

　
む
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
し
、
そ
こ
で
は
何
を
学
ぶ
べ
ぎ
か
も
明

　
確
で
は
な
い
。
そ
こ
で
得
ら
れ
る
国
語
力
も
、
断
片
的
な
も
の
に
留
ま
る
。

　
国
語
の
基
礎
知
識
は
、
あ
る
程
度
系
統
的
に
習
得
す
べ
き
だ
か
ら
、
そ
の
点

　
で
も
言
語
事
項
単
元
の
充
実
が
必
要
で
あ
る
。

2
　
言
語
事
項
の
単
元
は
、
系
統
的
に
構
成
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
言
語
事
項
の
単
元
は
、
個
々
の
単
元
を
順
に
辿
っ
て
み
る
と
、
あ
る
程
度

　
の
系
統
性
は
図
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で

　
を
通
し
て
、
一
部
を
除
い
て
ま
だ
不
十
分
で
、
不
備
な
部
分
も
少
な
く
な
い
。

　
更
に
、
そ
れ
が
読
解
単
元
の
間
に
分
散
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
現

　
実
に
は
そ
れ
が
系
統
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
ほ
と
ん
ど
気
付
か
れ
て

　
い
な
い
。

　
　
従
っ
て
、
言
語
事
項
単
元
で
は
、
言
韻
・
文
字
・
語
彙
・
文
法
・
文
章
な

　
ど
と
い
っ
た
各
々
の
分
野
を
系
統
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
に
、
単
元
の
立
て

　
方
を
は
じ
め
と
し
て
大
き
く
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。
更
に
憶
え
ぽ
、
国
語

　
教
科
書
は
、
国
民
学
校
時
代
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
韓
語
事
項
単
元
編
と
、
名

　
文
を
読
ま
せ
る
た
め
の
文
章
単
元
編
と
の
二
分
冊
に
す
る
こ
と
も
、
考
慮
さ

　
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

3
国
語
の
教
師
は
、
雷
語
事
項
単
元
を
重
視
し
て
、
国
語
の
基
礎
知
識
を
系

　
統
的
に
習
得
で
き
る
よ
う
に
、
授
業
を
工
夫
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
国
語
の
授
業
で
は
、
一
般
に
雷
語
事
項
単
元
は
敬
遠
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

　
あ
る
。
既
に
述
べ
た
通
り
、
そ
れ
は
も
っ
と
重
視
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

　
が
、
現
行
教
科
書
の
範
囲
で
も
、
国
語
の
基
礎
知
識
を
系
統
立
て
て
教
え
る

　
工
夫
は
で
き
る
。

　
　
｝
つ
は
、
言
語
事
項
単
元
を
辿
っ
て
各
々
の
分
野
で
の
単
元
問
の
関
連
性

　
を
確
認
し
、
そ
れ
を
生
か
し
て
書
案
事
項
単
元
全
体
で
の
授
業
計
画
を
立
て

　
る
こ
と
で
あ
る
。
各
分
野
の
単
元
が
混
在
し
て
い
る
か
ら
か
な
り
困
難
で
は

　
あ
る
が
、
子
供
た
ち
に
単
元
間
の
関
連
性
を
示
し
な
が
ら
授
業
を
進
行
さ
せ

　
る
こ
と
が
で
き
れ
ぽ
、
現
在
よ
り
は
遙
か
に
効
果
の
あ
る
学
習
が
期
待
で
き

　
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
も
う
【
つ
の
方
法
は
、
読
解
単
元
で
の
授
業
の
際
に
、
そ
こ
で
読
む
文
章

　
に
添
っ
た
特
定
の
雷
語
事
柄
（
例
え
ば
、
接
続
語
・
指
示
語
な
ど
）
を
、
集

　
中
的
に
学
習
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
重
要
事
項
だ
け
で
も
、
予

　
め
計
画
を
立
て
て
お
く
と
、
こ
の
方
法
は
か
な
り
有
効
で
あ
る
。

4
　
読
解
単
元
で
は
、
質
の
悪
い
文
章
は
ど
し
ど
し
飛
ば
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
極
め
て
残
念
な
こ
と
だ
が
、
国
語
教
科
書
の
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

　
る
文
章
の
中
に
は
、
読
解
作
業
に
も
耐
え
ら
れ
な
い
、
ひ
ど
い
文
章
が
少
な

　
く
な
い
（
「
『
開
い
た
社
会
』
に
向
け
て
」
も
、
そ
う
で
あ
る
）
。
私
は
、
こ

　
の
こ
と
が
現
在
の
国
語
教
科
書
の
最
大
の
問
題
点
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
外

　
な
ら
ぬ
国
語
の
教
科
書
で
、
そ
ん
な
文
章
を
子
供
た
ち
に
読
ま
せ
る
べ
き
で

　
は
な
い
。

5
　
戦
争
や
平
和
を
題
材
と
し
た
文
章
が
多
い
こ
と
も
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で

　
あ
る
。

　
　
ど
ん
な
理
由
で
そ
う
い
う
文
章
が
数
多
く
収
録
さ
れ
る
の
か
、
私
に
は
分

　
ら
な
い
。
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
読
解
単
元
の
本
旨
を
誤
解
し
た
上
で
そ
う

　
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
既
に
指
摘
し
た
通
り
、
文
章
読
解

　
の
単
元
は
、
与
え
ら
れ
た
文
章
を
読
解
す
る
作
業
を
通
し
て
国
語
力
を
付
け
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る
の
が
目
的
で
あ
っ
て
、
文
章
の
内
容
そ
の
も
の
を
教
え
込
も
う
と
す
る
の

　
は
間
違
い
な
の
で
あ
る
。

6
　
序
で
に
言
え
ば
、
単
元
名
そ
の
他
、
教
科
書
の
記
載
に
、
不
備
や
誤
解
を

　
招
く
部
分
が
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
字
の
な
い
は
が
き
」
の
単
元

　
名
は
、
平
成
五
年
度
版
で
は
「
平
和
へ
の
願
い
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
字
の

　
な
い
は
が
き
」
の
主
題
と
は
何
の
関
係
も
な
く
、
明
ら
か
な
ミ
ス
な
の
だ
が
、

　
実
習
生
の
話
で
は
、
感
想
を
話
し
合
う
段
階
で
こ
の
単
元
名
に
惑
わ
さ
れ
た

　
生
徒
が
い
た
と
い
う
。
現
在
の
教
科
書
は
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
も
、
予
め
何

　
ら
か
の
処
置
を
必
要
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
三
年
九
月
二
十
一
日
　
受
理
）
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