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【
研
究
論
文
】

授
業
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と

ー
文
学
的
文
章
に
お
け
る

学
習
問
題
・
板
書
・
発
問
か
ら

宮
島
　
卓
朗

一

　

は

じ

め

に

平
成
二
十
五
年
の
十
一
月
、
信
州
大
学
国
語
教
育
学
会
第
二
十

三
回
大
会
に
お
い
て
、
藤
森
先
生
と
対
談
す
る
機
会
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

そ
の
と
き
に
は
、
宮
島
が
松
本
の
F
小
学
校
に
在
職
し
て
い
た

と
き
の
国
語
の
授
業
を
V
T
R
で
見
な
が
ら
、
授
業
で
心
が
け
て

い
る
こ
と
、
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
を
話
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

授
業
実
践
し
た
と
き
か
ら
、
す
で
に
六
年
が
経
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
授
業
の
様
子
や
子
ど
も
の
息
吹
を
思
い
出
す
、

私
自
身
に
と
っ
て
至
福
の
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

F
小
学
校
で
の
話
で
あ
っ
と
い
う
間
に
小
一
時
間
が
終
わ
り
ま

し
た
。
対
談
の
際
に
配
布
し
た
資
料
T
）
に
あ
る
上
田
市
の
S
小

学
枚
で
の
実
践
ま
で
は
到
底
話
は
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

本
筋
で
は
、
配
布
し
ま
し
た
S
小
学
校
で
の
実
践
に
つ
い
て
、

学
習
問
題
・
板
書
・
発
間
の
三
点
か
ら
、
見
え
て
く
る
こ
と
と
心

が
け
て
い
る
こ
と
を
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
　
学
習
問
題
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と

1
　
単
元
計
画
T
）

単
元
名
　
「
賢
治
文
学
と
私
の
卒
業
」

教
材
文
　
「
や
ま
な
し
」
・
他
の
賢
治
作
品

F
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
の
夢
』
　
（
光
村
　
6
年
）

八
時
間
扱
い

第
l
次
　
導
入

・
「
や
ま
な
し
」
を
読
み
、
初
発
の
感
想
を
書
く
。
（
1
）

・
「
お
話
の
地
図
」
を
昏
き
、
大
学
習
問
題
を
設
け
る
。
（
1
）

第
二
次
　
展
開

・
「
や
ま
な
し
」
　
に
つ
い
て
読
み
深
め
る
。
（
5
）

第
三
次
　
ま
と
め

・
題
名
と
他
の
賢
治
作
品
に
つ
い
て
考
え
る
。
（
1
）

※
1
　
賢
治
作
品
を
い
く
つ
か
教
室
に
用
意
し
、
．
い
つ
で
も
読
め

る
よ
う
に
し
て
お
く
。

※
2
　
「
賢
治
作
品
を
読
も
う
」
と
い
う
読
書
カ
ー
ド
を
配
布
し
、
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読
ん
だ
作
品
を
記
録
さ
せ
る
。

※
3
　
本
単
元
で
考
え
た
こ
と
を
基
に
、
自
分
の
生
き
方
と
卒
業

に
つ
い
て
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
使
い
、
ス
ピ
ー
チ
を

行
う
。

※
4
　
賢
治
の
生
き
方
を
教
訓
的
に
扱
っ
た
り
、
正
し
い
生
き
方

と
し
て
紹
介
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
。

2
　
学
習
問
題
一
覧

第
二
次
で
の
学
習
問
題
は
次
の
と
お
り
で
す
。

「
や
ま
な
し
」
と
「
か
に
の
親
子
」
と
「
か
わ
せ
み
」

の
ど
れ
が
い
い
か

3
　
五
つ
の
学
習
問
題
の
特
徴

こ
の
宮
島
の
五
つ
の
学
習
問
題
は
、
一
般
的
な
学
習
問
題
と
は

異
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
学
習
問
題
　
（
言
い
方
は
違

っ
て
い
た
と
し
て
も
そ
の
時
間
で
中
心
と
な
っ
て
追
究
す
る
内

容
）
　
で
実
践
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
か
、
手
元
に
あ
る
浜
本
純
逸

が
監
修
し
た
　
「
文
学
の
授
業
づ
く
り
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
室
に
分

か
り
や
す
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
、
授
業
実
践
の
方
向
性
と
し
て
①
文
芸
研
の
西
郷
竹

彦
の
行
っ
た
　
「
主
題
追
究
塑
」
、
②
石
黒
修
が
行
っ
た
法
則
化
に

ょ
る
「
分
析
批
評
型
」
、
③
原
宏
が
行
っ
た
「
イ
メ
ー
ジ
尊
重
型
」

が
あ
る
と
い
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
方
法
や
ね
ら
う
点
な
ど
に
つ
い
て
は
実
践
例

や
先
行
研
究
に
委
ね
る
と
し
て
、
宮
島
実
践
は
ど
の
型
か
な
と
思

う
と
、
ど
れ
で
も
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
ど
れ
も
参
考
に
し
た
の
も
事
実
で
す
。

宮
島
の
五
つ
の
学
習
問
題
に
つ
い
て
、
「
こ
う
い
う
も
の
は
な

い
」
　
と
い
う
点
か
ら
特
徴
を
挙
げ
る
と
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る

で
し
ょ
う
か
。
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①
心
情
を
問
う
学
習
問
題
が
な
い
。

⑦
視
点
や
表
現
の
効
果
な
ど
を
直
接
的
に
問
う
学
習
問
題
が
な

ヽ

↓

　

0

③
主
題
や
主
題
に
つ
な
が
る
こ
と
、
筆
者
が
表
し
た
い
こ
と
を

直
接
的
に
問
う
学
習
問
題
が
な
い
。

①
は
一
目
瞭
然
で
す
。
「
○
○
の
気
持
ち
は
ど
ん
な
気
持
ち
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
　
と
い
っ
た
学
習
問
題
は
基
本
的
に
は
設
定
し

ま
せ
ん
。
「
基
本
的
」
　
と
書
い
た
の
は
、
も
し
、
気
持
ち
を
追
究

し
て
い
く
な
か
で
、
さ
ら
に
大
き
な
　
「
問
い
」
　
（
「
読
み
の
迷
い
」

（
〝
）
）
　
へ
と
昇
華
す
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
は
、
設
定
す
る
か
ら

です。当
然
で
す
が
、
宮
島
の
学
習
問
題
で
も
登
場
人
物
の
気
持
ち
を

子
ど
も
た
ち
は
考
え
て
い
ま
す
。
授
業
で
も
、
「
か
に
の
兄
弟
は

…
な
気
持
ち
だ
っ
た
」
　
と
い
う
子
ど
も
の
発
言
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
気
持
ち
を
直
接
問
わ
な
い
。
追
究
し
合
わ
な
い

の
で
す
。

②
は
単
純
に
難
し
い
か
ら
で
す
。
私
た
ち
が
教
材
研
究
を
す
る

と
き
に
、
こ
の
視
点
を
使
う
こ
と
は
大
切
で
す
が
、
そ
れ
を
子
ど

も
た
ち
が
主
と
し
た
追
究
に
使
う
の
は
難
し
い
と
思
う
か
ら
で

す
。
で
き
る
子
ど
も
は
い
い
で
し
ょ
う
。
で
も
、
少
な
く
と
も
、

難
し
い
と
感
じ
る
子
ど
も
が
多
数
い
る
と
思
う
の
で
す
。

し
か
し
、
宮
島
の
学
習
問
題
も
十
分
、
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

実
際
、
別
の
単
元
で
の
授
業
で
は
、
難
し
く
て
立
ち
往
生
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

③
は
主
題
や
筆
者
が
表
し
た
い
こ
と
を
問
わ
ず
に
、
②
に
あ
る

表
現
や
視
点
か
ら
主
題
な
ど
に
迫
っ
て
い
っ
て
欲
し
い
と
思
う
か

ら
で
す
。

子
ど
も
た
ち
は
主
題
を
直
接
的
に
考
え
て
い
な
い
の
で
す
が
、

表
現
や
視
点
を
追
究
し
て
い
る
な
か
で
、
主
題
に
必
然
的
に
触
れ

て
い
き
ま
す
。
そ
こ
を
教
師
が
ど
う
取
り
上
げ
る
か
が
重
要
に
な

っ
て
き
ま
す
。

で
は
、
反
対
に
　
「
こ
う
い
う
も
の
が
あ
る
」
　
と
い
う
点
か
ら
特

徴
を
挙
げ
て
み
ま
す
。

④
そ
の
学
習
問
題
か
ら
主
題
に
迫
る
よ
う
な
大
き
な
学
び
が
広

が
っ
て
い
る
も
の
。

⑤
読
者
で
あ
る
自
分
が
ギ
っ
思
う
か
問
う
も
の
。

⑤
二
者
択
一
な
ど
、
一
点
を
問
う
も
の
。

④
に
関
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
が
な
い
と
学
習
問
題
に
な
り
ま
せ

ん
。
対
談
で
藤
森
先
生
も
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
学
習
問
題
を

追
究
し
て
い
く
う
ち
に
、
大
き
な
　
「
迷
い
」
　
に
ぶ
つ
か
り
、
そ
こ
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か
ら
さ
ら
に
深
い
読
み
に
つ
な
が
っ
て
い
く
可
能
性
の
あ
る
　
「
問

い
」
　
を
学
習
問
題
と
し
て
い
ま
す
。

⑤
は
読
者
で
あ
る
チ
ビ
も
自
身
が
ど
う
感
じ
る
か
を
問
う
て
い

ま
す
の
で
、
い
わ
ゆ
る
　
「
正
答
」
が
あ
り
ま
せ
ん
。
「
底
」
と
　
「
水

の
中
」
と
　
「
天
井
」
ど
こ
が
い
い
と
思
う
か
、
自
分
自
身
の
　
「
思

い
」
　
で
よ
い
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
必
ず
、
「
根
拠
と
な
る
表
現
」

が
あ
り
、
そ
の
表
現
か
ら
こ
う
考
え
る
と
い
う
「
理
由
」
　
が
あ
る

は
ず
で
す
。

そ
の
　
「
表
現
」
と
　
「
理
由
」
　
を
話
し
合
う
の
で
す
。
作
品
が
優

れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
必
然
的
に
そ
の
表
現
効
果
に
つ
い
て
子
ど

も
連
は
考
え
る
し
、
主
題
に
迫
っ
た
発
言
も
し
て
い
く
の
で
す
。

ま
た
、
読
者
で
あ
る
自
分
の
　
「
思
い
」
　
で
よ
い
の
で
す
か
ら
、

さ
ほ
ど
耗
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
宮
島
の
学
習
問
題
は
一
見
難
し
そ

う
に
感
じ
る
の
で
す
が
、
子
ど
も
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
と
感
じ
な

い
の
は
、
こ
こ
に
理
由
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

⑤
は
　
「
天
井
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
に
な
っ
た
の
か
、
な
ら
な
い

の
か
」
　
の
二
者
択
一
の
学
習
問
題
で
す
。
他
の
単
元
で
も
、
「
～

に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
か
」
　
と
そ
の
と
き
を
問
う
学
習
問
題
も

よ
く
あ
り
ま
す
。
五
年
生
の
と
き
行
っ
た
　
F
大
道
じ
い
さ
ん
と
ガ

ン
』
　
で
は
　
「
『
お
と
り
作
戦
」
　
は
　
「
ひ
き
ょ
う
な
や
り
方
」
だ
ろ

う
か
」
｛
Ⅴ
）
と
い
う
学
習
問
題
も
設
定
し
て
い
ま
す
。

「
い
つ
」
　
は
藤
森
先
生
の
バ
タ
フ
ラ
イ
マ
ッ
プ
法
で
も
「
ご
ん

は
い
つ
　
り
つ
ぐ
な
い
』
を
し
よ
う
と
思
っ
た
か
」
と
い
う
テ
ー
マ

が
あ
り
ま
す
し
（
．
“
）
、
「
語
り
手
は
、
太
一
が
一
度
は
ク
エ
に
も
り

を
打
つ
場
面
を
措
く
べ
き
だ
っ
た
。
是
か
非
か
」
と
い
う
テ
ー
マ

も
あ
り
ま
す
。

チ
ビ
も
た
ち
は
、
考
え
る
こ
と
が
焦
点
牝
さ
れ
て
、
必
然
的
に

ょ
り
主
題
へ
と
迫
っ
た
思
考
を
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
つ
ま

り
④
を
含
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
心
が
け
な
が
ら
、
学
習
問
題
を
子
ど
も
た

ち
と
設
定
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
教
材
で
は
、
学
習
問
題
は
こ
れ

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も

た
ち
の
実
態
や
学
び
方
の
履
歴
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。
今
、
中

学
校
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
ま
す
が
、
①
～
①
の
こ
と
は
ま
誅
す
る

も
の
の
、
今
回
の
　
『
や
ま
な
し
』
　
の
よ
う
な
学
習
問
題
は
当
然
な

が
ら
設
定
し
ま
せ
ん
。
授
業
が
構
想
で
き
な
い
か
ら
で
す
。

三
　
板
書
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と

1
　
本
時
　
（
第
七
時
）
　
の
授
業
の
板
書

次
ペ
ー
ジ
の
写
真
が
、
本
時
の
板
吾
で
す
。
印
刷
の
関
係
や
白

黒
の
関
係
で
見
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

右
側
に
は
、
学
習
間
置

「
や
ま
な
し

「
か
に
の
親
子
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ど
れ
が
い
い
か

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
黒
板
上
部
に
貼

っ
て
あ
る
三
つ
の
写
真
は
、
右
か
ら
や
ま
な
し
の
挿
絵
、
か
に
の

兄
弟
の
挿
絵
、
か
わ
せ
み
の
挿
絵
で
す
。

2
　
板
書
の
特
徴

私
は
、
板
書
を
、
授
業
で
教
え
た
い
こ
と
や
学
ん
だ
こ
と
を
替

い
て
あ
る
だ
け
の
も
の
だ
、
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。

子
ど
も
た
ち
の
追
究
を
大
き
く
助
け
て
く
れ
る
も
の
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
教
師
サ
イ
ド
か
ら
す
る
と
、
板
書
に
よ
っ
て
も
子
ど

も
た
ち
の
追
究
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
板
書
に
も
心
が
け
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
空
間

三
つ
の
登
場
人
物
に
よ
っ
て
、
黒
板
を
大
き
く
三
等
分
し
て
使

っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
発
言
し
た
こ
と
を
書
く
わ
け
で
す

が
、
端
か
ら
羅
列
的
に
書
く
よ
う
な
こ
と
は
、
あ
ま
り
し
ま
せ
ん
。

こ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
登
場
人
物
ど
う
し
の
比
較
が
し
や
す
く

な
り
ま
す
。

矢
印
や
線
は
、
宮
島
の
板
書
で
よ
く
使
わ
れ
る
も
の
で

す。
上
記
の
よ
う
な
反
対
の
意
味
を
表
す
両
方
向
の
央
印
は
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今
回
、
二
回
使
っ
て
い
ま
す
。
中
央
付
近
に
あ
る
央
印
は
、
「
や

ま
な
し
」
　
の
よ
さ
や
　
「
か
に
の
親
子
」
　
の
よ
さ
を
チ
ビ
も
た
ち
が

発
言
し
た
あ
と
に
、
教
師
が
、
「
そ
れ
に
対
し
、
F
か
わ
せ
み
」

は
死
を
も
た
ら
す
の
で
、
こ
う
な
る
の
か
、
な
ら
な
い
の
か
」
　
と

問
い
返
し
な
が
ら
書
い
た
央
印
で
す
。

そ
の
あ
と
、
子
ど
も
た
ち
は
、
〓
か
わ
せ
み
』
　
も
生
き
て
い

く
た
め
に
何
か
を
犠
牲
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
て
し
ょ
う
が
な

か
っ
た
」
　
「
F
海
の
命
』
　
の
与
書
じ
い
さ
も
同
じ
だ
っ
た
」
　
な
ど

と
発
言
し
、
こ
の
反
対
の
意
味
を
表
す
両
方
向
の
央
印
は
違
う
、

と
考
え
て
い
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
矢
印
の
上
に
×
を
書
き
ま

し
た
。左

端
に
あ
る
両
方
向
の
矢
印
に
つ
い
て
は
、
③
と
も
か
か
わ
っ

て
く
る
の
で
、
そ
こ
で
述
べ
ま
す
。

③
空
間
の
間「

や
ま
な
し
」
　
「
か
に
の
親
子
」
　
「
か
わ
せ
み
」
　
こ
の
登

｛
∵場

人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
さ
を
子
ど
も
た
ち
が
感
じ
て
い

っ
た
授
業
終
盤
、
私
は
こ
の
両
方
向
の
矢
印
を
黒
板
左
に

書
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
「
こ
う
じ
ゃ
な
い
入
っ
て
知
っ

て
る
？
」
と
問
い
ま
す
。

わ
ず
か
で
す
が
、
黒
板
の
左
側
が
空
い
て
い
ま
す
。
間
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
間
に
は
、
こ
れ
か
ら
思
考
す
る
こ
と
が
書
か
れ
る
ん

だ
と
い
う
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
は
分
か
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
さ
ら

に
追
究
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

そ
し
て
、
「
虔
十
公
園
林
』
　
に
で
て
く
る
平
二
や
、
「
ツ
エ
ね

ず
み
』
、
『
注
文
の
多
い
料
理
店
」
　
の
二
人
の
若
い
紳
士
な
ど
が
、

『
や
ま
な
し
」
　
の
登
場
人
物
と
対
極
を
な
す
人
物
だ
と
指
摘
す
る

の
で
し
た
。

両
方
向
の
央
印
の
左
側
に
は
、
「
や
ま
な
し
」
　
な
ど
と
対
極
を

な
す
そ
れ
ら
の
人
物
の
挿
絵
が
貼
ら
れ
ま
し
た
。

④
色
の
意
味

宮
島
の
枚
善
で
は
、
色
も
大
き
な
意
味
を
な
し
て
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
見
え
に
く
さ
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

今
回
は
、
赤
を
キ
ー
カ
ラ
ー
に
し
ま
し
た
。
赤
の
チ
ョ
ー
ク
で

書
い
た
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
優
し
さ
　
（
t
l
カ
所
）

・安心
・
楽
に
な
る

・
ほ
っ
こ
h
ソ

・幸い
・
幸
せ
の
た
め
に

・
自
己
犠
牲

・犠牲
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赤
の
チ
ョ
ー
ク
で
、
0
の
よ
う
な
円
で
囲
っ
た
言
葉
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

・
楽
し
い

・
仲
良
い

・
安
心
さ
せ
る

・人間
・家族

・
見
守
っ
て
い
る

・
避
け
ら
れ
な
い
道

・
生
き
る

・命

こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
全
て
子
ど
も
た
ち
の
発
言
の
中
の
言
葉
で

す
。
赤
で
書
か
れ
た
言
葉
や
赤
で
囲
ま
れ
た
言
葉
を
目
に
す
る
だ

け
で
、
本
時
何
が
大
切
な
の
か
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

赤
が
与
え
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
さ
ま
ざ
ま
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の
l
　
つ
に
　
「
あ
た
た
か
さ
」
　
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
可
や
ま
な

し
」
　
の
登
場
人
物
三
者
に
は
、
「
あ
た
た
か
さ
」
　
が
あ
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
、
「
優
し
さ
」
　
や
　
「
命
」
、
「
自
己
犠
牲
の
思
い
」
　
が
あ

る
こ
と
が
視
覚
的
に
も
は
っ
き
り
し
ま
す
。

魚
の
命
を
奪
う
「
か
わ
せ
み
」
　
に
も
で
す
。
「
か
に
の
親
子
」

を
恐
怖
に
陥
れ
る
　
「
か
わ
せ
み
」
　
に
も
で
す
。
授
業
の
中
で
子
ど

も
た
ち
は
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
ま

す。

・
「
海
の
命
」
　
と
つ
な
げ
て
、
与
青
じ
い
さ
の
言
葉
「
千
匹

に
l
匹
で
い
い
ん
だ
」
生
き
る
た
め
に
魚
を
捕
っ
て
い
た
。

か
わ
せ
み
も
悪
気
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

二
よ
だ
か
の
星
』
　
が
私
は
好
き
で
、
よ
だ
か
が
弟
の
か
わ

せ
み
に
別
れ
を
告
げ
る
と
き
に
、
「
ど
う
し
て
も
と
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
時
の
ほ
か
は
、
い
た
ず
ら
に
お
魚
を
と

っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
れ
」
｛
－
Ⅶ
）
と
あ
っ
て
、
私

は
、
（
「
や
ま
な
し
」
　
の
）
　
か
わ
せ
み
は
最
低
限
で
、
魚

や
か
に
を
困
ら
せ
た
く
や
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
。

『
や
ま
な
し
』
　
に
登
場
す
る
　
「
か
わ
せ
み
」
　
を
、
別
の
面
か
ら

見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
。
藤
森
先
生
と
の
研
究
で
い
う
「
読

み
の
迷
い
」
で
い
う
と
、
「
か
わ
せ
み
　
は
「
や
ま
な
し
　
と
　
「
か

に
の
親
子
　
と
同
じ
側
の
登
場
人
物
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
、
赤
を
使
っ
た
箇
所
が
あ
り
ま
す
。

・
「
や
ま
な
し
」
　
「
か
に
の
親
子
」
　
「
か
わ
せ
み
」
　
の
三
つ
を

囲
っ
た
線
　
（
全
部
は
囲
え
な
い
の
で
、
左
端
だ
け
）

と
い
う
線
で
す
。

こ
の
線
に
よ
り
、
上
記
の
赤
で
書
い
た
こ
と
が
　
r
や
ま
な
し
』

の
登
場
人
物
に
は
あ
る
こ
と
が
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
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そ
し
て
、
三
2
②
③
に
書
い
た
よ
う
な
矢
印
に
よ
り
、
他
の
登

場
人
物
と
の
ち
が
い
を
考
え
て
い
く
の
で
し
た
。

板
書
は
学
び
を
構
造
的
に
捉
え
、
構
造
的
に
表
す
こ
と
を
心
が

け
て
い
ま
す
。
板
書
が
重
層
的
で
な
い
と
、
学
び
も
重
層
的
に
な

ら
ず
、
薄
っ
ぺ
ら
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

さ
ら
に
い
う
と
、
指
導
案
を
考
え
て
い
る
際
に
、
頭
の
中
で
は
、

板
書
計
画
も
構
想
し
て
お
り
、
本
時
案
と
政
審
計
画
が
マ
ッ
チ
し

た
と
き
は
、
も
う
子
ど
も
た
ち
と
の
学
び
が
楽
し
み
に
な
っ
て
い

る
と
き
な
の
で
す
。

残
念
な
が
ら
板
書
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
が
あ
ま
り
さ
れ
て

い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
豊
か
な
学
び
を
生
む
た
め
に
は
、
板
書

は
非
常
に
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
研
究
が
さ
ら
に
進
む
こ
と
を
望

ん
で
い
ま
す
。

四
　
発
間
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と

1
　
発
問
の
基
本
型

指
導
案
を
見
な
が
ら
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
発
間
を
す
る
先
生
が

お
り
ま
す
が
、
私
は
行
い
ま
せ
ん
。
学
習
問
題
も
そ
う
で
す
。
指

導
案
を
見
な
が
ら
書
く
こ
と
は
絶
対
に
し
ま
せ
ん
。

発
間
を
吟
味
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
が
自
分
の

も
の
と
な
り
、
授
業
の
あ
る
瞬
間
で
発
し
ら
れ
て
こ
そ
、
価
値
が

あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

基
本
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
発
間
の
型
が
あ
り
ま
す
。

・
問
い
か
け
の
発
間

・
共
感
の
発
聞

・
催
し
の
発
間

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
基
本
中
の
基
本
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、

問
い
か
け
の
発
間
の
中
に
も
、

・
理
由
を
問
い
か
け
る
発
間

・
叙
述
や
場
面
を
問
い
か
け
る
発
間

・
ど
ん
な
感
じ
が
す
る
か
問
い
か
け
る
発
間

な
ど
が
あ
り
ま
す
（
望
。

2
　
共
感
の
発
間

こ
の
稀
で
は
、
「
共
感
の
発
間
」
　
に
焦
点
を
当
て
て
、
述
べ
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

学
会
で
の
対
談
の
時
に
は
、
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
　
の
実
践

の
授
業
最
終
盤
に
あ
っ
た
、
Y
さ
ん
の
次
の
よ
う
な
つ
ぶ
や
き
が

紹
介
さ
れ
ま
し
た
（
・
誉

普
通
の
人
間
な
ら
両
方
あ
る
よ
。
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「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
　
に
登
場
す
る
二
人
の
若
い
紳
士
の
　
「
泣

く
」
　
（
そ
の
と
き
は
、
青
で
政
審
）
　
と
、
「
雪
渡
り
」
　
の
四
郎
と

か
ん
子
の
「
泣
く
」
や
「
虞
十
公
園
林
」
　
の
家
族
の
　
「
泣
く
」
　
（
こ

ち
ら
は
赤
で
板
書
）
　
と
の
ち
が
い
を
読
み
取
っ
た
と
き
の
つ
ぶ
や

き
で
す
。

こ
の
つ
ぶ
や
き
の
あ
と
、
次
の
よ
う
に
続
き
ま
す
。

教
　
師
‥
普
通
の
人
間
な
ら
両
方
あ
る
。

Y
さ
ん
‥
だ
っ
て
さ
あ
、
け
ん
か
し
た
り
し
て
泣
き
わ
め

い
た
り
す
る
し
。

教
　
師
∵
し
っ
ち
だ
。
（
青
の
政
審
部
分
を
指
さ
し
）

Y
さ
ん
∵
つ
れ
し
く
て
泣
い
た
り
す
る
と
き
も
あ
る
。

教
　
師
∵
こ
っ
ち
も
あ
る
ん
だ
よ
ね
。
（
赤
の
板
春
を
部

分
を
指
さ
し
）
　
Y
さ
ん
は
そ
う
や
っ
て
考
え
た

んだ。

子
ど
も
た
ち
二
周
り
の
子
と
笑
顔
で
つ
ぶ
や
き
あ
う
）

か
っ
た
と
き
に
つ
い
て
語
り
ま
す
。

私
は
板
書
を
用
い
共
感
し
ま
す
。

こ
の
Y
さ
ん
の
つ
ぶ
や
き
は
、
私
自
身
の
考
え
方
に
t
石
を
投

じ
、
ク
ラ
ス
の
友
だ
ち
に
も
波
紋
を
広
げ
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
　
「
自
分
も
そ
う
だ
」
と
友
と
語
り
出
し
た
の
で
し

た。

こ
れ
と
ま
さ
に
同
じ
こ
と
が
　
『
や
ま
な
し
』
　
の
授
業
で
も
あ
り

ま
し
た
。

授
業
の
終
わ
り
間
際
、
N
さ
ん
の
つ
ぶ
や
き
で
す
。

私
も
、
ア
ド
リ
に
な
り
た
い
っ
て
思
う
。

私
は
、
ま
ず
Y
さ
ん
の
つ
ぶ
や
き
を
難
鵡
返
し
に
共
感
し
ま
す
。

そ
れ
し
か
言
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
本
心
で
す
。
同
じ
言
葉
で

た
だ
た
だ
共
感
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
と
同
時
に
、
l
降

に
し
て
私
も
自
分
自
身
の
こ
と
を
考
え
た
の
で
し
た
。

Y
さ
ん
は
教
師
の
共
感
に
よ
り
、
け
ん
か
し
た
と
き
と
う
れ
し

こ
の
直
前
に
は
、
賢
治
が
　
「
や
ま
な
し
」
　
に
な
り
た
い
と
感
じ

て
い
る
、
と
い
う
話
題
に
な
り
、
さ
ら
に
、
『
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ

の
伝
記
』
　
の
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
も
賢
治
が
な
り
た
か
っ
た
人
物
だ

と
授
業
が
展
開
し
た
と
き
、
N
さ
ん
の
つ
ぶ
や
き
が
発
せ
ら
れ
た

の
で
す
。

こ
の
と
き
は
、
私
は
、
次
の
よ
う
に
共
感
し
ま
し
た
。

オ
レ
も
な
り
た
い
。
で
も
ね
、
な
か
な
か
な
れ
な
い
よ
ね
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作
品
の
登
場
人
物
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
。
で
も
、
「
ブ
ド

リ
」
　
や
　
「
慶
十
」
、
賢
治
の
い
う
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
　
の
生
き
方
は

な
か
な
か
で
き
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
。

こ
の
と
き
も
本
当
に
、
N
さ
ん
の
つ
ぶ
や
き
に
、
共
感
す
る
し

か
な
か
っ
た
の
で
す
。

「
や
ま
な
し
』
　
の
授
業
で
は
、
次
の
よ
う
な
共
感
も
あ
り
ま
し

た。

K
君
‥
か
に
達
に
と
つ
て
は
　
「
い
き
な
り
飛
び
こ
ん
で
き
ま

し
た
」
　
と
い
う
か
わ
せ
み
は
怖
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る

け
ど
、
か
わ
せ
み
の
側
か
ら
し
て
も
か
に
の
姿
は
見

え
る
は
ず
で
、
こ
れ
は
し
ょ
う
が
な
い
け
ど
、
行
き

ま
す
っ
て
感
じ
で
入
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

教
師
‥
か
わ
せ
み
、
行
き
ま
～
す
。
ご
め
ん
ね
、
か
に
。

子
ど
も
達
‥
（
笑
い
）

生
き
る
た
め
に
何
か
を
食
べ
な
い
と
い
け
な
い
、
必
要
最
小
限

で
他
を
嬢
牡
に
し
て
い
る
か
わ
せ
み
の
姿
を
K
君
は
発
言
し
た
の

で
す
が
、
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
コ
ミ
カ
ル
に
共
感
し
た
の
で
す
。

こ
の
あ
と
、
「
よ
だ
か
の
星
」
　
発
言
、
「
海
の
命
」
　
発
言
が
続

き
ま
す
か
ら
、
こ
う
い
う
共
感
も
、
追
究
を
支
え
て
い
く
の
だ
な

と
思
う
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
共
感
の
発
間
は
、
指
導
案
を
見
な
が
ら
で
は
で
き

ま
せ
ん
。
子
ど
も
の
考
え
に
耳
を
傾
け
、
自
分
自
身
の
感
覚
に
触

れ
た
も
の
を
素
直
に
共
感
す
る
。

こ
の
つ
ぶ
や
き
は
拾
う
、
こ
の
つ
ぶ
や
き
は
ス
ル
ー
す
る
。
こ

の
発
言
に
は
共
感
す
る
、
こ
の
発
言
に
は
共
感
し
な
い
。
と
い
っ

た
こ
と
は
、
な
に
か
テ
ク
ニ
ッ
ク
的
な
感
じ
が
し
ま
す
。

し
か
し
、
発
言
や
つ
ぶ
や
き
に
素
直
に
共
感
す
る
こ
と
は
、
そ

れ
を
凌
駕
し
た
授
業
観
や
子
ど
も
観
だ
と
思
う
の
で
す
。

五
　
終
わ
り
に

今
回
の
瑚
稀
は
、
対
談
の
続
き
の
よ
う
な
感
覚
で
書
き
ま
し
た
。

配
布
し
た
資
料
の
授
業
を
、
も
し
相
談
す
る
な
ら
ば
、
こ
ん
な
よ

う
な
話
を
し
た
だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
書
い
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、

文
末
表
現
も
こ
の
よ
う
な
形
を
と
り
ま
し
た
。

資
料
が
手
元
に
な
い
会
員
に
と
っ
て
見
る
と
、
と
て
も
分
か
り

に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
「
授
業
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
す

が
、
宮
島
が
　
「
授
業
で
心
が
け
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
方
が
合
っ

て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
論
と
い
う
も
の
に
な
り
き
れ
て
い
な
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い
こ
と
は
重
々
承
知
で
す
が
、
一
つ
の
授
業
に
多
く
の
こ
と
が
含

有
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
授
業
を
何
回
見
直
し
て
み
て
も
、
新
た
な

発
見
が
あ
る
こ
と
を
、
今
回
改
め
て
感
じ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

「
迷
ひ
の
会
」
　
を
四
年
間
で
十
二
回
も
開
く
こ
と
を
大
い
に
認

め
て
く
だ
さ
っ
た
S
小
学
校
の
T
校
長
先
生
　
（
当
時
）
　
は
、
研
究

紀
要
に

生
に
も
　
「
宮
島
は
教
師
と
し
て
ど
う
に
か
や
っ
て
い
る
」
　
こ
と
が

伝
わ
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

教
師
は
職
人
で
あ
る
。
授
業
は
子
ど
も
た
ち
と
教
師
が

つ
く
る
芸
術
で
あ
る
、
作
品
で
あ
る
。

と
書
か
れ
て
い
ま
す
〈
土
。
「
や
ま
な
し
」
と
い
う
作
品
を
何
度
読

み
返
し
て
も
発
見
が
あ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の
授
業
と
い
う
作
品

も
、
何
回
考
察
し
て
も
、
新
た
な
発
見
が
あ
る
の
で
す
。

今
回
　
（
今
回
の
み
な
ら
ず
今
ま
で
も
）
　
こ
の
よ
う
な
機
会
を
設

け
ご
指
導
く
だ
さ
っ
た
藤
森
裕
治
先
生
に
は
感
謝
の
言
葉
も
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
書
写
書
道
研
究
室
の
小
林
比
出
代
先
生
に
も
ご

連
絡
や
ご
助
言
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
。

学
会
の
懇
親
会
の
折
に
酉
一
夫
先
生
が
、
私
の
恩
師
で
あ
り
ま

す
、
信
州
大
学
教
育
学
部
教
授
京
極
輿
l
先
生
（
故
人
）
と
の
懐

か
し
い
　
（
私
に
と
っ
て
恥
ず
か
し
い
）
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
ら
れ
ま

し
た
が
、
学
会
誌
に
こ
の
よ
う
な
論
考
を
表
す
こ
と
で
、
京
極
先

【注】
i
　
配
付
し
た
資
料
は
　
「
信
浪
教
育
」
第
t
五
〇
五
号
の
　
「
テ
ー
マ
　
私

が
大
事
に
し
て
い
き
た
い
こ
と
、
こ
だ
わ
り
た
い
こ
と
」
　
に
宮
島
が

投
宿
し
た
　
「
「
ほ
ん
と
う
の
幸
い
」
を
願
い
な
が
ら
」

‥
1
1
　
詳
細
は
、
上
田
市
立
清
明
小
学
校
　
「
研
究
の
ま
と
め
」
　
第
四
十
七
集

（
二
〇
一
二
）
　
を
参
照
の
こ
と
。

…
山
　
「
文
学
の
授
業
づ
く
り
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
・
授
業
実
践
史
を
ふ
ま
え
て
・

浜
本
逸
純
監
修
　
（
渓
水
社
、
二
〇
一
〇
）

．
Ⅳ
　
「
読
み
の
迷
い
」
　
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
研
究
紀
要
　
「
附
属
松
本
学

校
園
公
開
研
究
会
」
　
（
信
州
大
学
教
育
学
部
附
属
幼
稚
園
・
附
属
松
本

小
学
校
、
二
〇
〇
七
）
　
を
参
照
の
こ
と
。

Ⅴ
　
「
大
道
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」
　
の
実
践
は
、
上
田
市
立
清
明
小
学
校
「
研

究
の
ま
と
め
」
第
四
十
六
集
　
（
二
〇
一
二
　
に
ま
と
め
て
あ
る
。

．
Ⅵ
　
　
「
バ
タ
フ
ラ
イ
・
マ
ッ
プ
法
」
　
藤
森
裕
治
　
（
東
洋
盛
出
版
、
二
〇
〇

七）

…
Ⅶ
　
こ
の
発
言
は
、
次
の
文
庫
本
を
開
き
な
が
ら
し
て
い
る
。

「
風
の
又
三
郎
」
宮
沢
賢
治
作
　
（
岩
波
少
年
少
女
文
庫
、
二
〇
〇
〇
）

逓
　
発
間
に
つ
い
て
は
　
「
第
五
六
回
　
長
野
県
国
語
教
育
研
究
協
散
会



上
小
大
会
」
（
上
小
国
語
研
究
会
、
二
〇
一
一
）
　
に
「
モ
チ
モ
チ
の
木
」

の
授
業
実
践
で
ま
と
め
て
あ
る
。

．
Ⅸ
　
詳
細
は
、
「
附
属
松
本
学
校
園
公
開
研
究
会
の
記
録
」
　
（
信
州
大
学
教

育
学
部
附
属
幼
稚
園
・
附
属
松
本
小
学
校
、
二
〇
〇
七
）
　
参
照
の
こ

と。

（
み
や
じ
ま
　
た
く
ろ
う
　
上
田
市
立
第
三
中
学
校
）


