
物
語

教

材

の

時

間

l
､
は
じ
め
に

本
稿
は
､
光
村
図
啓
の
小
学

l
年
生
用
教
科
沓

(平
成
三
年
検

定
)
の
物
語
教
材
を

｢
視
点
｣
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
た
も
の

で
あ
る
o
光
村
図
番
の
小
学

i
年
生
の
物
語
教
材
を
分
析
対
象
と

し
た
の
は
､
あ
-
ま
で
も
出
発
点
に
過
ぎ
ず
､
将
来
的
に
は
､
他

社
の
教
科
雷
や
他
学
年
の
教
材
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
C

本
稿
は
､
単
に
作
品
を
分
析
す
る
作
品
分
析
と
は
飛
な
り
､
そ

れ
が
､
学
習
者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
意
味
を
持

つ
の
か
,
学
習

者
に
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
か
'
と
い
う
こ
と
ま
で
問

題
に
す
る
｡
そ
の
意
味
で
は
､
作
品
分
析
と
い
う
よ
り
は
､
教
材

分
析
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
､
こ
こ
で
い
う
学
習
者
と
は
､

具
体
的
な
あ
る
ク
ラ
ス
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
'
想
定
さ
れ
た
学
習
者
で
あ
る
｡
よ
っ
て
､
教
材
分
析
を
志
向

し
っ
っ
も
作
品
分
析
に
止
ま
る
性
質
の
も
の
と
も
言
え
る
｡

分
析
の
観
点
の

｢
視
点
｣
と
は
､
作
品
の
語
り
手
と
そ
の
語
り

手
が
語
る
作
品
世
界
と
の
様
々
な
形
の
関
係
の
取
り
方
の
こ
と
で

ぁ
る
｡
教
材
分
析
を
志
向
す
る
本
稿
は
'
加
え
て
'
学
習
者
と
の

―小学一年生教科書(光村図書･平成三年検定)の場合―

齊
藤
正
一

関
係
も
視
野
に
い
れ
て
い
く
｡

7
般
に
語
り
手
は
､
作
中
に
登
坂
し
て
自
分
の
こ
と
を

｢
ぼ
く
｣

｢
私
｣
な
ど
と
い
っ
た

l
人
称
で
語
る

1
人
称
の
語
り
手
と
作
中

に
登
場
せ
ず
常
に
三
人
称
で
語
る
三
人
称
の
語
り
手
の
こ
杵
桁
に

分
け
ら
れ
る
0
語
り
手
が

l
人
称
で
あ
る
か
三
人
称
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
で
'

｢
視
点
｣
も

!
人
称
視
点
と
三
人
称
視
点
と
に
分

か
れ
る
｡
た
だ
二
分
す
る
だ
け
で
は
な
く
､
更
に
細
か
く
分
け
る

こ
と
も
可
能
だ
が
､
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
｡

こ
の

｢視
点
｣
の
下
位
に
､

｢
心
鞘
｣

｢
空
間
｣

｢
時
間
｣

｢
繁
り
手
の
顔
出
し
｣
と
い
う
四
つ
の
分
析
ポ
イ
ン
ト
が
改
定
で

き
る
｡

｢
心
理
｣
と
は
､
誰
の
心
理
を
語
り
う
る
か
､
ま
た
､
実

際
に
拾
っ
て
い
る
か
と
い
う
間
組
｡

｢
空
間
｣
は
､
語
り
手
が
空

間
的
に
ど
こ
に
い
る
か
と
い
う
聞
出
で
あ
る
｡

｢
時
間
｣
は
'
語

り
手
が
時
間
的
に
ど
の
よ
う
な
態
度
で
語
っ
て
い
る
か
と
い
う
問

題
｡

｢
許
り
手
の
顔
出
し
｣
と
は
三
人
称
の
語
り
手
が
託
背
に
向

か
っ
て
語
り
か
け
た
り
'
作
品
世
界
に
対
し
て
の
感
想
を
述
べ
た

り
し
･て
､
そ
の
存
在
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
｡
近
代
文
学
で

67



は
､
三
人
称
の
祈
り
手
は
'
神
の
如
く
読
者
に
そ
の
存
在
を
意
純

さ
せ
な
い
こ
と
が
多
い
が
'
大
雅
文
学
や
児
童
文
学
の
よ
う
な
読

者
を
意
織
し
た
文
学
は
､
そ
の
限
り
で
は
な
く
､
語
り
手
が
頻
繁

に
顔
を
出
す
も
の
が
あ
る
｡
よ
っ
て

｢
語
り
手
の
蔵
出
し
｣
が
問

題
と
な
る
の
で
あ
る
｡

本
稿
で
は
､

｢
視
点
｣
に
よ
る
教
材
分
析
の
諦

l
歩
と
し
て
､

｢
時
間
｣
に
鵠
点
を
絞
っ
て
分
析
を
進
め
る
｡
も
っ
と
も
､
四
つ

の
ポ
イ
ン
ト
は
'
相
互
に
関
係
し
あ

っ
て
い
る
｡
例
え
ば
､
自
分

自
身
の
心
理
し
か
語
り
え
な
い
1
人
称
の
語
り
手
の
心
理
で
も
､

そ
の
心
球
が
､
祈
ら
れ
て
い
る
出
来
萌
の
当
時
の
心
理
な
の
か
'

語
っ
て
い
る
現
都
の
心
理
な
の
か
と
い
う
間
瀧
が
生
じ
る
.
換
言

す
れ
ば
､
そ
の
心
瓢
が
'
登
場
人
物
と
し
て
の
心
理
な
の
か
語
り

手
と
し
て
の
心
即
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O
こ
れ
は

｢
心
理
｣

の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
､

｢
時
間
｣
の
間
鵜
に
も
な
る
｡
こ
の

よ
う
に
相
互
に
関
係
し
て
い
る
た
め
､

｢
時
間
｣
に
総
点
を
絞
り

な
が
ら
､
そ
れ
以
外
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
も
､
必
要
に
応
じ
て

触
れ
て
い
く
こ
と
と
す
る
o

尚
､
分
析
し
た
教
材
は
､
抱
職
順
に

1
㌧

｢
ぶ
ら
ん
こ
｣

(も
り
や
ま

み
や
こ
)

4 3 25
､

｢
は
な
の
み
ち
｣

(お
か

の
ぶ
こ
)

｢
お
む
す
び
こ
ろ
り
ん
｣

(は
そ
べ

た
だ
し
)

｢
お
お
さ
な
か
ぶ
｣

(
ロ
シ
ア
民
話

さ
い
ご
う

た
け
ひ
こ

両
紙
)

｢
小
さ
な
ね
こ
｣

(
い
し
い

も
も
こ
)

以
上
上
盤

6
㌧
｢
-
じ
ら
ぐ
も
｣

(な
か
が
わ

り
え
こ
)

7
㌧
｢
ず
う
っ
と
'
ず
っ
と
､
大
す
巻
だ
よ
｣

(
ハ
ン
ス
-1
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム

ひ
さ
や
ま

た
い
ち

訳
)

8
､

｢
た
ぬ
き
の
糸
車
｣

(き
し

な
み
)

9
､

｢
き
り
か
ぶ
の
赤
ち
ゃ
ん
｣

(ま
ど

･
み
ち
お
)

以
上
下
也
/
括
弧
内
の
氏
名
は
作
者

･
訳
者

の
九
教
材
で
あ
る
｡
光
村
図
薯
か
ら
出
て
い
る

『
固
糟

学
習
指

軍
事

上

･
下
ji

(平
成
四

･
二
)
に
よ
れ
ば
､

｢
ず
う
っ
と
､

ず
っ
と
､
大
す
き
だ
よ
｣
だ
け
が
､
統
碑
へ
の
意
欲

･
関
心
を
高

め
る
た
め
の
献
腎
教
材
で
あ
り
､
他
の
八
教
材
は
す
べ
て
珊
脚
教

材
で
あ
る
｡
難
易
に
関
し
て
は
､
群
し
く
読
む
こ
と
が
要
求
さ
れ

る
即
解
教
材
よ
り
も
､
粗
密
な
就
碑
を
し
な
く
て
も
よ
い
就
哲
教

材
の
ほ
う
が
難
度
が
高
い
と

1
椴
に
は
言
わ
れ
て
い
る
｡

二
､

｢
時
間
｣
に
つ
い
て

光
に
も
述
べ
た
が
､

｢
時
間
｣
と
は
､
語
り
手
が
時
間
的
に
ど

の
よ
う
な
磁
庇
で
語
っ
て
い
る
か
と
い
う
間
脳
で
あ
る
O
先
ず
問

滋
と
な
る
の
は
､
出
米
印
の
順
序
と
評
り
の
服
序
の
荊
同
の
間
脳

で
あ
る
｡
山
.iI釆
節
の
順
序
は
勤
か
し
ょ
う
が
な
い
が
､
ki:=り
手
の

表
現
の
順
序
は
､
出
雑
事
の
順
序
に
必
ず
し
も
制
約
さ
れ
な
い
｡

例
え
ば
'
あ
る
出
来
餅
を
討
っ
た
後
で
､
そ
の
出
来
事
の
折
田
と

し
て
'
そ
れ
以
前
の
時
点
の
出
来
節
を
語
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
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が
往
々
に
し
て
あ
る
｡
そ
こ
で
､
出
来
蔀
の
順
序
と
語
り
の
順
序

の
異
同
が
分
析
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
わ
け
で
あ
る
｡

ま
た
､
出
来
事
の
朋､
序
と
語
り
の
順
序
が
同
じ
で
も
､
そ
の
進

み
方
が
極
端
に
迎
う
場
合
が
あ
る
｡
あ
る
出
来
野
に
つ
い
て
､
そ

の
出
来
事
と
寄
り
添
う
よ
う
に
語
っ
て
い
く
語
り
を
洪
水
と
す
れ

ば
､
そ
れ
よ
り
も
速
い
語
り
も
あ
り
､
遅
い
語
り
も
あ
る
｡
速
い

語
り
と
は
'
そ
の
出
来
事
の
あ
ら
ま
し
を
概
括
的
に
滑
る
だ
け
で

済
ま
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
0
,1;
釆
串
の
あ
ら
ま
し
を
概
托
的

に
語
る
と
い
っ
て
も
､
そ
の
程
度
に
は
遊
い
が
あ
る
0
時
に
は
'

皮
が
過
ぎ
て
必
要
な
甲
柄
に
つ
い
て
も
詐
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う

よ
う
な
飛
師
も
見
ら
れ
る
｡
逆
に
遅
い
許
り
と
は
'
出
米
甲
は
ほ

と
ん
ど
進
展
し
な
い
の
に
､
人
物
や
風
景
の
描
写

･
祝
明
だ
け
が

遊
ん
で
い
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
O
こ
の
よ
う
な
､
実
際
の
出
来

事
の
速
度
と
比
べ
た
時
の
､
祈
り
の
速
い
遅
い
と
い
う
関
越
も
分

析
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
｡
ま
た
､

一
つ
の
教
材
の
語
り
の
速
度
は
'

常
に

1
定
と
い
う
わ
け
で
は
な
-
､
事
件
そ
の
も
の
に
関
し
て
は

許
し
-
語
る
が
､
串
件
と
事
件
の
間
の
こ
と
は
概
括
的
な
語
り
で

済
ま
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
往
々
に
し
て
あ
る
｡
そ
う
し
た
速
度
の

変
化
も
分
析
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
｡

こ
れ
ま
で
､
語
り
の
服
序
も
速
度
も
'
語
り
手
が
過
去
の
出
来

事
を
た
だ
そ
の
時
点
の
事
実
と
し
て
語

っ
て
い
る
と
い
う
前
提
で

説
明
し
て
き
た
｡
語
り
手
が
､
語
っ
て
い
る
現
在
を
離
れ
､
語
ら

れ
て
い
る
出
来
事
の
時
点
に
い
る
と
考
え
て
き
た
わ
け
で
あ
る
｡

し
か
し
､
語
り
手
は
'
時
に
は
､
語

っ
て
い
る
現
在
の
恩
い
な
ど

を
交
え
て
語
る
こ
と
が
あ
る
o
例
え
ば
､

一
人
称
の
語
り
手
は
'

過
去
の
出
来
餌
を
語

っ
て
い
る
中
に
､
語

っ
て
い
る
現
在
の
心
理

と
し
て
の
反
省

･
後
悔
な
ど
を
交
え
て
語
る
こ
と
が
あ
る
｡
三
人

称
の
語
り
手
も
同
様
の
こ
と
を
助
出
し
と
し
て
お
こ
な
う
こ
と
が

あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
帝
ら
れ
て
い
る
過
去
の
出
来
事
の
中
に
括

っ
て
い
る
現
在
が
押
入
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
､
語
り
手
の
時
間

的
態
度
を
分
析
す
る
ポ
イ
ン
ト
の

一
つ
で
あ
る
｡

語
り
手
の
時
間
的
な
態
度
を
め
ぐ
る
聞
出
は
'
出
来
事
の
順
序

と
語
り
の
順
序
の
異
同
､
語
り
の
速
度
､
語

っ
て
い
る
現
在
の
挿

入
の
三
点
に
准
班
で
き
る
｡

三
､
出
来
事
の
朋
序
と
常
り
の
順
序
の
異
同

出
来
串
の
順
序
と
語
り
の
順
序
が
罪
な
っ
て
い
る
教
材
は
'

｢
ず
う

っ
と
､
ず

っ
と
､
人
す
さ
だ
よ
｣
と

｢
き
り
か
ぶ
の
赤
ち

ゃ
ん
｣
の
二
つ
だ
け
で
あ

っ
た
｡
し
か
も
'

｢
ず
う
っ
と
､
ず

っ

と
､
大
す
き
だ
よ
｣
は
､
出
来
革
の
順
序
と
ii;;=り
の
順
序
が
は
っ

き
り
と
逆
転
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
､
物
新
を
開
始
す
る
た
め

の
前
乾
き
の
あ
と
で
､
物
語

(恩
い
出
訴
)
が
始
ま
る
と
い
う
も

の
で
あ
り
､
本
格
的
に
出
来
事
と
怒
り
の
順
番
に
逆
嶋
が
起
こ
っ

て
い
る
の
は
､

｢
き
り
か
ぶ
の
赤
ち
ゃ
ん
｣
唯

一
つ
で
あ
る
｡

今
回
分
析
す
る
中
で
唯

1
､

1
人
称
の
視
点
に
よ
っ
て
語
ら
れ

て
い
る

｢
ず
う

っ
と
､
ず

っ
と
､
大
す
さ
だ
よ
｣
は
､
死
ん
だ
愛

犬

｢
エ
ル
フ
｣
に
関
す
る

｢
ぼ
-
｣
の
談
話

(思
い
出
話
)
の
形

を
採

っ
て
い
る
O
こ
の
教
材
は
､
基
本
的
に
は
出
来
事
の
順
序
の
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ま
ま
に
語
ら
れ
て
い
る
が
､

一
か
所
だ
け
出
来
事
と
語
り
の
順
序

の
逆
転
が
あ
る
O
冒
朝
の

｢
エ
ル
フ
の

こ
と
を

は
な
し
ま
す
｣

(下
塗
二
九
頁

一
～
二
行
目
)
は
語

っ
て
い
る
現
在
の
時
点
の
こ

と
で
あ
る
が
'
縦

い
て
'
そ
の
宣
言
に
従

っ
て
'
過
去
に
戻
り
､

愛
犬

｢
エ
ル
フ
｣
の
話
が
始
ま
る
O
そ
の
折
は
､
出
来
事
の
順
序

に
従
っ
て
語
ら
れ
､
つ
い
に
は
語
っ
て
い
る
現
在
に
た
ど
り
着
-
0

続
く

｢
い
つ
か
､
ぼ
く
も
､
ほ
か
の

犬
を

か
う
だ
ろ
う
し
｣

(下
遊
三
九
頁
八
行
目
～
)
以
下
は
､
語
っ
て
い
る
現
在
か
ら
の

予
測

･
決
意
で
あ
る
｡

つま
り
､
語
り
手
は
､
話
を
始
め
る
と
い

う
五
首
で
､
現
在
か
ら
過
去
に
戻
り
､
過
去
の
許
を
過
去
の
こ
と

と
し
て
祈
り
､
語
っ
て
い
る
現
在
に
到
達
し
て
'
将
来
の
予
州
と

決
志
を
示
し
て
終
わ
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
過
去
の
話
の
中
に

現
在
の
_q
い
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
が
､
そ
の
こ
と

に

つ
い
て
は
､
次
々
項
で
触
れ
る
O

と
こ
ろ
で
､
田
城
の

｢
エ
ル
フ
の

こ
と
を

は
な
し
ま
す
｣

は
､

一
応
は
語
っ
て
い
る
現
在
の
こ
と
と
言
え
る
が
､
現
在
の
出

来
串
に
つ
い
て
の
語
り
で
は
な
い
｡
た
だ
物
語
を
始
め
る
と
い
う

前
頂
き
に
過
ぎ
な
い
｡
こ
れ
か
ら
始
ま
る
物
語
そ
の
も
の
に
つ
い

て
の
言
説
で
あ
る

｢
エ
ル
フ
の

こ
と
を

は
な
し
ま
す
｣
は
､

f
応
は
現
在
と
言
え
て
も
､
特
定
の
時
点
に
属
さ
な
い
ニ
ュ
ー
ー

ラ
ル
に
近
い
時
間
的
位
霞
に
あ
る
｡
よ
っ
て
､
こ
の
教
材
の
出
来

事
と
.Tg.:り
の
順
序
の
逆
転
は
木
精
的
な
も
の
と
は
青
い
難
い
｡
そ

れ
に
対
し
て
､

｢
き
り
か
ぶ
の
赤
ち
ゃ
ん
｣
で
は
､
も
っ
と
は
っ

き
り
し
た
出
来
餌
と
語
り
の
服
序
の
逆
紀
が
見
ら
れ
る
｡

｢
き
り
か
ぶ
の
赤
ち
ゃ
ん
｣
の
語
り
手
も
､
物
語
開
始
早
々
に

時
間
的
に
過
去
に
戻
り
'
そ
こ
′か
ら
服
を
過

っ
て
語
り
出
す
｡
こ

の
物
語
教
材
で
は
､
初
め
に
､

｢
ど
う
ぶ
つ
村
の

入
り
口
に
､

大
き
な

き
り
か
ぶ
が

1
つ

あ
り
ま
し
た
O
｣

(下
巻
七
〇

頁

1
行
目
)
と
､
物
術
の
中
心
に
な
る

｢
き
り
か
ぶ
｣
が
提
示

さ

れ
る
｡
そ
れ
に
続
い
て
'
物
語
は
時
間
的
に
は
過
去
に
戻
っ
て
､

そ
の
切
り
株
の
由
米
山
臼
が
祈
ら
れ
る
｡

｢
き
り
か
ぶ
｣
の
由
来

出
自
は
､

｢
ど

うぶ
つ
た
ち
｣
に
薪
と
し
て
大
木
が
切
り
倒
さ
れ

た
冬
の
こ
と
か
ら
始
ま
り
､
切
り
株
が
鵬
を
曲
げ
て
い
た
春

･
夏

･
秋
と
服
を
迫

っ
て
語
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
が
､

｢
き
ょ
う
も
､

の
ん
気
な

ぞ
う
が
､

～
｣

(七
三
瓦
八
行
目
)
と
討
っ
て
い

る
現
在
に
到
達
す
る
｡
こ
の

｢
き
ょ
う
｣
と
は
､
.秋
の
具
体
的
な

あ
る
日
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
そ
の
秋
の

一
日
の
こ
と
と
し

て
､
象

･
野
鼠
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
C'
そ
の

｢
の
ね
ず
み

さ
ん
｣
が
た
ん
こ
ぶ
を
も
ら
っ
て
帰
っ
て
い
く
ま
で

(下
を
七
五

頁
九
行
目
ま
で
)
が
､
そ
の
日
の
こ
と
で
あ
る
Q

そ
の
後
は
､
概
括
的
な
語
り
と
異
体
的
な
あ
る
日
の
地
米
堺
に

つ
い
て
の
祈
り
が
交
互
に
出
て
米
て
'
つ
い
に
切
り
株
は
動
物
た

ち
を
許
し
て
新
芽
を
仕ー
す
場
面
に
至
る
の
だ
が
､
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
'
次
項
で
見
る
こ
と
に
す
る
｡

E
I'
語
り
の
速
度

出
来
群
の
速
度
と
'
前
川
り
の
速
度
が
兜
な

っ
て
い
る
教
材
は
数

多
い
｡
そ
の
中
で
唯

I
｢
ぶ
ら
ん
こ
｣
は
､
金
休
を
通
し
て
出
来
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餌
に
寄
り
添

っ
た
速
度
で
語
ら
れ
て
い
た
O
こ
の
教
材
で
は
'
語

り
手
に
よ
る
地
の
文
が

一
つ
と
三
つ
の
文
か
ら
な
る
歌
と
い
う
同

じ
柵
成
の
も
の
が
三
つ
繰
り
返
さ
れ
る
｡
そ
の
た
め
に
､
定
型
の

綿
の
よ
う
な
印
象
も
与
え
る
C
三
つ
の
部
分
の
出
来
堺
と
し
て
の

時
間
的
な
関
係
は
文
輩
で
は
特
に
指
示
し
て
い
な
い
が
､
上
磯

1

七
質
の
絵
か
ら
判
断
す
る
と
､
三
匹
の
子
豚
た
ち
は
､

1
緒
に
プ

ラ
ン
コ
に
来
り
､
大
き
い
ほ
う
か
ら
胴
番
に
歌
を
歌
い
､
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
0
ま
た
､
放
後
の

｢
そ
ろ

そ
ろ

お
や
つ
の

じ
か
ん
で
す
｡
｣

(上
磯

〓
ハ
頁
六
行
目
)

も
､

｢
ま
ど
か
ら

お
や
つ
も

み
え
た
｡
｣

(上
磯

一
六
貢
五

行
目
)
と
い
う

｢ち
い
さ
い
こ
ぶ
た
｣
の
パ
ー
ト
か
ら
時
間
的
に

直
接

つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
o

創
作
童
話

｢
小
さ
な
ね
こ
｣
も
'
最
後
の

1
か
所
を
除
い
て
､

出
来
事
に
寄
り
添
っ
て
､
山
米
串
の
速
度
に
語
り
の
速
度
を
合
わ

せ
る
よ
う
に
し
て
語
ら
れ
て
お
り
'
実
況
中
継
の
よ
う
な
臨
場
感

す
ら
出
て
い
る
｡
ま
た
'
こ
の
教
材
は
語
り
手
が
頻
繁
に
教
を
出

す
｡
そ
の
中
に
'

｢封
T
､
は
し
り
だ
し
た
｣

(上
磯
六
九
琴

l

行
目

･
傍
線
引
用
者
以
下
同
)
の
よ
う
に
､
今
ま
さ
に
気
付
い
た

と
い
う
よ
う
な
'
感
動
詞
を
用
い
た
表
現
が
見
ら
れ
.る
O
こ
の
よ

う
な
顔
出
し
は
､
語
り
手
が
出
来
事
に
寄
り
添
っ
て
い
る
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
り
'
た

っ
た
今
の
出
来
事
を
語
っ
て
い
る
の
だ
と

い
う
臨
場
感
を
増
幅
さ
せ
る
｡
し
か
も
､
こ
う
し
た
感
動
詞
を
用

い
た
蘇
出
し
の
な
か
に
は
､

｢
こ
ね
こ
｣
が
犬
に
追
い
か
け
ら
れ

て
い
る
場
面
で
の

｢あ

っ
､
木
が

あ

っ
た
｡
木
が

あ
れ
ば
､

も
う

だ
い
じ
ょ
う
ぶ
｣

(上
沓
七
二
京

1
行
目

～
二
行
目
)
の

よ
う
に
'
語
り
手
の
嶺
山
し
で
あ
る
と
同
時
に
'

干
犯
の
心
内
語

と
も
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､
語
り
手
が
子
猫
に

同
化
し
て
い
る
と
考
を
b
れ
る
O
同
じ
-
､

｢
お
か
あ
さ
ん
ね
こ
｣

に
同
化
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
｡
語
り
手
が
､
子
郷
や
母
猫
に
同

化
す
る
こ
と
で
､
読
者
ま
で
も
が
子
柿
や
母
猫
に
同
化
し
易
-
な

る
Q
こ
の
よ
う
に
作
中
人
物
と
の
同
化
を
と
も
な

っ
た
形
で
の
額

出
し
は
､
よ
り

1
屑
税
額
を
作
品
世
界
に
引
き
付
け
､
蹄
場
感
を

与
え
る
｡

母
猫
の
日
を
施
ん
で
町
に
出
た
子
紺
が
犬
に
追
い
か
け
ら
れ
､

母
相
に
救
出
さ
れ
る
と
い
う
考
え
よ
う
に
よ

っ
て
は
､
他
愛
の
な

い
物
語
に
生
彩
を
与
え
て
い
る
の
は
'
ま
さ
に
今
の
出
来
事
を
拾

っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
､
臨
場
感
溢
れ
る
突
況
中
継
的
な
語
り
な

の
で
あ
る
0
更
に
'
常
体
の
テ
キ
パ
キ
と
し
た
語
り
口
も
'
実
況

中
継
的
な
感
じ
を
出
し
て
い
る
｡
こ
の
ス
ピ
ー
ド
感
の
あ
る
文
章

は
､
学
習
者
を
引
き
付
け
る
も
の
で
あ
り
､
教
師
が
実
況
中
継
の

よ
う
な
臨
場
感
を
持
っ
て
朗
読
し
て
や
る
と
よ
い
だ
ろ
う
｡
学
習

者
に
実
況
中
継
的
な
音
読
を
試
み
さ
せ
て
も
よ
い
O

予
狐
が
木
に
登
る
ま
で

(上
進
七
二
頁
ま
で
)
は
､
語
り
手
は

子
獅
だ
け
に
ま
な
ざ
し
を
当
て
て
い
た
が
､
そ
れ
に
続
-
母
猫
が

子
猫iI
の
鳴
き
声
を
聞
き

つ
け
た
場
面
で
は
'
語
り
手
は
母
猫
の
み

に
ま
な
ざ
し
を
当
る
｡
こ
こ
で
､
語
り
手
の
ま
な
ざ
し
は
急
激
に

切
り
か
わ
っ
て
い
る
Q
そ
れ
ぞ
れ
の
舞
台
も
同

一
で
は
な
-
､
場

面
も
急
激
に
忙
換
し
て
お
り
､
語
り
手
の
空
間
的
な
位
置
に
大
童



な
変
化
が
見
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
時
間
的
に
は
､
木
に
登

っ
た
子

猫
の
鳴
き
声
を
捌
き
つ
け
た
母
猫
が
子
榔
救
出
に
行
く
の
で
あ
り
､

時
間
の
逆
転
や
断
絶
は
な
い
｡
母
猫
が
子
狐
の
鳴
き
声
を
聞
き
つ

け
て
か
ら
､
救
出
に
願
け
付
け
る
ま
で
の
聞
'
子
猫
は
､
木
の
上

で
同
じ
状
態
で
い
た
わ
け
で
あ
る
｡

な
お
､

｢
小
さ
な
ね
こ
｣
の
最
後
で
､
付
猫
が
子
猫
を
-
わ
え

て
家
に
帰
り
､
お

っ
ぱ
い
を
与
え
る
ま
で
の
こ
と
が
か
な
り
概
括

的
に
語
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
臨
場
的
爽
況
中
継
的
語
り
で
通

し
て
き
た
こ
の
教
材
の
中
で
'
例
外
的
な
部
分
で
あ
る
｡
し
か
し
､

子
猫
救
出
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
過
ぎ
て
終
末
へ
と
向
か
う
こ
の

部
分
に
は
､
件
に
語
る
べ
き
こ
と
も
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
C

子
ど
も
た
ち
が

｢
-
じ
ら
ぐ
も
｣
に
乗

っ
て
空
を
旅
し
た
と
い

う

｢
く
じ
ら
ぐ
も
｣
の
協
会
､
空
に
飛
び
立
ち
､
鴨
や
村
や
町
の

方

へ
行
-
往
路
と
比
べ
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
､
学
校
に
戻
る
ま
で

の
復
路
の
方
は
概
括
的
な
祈
り
で
済
ま
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'

こ
れ
も
､
必
要
な
こ
と
が
ら
は
許
し
-
怒
き
､
終
末

へ
向
け
て
の

必
要
の
鮒
い
こ
と
は
概
括
的
な
語
り
で
簡
単
に
済
ま
せ
て
あ
る
だ

け
と
考
え
ら
れ
る
｡
出
来
事
の
速
度
と
比
較
し
て
､
治
り
の
方
が

概
括
的
で
速
く
な
っ
て
い
て
も
､
こ
の
よ
う
な
も
の
は
'
特
に
問

滋
視
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡

｢
小
さ
な
ね
こ
｣
と

｢
く
じ
ら
ぐ
も
｣
で
は
､
出
来
節
の
逆
波

よ
り
も
述
-
､
概
括
的
に
f!==ら
れ
て
い
た
の
は
終
末
に
向
け
て
の

部
分
だ
っ
た
｡
有
名
な
民
請
の
再
訪
で
あ
る

｢
お
む
す
び
こ
ろ
り

ん
｣
の
場
合
は
'
終
末
の
部
分
そ
の
も
の
が
概
括
的
に
語
ら
れ
て

い
る
O
基
本
的
に
･1
,
;
米
串
に
寄
り
添
う
よ
う
に
し
て
語
り
進
め
ら

れ
て
き
た
こ
の
教
材
の
叔
後
は
'

そ
れ
か
ら

ふ
た
り
は

い
つ
ま
で
も
､

な
か
よ
く

た
の
し
く

く
ら
し
た
よ
｡

お
む
す
び

こ
ろ
り
ん

す

っ
と
ん
と
ん
｡

お
む
す
び

こ
ろ
り
ん

す

っ
と
ん
と
ん
｡

(上
盤
四
九
琵
五
～
八
行
目
)

と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
臓
後
の
協
両
で
､
語
り
手
は
､
客
観
的

･

概
括
的
に
語

っ
て
い
る
｡
こ
れ
以
前
の
部
分
で
は

1
日
足
ら
ず
の

こ
と
に
多
-
の
表
現
を
用
い
て
き
た
の
だ
が
､
こ
こ
で
は
､
時
定

の
時
点
を
離
れ
､
す
べ
て
の
時
閲
を
概
括
す
る
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ト

ラ
ル
な
時
点
に
立

つ
こ
と
に
よ
っ
て
'

｢
い
つ
ま
で
も
し
と
い
う

長
期
間
の
こ
と
を
こ
の
凹
行
に
鎌
約
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た

の
で
あ
る
｡

伊
豆
地
方
の
民
術
の
再
訪

｢
た
ぬ
き
の
糸
串
｣
は
'

｢
お
か
み

さ
ん
｣
が
糸
車
を
回
す
の
を
利
い
て
い
る
う
ち
に
氏
に
掛
か
り
､

｢
お
か
み
さ
ん
｣
に
救
わ
れ
た

｢
た
ぬ
き
｣
が
､
冬
に
な
っ
て
山

を
下
り
た

｢
お
か
み
さ
ん
｣
の
倒
守
中
に
山
小
屋
で
糸
車
を
回
し

て
い
た
と
い
う
物
竹
で
あ
る
｡
狐
の
報
恩
評
と
も
と
れ
る
し
､
樽

に
変
購
あ
る
狸
の
物
,mS==
の
よ
う
に
も
と
れ
る
こ
の
教
材
に
は
､

や
が
て
､
山
の

木
の

ほ
が

お
ち
て
､
ふ
ゆ
が

や

っ
て

き
ま
し
た
｡
ゆ
き
が

ふ
り
は
じ
め
る
と
'
蓉

こ
り

の

ふ
う
ふ
は
､
村

へ

下
り
て

い
き
ま
し

た
｡
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は
る
に

な
っ
て
､
ま
た
､
き
こ
り
の

ふ
う
ふ
は
､

山
お
く
の

こ
や
に

も
ど

っ
て

き
ま
し
た
O

(四
六
貢
九

行
目
～
四
七
茸
四
行
目
)

と
い
う
部
分
が
あ
る
｡
こ
の

｢
き
こ
り
の

ふ
う
ふ
｣
が
村
に
下

り
て
い
た
冬
の
閥
の
こ
と
は
何
も
.aFGら
れ
て
い
な
い
｡
こ
の
間
の

こ
と
を
説
明
す
る
挿
絵
も
な
い
し
､
文
費
が

〓
汀
空
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
も
な
い
｡
こ
の
部
分
は
､
極
め
て
速
く
概
括
的
な
語
り

に
な
っ
て
い
る
｡
概
括
的
な
語
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
'

こ
の
間
の
こ
と
は
何
も
括
ら
れ
て
お
ら
ず
時
間
的
に
飛
椛
し
て
い

る
と
い
う
感
じ
さ
え
す
る
｡
し
か
し
､
こ
こ
は
､
時
間
の
経
過
を

実
感
す
る
必
要
性
が
薄
く
､

｢
ふ
ゆ
｣

｢
は
る
｣
と
い
う
季
節
を

表
す
語
を
明
示
し
て
'
時
間
が
経
過
に
気
付
か
せ
る
だ
け
で
充
分

な
の
で
あ
ろ
う
｡

き
こ
り
夫
婦
が
村
に
下
り
て
い
る
冬
の
間
の
こ
と
､
殊
に

｢
た

ぬ
き
｣
の
行
為
に
関
し
て
も
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
'
必

要
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
な
い
時
間
的
飛
縦
と
い
う
よ
り
も
､
む

し
ろ
'
こ
の
物
語
教
材
の
お
も
し
ろ
さ
を
保
証
す
る
仕
掛
け
と
い

っ
た
方
が
よ
い
O
三
人
称
の
語
り
手
は
､
神
様
の
.,)
と
-
何
で
も

知

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
O
し
か
も
へ
先
の

｢
下
り
て

い
き
ま

し
た
｣

｢
も
ど
っ
て

き
ま
し
た
｣
と
い
う
表
現
に
見
る
よ
う
に
､

語
り
手
の
空
間
的
な
位
置
は

｢
山
海
-
の

一
け
ん
や
｣
に
固
定

さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
場
で
た
ぬ
き
が
糸
車
を
回
し
て
い
た
こ
と
を
'

語
り
手
は
当
銭
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
､
ま
た
'
語
れ
た
は
ず

で
あ
る
O
そ
れ
な
の
に
'
語
り
手
は
､
冬
の
間
､

｢
た
ぬ
書
｣
が

糸
車
を
回
し
て
い
た
こ
と
を

1
署
も
祈
ら
な
い
｡
絵
を
付
け
た
り

も
せ
ず
､
た
だ
概
括
的
に
時
の
経
過
を
示
す
だ
け
で
､
冬
の
間
の

情
報
は
何
も
卑
え
な
い
.
こ
こ
で
は
'
語
り
手
は
そ
の
我
現
の
借

間
を
､

｢
お
か
み
さ
ん
｣
の
緒
恥
能
力
に
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ

る
C
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
､

｢
お
か
み
さ
ん
｣
が
糸
串
を
回
す

｢
た
ぬ
き
｣
を
見
付
け
た
時
の
放
資
と
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
物

語
の
耐
白
き
が
保
配
さ
れ
て
い
る
.

｢
は
な
の
み
ち
｣
は
'

｢
く
ま
さ
ん
｣
が
袋
の
中
味

(衆
は
花

の
柾
)
を
こ
ぼ
し
た
こ
と
に
気
付
い
て
か
ら
'

｢
あ
た
た
か
い

か
ぜ
が

ふ
き
は
じ
め
｣

(上
奄
二
五
武

一
～
二
行
目
)
､
更
に
､

そ
の
種
が
芽
を
出
し
'
花
を
咲
か
せ

｢
な
が
い

な
が
い
'
は
な

の

い
っ
ぽ
ん
み
ち
が

で
き
｣

(上
磯
二
五
預
三
-
六
行
目
)

る
ま
で
が
非
常
に
速
く
祈
ら
れ
て
い
る
O
種
を
こ
ぼ

し
た
の
は
､

木
々
に
薙
が
な
い
絵
か
ら
判
断
す
る
と
秋
か
冬
で
あ
る
が
､
そ
れ

か
ら
花
の
道
が
で
き
る
ま
で
の
問
に
与
え
ら
れ
た
情
報
は
､

｢
あ

た
た
か
い

か
ぜ
が

ふ
き
は
じ
め
ま
し
た
｡
｣
だ
け
で
あ
り
､

絵
か
ら
も
そ
の
間
の
情
報
は
締
ら
れ
な
い
｡
こ
の
部
分
は
､
小
学

(
年
生
に
と

っ
て
'
親
分
鋭
明
不
足
の
感
が
あ
り
､
や
や
別
解
し

に
く
い
と
患
わ
れ
る
.
こ
の
部
分
は
､
時
間
的
に
飛
椛
し
て
い
る

と
言

っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
｡
こ
こ
は
､
前
後
に

〓
什
分
の
空
白
を

配
し
た

｢
あ
た
た
か
い

か
ぜ
が

ふ
き
は
じ
め
ま
し
た
｡
｣
が

春
の
訪
れ
を
示
す
こ
と
を
班
解
し
､
袋
の
中
身
が
花
の
柾
で
あ
り
､

そ
の
樫
が
芽
を
出
し
'

｢
-
ま
さ
ん
｣
が
歩
い
た
道
に
沿
っ
て
花

を
咲
か
せ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
の
補
足
説
明
を
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し
た
り
､
あ
る
い
は
､
挿
絵
の
変
化
な
ど
を
手
掛
か
り
に
学
習
者

に
想
像
さ
せ
た
り
す
る
活
動
が
必
要
だ
ろ
う
｡

｢
ず
う
っ
と
､
ず
っ
と
'
大
す
き
だ
よ
｣
は
'
出
来
革
の
速
度

よ
り
も
語
り
の
速
度
の
方
が
速
す
ぎ
て
問
題
が
あ
る
O
こ
の
教
材

で
は
'

ぼ
く
た
ち
は
､
い
っ
し
ょ
に

大
き
く

な
っ
た
｡
で

も
'
エ
ル
フ
の

ほ
う
が
､
ず

っ
と

早
く
'
大
き
く
'

大
き
く

な
っ
た
よ
｡

(下
畿
三
〇
真

山
～
三
行
目
)

い
つ
し
か
､
と
き
が

た
っ
て

い
き

'
ぼ
く
の

せ

が
へ
ぐ
ん
ぐ
ん

の
ぴ
る

あ
い
だ
に
､
エ
ル
フ
は
､
ど

ん
ど
ん

ふ
と
っ
て

い
っ
た
｡

(下
奄
三
三
頁
四
～
八
行
目
)

と
い
う
よ
う
に
'
何
年
に
も
亘
る
相
当
の
期
間
の
こ
と
を
､
短
-

ま
と
め
て
い
る
｡
こ
れ
だ
け
で
は
'

｢
ぼ
く
｣
や

｢
エ
ル
フ
｣
の

成
長

･
肥
満
の
様
子
を
実
感
す
る
の
に
閑
難
が
伴
う
だ
ろ
う
｡
前

者
は
､
も
と
に
な
っ
た
絵
本

『ず
ー
っ
と

ず

っ
と

だ
い
す
善

だ
よ
』

(
ハ
ン
ス
･
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
え
と
ぶ
ん

久
山
太

一
や
-

秤
約
枚

1
九
八
八

･
二

)
に
は
'

｢
ぼ
く
｣
と

｢
エ
ル
フ

ィ
I
L

(教
科
封
で
は

｢
エ
ル
フ
｣
)
が
成
長
し
て
い
-
様
子
を

描
い
た
絵
が

1
日
分

(
五
カ
ッ
ト
)
あ
る
の
だ
が
､
教
科
省
で
は

略
さ
れ
て
い
る
｡
後
者
の

｢
エ
ル
フ
｣
が
太

っ
て
い
く
過
程
も
'

原
兆
だ
と
塑
富
な
絵
を
胴
を
追
っ
て
見
て
い
く
こ
と
で
規
分
理
解

が
助
け
ら
れ
る
の
だ
が
'
教
科
筈
で
は
､
絵
が
幾

つ
か
略
さ
れ
て

い
る
の
で
分
か
り
に
-
-
な

っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
盈
本
的
に
は

教
科
昏
作
り
の
問
題
で
あ
る
O
絵
本
は
'
文
章
と
絵
と
が

1
体
に

な
っ
て
で
き
て
い
る
C
よ
っ
て
や
む
を
え
ず
そ
の
絵
を
省
略
す
る

場
合
､
よ
ほ
ど
の
配
慮
が
必
要
と
な
る
｡
こ
の
教
材
の
場
合
は
､

そ
の
配
慮
が
不
足
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
現
実
に
絵
が
娩
つ
か
省

略
さ
れ
た
教
科
番
を
用
い
る
以
上
､
そ
れ
各
桁
う
よ
う
な
学
習
活

動
が
求
め
ら
れ
る
O
た
と
え
ば
､
後
者
の
場
合
､

｢
い
つ
し
か
､

と
き
が

た
っ
て

い
き
｣
と
い
う
よ
う
に
時
の
経
過
を
示
し
て

い
る
が
､
こ
こ
を
瀦
通
り
す
る
こ
と
な
-
､
い
っ
た
ん
立
ち
止
ま

り
､

｢
ぼ
く
｣
と

｢
エ
ル
フ
｣
が
と
も
に
過
ご
し
た
長
い
時
間
に

思
い
を
馳
せ
る
よ
う
な
読
み
方
が
求
め
ら
れ
よ
う
｡

既
に
述
べ
た
よ
う
に
､

｢
き
り
か
ぶ
の
赤
ち
ゃ
ん
｣
の
語
り
手

は
､
物
群
別
始
早
々
に
過
去
に
戻
り
､
そ
こ
か
ら
順
を
追
っ
て
取

り
出
し
'

1
旦

｢
き
ょ
う
｣

(七
三
貫
八
行
田
)
と
い
う
語
っ
て

い
る
現
在
に
到
達
す
る
｡
そ
の
後
は
､
概
括
的
な
語
り
と
具
体
的

な
あ
る
日
の
ヒトー
釆
郡
に
つ
い
て
の
語
り
が
交
互
に
出
て
-
る
｡
動

物
た
ち
が
み
ん
な
た
ん
こ
ぶ
を
拭
っ
た
と
い
う
概
括
的
な
語
り
が

一
皮
入
っ
て
か
ら
'
再
び
秋
の
あ
る
日

(光
の

｢
き
ょ
う
｣
と
は

別
の
あ
る
日
)
'
動
物
た
ち
が
そ
ろ
っ
て
切
り
株
の
と
こ
ろ
に
来

た
こ
と
が
比
壁
的
群
し
く
語
ら
れ
る
0
次
い
で
､
空
ば
か
り
見
上

げ
て
い
る
切
り
株
に
つ
い
て
の
概
括
的
な
語
り
が
入
り
､
ま
た
異

体
的
な
あ
る
日
'

｢
ち
ら
り

ち
ら
り
､
ゆ
善
が

ふ
り
は
じ
め

ま
し
た
｣

(下
盤
七
八
頁
ニ
ー
三
行
田
)
と
初
雪
の
降
っ
た
日
の

こ
と
が
比
較
的
評
し
く
語
ら
れ
る
｡
次
は
動
物
た
ち
の
冬
の
間
の
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暮
ら
し
が
概
括
的
に
語
ら
れ
た
後
で
､

｢
あ
る

日
､
小
鳥
の

こ
え
が
､
き
こ
え
て

垂
ま
し
た
.
｣

(下
車
八
〇
頁
四
行
目
)

と
､
春
を
迎
え
た
動
物
た
ち
が

｢
き
り
か
ぶ
の
赤

ち
ゃ
ん
｣
を
見

付
け
た
日
の
こ
と
が
比
較
的
評
し
く
語
ら
れ
て
い
る
｡

｢
き
ょ
う
｣

(七
三
貢
八
行
目
)
と
い
う
語
っ
て
い
る
現
在
に

至
る
以
前
に
は
'
概
括
的
な
耶…り
を
挟
ま
ず
に
'
春
夏
秋
の
こ
と

を
そ
れ
ぞ
れ
語
っ
て
い
る
｡
こ
の
部
分
は
､
後
半
で
の
具
体
的
な

あ
る
日
に
つ
い
て
の
語
り
と
比
べ
る
と
か
な
り
速
く
語
ら
れ
て
お

り
､
大
木
が
切
ら
れ
て
か
ら

｢
き
ょ
う
｣
ま
で
の
こ
と
を
概
括
的

に
語
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
O

物
語
の
開
始
早
々
に
時
間
的
に
過
去
に
戻

っ
た

｢
き
り
か
ぶ
の

赤
ち
ゃ
ん
｣
の
語
り
手
は
'
そ
こ
か
ら
過
去
の
こ
と
を
概
括
的
な

語
り
と
言

っ
て
も
よ
い
は
ど
の
速
さ
で
語
り
'
そ
の
内
容
が
語

っ

て
い
る
現
在
に
ひ
と
ま
ず
追
い
付
い
た
後
は
､
い
-
つ
か
の
具
体

的
な
あ
る
日
の
出
来
事
を
'
そ
の
出
来
串
間
の
梯
子
の
概
括
的
な

語
り
を
挟
み
な
が
ら
語
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
こ
の
教
材

で
は
､
語
り
の
速
度
が
何
度
も
変
わ
っ
て
い
る
が
､

｢
ぶ
ら
ん
こ
｣

の
よ
う
な
語
り
の
速
度
が

一
定
の
も
の
と
比
べ
る
と
､
難
波
が
高

く
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

有
名
な
ロ
シ
ア
民
話
の
巧
打
で
あ
る

｢
お
お
き
な
か
ぷ
｣
は
'

大
勢
で
大
き
な
熊
を
抜
く
こ
と
が
許
の
中
心
で
あ
る
｡
よ
っ
て
'

紫
が
大
き
く
実
る
ま
で
の
こ
と
は
､
状
況
設
定
で
あ
り
'
そ
れ
程

詳
し
く
な
い
概
括
的
な
語
り
で
済
ま
さ
れ
て
い
る
Q
な
お
､
そ
の

状
況
設
定
の
概
括
的
な
語
り
の
中
に
､
種
を
蒔
い
て
か
ら
軸
が
実

る
ま
で
の
時
間
を
意
味
す
る
二
行
分
の
空
白

(五
六
京
の
終
り
)

が
あ
る
｡
こ
の
時
間
の
経
過
を
と
ら
え
ら
れ
な
い
学
習
者
に
対
し

て
は
､
抑
足
鋭
明
が
必
要
と
な
る
｡

こ
れ
ま
で
､
出
来
等
の
速
度
と
語
り
の
遜
皮
が
異
な
る
教
材
は
､

こ
と
ご
と
-
出
来
串
の
遜
皮
よ
り
も
跳
mり
の
速
度
の
方
が
速
い
と

い
う
も
の
だ

っ
た
｡
し
か
し
､
こ
の

｢
お
お
き
な
か
ぶ
｣
に
は
､

出
来
野
よ
り
も
ゆ
っ
-
り
と
し
た
語
り
が
見
ら
れ
る
｡
こ
の
教
材

で
は
､

｢
お
じ
い
さ
ん
｣
を
初
め
と
す
る
人
間
た
ち

･
動
物
た
ち

が
燕
を
按
こ
う
と
引

っ
張
る
の
だ
が
､
そ
の
部
分
の
表
現
が
､

か
ぶ
を

お
じ
い
さ
ん
が

ひ
っ
ぼ

っ
て
､

お
じ
い
さ
ん
を

お
ば
あ
さ
ん
が

ひ
っ
ぼ

っ
て
､

お
ば
あ
さ
ん
を

ま
ご
が

ひ
っ
ぼ

っ
て
'

ま
ご
を

い
ぬ
が

ひ
っ
ぼ

っ
て
､

い
ぬ
を

ね
こ
が

ひ
っ
ぼ

っ
て
'

ね
こ
を

ね
ず
み
が

ひ
っ
ぼ
っ
て
'

(上
境
六
三
1m
二
行
目
～
六
七
貢
六
行
目
)

と
い
う
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
て
い
る
｡
出
来

節
に
合
わ
せ
た
表
現
な

ら
ば
､

｢
み
ん
な
で
ひ
っ
ぼ

っ
て
｣
と
で
も
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

し
か
も
､

｢お
じ
い
さ
ん
｣
だ
け
で
引
っ
張
っ
た
の
に
始
ま

っ
て
､

叔
後
の
三
人
と
三
匹
で
引
っ
張
っ
る
ま
で
､

1
人
ず

つ
加
わ
り
な

が
ら
も
同
じ
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
が
緋
り
返
さ
れ
て
い
る
O
こ
こ
は
'

串
に
軒
を
抜
こ
う
と
し
た
こ
と
を
示
す
表
現
だ
け
で
な
く
､
実
際

の山
釆
事
よ
り
も
過
多
な
表
現
を
す
る
こ
と
で
､
楽
し
げ
な
リ
ズ

ム
が
生
ま
れ
て
い
る
O
学
習
者
が
遊
ん
で
口
ず
さ
ん
だ
り
､
請
じ
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た
り
す
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
｡
よ
っ
て
､
こ
の
教
材
で

の
学
習
は
'
苔
か
れ
て
い
る
出
来
事
を
遇
う
こ
と
に
終
始
す
る
の

で
は
な
く
､
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
繰
り
返
し
か
ら
生
じ
た
リ
ズ
ム
を

楽
し
む
よ
う
な
音
読

･
噂
郡
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
｡

五
､
語
っ
て
い
る
現
在
の
挿
入

過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て
HELl
つ
て
い
る
中
に
､
語
っ
て
い
る
現

在
が
押
入
さ
れ
る
の
は
'

一
人
称
の
統
率
教
材

｢
ず
う
っ
と
､
ず

っ
と
､
大
す
さ
だ
よ
｣
だ
け
で
あ

っ
た
｡
こ
の
教
材
で
､
語
り
手

で
あ
る

｢
ぼ
く
｣
は
'
基
本
的
に
は
､
冒
朝
の
時
間
の
逆
転
を
除

け
ば
､
過
去
の
出
来
額
を
そ
の
順
序
の
ま
ま
に
､
過
去
の
こ
と
と

し
て
語
っ
て
い
る
｡

し
か
し
､
時
に
は
'

す
き
な
ら

す
善
と
､
い
っ
て

や
れ
ば

よ
か
っ
た

の
に
'
だ
れ
も
'
い
っ
て

や
ら
な
か
っ
た
｡
い
わ
な
く

っ
て
も
'
わ
か
る
と

お
も
っ
て

い
た
ん
だ
ね
C

(下
盤
三
二
式
九

行
田

～
三
三
京
三
行
目
)

の
よ
う
に
'
過
去
の
あ
る
時
点
の
こ
と
を

､
単
に
過
去
の
こ
と
と

し
て
で
は
な
く
t
.TL.E
つ
て
い
る
現
在
か
ら
反
省

･
判
断
を
加
え
て

語
っ
て
い
た
｡

つ
ま
り
'
退
去
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
中
に
､
現

在
の
心
斑
を
挿
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
O

こ
の
よ
う
に
過
去
の
出
来
野
に
つ
い
て
の
語
り
の
中
に
現
在
の

心
封
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
'
他
に
iTは
'

ぼ
く
は
'
エ
ル
フ
に

や
わ
ら
か
い

ま
く
ら
を

や

っ
て
､
ね
る

ま
え
に
は
､
か
な
ら
ず
､

｢
エ
ル
フ
､
ず
う
っ
と
'
大
す
巻
だ
よ
｡
｣

っ
て
､
い
っ
て

や
っ
た
｡
エ
ル
フ
は
､
き
っ
と

わ
か

っ
て

く
れ
た
よ
ね
｡

(
三
六
京
九
行
目

～
三
七
京
五
行
日
)

な
ど
が
あ
る
O
こ
の
よ
う
に
現
在
の
心
現

が
挿
入
さ
れ
る
の
は
､

作
品
タ
イ
ト
ル

(若
し
く
は
､
玉
髄
)

｢
ず
う
っ
と
､
ず
っ
と
､

大
す
き
だ
よ
｣
に
関
わ
る
部
分
で
あ
る
｡

六
､
ま
と
め

今
回
分
析
し
た
九
教
材
の
う
ち
､
窮
際
の
出
来
串
の
岨
序
と
語

り
の
仙
序
が

小
数
す
る
教
材
が
七
教
材
と
多
数
を
占
め
た
｡
し
か

し
'
山
米
軍
と
語
り
の
順
序
が

1
致
し
な
い
教
材
も
二
つ
あ
っ
た
｡

｢
菖
り
か
ぶ
の
赤
ち
ゃ
ん
｣
で
は
､
胃
班
で
ま
ず
物
語
の
中
心
と

な
る

｢
き
り
か
ぶ
｣
を
捉
示
し
た
後
､
過
去
に
戻

っ
て
過
去
の
出

来
郡
に
つ
い
て
の
括
り
が
始
ま
る
と
い
う
時
間
の
逆
帳
が
見
ら
れ

た
｡
E
tに
､
語
ら
れ
る
山
米
印
が
語

っ
て
い
る
現
在
に
ひ
と
ま
ず

追
い
付
い
て
か
ら
は
､
い
-
つ
か
の
具
体
的
な
あ
る
日
の
出
来
事

を
､
そ
の
出
来
節
の
間
の
様
子
の
概
桁
的
な
語
り
を
挟
み
な
が
ら

語

っ
て
い
た
｡
そ
の
た
め
､
こ
の
教
材
に
は
､
語
り
の
速
成
の
変

化
が
何
皮
か
見
ら
れ
た
C

こ
の
よ
う
に
他
の
教
材
と
の
迎
い
が
大
き
い

｢
き
り
か
ぶ
の

赤
ち
ゃ
ん
｣
は
､

l
咋
生
の
教
材
と
し
て
の
適
否
が
問
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
｡
実
際
の
学
習
者
の
反
応
を
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
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る
｡
だ
が
､
小
学

7
年
生
の
物
語
教
材
と
し
て
は
政
後
に
位
置
す

る
教
材
で
あ
り
､
物
語
教
材
の
難
度
が
こ
こ
ま
で
高
ま

っ
て
来
た

の
だ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
｡
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
､
教
材

の
配
列
が
妥
当
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

ま
た
､
読
替
教
材

｢
ず
う
っ
と
'
ず

っ
と
､
大
す
さ
だ
よ
｣
で

も
､
冒
頭
で

｢
エ
ル
フ
の

こ
と
を

は
な
し
ま
す
｣
と
､
物
語

の
中
心
に
な
る
犬
の

｢
エ
ル
フ
｣
を
提
示
し
た
後
で
､
語
り
手
は

過
去
に
戻
っ
て
祈
り
出
し
て
い
た
O
そ
の
後
は
'
出
来
事
の
順
序

で
語
ら
れ
て
い
る
が
､
時
折
過
去
の
出
来
節
に
対
す
る
､
今
現
在

の
語
り
手
の
判
断
や
反
省
が
加
え
ら
れ
て
い
た
｡
現
在
の
立
場
か

ら
過
去
の
こ
と
を
振
り
返
り
､
反
省
を
加
え
な
が
ら
語
る
と
い
う

こ
と
は
､
他
の
教
材
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
O

一
人
称

｢
ぼ
-
｣
の
談
話
の
形
を
採
る

｢
ず
う

っ
と
､
ず

っ
と
､

大
す
き
だ
よ
｣
で
は
､
過
去
の
こ
と
を
誤

っ
て
い
る
中
に
､

｢
ぼ

く
｣
の
今
の
時
点
で
の
反
省

･
判
断
､

つ
ま
り
語
り
手
の
現
在
の

心
理
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
0

1
人
称
の
談
許
の
形
式
を
採
る
こ
の

教
材
に
は
､
語
り
手
で
も
あ
り
､
作
中
人
物
で
も
あ
る

｢
ぼ
-
｣

の
心
理
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
､
心
瑚
描
写
が
あ
っ
た
の
は
､

今
回
分
析
し
た
九
教
材
の
中
で
は
､
こ
の

｢
ず
う
っ
と
､
ず

っ
と
'

大
す
き
だ
よ
｣
だ
け
で
あ
っ
た
｡

ま
た
､
こ
の

｢
ず
う
っ
と
､
ず
っ
と
､
大
す
き
だ
よ
｣
で
は
､

｢
ぼ
く
｣
や

｢
エ
ル
フ
｣
が
成
長
し
た
何
年
も
の
閲
の
こ
と
を
､

短
-
概
括
的
な
語
り
に
ま
と
め
て
い
た
｡

｢
ぽ
-
｣
と

｢
エ
ル
フ
｣

が
と
も
に
成
長
し
た
長
い
時
間
に
思
い
を
馳
せ
る
よ
う
な
読
み
方

を
し
な
-
て
は
､
作
品
理
解
が
瑞
相
な
も
の
に
止
せ
る
だ
ろ
う
O

も
っ
と
も
､
そ
れ
は
､
先
に
述
べ
た
よ
う
に
､
教
科
督
編
環
の
問

題
で
あ
る
｡

｢
ず
う
っ
と
'
ず
っ
と
､
大
す
き
だ
よ
｣
は
､
他
の
教
材
と
は

異
質
な
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
そ
の
異
質
さ
は
､
難
解
さ
と
も
繋

が
っ
て
い
る
よ
う
だ
｡
よ
っ
て
､
読
唇
教
材

｢
ず
う
っ
と
､
ず

っ

と
､
大
す
き
だ
よ
｣
に
関
し
て
は
､
他
の
八
つ
の
理
解
教
材
と
遜

っ
た
扱
い
方
を
教
材
自
体
が
要
求
し
て
い
る
と
言
え
る
｡
し
か
し
､

た
と
え
評
し
-
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
な
い
競
響
教
材
で
も
､
こ

の
教
材
は
､
小
学

一
年
生
に
と
っ
て
適
切
な
難
度
で
あ
ろ
う
か
｡

学
習
者
の
反
応
を
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

｢
は
な
の
み
ち
｣
に
は
､
時
間
的
な
飛
駅
が
見
ら
れ
た
o
こ
れ

は
､
や
や
説
明
不
足
の
感
が
あ
り
､
小
学

1
年
生
に
は
理
解
し
に

く
い
と
考
え
ら
れ
る
.
花
の
稀
を
こ
ぼ
し
て
か
ら
､
春
に
な
り
､

そ
の
種
が
花
を
咲
か
せ
る
ま
で
の
こ
と
に
つ
い
て
十
分
な
情
報
が

与
え
ら
れ
ず
､
た
だ

t
行
分
の
空
白
が
あ
る
だ
け
だ
っ
た
｡
文
章

で
時
間
の
経
過
を
明
示
し
た
も
の
と
比
べ
る
と
､

1
行
分
の
空
白

で
時
間
の
経
過
を
示
し
て
い
る
も
の
は
現
解
し
に
く
い
と
思
わ
れ

る
｡
こ
こ
は
'
そ
れ
を
揃

っ
て
､
季
節
の
変
化
､
時
間
の
経
過
を

Eb.解
す
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡

｢
お
お
き
な
か
ぶ
｣
で
は
､
輔
が
大
台
-
実
る
ま
で
の
状
況
設

定
の
部
分
は
､
概
括
的
な
語
り
で
簡
単
に
折
ま
せ
て
い
た
o
ま
た
'

そ
の
概
括
的
な
語
り
の
中
で
も
稀
を
蒔
い
て
か
ら
熊
が
実
る
ま
で

の
問
は
'
二
行
分
の
空
自
で
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
O
こ
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こ
も
'
も
し
学
習
者
が
混
乱
す
る
よ
う
な
ら
､
郭
が
来
る
ま
で
の

時
間
の
経
過
を
押
さ
え
る
必
婆
が
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
教
材
の

特
色
は
､
燕
を
抜
こ
う
と
す
る
場
面
で
の
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
繰
り

返
し
に
あ
る
｡
よ
っ
て
'
習
か
れ
て
い
る
出
来
事
を
把
捉
す
る
だ

け
で
な
く
'
パ
タ
ー
ン
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
ま
れ

る
リ
ズ
ム
を
楽
し
む
よ
う
な
音
読

･
晒
洞
な
ど
が
求
め
ら
る
｡

文
章
の
リ
ズ
ム
と
い
え
ば
'
上
巻
の
教
材
は
､
文
輩
の
リ
ズ
ム

に
気
を
依

っ
た
も
の
が
多
い
｡

｢
ぶ
ら
ん
こ
｣
は
定
型
の
縛
の
よ

う
で
も
あ
り
､
子
豚
た
ち
は
光
し
げ
な
歌
を
歌

っ
て
い
た
O

｢
お

む
す
び
こ
ろ
り
ん
｣
は
七
五
調
の
文
章
に
お
鵬
子
の
よ
う
な

｢
お

む
す
び

こ
ろ
り
ん
～
｣
の
敵
が
入

っ
て
い
る
｡

｢
ぶ
ら
ん
こ
｣

｢
お
お
き
な
か
ぶ
｣

｢お
む
す
び
こ
ろ
り
ん
｣
の
三
教
材
は
'
文

章
の
リ
ズ
ム
に
配
慮
し
､
時
に
は
歌
う
よ
う
な
網
子
で
批
ん
で
み

る
な
ど
､
音
読
を
雷
視
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
よ
う
｡

｢ち
い
さ
な

ね
こ
｣
は
､
小
学

一
年
生
が
辞
統
す
る
に
は
難
し
い
が
､
光
況
中

継
の
よ
う
な
臨
場
感
溢
れ
る
文
輩
は
学
習
者
を
引
き
付
け
る
だ
ろ

ーつ
｡

七
､
お
わ
り
に

本
稿
は
'
教
材
分
析
を
志
向
し
な
が
ら
も
､
具
体
的
な
学
習
者

が
い
な
い
ま
ま
で
､
学
習
者
を
想
定
し
な
が
ら
迎
め
て
き
た
｡
し

か
し
'
敢
終
的
に
は
'
学
習
者
の
反
応
を
見
て
結
論
を
出
す
べ
き

こ
と
で
あ
る
｡
例
え
ば
'
計
り
の
速
度
に
関
し
て
'
出
来
野
の
速

度
に
寄
り
添

っ
た
語
り
と
出
来
堺
よ
り
も
速
い
語
り
と
出
来
事
よ

り
も
遅
い
語
り
の
三
者
の
中
で
'
も
っ
と
も
学
習
者
に
相
応
し
い

の
は
ど
れ
で
あ
る
か
o
そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
に
具
体
的
な
学
習
者
は

ど
の
様
に
接
す
る
の
か
､
実
際
に
柵
か
め
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
｡

本
稿
は
､
具
体
的
な
学
習
者
が
い
な
い
と
い
う
限
界
の
た
め
に
'

結
局
は
'
作
品
分
析
の
域
を
出
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
か
も
し

れ
な
い
O
本
稿
が
十
分
な
教
材
分
析
と
な
る
に
は
'
具
体
的
な
学

習
者
の
反
応
ま
で
視
野
に
い
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡

ま
た
､
本
稿
で
は

｢
視
点
｣
と
い
う
観
点
の
中
か
ら
'
特
に

｢
時
間
｣
と
い
う
点
に
絞

っ
て
'
物
詐
教
材
の
分
析
を
試
み
た
｡

｢
視
点
｣
に
せ
よ

｢
時
間
｣
に
せ
よ
､
あ
-
ま
で
も
分
析
の
道
具

の

一
つ
に
す
ぎ
な
い
｡
他
に
も
､
象
徴
や
比
職
の
と
い
っ
た
様
々

な
道
具
で
の
分
析
が
可
髄
で
あ
り
､
ま
た
有
効
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ

ら
補
々
の
観
点
か
ら
の
分
析
を
総
合
し
て
､
初
め
て
作
品
の
全
体

像
が
浮
か
び
上
が
る
｡
よ
っ
て
､
本
稿
は
､
作
揃
研
究
と
し
て
も
'

十
分
な
も
の
と
は
言
え
な
い
｡

水
稲
で
は
'

｢
き
り
か
ぶ
の
赤
ち
ゃ
ん
｣
を

t
年
生
の
物
語
教

材
と
し
て
の
適
否
を
問
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
推
窮
し
た
｡
し

か
し
､
他
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
と
き
に
､
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を

給
合
し
た
と
き
に
､
更
に
そ
う
し
た
分
析
枯
淡
を
具
体
的
な
学
習

者
の
尖
腰
と
付
き
合
わ
せ
た
と
き
に
'
こ
う
し
た
異
質
な
教
材
に

関
す
る
蹴
間
が
'
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
の
珊
み
を
持

つ
の
か
は
分

か
ら
な
い
の
で
あ
る
O
あ
る
い
は
､
た
だ

1
つ
の

l
人
称
だ
っ
た

｢
ず
う
っ
と
､
ず

っ
と
､
大
す
き
だ
よ
｣
も
､
読
者
が
語
り
手
雑

作
申
人
物
で
あ
る

｢
ぼ
-
｣
に
同
化
し
､
そ
の
立
場
に
立
つ
こ
と
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さ
え
で
き
れ
ば
､
後
は
他
の
教
材
よ
り
も
容
易
に
理
解
で
き
る
と

い
う
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
｡
今
回
の
分
析
で
は
異
質
で
あ

っ
た

教
材
の
ほ
う
が
小
学

T
年
生
に
過
当
で
あ
る
と
い
う
可
憐
性
が
ま

っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
他
学
年

(二
年
生
以
上
)
の
教
材
を
分
析
し
､
比
較
検

討
す
る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
し
､
あ
る
い
は
､
他
社
の
教
科
啓
を

分
析
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
｡
本
稿
で
光
村
図
番
の
小
学
校

7
年
生
用
の
物
所
教
材
を
分
析
対
象
と
し
た
の
は
､
そ
の
節

1
歩

な
の
で
あ
る
｡

(さ
い
と
う

し
ょ
う
い
ち

本
学
大
学
院
)


