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な
っ
て
い
ま
す
。

　

通
読
し
た
後
、三
つ
の
大
部
屋
（
は

じ
め
の
大
部
屋
〈
序
論
〉・
説
明
の

大
部
屋
〈
本
論
〉・
お
わ
り
の
大
部

屋
〈
結
論
〉）
の
基
本
構
成
を
確
認

し
ま
す
。
さ
ら
に
序
論
と
結
論
の
性

格
を
大
き
く
把
握
し
て
い
き
ま
す
。

　

序
論
は
段
落
❶
〜
❸
、
序
論
の
性

格
は
「
話
題
の
提
示
」
と
「
問
い
の

投
げ
か
け
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

押
さ
え
ま
す
。

　

ま
た
結
論
は
段
落
10
11
で
あ
り
、

結
論
の
性
格
は
「
お
わ
り
の
ま
と
め
」

「
問
い
の
答
え
」「
筆
者
の
考
え
・
読

者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
三
つ
を
あ

わ
せ
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
子

ど
も
た
ち
は
す
ぐ
に
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

続
け
て
、
本
論
の
小
部
屋
（
意
味

段
落
）
の
構
成
を
「
名
前
」
を
考
え

な
が
ら
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　

本
論
は
❹
〜
❾
で
あ
る
こ
と
、
三

つ
の
小
部
屋
が
、
二
段
落
ず
つ
で
構

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
容
易
に
つ
か

め
る
で
し
ょ
う
。

　

小
部
屋
の
名
前
を
考
え
る
際
に

は
、
次
の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
意
識

し
ま
す
。(

小
部
屋
の
名
前
つ
け
に

つ
い
て
は
、
ひ
と
ゆ
め
５
号
で
詳
し

く
解
説
し
て
い
ま
す
）

①
「
き
ょ
う
だ
い
」
の
名
前
の
よ
う

に
段
落
相
互
の
関
係
を
考
え
て
。

②
「
大
切
な
言
葉
」
を
落
と
さ
ず
に
。

③
「
結
論
」
の
大
部
屋
の
内
容
を
大

切
に
。

　

こ
こ
ま
で
の
学
習
で
、
こ
の
説
明

文
の
要
旨
（
文
章
の
伝
え
た
い
事
実

の
中
心
、
筆
者
の
伝
え
た
い
考
え
の

中
心
）
は
、
ほ
と
ん
ど
把
握
で
き
た

と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

け
れ
ど
も
、
文
章
の
要
旨
を
正
確

に
受
け
止
め
た
だ
け
で
は
、
説
明
文

の
読
み
は
完
結
し
な
い
こ
と
を
五
年

生
の
子
ど
も
た
ち
に
教
え
ま
す
。
こ

こ
か
ら
が
新
た
な
学
習
の
段
階
と
な

り
ま
す
。

日
本
の
子
ど
も
た
ち
と
、
世
界
の
子
ど
も
た
ち

丘　

椎
三

❶
今
、
こ
の
世
界
に
は
二
百
近
く
の
国
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
す
ん
で
い
る
日

本
と
い
う
国
も
、
そ
の
一
つ
で
す
。

❷
日
本
に
住
む
子
ど
も
た
ち
は
、
幸
せ
で
す
。
毎
日
、
ご
は
ん
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
学
校
へ
通
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
勉
強
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
病
気
に
な
れ
ば
、

病
院
で
治
し
て
も
ら
え
ま
す
。

❸
で
は
、
ほ
か
の
国
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
も
、
日
本
の
子
ど
も
た
ち
と
同
じ
よ
う

に
幸
せ
な
の
で
し
ょ
う
か
。

❹
ま
ず
、
毎
日
の
食
事
で
さ
え
、
き
ち
ん
と
と
れ
な
い
子
ど
も
た
ち
が
、
世
界
に
は
た

く
さ
ん
い
ま
す
。
き
ら
い
な
食
べ
物
は
平
気
で
残
し
て
、
ど
ん
ど
ん
す
て
て
い
る
日
本

の
子
ど
も
た
ち
に
は
、
想
像
も
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
ど
ん
な
に
お
な
か
が
す
い
て
も
、

食
べ
る
も
の
が
な
い
の
で
す
。

❺
そ
の
結
果
、
生
き
て
い
く
た
め
の
栄
養
が
不
足
し
て
、
体
力
が
な
く
な
り
、
ち
ょ
っ

と
し
た
病
気
に
か
か
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。

❻
ま
た
、
学
校
へ
通
え
な
い
子
ど
も
た
ち
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
日
本
の
子
ど
も
た
ち

の
よ
う
に
、
習
い
事
に
い
く
な
ん
て
、
と
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
い
く
ら
勉
強
し
た
く

て
も
、
字
が
読
め
る
よ
う
に
な
り
た
く
て
も
、
計
算
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
く
て
も
、

学
校
へ
行
け
な
い
の
で
す
。

❼
そ
の
大
き
な
理
由
は
、
ま
ず
し
い
こ
と
で
す
。
親
の
仕
事
を
手
伝
っ
た
り
、
小
さ
な

弟
や
妹
の
世
話
を
し
た
り
し
て
、
毎
日
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
う
し
な

け
れ
ば
、
家
族
み
ん
な
が
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。
ま
た
、
教
科
書
が
な
く
、
鉛
筆
や
ノ
ー

ト
さ
え
も
買
え
な
い
子
ど
も
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

❽
さ
ら
に
は
、
病
気
で
命
を
な
く
す
子
ど
も
た
ち
が
、
世
界
に
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

日
本
の
子
ど
も
た
ち
は
、
ち
ょ
っ
と
熱
が
い
つ
も
よ
り
高
い
と
、
親
が
す
ぐ
に
病
院
に

連
れ
て
行
っ
て
く
れ
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
薬
も
あ
り
ま
す
。
病
気
を
予
防
す
る
注
射
も

う
っ
て
も
ら
え
ま
す
。

❾
け
れ
ど
も
、
病
気
に
な
っ
て
も
、
お
医
者
さ
ん
が
い
な
く
、
薬
が
な
く
、
し
か
た
な

く
死
ん
で
い
く
子
ど
も
た
ち
が
い
る
の
で
す
。
一
、二
、三
秒
。
こ
の
わ
ず
か
三
秒
の
間

に
幼
い
子
ど
も
が
一
人
、
そ
の
た
め
に
世
界
の
ど
こ
か
で
死
ん
で
い
ま
す
。

10
こ
の
よ
う
に
、
世
界
に
は
、
今
、
こ
の
と
き
に
も
、
栄
養
不
足
で
苦
し
ん
だ
り
、
病

気
に
な
っ
て
命
を
な
く
し
た
り
し
て
、
つ
ら
い
生
活
を
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
た
く

さ
ん
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
世
界
の
子
ど
も
た
ち
み
ん
な
が
、
幸
せ
だ
と
は
け
っ
し
て
言

え
な
い
の
で
す
。

11
日
本
の
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
国
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
て
、
毎
日
楽
し
く
生

活
し
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
今
は
子
ど
も
だ
か
ら
何
も
で
き
ま
せ
ん
が
、
い
つ
か
大
人

に
な
っ
た
ら
、
世
界
中
の
子
ど
も
た
ち
が
幸
せ
に
く
ら
せ
る
よ
う
に
力
を
か
し
て
あ
げ

ま
し
ょ
う
。
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国
語
の
読
む
力
を
育
て
る

説
明
文
の「
自
力
読
み
の
力
」を
つ
け
よ
う　

そ
の
２

説
明
文
の
「
自
力
読
み
の
力
」
を
獲
得
さ
せ
る
授
業
を
紹
介
し
た
記
事
に
対
し
、

「『
美
し
い
し
く
み
』
を
と
ら
え
さ
せ
る
こ
と
で
授
業
が
変
わ
っ
た
」、

「
子
ど
も
た
ち
の
意
欲
が
違
っ
て
き
た
」
と
い
う
お
便
り
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
説
明
文
の
自
力
読
み
の
力
を
つ
け
よ
う
」
の
２
回
目
、
今
号
で
は
子
ど
も
た
ち
に

「
意
見
・
感
想
」
を
も
た
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
紹
介
し
ま
す
。

文
章
を
読
む
こ
と
は

自
分
の
「
意
見
・
感
想
」
を

つ
く
る
こ
と　

　

説
明
文
を
学
習
材
に
し
て
、
わ
た

し
た
ち
は
子
ど
も
た
ち
に
ど
ん
な

「
言
葉
の
力
」
を
獲
得
さ
せ
れ
ば
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
は
文
章
表
現
に
即
し
て
、
書

か
れ
て
い
る
内
容
を
正
確
に
読
み

取
る
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
段
落
構

成
の
把
握
、
事
実
と
感
想
の
区
別
、

筆
者
の
主
張
の
理
解
な
ど
、「
読
解

力
」
の
基
礎
と
な
る
、
き
わ
め
て
重

要
な
「
読
み
の
力
」
を
説
明
文
の
学

習
を
通
し
て
獲
得
さ
せ
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
ひ
と
ゆ
め
５
号
の
内
容

の
よ
う
に
、
説
明
文
の
「
美
し
い
し

く
み
」
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
、

獲
得
で
き
る
力
で
す
。

　

い
ま
ひ
と
つ
、
説
明
文
の
学
習
に

よ
っ
て
獲
得
さ
せ
た
い
「
言
葉
の
力
」

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
自
己
表

現
力
」
で
す
。

　

あ
る
事
実
、
あ
る
主
張
、
あ
る
認

識
が
、
い
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か

を
、
説
明
文
を
学
習
材
と
し
て
学
ぶ

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
学
び
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
人
に

伝
え
た
い
事
実
、
主
張
、
認
識
を
効

果
的
に
表
現
す
る
方
法
を
獲
得
す
る

こ
と
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
自
己
表

現
力
」
で
す
。

　

優
れ
た
説
明
文
は
、
優
れ
た
自
己

表
現
の
方
法
を
学
ぶ
格
好
の
学
習
材

と
い
え
ま
す
。

　

真
の
「
読
解
力
」
を
育
成
す
る
た

め
に
は
、
根
本
的
な
国
語
授
業
観
の

転
換
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
読
解
力

を
は
ぐ
く
む
授
業
は
、
教
師
の
求
め

る
「
正
解
」
と
さ
れ
る
解
釈
を
探
る

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
習
材
で

あ
る
文
章
を
読
む
こ
と
は
、
そ
の
文

章
に
対
す
る
自
分
の
意
見
を
も
つ
こ

と
で
あ
る
と
、
子
ど
も
た
ち
自
身
が

明
確
に
認
識
し
な
が
ら
学
習
を
進
め

る
授
業
へ
と
転
換
す
る
こ
と
が
不
可

欠
で
す
。

　

文
章
に
対
す
る
自
分
の
「
意
見
・

感
想
」
を
つ
く
る
こ
と
こ
そ
大
切
な

学
習
で
あ
る
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
に

し
っ
か
り
と
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
大

切
な
の
で
す
。

　

自
己
表
現
力
を
は
ぐ
く
む
授
業
実

践
と
し
て
、
わ
た
し
の
国
語
教
室
の

五
年
生
の
と
き
の
取
り
組
み
を
紹
介

し
ま
し
ょ
う
。

　

学
習
材
は
、
丘  

椎
三
の
『
日
本
の

子
ど
も
た
ち
と
、
世
界
の
子
ど
も
た

ち
』。
次
の
ペ
ー
ジ
に
そ
の
全
文
を
掲

載
し
ま
し
た
が
、
語
彙
も
難
解
な
も

の
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
に
説
明
文
の

「
美
し
い
し
く
み
」
を
学
習
し
た
子

ど
も
た
ち
に
は
読
み
や
す
い
文
章
と

にへい  ひろゆき＊１９５７年新潟県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。新潟県内の公立小学校に勤務。
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文
章
を
精
読
す
る
と
い
う
学
習
が
成

立
す
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
文
章
に
対
す
る
「
批
判
・

感
想
」
の
多
様
性
も
、
仲
間
の
意
見

を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
学
ぶ
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
、「
文
章

に
対
す
る
感
想
・
批
評
を
形
成
す
る

力
」
を
は
ぐ
く
む
こ
と
に
つ
な
が
る

の
で
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
国
語
授

業
で
、
子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の

読
み
を
互
い
に
交
流
し
合
う
活
動
の

場
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

一
部
の
限
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
に
よ

る
話
し
合
い
で
は
な
く
、
学
級
全
員

の
子
ど
も
た
ち
に
、
自
分
の
意
見
を

話
し
伝
え
合
う
場
を
保
証
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
す
。「
話
す
こ
と
」

に
よ
っ
て
、「
読
解
力
」
は
高
ま
る

の
で
す
か
ら
。

　

こ
の
説
明
文
の
学
習
に
お
い
て

も
、
次
の
発
言
が
き
っ
か
け
で
、
読

み
が
深
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
「
❼
段
落
目
の
最
初
に『
そ
の
大

き
な
理
由
は
、
ま
ず
し
い
こ
と
で

す
。』っ
て
い
う
文
章
が
あ
る
で
し
ょ
。

『
そ
の
』っ
て
い
う
の
は
前
の
段
落

を
指
し
て
い
る
か
ら
、『
学
校
へ
行

け
な
い
大
き
な
理
由
は
、
ま
ず
し

い
こ
と
で
す
。
』に
な
る
け
れ
ど
、

た
ち
は
幸
せ
な
の
で
し
ょ
う
か
。

友
だ
ち
関
係
で
の
悩
み
、
だ
れ
か

ら
来
た
の
か
わ
か
ら
な
い
悪
口
の

メ
ー
ル
。
一
年
間
に
自
殺
者
は
約

三
万
人
。
こ
ん
な
世
の
中
に
生
き

て
い
て
、
本
当
に
日
本
の
子
ど
も

た
ち
全
員
が
幸
せ
だ
と
い
え
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　

確
か
に
、
日
本
に
は
わ
た
し
の

よ
う
に
幸
せ
を
感
じ
る
子
ど
も
た

ち
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
世
界
の

子
ど
も
た
ち
は
、
そ
れ
に
比
べ
て

「
幸
せ
で
な
い
」
と
い
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
ま
ず
し
く
て
も
笑
顔

で
精
一
杯
生
き
よ
う
と
す
る
子
ど

も
た
ち
が
い
る
で
し
ょ
う
。
自
分

の
幸
せ
は
、
自
分
で
決
め
る
も
の

で
す
。

　

子
ど
も
の
わ
た
し
が
こ
ん
な
こ

と
を
い
う
の
は
生
意
気
で
す
が
、

「
幸
せ
」
の
言
葉
の
意
味
を
考
え
て

つ
か
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま

し
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
気
に
な
っ
た
の
が

「
今
は
子
ど
も
だ
か
ら
何
も
で
き
ま

せ
ん
が
…
」
と
い
う
一
文
で
す
。

子
ど
も
で
も
募
金
が
で
き
る
し
、

わ
た
し
た
ち
の
よ
う
に
ユ
ニ
セ
フ

活
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

だ
か
ら
、
せ
め
て
「
子
ど
も
で
も

で
き
る
こ
と
を
考
え
、
努
力
し
て

み
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
よ
う
に
し

た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

ま
ず
し
い
か
ら
学
校
に
行
け
な
い
だ

け
じ
ゃ
な
く
て
、
ま
ず
し
い
か
ら
食

事
が
満
足
に
と
れ
な
い
し
、
病
気
に

も
な
る
ん
だ
と
思
う
の
」

「
❼
段
落
目
の
最
初
に
あ
る
『
そ
の

大
き
な
理
由
は
、
ま
ず
し
い
こ
と
で

す
。』
っ
て
い
う
文
章
は
、
三
つ
の

小
部
屋
全
体
に
か
か
る
よ
う
に
し
た

ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
？
」

　

子
ど
も
た
ち
の
発
言
が
盛
ん
に

な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
筆
者
・
丘
さ
ん

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
、
日
本
の
子

ど
も
の
ひ
と
り
と
し
て
意
見
を
も
ち
、

返
事
を
書
く
活
動
に
は
い
り
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
が
こ
だ
わ
っ
た
の

は
、「
幸
せ
」
と
い
う
言
葉
と
、「
子

ど
も
だ
か
ら
何
も
で
き
な
い
」
と

い
う
丘
さ
ん
の
考
え
方
に
つ
い
て
で

す
。
丘
さ
ん
へ
の
返
事
を
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。

　

最
後
の
11
段
落
に
「
日
本
の
子

ど
も
た
ち
は
幸
せ
で
す
。
こ
の
国

に
生
ま
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
て
…
」

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。

　

わ
た
し
も
賛
成
で
す
。
今
の
日

本
の
子
ど
も
た
ち
は
「
生
き
て
い

け
る
」
と
い
う
面
で
は
と
て
も
幸

せ
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
国
に
生

ん
で
く
れ
た
両
親
に
感
謝
し
ま
す
。

　

け
れ
ど
本
当
に
日
本
の
子
ど
も

　

お
気
づ
き
の
方
も
い
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
丘　

椎
三
は
「
お
か
し
い

ぞ
う
」
と
読
む
、わ
た
し
の
ペ
ン
ネ
ー

ム
で
す
。
子
ど
も
た
ち
に
説
明
文
を

読
む
こ
と
の
意
義
を
教
え
る
た
め
に

こ
の
文
章
を
書
い
た
の
で
す
。

　

説
明
文
の
最
終
段
階
で
子
ど
も
た

ち
に
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
、
書
く

と
い
う
活
動
を
さ
せ
る
の
で
あ
れ

ば
、
ク
ラ
ス
の
実
態
に
応
じ
た
説
明

文
を
、
受
け
も
ち
の
先
生
が
書
け
ば

い
い
の
で
す
。
文
学
的
文
章
を
書
く

こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
説
明
文
な

ら
書
け
る
は
ず
で
す
。　

　

ク
ラ
ス
の
子
ど
も
た
ち
が
意
見
を

も
ち
や
す
そ
う
な
内
容
で
、
ぜ
ひ
書

い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
学

級
全
体
の
子
ど
も
た
ち
に
、
自
分
の

意
見
を
話
し
伝
え
る
場
を
保
証
し
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
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こ
れ
一
冊
で
説
明
文
の

授
業
の
し
か
た
が
わ
か
る
！

14＊国語の読む力を育てる

　

こ
の
文
章
の
筆
者
・
丘　

椎
三
さ

ん
は
、
先
生
の
古
く
か
ら
の
知
り
合

い
で
す
。「
日
本
の
子
ど
も
た
ち
に

向
け
た
文
章
を
書
い
た
の
だ
が
、
実

際
に
子
ど
も
た
ち
に
読
ん
で
も
ら
っ

て
感
想
を
聞
き
た
い
」
と
言
っ
て
、

先
生
に
こ
の
文
章
を
送
っ
て
き
た
ん

で
す
。
丘
さ
ん
は
、
日
本
の
子
ど
も

た
ち
に
伝
え
た
く
て
た
ま
ら
な
い
こ

と
が
あ
っ
て
、
こ
の
説
明
文
を
書
き

ま
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
の
子
ど
も

た
ち
で
あ
る
み
ん
な
に
読
ん
で
も
ら

い
、
感
想
・
意
見
を
も
ら
い
た
い
と

い
う
の
で
す
。
一
生
懸
命
に
読
み
、

考
え
て
、
丘
さ
ん
の
こ
の
お
願
い
に

こ
た
え
て
あ
げ
よ
う
。

　

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
育
成
の
風
潮

の
も
と
、
全
国
各
地
で
「
批
評
読
み
・

批
判
読
み
」
の
実
践
が
展
開
さ
れ
て

い
ま
す
。
書
い
て
あ
る
こ
と
を
正
確

に
読
み
取
る
こ
と
に
終
始
す
る
読
解

学
習
を
越
え
て
、
読
み
の
主
体
を
学

習
者
で
あ
る
子
ど
も
に
置
く
、
説
明

文
の
学
び
の
方
向
性
を
、
わ
た
し
は

肯
定
し
ま
す
。

　

け
れ
ど
、
説
明
文
の
読
み
で
ど
う

し
て
も
重
視
し
た
い
の
は
、
筆
者
へ

の
「
敬
意
」
で
す
。
精
一
杯
の
工
夫

を
し
て
書
い
た
筆
者
の
思
い
を
否
定

い
る
こ
と
で
、
わ
か
り
や
す
い
文
章

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
ま

す
。

　
『
で
は
』『
ま
ず
』『
け
れ
ど
も
』『
そ

の
結
果
』
な
ど
、
接
続
詞
を
効
果
的

に
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
文
章
の
読

み
や
す
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

も
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

文
章
の
良
さ

①
美
し
い
し
く
み
の
文
章
で

　

あ
る
こ
と
。

②
接
続
詞
が
う
ま
く
使
わ
れ
て

　

い
る
こ
と
。

③
日
本
と
世
界
を
比
較
し
て

　

説
明
し
て
い
る
こ
と
。

　

こ
れ
ら
の
点
を
押
さ
え
た
あ
と

に
、
説
明
の
小
部
屋
の
並
び
方
に
つ

い
て
考
え
ま
す
。

　

小
部
屋
の
❶
は
❹
❺
段
落
、
食
事

を
と
れ
な
い
世
界
の
子
ど
も
た
ち

　

小
部
屋
の
❷
は
❻
❼
段
落
、
学
校

へ
通
え
な
い
世
界
の
子
ど
も
た
ち

　

小
部
屋
の
❸
は
❽
❾
段
落
、
病
気

で
命
を
な
く
す
世
界
の
子
ど
も
た
ち

　

最
初
に
「
食
事
」
を
も
っ
て
く
る

よ
り
も
、
読
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
身
近
な
「
学
校
」
か
ら
論

を
進
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い

す
る
よ
う
な
「
批
評
読
み
・
批
判
読

み
」
を
認
め
ま
せ
ん
。
だ
れ
か
の
文

章
の
欠
点
を
喜
々
と
し
て
探
す
「
嫌

な
読
者
」
を
育
て
よ
う
と
は
思
わ
な

い
の
で
す
。
そ
こ
で
、
子
ど
も
た
ち

に
は
次
の
よ
う
に
指
導
し
ま
す
。

　

説
明
文
を
読
む
と
は
、
筆
者
が
伝

え
た
い
こ
と
を
読
み
取
る
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
筆
者
が
伝
え
た
い
こ
と
が
、

ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を

考
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。そ
し
て
、

そ
の
表
現
の
し
か
た
、
論
の
展
開
の

し
か
た
に
つ
い
て
、
そ
の
良
い
、
ま

た
は
こ
こ
を
こ
う
し
た
ら
い
い
な
、

と
い
う
改
善
点
を
自
分
な
り
に
考
え

て
み
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

さ
ら
に
は
、
筆
者
の
伝
え
た
い
考

え
や
意
見
に
対
し
て
、
読
者
と
し
て

自
分
の
感
想
を
も
つ
こ
と
。

　

読
ん
だ
説
明
文
に
対
し
て
、
自
分

な
り
の
感
想
を
も
つ
こ
と
が
で
き
て

は
じ
め
て
説
明
文
が
読
め
た
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
感
想
を
も
つ
こ

と
は
、
説
明
文
を
書
い
て
く
れ
た
筆

者
へ
の
礼
儀
で
も
あ
る
の
で
す
。

　

文
章
の
展
開
を
見
直
し
た
子
ど
も

た
ち
は
「
美
し
い
し
く
み
」
を
意
識

し
、
日
本
と
世
界
を
比
較
説
明
し
て

う
意
見
が
出
て
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
命
に
関
わ
る
「
食
事
」
と

「
病
気
」
は
続
け
て
論
じ
る
べ
き
で

は
な
い
か
、
と
い
っ
た
意
見
も
飛
び

出
し
ま
す
。
食
事
を
と
れ
な
い
こ
と

が
原
因
で
病
気
に
な
る
し
、
病
気
を

治
せ
ず
食
事
を
と
れ
な
い
こ
と
が
病

気
を
悪
化
さ
せ
、
死
に
い
た
る
と

い
う
論
の
流
れ
に
す
べ
き
で
は
な
い

か
、
と
い
う
意
見
を
述
べ
る
子
も
出

て
き
ま
す
。

　

国
語
授
業
で
は
、
と
も
に
読
み
合

う
「
仲
間
」
が
い
ま
す
。
こ
の
「
仲

間
」
の
存
在
が
、
個
々
の
「
読
解
力
」

を
高
め
る
の
で
す
。

　

あ
る
一
編
の
意
見
文
に
出
会
い
、

そ
の
文
章
の
段
落
構
成
を
把
握
し
、

要
旨
を
読
み
取
り
、
筆
者
の
意
見
を

ま
と
め
る
、
こ
の
一
連
の
読
み
の
過

程
で
、
仲
間
の
存
在
は
と
て
も
重
要

で
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
と
は

異
な
る
仲
間
の
意
見
を
聞
き
、
自
分

の
読
み
を
仲
間
に
伝
え
る
こ
と
に
よ

り
、
自
分
の
読
み
の
妥
当
性
を
確
か

め
た
り
、
修
正
し
た
り
し
ま
す
。
こ

う
し
た
「
読
み
」
の
交
流
に
よ
っ
て
、

「
話
す
」
活
動
の
充
実
が

「
読
解
力
」
を
高
め
る


