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一　

は
じ
め
に
―
―
「
定
番
教
材
」
と
は
何
か
―
―

　

高
等
学
校
の
国
語
科
の
教
科
書
に
は
、
複
数
の
出
版
社
の
教
科
書
で
継
続
的

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
教
材
が
存
在
す
る
。「
現
代
文
」
や
「
国
語
総
合
」

の
現
代
文
分
野
で
扱
わ
れ
る
小
説
教
材
の
う
ち
、 

特
に 

『
羅
生
門
』・『
山
月

記
』・『
こ
こ
ろ
』・『
舞
姫
』
な
ど
は
、
何
年
に
も
渡
っ
て
複
数
の
教
科
書
に
採

録
さ
れ
て
お
り
、「
定
番
教
材
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
「
定
番
教
材
」
は
、
教
科
書
の
中
で
置
か
れ
る
位
置
も
あ
る
程
度
決
ま
っ
て

い
る
。
例
え
ば
、
阿
武
泉
に
よ
れ
ば
、
平
成
一
九
年
度
か
ら
「『（

１
）国

語
総
合
』

用
の
す
べ
て
の
教
科
書
が
こ
れ
を
掲
載
」し
て
い
る
と
い
う
芥
川
龍
之
介
の『
羅

生
門
』
は
、
教
科
書
冒
頭
の
随
想
に
続
い
て
最
初
の
小
説
教
材
と
し
て
配
置
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
『
羅
生
門
』
が
、
視
覚
的
な
表
現
に
す
ぐ
れ
、
比

喩
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
生
徒
に
小
説
の
読
み
方
そ

の
も
の
を
学
ば
せ
る
こ
と
の
で
き
る
教
材
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ

う
。

　

他
の
「
定
番
教
材
」
も
、
学
年
や
学
期
毎
の
区
切
り
を
意
識
し
て
配
さ
れ
て

い
る
。
例
え
ば
「
現
代
文
」
の
教
科
書
で
は
、
目
次
ど
お
り
に
授
業
を
行
っ
た

場
合
、
二
年
の
前
後
半
で
『
山
月
記
』
と
『
こ
こ
ろ
』
を
、
三
年
で
『
舞
姫
』

を
扱
う
配
置
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。そ
し
て
、「
国
語
総
合
」の『
羅
生
門
』

か
ら
「
現
代
文
」
の
『
舞
姫
』
に
到
る
「
定
番
教
材
」
の
順
序
は
、
ど
の
出
版

社
の
教
科
書
で
も
変
わ
ら
ず
、
高
等
学
校
三
年
間
の
現
代
文
分
野
の
授
業
に
お

け
る
小
説
教
材
の
基
本
ラ
イ
ン
を
形
成
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

教
材
の
定
番
化
が
進
ん
で
き
た
理
由
と
し
て
、
石
原
千
秋
は
教
員
の
多
忙
化

に
よ
り
教
材
研
究
に
当
て
ら
れ
る
時
間
が
減
っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る（

２
）。

ま
た
、
同
じ
教
材
に
対
し
て
年
度
ご
と
に
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
こ
と

が
で
き
る
点
、
教
材
研
究
の
深
化
が
期
待
で
き
る
点
な
ど
で
、
定
番
化
が
積
極

的
に
支
持
さ
れ
て
き
た
側
面
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
清
水
良
典
は
、「
定

番
化
」
の
一
方
で
多
く
の
教
材
が
「
定
番
教
材
」
に
席
を
譲
っ
て
消
え
て
い
き
、

教
科
書
が
均
質
化
し
て
し
ま
う
な
ど
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る（

３
）。

　

で
は
、
こ
れ
ら
「
定
番
教
材
」
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
て
定
番
化

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
特
定
の
小
説
作
品
が
各
社
の
教
科
書
に
教
材
と
し

て
広
く
採
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
理
由
が
存

在
す
る
の
か
、
森
鷗
外
の
『
舞
姫
』
を
と
お
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　
『
舞
姫
』
は
、「
現
代
文
」
の
教
科
書
で
は
多
く
は
後
半
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、

目
次
ど
お
り
な
ら
ば
三
年
の
二
学
期
以
降
の
授
業
で
扱
う
こ
と
に
な
る
。
大
学

入
試
を
控
え
た
時
期
に
、
か
な
り
の
分
量
の
あ
る
文
語
体
の
小
説
教
材
は
授
業
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で
は
取
り
上
げ
に
く
い
と
考
え
る
む
き
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
舞
姫
』

を
採
録
し
た
教
科
書
を
使
用
す
る
す
べ
て
の
高
等
学
校
で
『
舞
姫
』
が
授
業
さ

れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
舞
姫
』
の
採
録
が
続
く

の
は
な
ぜ
か
。『
舞
姫
』
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
教
材
が
定
番
化
し
て

い
く
経
緯
と
そ
の
問
題
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
た
。

　
　

二　
『
舞
姫
』
の
成
立
因
―
―
戦
後
の
研
究
の
歴
史
を
た
ど
る
―
―

　

一
九
八
二
年
発
行
の
雑
誌
「
國
文
學
」
第
二
七
巻
第
一
〇
号
に
掲
載
さ
れ
た

重
松
泰
雄
の
「『
舞
姫
』
諸
説
集
成（

４
）」

は
、
こ
の
年
ま
で
の
『
舞
姫
』
研
究
の

流
れ
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
九
八
年
発
行
の
雑
誌
「
國
文
學
」
第

四
三
巻
第
一
号
の
特
集
「
森
鷗
外
を
読
む
た
め
の
研
究
事
典
」
で
は
、
山
田
有

策
が
「
舞
姫（

５
）」

の
項
で
そ
の
後
の
研
究
の
進
展
を
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

的
確
な
整
理
に
従
っ
て
、戦
後
の『
舞
姫
』研
究
の
流
れ
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

　
『
舞
姫
』
は
鷗
外
の
自
伝
的
要
素
を
含
む
た
め
、
戦
後
の
『
舞
姫
』
論
に
は
、

ま
ず
鷗
外
の
実
生
活
と
の
関
わ
り
の
中
に
成
立
因
を
見
出
そ
う
と
す
る
流
れ
が

あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
鷗
外
が
『
舞
姫
』
を
執
筆
し
た
動
機
と
し
て
、
ド
イ
ツ
か

ら
鷗
外
を
追
っ
て
き
た
女
性
に
対
す
る
贖
罪
の
気
持
ち
や
鷗
外
の
後
悔
、
さ
ら

に
母
の
峰
子
や
最
初
の
妻
で
あ
る
登
志
子
へ
の
反
発
の
た
め
と
す
る
論（

６
）、

逆
に

森
家
へ
の
帰
属
表
明
と
す
る
論（

７
）な

ど
が
現
れ
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
人
女
性
の
件

は
既
に
解
決
済
み
だ
と
い
う
こ
と
を
軍
部
に
示
す
た
め
の
作
品
だ
と
解
釈
す
る

論（
８
）考

も
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
『
舞
姫
』
は
、
鷗
外
が
自
身
の
心
を
慰
め
る
た
め
に
書
い
た
も

の
で
も
あ
り
、
同
時
に
周
囲
の
人
々
へ
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
た
め

に
書
か
れ
た
「
実
用
的
」
な
面
も
持
つ
多
義
的
な
作
品
だ
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。

　

昭
和
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
鷗
外
の
上
官
で
あ
る
石
黒
忠

悳
の
日
記
や
西
周
の
日
記
、
さ
ら
に
鷗
外
の
妹
喜
美
子
の
夫
で
、
来
日
し
た
ド

イ
ツ
人
女
性
の
説
得
に
当
た
っ
た
小
金
井
良
精
の
日
記
な
ど
が
掘
り
起
こ
さ
れ

る
な
ど
、
新
た
な
資
料
が
公
表
さ
れ
た
時
期
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
り
ド
イ
ツ

人
女
性
の
帰
国
ま
で
の
経
緯
や
、『
舞
姫
』
執
筆
当
時
、
鷗
外
が
医
学
界
や
家

庭
内
で
置
か
れ
て
い
た
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
新
資
料
の
発
見
は

『
舞
姫
』
研
究
の
進
展
に
大
き
く
影
響
し
た
。
中
で
も
、
鷗
外
が
上
官
の
石
黒

を
含
む
医
学
界
の
長
老
と
対
立
し
、「
東
京
医
事
新
誌
」
の
主
筆
の
座
を
追
わ

れ
た
時
期
と
『
舞
姫
』
執
筆
時
期
が
重
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
作
品
は
上
層
部

へ
の
反
逆
の
意
図
を
込
め
た
挑
戦
的
な
作
品
だ
と
す
る
磯
貝
英
夫（

９
）や

竹
盛
天
雄）

10
（

ら
の
論
が
説
得
力
を
持
っ
た
。
ま
た
、
田
中
実
は
西
周
の
日
記
の
鷗
外
に
関
す

る
記
述
を
た
ど
り
、
鷗
外
の
、
妻
登
志
子
と
そ
の
実
家
の
赤
松
家
へ
の
反
発
を

『
舞
姫
』
執
筆
の
背
景
に
読
み
と
っ
た）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
、『
舞
姫
』
の
自
伝
的
要
素
に
着
目
す
る
流
れ
が
あ
る
一
方
で
、

昭
和
五
〇
年
代
か
ら
は
そ
れ
と
は
切
り
離
し
て
作
品
そ
の
も
の
を
つ
ぶ
さ
に
読

も
う
と
す
る
研
究
の
流
れ
が
生
じ
た
。
文
学
研
究
の
世
界
に
、
作
家
の
自
伝
的

要
素
と
作
品
と
を
切
り
離
し
て
作
品
自
体
を
読
み
込
も
う
と
す
る
「
作
品
論
」

の
方
法
が
擡
頭
し
て
き
た
の
は
昭
和
四
〇
年
代
か
ら
で
あ
る
。
山
田
有
策
の
研

究
史
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
自
伝
的
要
素
の
強
い
『
舞
姫
』
は
、
こ
の
「
作
品
論
」

を
試
み
る
の
に
絶
好
の
対
象
だ
っ
た
と
い
う
。『
舞
姫
』
に
描
か
れ
た
ベ
ル
リ

ン
の
都
市
空
間
の
意
味
を
解
読
す
る
前
田
愛
の
論
考）

12
（

や
、
一
人
称
の
回
想
記
と

い
う
『
舞
姫
』
の
構
造
に
着
目
し
た
亀
井
秀
雄）

13
（

や
小
森
陽
一）

14
（

ら
の
論
考
が
注
目

さ
れ
た
。

　

ま
た
、『
舞
姫
』
以
前
に
書
か
れ
た
作
品
、『
舞
姫
』
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
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作
品
な
ど
か
ら
『
舞
姫
』
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
探
ろ
う
と
い
う
動
き）

15
（

も
活
発
化
し

た
。
さ
ら
に
、
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
に
即
し
て
『
舞
姫
』
を
読
み
込
ん
で
い
こ

う
と
す
る
動
き）

16
（

も
試
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、『
舞
姫
』
に
鷗
外
の
実
生
活
が
反

映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、『
舞
姫
』
研
究
に
お
い
て
作
品
と
鷗
外

の
人
生
と
を
切
り
離
し
難
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
　

三　

国
語
教
科
書
の
中
の
『
舞
姫
』

　
『
舞
姫
』
は
、
現
在
は
高
等
学
校
二
、
三
年
生
で
履
修
す
る
「
現
代
文
」
の

教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
教
科
書
出
版
社
で
難
易
度
等
の
異

な
る
複
数
の
「
現
代
文
」
の
教
科
書
を
発
行
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
少
な
く

と
も
一
種
類
の
教
科
書
に
『
舞
姫
』
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

森
鷗
外
の
作
品
は
、
戦
前
の
中
学
校
や
女
学
校
で
用
い
ら
れ
た
教
科
書
で
も

歴
史
小
説
や
詩
歌
が
教
材
と
し
て
採
録
さ
れ
て
き
た）

17
（

。
し
か
し
、『
舞
姫
』
が

教
科
書
に
採
録
さ
れ
る
の
は
、
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
で
あ
る
。
高
橋
修
に
よ
れ

ば
、
こ
の
当
時
『
舞
姫
』
に
は
、「
近
代
文
学
」
派
の
唱
え
た
「
近
代
的
自
我

の
確
立
」
に
基
づ
き
、「
近
代
的
自
我
の
挫
折
」
と
い
う
読
み
の
枠
組
み
が
付

与
さ
れ
、「
国
民
文
学
論
」
の
立
場
か
ら
は
、
日
本
固
有
の
近
代
化
の
問
題
が

描
か
れ
て
い
る
作
品
と
見
な
さ
れ
た
。
高
橋
は
『
舞
姫
』
の
教
科
書
へ
の
採
録

に
関
し
て
、
両
方
の
立
場
か
ら
支
持
さ
れ
う
る
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る）

18
（

。

　

さ
ら
に
、一
九
六
〇
年
代
の
社
会
情
勢
も『
舞
姫
』採
録
を
後
押
し
し
た
。『
舞

姫
』
に
は
国
家
対
個
人
の
構
図
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
無
慈
悲
に
引
き

裂
か
れ
る
恋
人
同
士
の
話
で
も
あ
る
。
佐
藤
泉
は
夏
目
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』
の

教
科
書
へ
の
採
録
が
進
ん
だ
理
由
と
し
て
、
社
会
に
対
す
る
批
判
勢
力
に
な
り

う
る
高
校
生
の
関
心
を
個
人
に
向
け
さ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
と
見
な
し
て
い
る

が）
19
（

、『
舞
姫
』の
採
録
に
も
同
様
の
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
舞
姫
』
も
「
恋
愛
」
と
「
友
情
」
の
板
挟
み
に
な
る
若
者
の
物
語
と
し
て
読

め
ば
、「
恋
愛
」に
悩
む「
望
ま
し
い
」青
年
の
あ
り
方
の
モ
デ
ル
と
な
り
う
る
。

国
家
へ
の
帰
順
と
批
判
と
が
同
居
す
る
『
舞
姫
』
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
多
様
さ
は
、

ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
も
解
釈
の
出
来
る
教
材
と
し
て
、
教
科
書
へ
の
採
録
の

際
に
効
力
を
発
揮
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
の
面
か
ら
も
、『
舞
姫
』
採
録
の
背
景
を
考
え
て
み

た
い
。
昭
和
三
五
年
（
昭
和
三
八
年
度
の
一
学
年
よ
り
実
施
）
の
学
習
指
導
要

領
の
改
訂
で
は
、「
現
代
国
語
」
が
新
設
さ
れ
た
。
明
治
以
降
の
作
品
を
教
材

と
し
、「
文
語
的
文
体
」
の
作
品
も
教
材
と
し
て
含
む
と
学
習
指
導
要
領
に
明

記
さ
れ
た
「
現
代
国
語
」
の
教
科
書
に
お
い
て
、『
舞
姫
』
を
採
録
す
る
教
科

書
出
版
社
は
徐
々
に
増
加
す
る
。
こ
の
時
の
学
習
指
導
要
領
の
解
説
に
は
、
古

典
に
関
す
る
科
目
と
「
現
代
国
語
」
と
の
関
連
に
配
慮
す
る
こ
と
が
留
意
事
項

と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
文
語
で
書
か
れ
た
明
治
期
の
小
説
へ
の
注
目
が
集

ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

昭
和
四
五
年
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
で
は
、
経
済
成
長
を
支
え
る
人
材
の
育

成
に
重
点
が
お
か
れ
た
。主
人
公
が
立
身
出
世
の
た
め
に
帰
国
す
る
と
い
う『
舞

姫
』
に
描
か
れ
た
状
況
は
、
高
度
経
済
成
長
期
の
日
本
に
お
い
て
あ
る
意
味
共

感
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。『
舞
姫
』
が
書
か
れ
た

明
治
二
三
年
は
、
明
治
維
新
と
い
う
大
き
な
変
化
か
ら
約
二
〇
年
、
西
欧
列
強

に
追
い
つ
く
た
め
に
日
本
と
い
う
国
家
が
背
伸
び
を
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。

一
方
「
現
代
国
語
」
の
教
科
書
へ
の
『
舞
姫
』
の
採
録
が
増
加
す
る
昭
和
四
〇

年
代
は
、
戦
後
二
〇
年
を
経
て
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
万
国
博
覧
会
を
成
功
さ
せ
、

第
二
次
世
界
大
戦
か
ら
の
復
興
と
経
済
的
な
発
展
を
強
く
海
外
に
印
象
づ
け
た
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時
代
だ
と
言
え
よ
う
。『
舞
姫
』
の
背
景
と
な
る
時
代
と
昭
和
四
〇
年
代
は
あ

る
種
の
共
通
項
を
持
っ
て
お
り
、『
舞
姫
』
に
描
か
れ
た
エ
リ
ー
ト
の
生
き
方

は
、
昭
和
四
〇
年
代
の
高
校
生
に
も
あ
る
程
度
理
解
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
こ

と
も
、
採
録
が
徐
々
に
増
え
た
理
由
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

高
度
経
済
成
長
期
に
は
、
産
業
構
造
の
変
化
の
中
で
農
業
人
口
は
急
減
し
、

一
方
で
高
等
学
校
へ
の
進
学
率
が
上
昇
し
た
。
苅
谷
剛
彦
は
、
当
時
多
く
の
農

村
出
身
の
若
者
が
、
進
学
を
と
お
し
て
農
業
以
外
の
仕
事
に
就
こ
う
と
し
た
動

き
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

20
（

。
当
時
の
地
方
農
村
で
は
、
進
学
を
社
会

的
な
立
場
を
移
動
す
る
た
め
の
手
段
と
と
ら
え
る
考
え
方
が
広
が
っ
て
い
た
と

い
う
。
感
情
を
押
し
殺
し
て
学
識
に
ふ
さ
わ
し
い
道
に
立
ち
戻
ろ
う
と
す
る
太

田
豊
太
郎
と
、
社
会
的
な
立
場
を
変
え
る
た
め
に
学
歴
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す

る
高
校
生
た
ち
と
の
乖
離
は
、
太
田
豊
太
郎
と
現
代
の
高
校
生
と
の
乖
離
ほ
ど

に
大
き
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
高
度
経
済
成
長
期
の
高
校
生
た
ち
に

は
、『
舞
姫
』
や
太
田
豊
太
郎
の
生
き
方
を
受
け
入
れ
る
素
地
が
あ
る
程
度
備

わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

昭
和
五
三
年
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
（
実
施
は
昭
和
五
七
年
度
の
入
学
生
か

ら
）
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
教
育
課
程
が
い
わ
ゆ
る
「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
を
生
み
出

し
た
と
の
反
省
か
ら
、
学
習
内
容
の
精
選
が
重
要
課
題
と
さ
れ
た
。
精
選
化
が

進
め
ら
れ
る
際
、
既
に
長
い
教
科
書
採
録
の
歴
史
を
持
つ
森
鷗
外
の
作
品
は
、

教
科
書
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
は
ず
だ
。
こ
の

学
習
指
導
要
領
改
訂
に
よ
り
「
現
代
国
語
」
が
消
え
、「
国
語
Ⅰ
」「
国
語
Ⅱ
」

と
い
う
現
代
文
分
野
と
古
典
分
野
を
合
わ
せ
た
科
目
が
誕
生
し
た
。
阿
武
は
、

「
１）

21
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冊
の
教
科
書
に
収
録
で
き
る
作
品
数
は
お
の
ず
か
ら
減
少
す
る
。
小
説
は

せ
い
ぜ
い
５
作
品
ぐ
ら
い
し
か
載
せ
ら
れ
な
い
た
め
、
各
時
代
を
代
表
す
る
作

家
・
作
品
に
採
録
作
品
が
固
定
化
し
て
く
る
。」
と
、
こ
の
時
期
に
「
定
番
化
」

が
定
着
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
教
科
書
収
録
の
教
材
数
の
減
少
は
「
国

語
Ⅰ
・
Ⅱ
」
で
の
傾
向
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
様
の
教
材
の
「
精
選
」
意
識

が
「
現
代
文
」
教
科
書
編
集
の
際
に
働
い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、『
舞
姫
』
研
究
の
上
で
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
昭
和
四
〇
年
代
か
ら

五
〇
年
代
に
か
け
て
新
た
な
発
見
や
斬
新
な
論
の
発
表
が
相
次
い
だ
こ
と
も
、

『
舞
姫
』
と
い
う
作
品
に
対
す
る
関
係
者
や
世
間
一
般
の
関
心
を
高
め
、
そ
の

こ
と
が
森
鷗
外
作
品
の
中
で
も
特
に
こ
の
作
品
が
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
定
番
化
し
た
『
舞
姫
』
を
と
お
し
て
何
を
教
え
る
か
、
各

教
科
書
出
版
社
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
教
科
書
の

本
文
の
末
尾
に
示
さ
れ
る
設
問
（「
学
習
」
や
「
手
引
」
と
呼
ば
れ
る
）
を
見

る
の
が
わ
か
り
や
す
い
。平
成
一
八
年
度
使
用
の「
現
代
文
」教
科
書
に
つ
い
て
、

シ
ェ
ア
上
位
の
三
社
と
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
『
舞
姫
』
を
採
録
し
続
け
て
い
る

一
社
の
計
四）

22
（

社
の
設
問
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、「
近
代
的
自
我
の
目
覚
め
と
挫

折
」
と
い
う
昭
和
二
〇
年
代
に
定
着
し
た
『
舞
姫
』
の
読
み
の
枠
組
み
が
生
き

続
け
て
い
る
一
方
で
、
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
と
の
愛
の
あ
り
方
や
、
豊
太
郎
と
相

沢
の
友
情
の
あ
り
方
な
ど
が
考
察
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
。
な
じ

み
に
く
い
文
語
体
で
書
か
れ
た
小
説
の
中
か
ら
、
現
代
の
高
校
生
の
心
に
訴
え

る
力
の
強
い
「
恋
愛
」
と
「
友
情
」
を
取
り
出
し
、
可
能
な
限
り
生
徒
た
ち
自

身
に
引
き
付
け
て
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、『
舞
姫
』
の
手
記
と
し
て
の
形
式
に
着
目
し
、
一
人
称
で
語
る
こ
と

の
意
味
を
考
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
問
い
を
設
け
た
教
科
書
も
あ
る
。
こ
の
観
点

は
、『
舞
姫
』
を
、「
近
代
的
自
我
の
目
覚
め
と
挫
折
」
の
物
語
と
し
て
読
ま
せ

よ
う
と
す
る
定
番
的
教
授
法
と
は
全
く
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
を
含
ん

で
い
る
。
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「
近
代
的
自
我
の
目
覚
め
と
挫
折
」
を
中
心
に
据
え
た
定
番
的
な
読
解
は
、

生
徒
の
生
活
実
感
か
ら
離
れ
、
知
識
と
し
て
の
『
舞
姫
』
理
解
に
止
ま
る
お
そ

れ
が
あ
る
。
ま
た
一
方
で
、「
恋
愛
」
や
「
友
情
」
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
は
、

展
開
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
「
正
し
い
恋
愛
」「
正
し
い
友
情
」
と
い
う
価
値
観

の
刷
り
込
み
に
つ
な
が
り
、
望
ま
し
い
青
年
期
の
生
き
方
を
考
え
さ
せ
る
た
め

だ
け
に
『
舞
姫
』
を
用
い
る
授
業
と
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
な

授
業
展
開
を
避
け
る
た
め
に
も
、「
定
番
教
材
」
で
は
あ
っ
て
も
、
文
学
研
究

の
進
展
の
成
果
を
生
か
し
た
「
定
番
」
で
は
な
い
授
業
の
あ
り
方
を
模
索
す
る

必
要
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
　

四　
『
舞
姫
』
の
授
業
実
践
例

　

各
社
の
現
代
文
の
教
科
書
の
教
師
用
指
導
書
に
は
、『
舞
姫
』
の
授
業
の
配

当
時
間
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
昭
和
四
八
年
に
発
行
さ
れ
、
ほ
ぼ
全
文

を
採
録
し
た
教
科
書
の
指
導
書
で
は
、
六
時
間
配
当
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、

平
成
一
八
年
度
使
用
教
科
書
の
指
導
書
で
は
、
十
時
間
か
ら
十
一
時
間
を
標
準

的
な
時
間
と
し
て
示
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。

　

教
師
用
指
導
書
に
示
さ
れ
て
い
る
授
業
の
展
開
は
、
ま
ず
背
景
と
な
る
「
明

治
」
と
い
う
時
代
に
関
す
る
知
識
を
与
え
た
後
、
段
落
毎
に
豊
太
郎
の
「
自
我

の
目
覚
め
」
や
エ
リ
ス
と
の
き
ず
な
の
深
ま
り
な
ど
を
理
解
さ
せ
て
い
く
と
い

う
パ
タ
ー
ン
が
中
心
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
最
後
に
ま
と
め
と
し
て
豊
太
郎
の
生

き
方
や
考
え
方
に
つ
い
て
話
し
合
い
を
さ
せ
た
り
、
感
想
文
を
書
か
せ
た
り
す

る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
指
導
書
も
多
い
。『
舞
姫
』
の
主
題
に
関
し
て
は
、

「
近
代
的
」と
い
う
語
句
こ
そ
省
か
れ
て
い
る
も
の
の
、「
自
我
の
覚
醒
と
挫
折
」

の
物
語
と
し
て
い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
昭
和
五
〇
年
代
の
『
舞
姫
』
研

究
の
展
開
を
取
り
入
れ
、
前
田
愛
の
解
釈
を
主
題
に
取
り
入
れ
た
指
導
書
も
あ

る
が
、
そ
の
場
合
も
「
自
我
の
覚
醒
と
挫
折
」
を
軸
と
す
る
主
題
と
併
記
さ
れ

て
い
る
。

　
「
定
番
教
材
」
で
あ
る
『
舞
姫
』
に
は
、
多
く
の
授
業
実
践
の
報
告
が
積
み

重
ね
ら
れ
て
い
る
。
中
に
は
、一
学
期
の
三
十
九
時
間
の
授
業
を
全
て
『
舞
姫
』

の
指
導
に
あ
て
た
実
践）

23
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や
、
五
人
の
担
当
者
が
合
計
授
業
時
間
数
も
ア
プ
ロ
ー

チ
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
方
法
で
取
り
組
ん
だ
と
い
う
授
業
実
践
の
報
告）

24
（

も
あ

る
。
時
間
数
の
多
い
実
践
の
場
合
、
生
徒
に
分
担
さ
せ
て
本
文
の
口
語
訳
を
完

成
さ
せ
る
な
ど
、文
語
体
の
文
章
の
解
釈
に
あ
る
程
度
の
時
間
を
か
け
て
い
る
。

　
「
定
番
」
の
授
業
展
開
か
ら
の
脱
却
を
試
み
た
例
と
し
て
は
、『
舞
姫
』
の
授

業
後
に
『
舞
姫
』
に
関
す
る
研
究
論
文
や
鷗
外
の
他
の
作
品
を
読
ま
せ
る
こ
と

で
生
徒
の
読
み
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
実
践）

25
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、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す

る
評
論
を
授
業
で
読
ん
だ
後
で
『
舞
姫
』
の
授
業
を
行
い
、
自
我
の
問
題
に
つ

い
て
深
く
考
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
実
践）

26
（

な
ど
が
あ
る
。

　

ま
た
、
田
中
実
の
論
考）

27
（

に
沿
い
、
一
人
称
の
回
想
記
と
い
う
『
舞
姫
』
の
形

式
に
着
目
し
、「
書
く
自
分
」と「
書
か
れ
る
自
分
」と
の
分
離
や
、「
書
く
自
分
」

の
意
識
が
「
書
か
れ
る
自
分
」
を
改
変
し
て
い
く
過
程
を
考
え
さ
せ
よ
う
と
す

る
実
践）

28
（

も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
回
想
の
手
記
の
形
式
に
は
、
正
直
で
あ
ろ
う
と

し
な
が
ら
、
自
己
弁
護
に
陥
っ
て
し
ま
う
人
間
の
弱
さ
が
表
れ
る
。
こ
の
心
の

動
き
に
目
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
は
、
倫
理
的
な
題
目
を
教
え
る
以
上
に
人
間
に

対
す
る
深
い
理
解
を
生
徒
た
ち
に
も
た
ら
す
は
ず
で
あ
る
。
手
記
を
書
く
と
い

う
行
為
の
特
性
に
注
目
す
る
こ
と
は
、「
近
代
的
自
我
」
の
目
覚
め
と
挫
折
と

い
う
枠
組
み
に
よ
ら
な
い
授
業
展
開
を
考
え
る
上
で
、
新
た
な
ヒ
ン
ト
と
な
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
作
者
の
鷗
外
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
作
品
を
書
か

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
作
者
の
意
図
を
考
え
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
の
持
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つ
意
味
を
考
え
さ
せ
る
教
材
と
し
て
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
論）

29
（

も
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
実
践
例
か
ら
、『
舞
姫
』
は
扱
い
方
に
よ
っ
て
は
現
代
を
生
き
る
生
徒

に
も
十
分
訴
え
か
け
る
内
容
を
持
ち
、
新
た
な
授
業
展
開
の
可
能
性
を
含
ん
だ

作
品
と
な
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
定
番
教
材
」が
三
年
間
の
現
代
文
分
野
の
小
説
教
材
の
基
本
ラ
イ
ン
と
な
っ

て
い
る
現
在
、『
舞
姫
』
で
何
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
何
を
生
徒
達

に
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
常
に
検
証
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。

　
　

五　

お
わ
り
に

　
『
舞
姫
』
は
、
当
初
「
近
代
的
自
我
」
の
目
覚
め
と
挫
折
を
問
う
作
品
と
し

て
昭
和
三
〇
年
代
初
頭
に
高
等
学
校
の
国
語
教
科
書
に
登
場
し
た
。
ま
た
、「
現

代
国
語
」
と
い
う
科
目
の
誕
生
に
よ
り
、
明
治
時
代
の
文
語
体
の
作
品
と
い
う

点
か
ら
も
採
録
す
る
教
科
書
が
増
え
た
。
さ
ら
に
高
度
成
長
期
時
に
は
時
代
に

適
合
し
た
面
も
あ
り
、「
友
情
」
や
「
恋
愛
」
を
考
え
さ
せ
る
教
材
と
も
な
り

う
る
た
め
に
『
舞
姫
』
の
教
科
書
へ
の
採
録
は
増
加
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
一
方
「
精
選
」
を
課
題
と
す
る
昭
和
五
三
年
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
は
、

漱
石
や
鷗
外
ら
「
文
豪
」
と
言
わ
れ
る
作
家
の
作
品
を
教
科
書
に
残
す
こ
と
に

つ
な
が
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て『
舞
姫
』採
録
が
定
着
す
る
流
れ
の
中
で
、「
近

代
的
自
我
」
の
言
葉
は
、
そ
の
確
立
を
目
指
す
文
学
史
観
が
文
学
の
場
か
ら
失

わ
れ
た
後
も
、
教
師
用
指
導
書
や
教
科
書
掲
載
の
「
学
習
の
て
び
き
」
な
ど
を

通
し
て
学
校
現
場
に
は
残
り
続
け
、「
定
番
」
的
な
解
釈
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
の
結
果
、
そ
の
教
材
を
と
お
し
て
何
を
教
え
る
か
を
検
証
す
る
過
程
は
省

か
れ
が
ち
に
な
り
、「
定
番
教
材
」
を
教
え
る
こ
と
自
体
が
重
要
視
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
何
を
ど
う
教
え
る
べ
き
か
、
教
材
価
値
の
検
証
や
授
業
展
開
へ
の

工
夫
は
行
わ
れ
な
く
な
り
、
教
材
の
定
番
化
と
同
時
に
授
業
自
体
も
硬
直
化
し

た
も
の
と
な
っ
て
い
く
。

　
「
定
番
教
材
」
に
よ
る
授
業
の
硬
直
化
な
ど
の
問
題
点
は
、
教
材
自
体
に
あ

る
と
い
う
よ
り
そ
れ
を
扱
う
教
員
側
に
あ
る
。『
舞
姫
』
に
つ
い
て
は
、
文
学

研
究
の
積
み
重
ね
も
あ
り
、様
々
な
読
み
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。「
定

番
教
材
」
で
あ
っ
て
も
「
定
番
」
の
解
釈
に
よ
り
か
か
ら
ず
、
教
材
価
値
を
検

証
し
授
業
展
開
を
工
夫
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

注

 

（
１
） 

阿
武
泉　
「
高
等
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
文
学
教
材
の
傾
向
」　
「
國

文
學
」
第
五
三
巻
第
十
三
号　

二
〇
〇
八
年
九
月
一
〇
日　

學
燈
社　

三
四
頁

 

（
２
） 

石
原
千
秋　
『
国
語
教
科
書
の
思
想
』　

二
〇
〇
五
年
一
〇
月
一
〇
日　

筑
摩
書
房　

二
四
頁

 

（
３
） 

清
水
良
典　
「
漱
石
・
鷗
外
は
教
科
書
か
ら
消
え
た
か
？　

問
題
は
定

番
化
求
め
る
現
場
」　
「
朝
日
新
聞
」　

二
〇
〇
二
年
九
月
一
九
日
夕
刊

　

二
版
第
一
一
面

 
（
４
） 
重
松
泰
雄　
「『
舞
姫
』
諸
説
集
成
」　
「
國
文
學
」
第
二
七
巻
第
一
〇
号

一
九
八
二
年
七
月
二
〇
日　

學
燈
社　

一
二
六
頁

 

（
５
） 

山
田
有
策　
「
舞
姫
」　
「
國
文
學
」
第
四
三
巻
第
一
号　

一
九
九
八
年

一
月
一
〇
日　

學
燈
社　

八
五
頁

 

（
６
） 

岸
田
美
子
「
舞
姫
」（『
森
鷗
外
小
論
』
一
九
四
七
年
六
月
二
〇
日　

至
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文
堂
）
や
平
野
謙
「
藝
術
と
実
生
活　

Ⅱ　

森
鷗
外
」（『
平
野
謙
全
集

第
二
巻
』　

一
九
七
五
年
二
月
二
五
日　

新
潮
社
）、
松
原
純
一
「
森
鷗

外
『
舞
姫
』
論
」（「
相
模
女
子
大
学
紀
要
」
第
十
一
号　

一
九
六
一
年

一
〇
月
三
〇
日
）
な
ど
。

 

（
７
） 

三
好
行
雄
「
解
説
―
―
人
と
作
品
―
―
」（
三
好
行
雄
編
『
近
代
文
学

注
釈
大
系　

森
鷗
外
』
一
九
六
六
年
一
月
二
〇
日　

有
精
堂
）、
関
良

一　
「『
舞
姫
』
鑑
賞
」（『
逍
遙
・
鷗
外　

考
証
と
試
論
』　

一
九
七
七

年
一
〇
月
二
〇
日　

有
精
堂　

四
一
五
頁
）
な
ど
。

 

（
８
） 

渋
川
驍　
『
森
鷗
外　

作
家
と
作
品
』　

一
九
七
〇
年
九
月
一
〇
日　

筑

摩
書
房

 

（
９
） 

磯
貝
英
夫　
「
啓
蒙
思
想
家
時
代
の
森
鷗
外
―
―
そ
の
思
考
特
性
―
―

（
上
）」　
「
文
学
」
第
四
〇
巻
第
十
一
号　

一
九
七
二
年
十
一
月
一
〇
日

岩
波
書
店

 

（
10
） 

竹
盛
天
雄　
「
森
鷗
外
『
舞
姫
』
―
―
モ
チ
ー
フ
と
形
象
―
―
」（『
高

等
学
校
国
語
科
教
育
研
究
講
座
』
第
三
巻　

一
九
八
〇
年
三
月　

有
精

堂
）
や
同
「
石
黒
・
森
の
ベ
ル
リ
ン
淹
留
と
懐
帰
を
め
ぐ
っ
て
―
―
緑

の
眼
と
白
い
薔
薇
―
―
（
下
）」（「
文
学
」
第
四
四
巻
第
二
号　

一
九

七
六
年
二
月
一
〇
日　

岩
波
書
店
）
な
ど
。

 

（
11
） 

田
中
実　
「『
舞
姫
』
背
景
考
」　

日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
『
日

本
文
学
研
究
資
料
叢
書　

森
鷗
外
Ⅱ
』　

一
九
八
六
年
三
月
一
日　

有

精
堂

 

（
12
） 

前
田
愛　
「
ベ
ル
リ
ン
一
八
八
八
年
―
―
都
市
小
説
と
し
て
の『
舞
姫
』」

「
文
学
」
一
九
八
〇
年
九
月　

岩
波
書
店

 

（
13
） 

亀
井
秀
雄　
「『
舞
姫
』
読
解
の
留
意
点
」　
（「
月
刊
国
語
教
育
」
創
刊

号　

一
九
八
一
年　

八
月　

東
京
法
令
）
な
ど

 

（
14
） 

小
森
陽
一　
「
結
末
か
ら
の
物
語
」　
『
文
体
と
し
て
の
物
語
』　

一
九
八

八
年
九
月
一
日　

筑
摩
書
房

 

（
15
） 

千
葉
俊
二　
「
鷗
外
全
集
逸
文
『
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
の
伝
』
を
め
ぐ
っ
て

―
―
『
舞
姫
』
論
へ
の
一
視
角
」（
山
梨
英
和
短
期
大
学
国
文
学
研
究

室
編
『
山
梨
英
和
短
期
大
学
創
立
十
五
周
年
記
念　

国
文
学
論
集
』　

一
九
八
一
年
一
〇
月
三
〇
日　

笠
間
書
院
）
や
松
木
博
「『
盗
侠
行
』

論
―
―
初
期
鷗
外
作
品
の
モ
チ
ー
フ
―
―
」（
田
中
実
編
『
日
本
文
学

研
究
資
料
新
集　

13　

森
鷗
外
・
初
期
作
品
の
世
界
』
一
九
八
七
年
十

一
月
五
日　

有
精
堂
）
な
ど
。

 

（
16
） 

松
沢
和
宏
「
忘
却
の
メ
モ
ワ
ー
ル
」（「
文
学
」
季
刊
第
八
巻
第
三
号　

一
九
九
七
年
七
月
一
〇
日　

岩
波
書
店
）
な
ど
。

 

（
17
） 

橋
本
暢
夫
『
中
等
学
校
国
語
科
教
材
史
研
究
』　

二
〇
〇
二
年
七
月
三

〇
日　

渓
水
社
に
よ
る
。

 

（
18
） 

高
橋
修
「『
舞
姫
』
か
ら
『
ダ
デ
ィ
』
へ
／『
ダ
デ
ィ
』
か
ら
『
舞
姫
』
へ
」

（「
日
本
文
学
」
第
四
八
巻
第
四
号　

一
九
九
九
年
四
月
一
〇
日　

日
本

文
学
協
会
）
に
よ
る
。

 

（
19
） 

佐
藤
泉
『
国
語
教
科
書
の
戦
後
史
』（
二
〇
〇
六
年
五
月
一
五
日　

勁

草
書
房
）
に
よ
る
。

 

（
20
） 

苅
谷
剛
彦
『
大
衆
教
育
社
会
の
ゆ
く
え　

学
歴
主
義
と
平
等
神
話
の
戦

後
史
』（
二
〇
〇
六
年
一
月
二
〇
日　

中
央
公
論
新
社
）
に
よ
る
。

 
（
21
） 
阿
武　

前
出　

四
二
頁

 

（
22
） 
第
一
学
習
社
『
高
等
学
校
現
代
文
』、
東
京
書
籍
『
精
選
現
代
文
』、
大

修
館
書
店
『
精
選　

現
代
文
』、
筑
摩
書
房
『
精
選
現
代
文
』
の
四
点
。

 

（
23
） 

矢
部
彰
「『
舞
姫
』
授
業
ノ
ー
ト
」　
『
森
鷗
外　

教
育
の
視
点
』　

一
九

九
一
年
一
月
三
〇
日　

近
代
文
藝
社
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（
24
） 

京
都
教
育
大
学
附
属
高
等
学
校
国
語
科
「
定
番
教
材
『
舞
姫
』
…
五
人

の
教
師
に
よ
る
五
種
類
の
授
業
」　
「
研
究
紀
要
」
第
七
〇
巻　

二
〇
〇

一
年
一
〇
月
三
一
日　

京
都
教
育
大
学

 

（
25
） 
篠
原
武
志「『
舞
姫
』授
業
と
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
試
論
―
―
生
徒
の「
論
」

を
交
差
さ
せ
る
試
み
―
―
」　
「
同
志
社
国
文
学
」
第
六
五
号　

二
〇
〇

六
年
一
二
月
二
〇
日　

同
志
社
大
学
国
文
学
会

 

（
26
） 

竹
盛
浩
二
「
森
鷗
外
『
舞
姫
』
を
〈
わ
た
し
〉
の
哲
学
と
し
て
読
む
」

「Problem
atique

」
第
五
号　

二
〇
〇
四
年
七
月
三
一
日　
「
プ
ロ
ブ

レ
マ
テ
ィ
ー
ク
」
同
人

 

（
27
） 

田
中
実
「
多
層
的
意
識
構
造
の
中
の
〈
劇
作
者
〉」（『
小
説
の
力
―
―

新
し
い
作
品
論
の
た
め
に
』　

二
〇
〇
〇
年
三
月
一
日　

大
修
館
書
店
）

に
よ
る
。

 

（
28
） 

幸
田
国
広
「〈
読
み
方
〉
指
導
の
再
定
義
―
―
『
舞
姫
』
実
践
の
今
日

的
展
開
―
―
」　
「
日
本
文
学
」　

第
五
〇
巻
第
八
号　

二
〇
〇
一
年
八

月
一
〇
日　

日
本
文
学
協
会

 

（
29
） 

山
元
隆
春
「
発
話
行
為
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト　
『
舞
姫
』
の
新
し
い
教

材
性
」（
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
『〈
新
し
い
作
品
論
〉
へ
、〈
新
し
い

教
材
論
〉
へ　

１　

文
学
研
究
と
国
語
教
育
研
究
の
交
差
』　

一
九
九

九
年
二
月
二
五
日　

右
文
書
院
）
に
よ
る
。

　
　
　

 　

な
お
『
舞
姫
』
の
教
科
書
へ
の
採
録
状
況
は
、阿
武
泉
氏
作
成
の
「
戦

後
高
等
学
校
国
語
教
科
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
っ
た
。

 

（
い
と
う
・
せ
い
こ
）
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