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読
む
と
い
う
行
為
は
、
学
習
者
と
教
材
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
前
提
に
立
ち
、
文
学
教
材
の
授
業
に
お
い
て
、
イ
メ
ー
ジ
は

ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
く
か
、
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
た
め
の
、
発
問
の
基
本

的
観
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

読
み
と
は
、
教
材
に
導
か
れ
な
が
ら
、
学
習
者
が
そ
こ
に
一
つ
の
世
界
を
作

っ
て
い
く
行
為
で
あ
る
。
教
材
は
、
学
習
者
へ
、
絶
え
ず
何
ら
か
の
働
き
か
け

を
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
働
き
か
け
を
、
本
稿
で
は
、
誘
い
か
け
構
造
歴
１
〉

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
学
習
者
は
、
そ
の
誘
い
か
け
構
造
に
導
か
れ
て
、
し
か
し
、

自
分
自
身
で
主
体
的
に
作
品
世
界
を
創
り
上
げ
て
い
く
。
な
ぜ
な
ら
、
教
材
は
、

い
ろ
い
ろ
な
レ
ベ
ル
の
誘
い
か
け
構
造
、
つ
ま
り
、
表
現
装
置
を
施
し
て
、
学

習
者
に
合
図
を
送
っ
て
い
る
が
、
そ
の
誘
い
か
け
構
造
を
解
明
す
る
作
業
は
、

学
習
者
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
学
習
者
の
読
み
に
お
け

る
主
体
性
、
つ
ま
り
、
｜
人
ひ
と
り
の
読
み
が
保
障
さ
れ
る
。

一
般
心
理
学
で
は
、
イ
メ
ー
ジ
を
心
像
と
記
し
、
こ
の
場
合
は
、
記
憶
し
て

い
る
も
の
や
、
刺
激
対
象
が
眼
前
に
な
い
場
合
、
思
い
出
し
て
表
現
す
る
と
い

｛
恥
征
２
）

う
意
味
に
な
る
。
「
知
覚
対
象
の
再
生
さ
れ
た
直
観
的
な
、
心
像
」

で
あ
る

「
読
み
」
と
は

イ
メ
ー
ジ
を
育
て
る
読
み

「
イ
メ
ー
ジ
」
と
は

ｌ
発
問
考
察
の
基
本
的
観
点
Ｉ

し」一一一一弓え→●。

こ
の
よ
う
な
、
外
界
の
模
像
と
し
て
の
意
味
が
強
い
イ
メ
ー
ジ
論
に
対
し
て
、

河
合
隼
雄
氏
は
、
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
無
意
識
的
空
想
の
活
動
に
基
づ
く
も
の
」

と
い
う
ユ
ン
グ
の
見
解
を
引
用
し
、
「
無
意
識
の
言
語
と
し
て
、
心
の
潜
在
的

な
動
き
」
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
「
創
造
性
」
や
、
「
生
命
力
」
に
そ
の
特

（
注
３
）

微
が
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

本
稿
考
察
に
当
っ
て
ば
、
こ
の
よ
う
な
深
層
心
理
学
の
見
解
を
、
遠
景
と
し

て
視
野
に
お
さ
め
つ
つ
、
こ
こ
で
は
、
精
神
人
類
学
の
藤
岡
喜
愛
氏
の
次
の
よ

う
な
見
解
、
つ
ま
り
「
生
物
が
外
界
と
絶
え
ず
対
応
関
係
を
保
つ
間
に
、
知
覚

を
介
し
て
み
ず
か
ら
形
づ
く
る
精
神
の
内
容
」
（
注
４
）
と
い
う
見
解
を
、
私
の
基

本
的
な
考
え
方
と
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

以
上
の
よ
う
な
、
心
理
学
関
係
に
お
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
の
と
ら
え
方
を
念
頭

に
置
い
た
上
で
、
文
学
作
品
の
読
書
行
為
過
程
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
つ

い
て
、
厳
密
に
は
、
文
学
教
材
の
読
み
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
つ
い
て
考

え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

Ｗ
・
イ
ー
ザ
ー
は
『
行
為
と
し
て
の
読
書
』
（
注
５
）
の
中
て
、
イ
メ
ー
ジ
と
は
、

「
現
在
と
理
念
の
中
間
項
」
で
あ
り
、
「
理
念
を
形
で
表
わ
し
た
も
の
」
と
い

う
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の
見
解
を
引
用
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

イ
メ
ー
ジ
は
、
経
験
的
対
象
と
も
、
表
現
さ
れ
た
対
象
の
意
味
と
も
異

な
る
な
に
か
を
生
み
出
す
。
そ
れ
は
感
覚
的
経
験
を
超
え
て
は
い
る
が
、

深
川
明
子

８



述
語
的
に
概
念
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
イ
メ
ー
ジ
は
、
対
象
の
実
在
が
前
提
と
な
る
知
覚
と
は
異
な
り
、

対
象
の
非
在
、
欠
如
が
前
提
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
知
覚
ほ
ど
経
験
に
立
脚

し
た
模
写
性
の
強
い
も
の
で
は
な
い
が
、
概
念
化
、
理
念
化
さ
れ
た
も
の
で
も

な
い
。
そ
れ
は
、
識
闘
化
で
、
想
像
力
を
働
か
せ
て
作
ら
れ
た
感
覚
的
・
具
象

的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
読
み
に
お
い
て
、
学
習
者
が
、
教
材
の
誘
い

か
け
構
造
に
導
か
れ
、
そ
れ
に
応
え
な
が
ら
創
り
出
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

学
習
者
は
、
教
材
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、
ま
ず
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
。

そ
の
意
味
で
、
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
学
習
は
、
読
み
の
狂
本
と
な
る
極
め
て
重
要

な
学
習
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
学
習
者
が
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
た
め
の
、
発
問
の
基
本

的
観
点
を
イ
メ
ー
ジ
の
性
格
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、
イ

メ
ー
ジ
形
成
は
、
学
習
者
一
人
ひ
と
り
の
精
神
活
動
で
あ
る
。
し
か
し
、
授
業

で
、
学
習
者
相
互
の
イ
メ
ー
ジ
を
育
て
合
う
た
め
に
は
、
言
葉
に
し
て
（
絵
や

音
で
も
よ
い
、
と
に
か
く
伝
達
可
能
な
形
に
表
現
し
て
）
そ
れ
を
伝
え
合
う
必

要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
言
語
化
さ
れ
る
と
き
、
多
少
の
差
異
が
生

ず
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
イ
メ
ー
ジ
及
び
授
業
の
性
格
上
、

や
む
を
得
な
い
前
提
と
し
た
い
。

発
問
考
察
の
基
本
的
観
点

イ
メ
ー
ジ
対
象
の
明
確
化

①
作
品
の
基
礎
を
つ
く
る
イ
メ
ー
ジ
化

作
品
と
は
、
学
習
者
の
教
材
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
創
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

作
品
の
基
礎
と
な
る
も
の
は
、
作
品
の
舞
台
と
な
る
情
景
の
イ
メ
ー
ジ
化
、
登

場
人
物
の
言
動
や
心
情
の
イ
メ
ー
ジ
化
で
あ
る
。
次
々
に
展
開
す
る
出
来
事
を

そ
の
ま
ま
具
象
的
に
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
段
階
で
、
イ
メ
ー
ジ
化
の
基
本
で
あ
る
。

教
材
は
、
学
習
者
に
、
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
必
要
な
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
学
習
者
の
ど
の
経
験
と
教
材
の
ど
の
部
分
を
選
択
し
、
結
合

す
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
今
ま
で
形
成
し
て
き
た
イ
メ
ー
ジ
の
ど
れ
を
選
び
、

ど
の
表
現
と
結
び
つ
け
る
の
か
を
指
示
し
て
は
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
学
習
者
が
的
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
で
き
る
よ
う
、
そ
の
こ
と

を
示
唆
す
る
発
問
が
必
要
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
、
学
習
者
の
想
像
の
領
域

を
な
る
べ
く
侵
さ
な
い
よ
う
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
を
イ
メ
ー
ジ
化

す
る
の
か
へ
そ
の
対
象
を
明
確
に
指
示
す
る
程
度
に
し
て
、
子
ど
も
の
想
像
を

規
制
す
る
よ
う
な
発
言
は
な
る
べ
く
控
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

②
共
通
認
識
を
可
能
に
す
る
意
味
の
イ
メ
ー
ジ
化

読
み
に
よ
っ
て
現
出
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
概
念
化
・
理
念
化
さ
れ
て
い
な
い
、

感
覚
的
・
具
象
的
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
形
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ

は
、
た
と
え
ば
、
登
場
人
物
の
言
動
や
心
情
を
具
体
的
に
想
像
で
き
る
が
、
言

語
化
さ
れ
た
状
態
で
意
味
が
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ

こ
に
描
き
出
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
あ
る
意
味
が
具
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
も
言
え
る
。
イ
メ
ー
ジ
は
、
意
味
を
概
念
・
理
念
で
語
っ
て
は
い
な
い
が
、

具
体
的
事
実
で
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
意
味
を
確
定
す
る
た
め
の
イ
メ
ー
ジ
化
が
必
要
に
な
る
。
な

ぜ
な
ら
、
学
習
者
が
次
々
と
創
り
上
げ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
は
、
今
ま
で
の
イ
メ

１
》
ン
を
土
台
に
し
て
形
成
さ
れ
る
。
授
業
い
お
い
て
は
一
定
の
学
習
者
同
士
の

相
互
主
観
的
な
共
通
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
を
成
立
さ
せ
、
し
か
も
、
意

味
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
者
自
身
が
各
自
、
一
貫
性
を
保
ち

な
が
ら
、
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
形
成
を
し
て
い
く
た
め
に
是
非
そ
の
作
業
が
必
要

な
の
で
あ
る
。

③
作
品
の
意
味
（
主
題
）
の
イ
メ
１
ジ
化

９



切
実
な
イ
メ
ー
ジ
の
体
験
化

①
登
場
人
物
と
の
共
体
験
を
促
す
イ
メ
ー
ジ
化

読
書
は
、
絵
画
の
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
を
一
時
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
読
む
と
い
う
過
程
の
中
で
テ
ク
ス
ト
を
と
ら
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

絵
画
は
観
賞
者
と
向
き
合
う
関
係
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
読
書
は
、
常
に
テ
ク

ス
ト
の
中
に
い
て
、
視
点
の
移
動
に
よ
っ
て
対
象
を
と
ら
え
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
と
い
う
読
書
の
基
本
的
性
格
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
問

題
へ
移
ろ
う
。

読
書
の
基
本
は
、
各
自
が
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
そ
こ
に
創
り
出
ち
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
知
覚
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
現

実
に
は
存
在
し
な
い
想
像
上
の
対
象
で
あ
る
。
そ
て
、
学
習
者
は
、
そ
う
い

う
イ
メ
ー
ジ
を
自
分
で
形
成
し
な
が
ら
、
常
に
そ
の
自
分
の
創
り
出
し
た
イ
メ

ー
ジ
の
中
に
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
学
習
者
の
こ
と
よ
う
な
非
現
実
化
体

験
、
（
そ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
体
験
な
の
で
、
本
稿
で
は
イ
メ
ー
ン
体
験
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
）
つ
ま
り
、
イ
メ
ー
ジ
体
験
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

イ
メ
ー
ジ
体
験
は
、
イ
メ
ー
ジ
形
成
と
同
時
に
お
こ
な
わ
れ
る
機
能
で
あ
る
。

イ
メ
ー
ジ
は
、
具
象
的
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
意
味
を
含
ん
だ
具
象
で
あ
り
、

読
み
の
授
業
に
お
い
て
は
、
学
習
者
が
自
ら
一
貫
性
の
あ
る
イ
メ
ー
ジ
を
形
成

し
て
い
く
た
め
に
、
そ
し
て
、
学
習
者
同
士
の
相
互
主
観
的
な
共
通
認
識
を
成

立
さ
せ
る
た
め
に
、
意
味
を
確
定
し
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
化
の
作
業
が
必
要
で
あ

る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。

教
材
の
要
所
要
所
で
こ
の
よ
う
な
意
味
確
定
の
た
め
の
イ
メ
ー
ジ
化
を
積
み

重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
は
意
味
要
素
を
多
く
含
ん
だ
も
の
に
な
っ

て
い
く
。
教
材
が
、
学
習
者
に
よ
っ
て
作
品
と
し
て
完
成
す
る
段
階
で
は
、
作

品
の
意
味
（
主
題
）
が
イ
メ
ー
ジ
化
の
対
象
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
形
成
そ
れ
自
体
が
イ
メ
ー
ジ
体
験
な
の
で
あ
る
が
、

・
こ
こ
で
は
特
に
、
登
場
人
物
（
主
と
し
て
主
人
公
）
と
の
共
体
験
の
問
題
に
触

れ
て
お
き
た
い
。

読
む
と
い
う
こ
と
は
、
視
点
の
移
動
に
よ
っ
て
対
象
を
と
ら
え
る
こ
と
で
あ

る
と
す
る
と
、
学
習
者
の
イ
メ
ー
ジ
体
験
は
、
視
点
人
物
の
体
験
と
重
な
る
こ

と
が
多
い
。
学
習
者
は
、
現
実
の
自
分
を
離
れ
て
、
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
体
験

を
す
る
。
そ
れ
は
他
人
の
人
生
を
生
き
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
読
み
の
重
要
な

意
義
の
一
つ
は
、
実
は
こ
の
過
程
に
あ
る
の
で
乙
る
。
し
た
が
っ
て
、
授
業
で
は
、

こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
体
験
を
切
実
に
体
験
さ
せ
て
や
る
こ
と
が
極
め
て
重
要

な
課
題
と
な
る
。

発
問
は
、
学
習
者
が
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
に
没
頭
し
、
そ
こ
で
他
人
の
人
生
を

自
分
の
人
生
と
し
て
生
き
さ
せ
る
た
め
の
扉
を
開
け
て
や
る
役
割
を
す
る
そ
ん

な
発
問
が
よ
い
と
思
う
。
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
、
学
習
者
が
自
ら
生
き
よ
う
と
す

る
人
生
に
、
な
る
べ
く
制
約
を
加
え
ず
、
し
か
も
、
学
習
者
自
身
が
切
実
な
イ

メ
１
ジ
体
験
で
き
る
発
問
が
望
ま
し
い
。

②
自
己
を
問
い
直
す
イ
メ
１
ジ
体
験
の
た
め
の
イ
メ
ー
ジ
化

学
習
者
は
、
視
点
人
物
に
同
化
し
、
視
点
人
物
と
共
体
験
し
て
い
る
が
、
一

方
で
は
、
現
実
の
自
分
は
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
。
現
実
の
自
分
が
、
イ
メ
ー

ジ
の
中
で
生
き
て
い
る
自
分
と
全
く
同
一
の
認
識
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
考

え
、
行
動
し
て
い
る
と
き
は
、
現
実
の
自
分
と
の
間
に
葛
藤
は
な
い
。
し
か
し
、
多

く
の
場
合
、
何
ら
か
の
差
異
が
生
ず
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
学
習
者
は
、

現
実
の
自
分
の
認
識
に
よ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
化
し
た
人
物
を
評
価
す
る
。
と
同

時
に
、
イ
メ
ー
ジ
体
験
に
よ
っ
て
共
体
験
し
て
い
る
人
物
の
認
識
を
基
準
に
、

現
実
の
自
分
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
教
材
が
学
習
者
自
身
に
直
接
働
き
か
け
る

と
い
う
機
能
が
こ
こ
に
あ
り
、
学
習
者
が
文
学
教
材
を
学
ぶ
最
大
の
意
義
も
こ

こ
に
あ
る
。
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イ
メ
ー
ジ
の
中
で
、
他
人
の
人
生
を
生
き
る
体
験
と
、
そ
の
体
験
を
も
と
に
、

現
実
の
自
分
を
問
い
直
す
体
験
。
イ
メ
ー
ジ
体
験
に
は
こ
の
二
重
の
体
験
が
あ

る
。
そ
し
て
、
後
者
の
体
験
は
、
学
習
者
が
創
り
上
げ
た
作
品
の
テ
ー
マ
（
主

題
）
と
深
く
か
か
わ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
体
験
は

極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。

発
問
の
考
察
に
あ
た
っ
て
基
本
的
観
点
を
、
以
上
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
た

が
、
そ
れ
が
授
業
で
は
ど
の
よ
う
な
形
を
と
る
の
か
、
こ
こ
で
は
、
石
川
県
宇

ノ
気
小
学
校
教
諭
、
田
島
弘
子
氏
の
「
あ
と
か
く
し
の
雪
」
（
木
下
順
二
再
話
）

の
実
践
二
九
八
二
年
十
一
月
、
小
学
校
四
年
生
）
を
対
象
に
検
討
し
て
み
る

こ
と
に
す
る
。

（
授
業
の
流
れ
）

Ｔ
ｌ
度
先
生
が
読
ん
で
み
ま
す
。

様
子
を
思
い
浮
か
べ
て
聞
い
て
く

だ
さ
い
。
そ
れ
か
ら
、
題
は
後
で

つ
け
て
も
ら
い
ま
す
。

Ｔ
読
み
た
い
人
い
ま
す
か
。

Ｔ
ど
こ
に
誰
が
住
ん
で
い
た
の
で

す
か
。

Ｚ

Ｔ
百
姓
の
様
子
は
見
え
ま
す
か
。

３

Ｔ
そ
ん
な
所
へ
誰
か
歩
い
て
来
ま

し
た
ね
。

Ｃ
う
ん
、
旅
人
が
と
ぼ
り
と
ぼ
り

歩
い
て
き
た
。

実
践
か
ら
の
考
察

（
考
察
）

Ｔ
の
発
問
は
、
教
材
の
舞
台
と
な

る
基
本
的
場
面
の
イ
メ
ー
ジ
化
で
あ

る
。
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
対
象
を
明
確

に
指
示
し
、
視
覚
的
映
像
に
よ
る
イ

メ
ー
ジ
形
成
を
は
か
っ
て
い
る
。
子

ど
も
た
ち
は
、
そ
の
指
示
に
従
っ
て
、

各
自
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
、
そ
し
て
、

そ
の
自
ら
形
成
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
中

に
入
っ
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
自
ら

の
体
験
と
す
る
。

２

Ｔ
は
、
、
王
人
公
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ

り
鮮
明
に
す
る
た
め
、
視
点
を
そ
こ

Ｃ
木
の
棒
を
杖
に
し
て
、
と
ぼ
と

ぼ
歩
い
て
き
た
。

Ｃ
す
ご
く
疲
れ
て
い
る
の
で
、
今

に
も
倒
れ
そ
う
に
な
っ
て
、
と
ぼ

り
と
ほ
り
来
た
。

Ｃ
も
う
何
軒
も
頼
ん
だ
け
れ
ど
、

断
わ
ら
れ
て
、
す
ご
く
疲
れ
て
、

や
っ
と
歩
い
て
、
こ
の
百
姓
の
家

へ
来
た
と
思
う
。

４

Ｔ
こ
の
お
百
姓
さ
ん
、
何
と
一
一
一
口
っ

て
い
ま
す
か
。

Ｃ
「
あ
あ
、
え
え
と
も
…
・
・
・
」
と

気
軽
に
言
っ
て
い
る
。

Ｃ
食
べ
る
物
も
何
も
な
い
け
ど
、

こ
こ
ろ
よ
く
返
事
し
て
い
る
。

Ｃ
ち
っ
と
も
い
や
が
ら
な
い
で
、

と
め
る
と
言
っ
て
い
る
。

一
Ｄ

Ｔ
そ
れ
に
対
し
、
旅
人
は
。
？

６

Ｔ
ど
う
し
て
「
何
も
い
ら
ん
ぞ
」

っ
て
言
っ
た
の
。

一
ｌ

Ｔ
何
も
も
て
な
し
て
や
る
も
ん
も

な
い
の
に
、
ど
う
し
て
と
め
て
あ

げ
た
の
だ
ろ
う
ね
。

Ｃ
す
ご
く
寒
い
日
に
疲
れ
て
来
た

か
ら
。

Ｃ
旅
人
が
、
こ
ん
な
貧
乏
な
家
に

に
集
中
さ
せ
て
イ
メ
ー
ジ
化
を
お
こ

な
い
、
イ
メ
ー
ジ
の
視
覚
的
映
像
に

よ
る
定
着
を
図
る
た
め
の
発
問
。

３

Ｔ
は
、
旅
人
の
イ
メ
ー
ジ
化
。
「
そ

ん
な
所
へ
」
と
、
教
材
の
舞
台
の
中

で
、
イ
メ
ー
ジ
を
創
り
あ
げ
る
こ
と

が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

子
ど
も
た
ち
の
発
言
は
、
旅
人
と
共

体
験
Ⅱ
イ
メ
ー
ジ
体
験
し
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

４

Ｔ
は
、
発
問
の
形
は
、
事
実
を

尋
ね
て
い
る
が
、
前
問
の
旅
人
の
イ

メ
ー
ジ
化
が
作
用
し
て
、
子
ど
も
た

ち
の
発
言
は
、
心
情
を
イ
メ
ー
ジ
化

し
て
い
る
。

５
４

Ｔ
・
発
問
の
機
能
は
Ｔ
と
同
じ
。

６

Ｔ
は
、
今
ま
で
イ
メ
ー
ジ
化
し
て

き
た
旅
人
の
心
情
を
ま
と
め
、
学
級

内
に
お
い
て
’
、
一
定
の
相
互
主
観
的

な
共
通
認
識
を
確
定
さ
せ
る
た
め
の

発
問
。
学
級
内
の
共
通
認
識
を
可
能

に
す
る
た
め
の
、
意
味
の
イ
メ
ー
ジ

化
で
あ
る
。
各
自
が
一
貫
性
の
あ
る

イ
メ
ー
ジ
形
成
を
お
こ
な
い
や
す
い

よ
う
に
、
今
ま
で
の
イ
メ
ー
ジ
を
整

理
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
行
為
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（
こ
こ
か
ら
二
時
間
目
）

Ｔ
な
ん
と
も
か
と
も
貧
乏
な
百
姓

の
家
へ
、
旅
人
が
た
ず
ね
て
来
て
、

と
め
て
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
と

い
う
お
話
を
読
ん
だ
の
で
す
ね
。

今
日
は
、
そ
の
晩
の
で
き
ご
と

を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

８

Ｔ
さ
あ
、
旅
人
は
家
に
あ
が
り
ま

し
た
。で
も
、

ｇ

Ｔ
大
根
を
と
っ
て
来
る
ま
で
に
、

百
姓
の
心
に
迷
は
あ
っ
た
ろ
う
か
。

こ
と
ば
に
注
意
し
て
考
え
て
み

て
。

ｃ
迷
は
あ
っ
た
。

ｃ
「
晩
に
な
っ
て
か
ら
」
と
書
い

て
あ
る
。
旅
人
が
来
て
か
ら
大
分

時
間
が
た
っ
て
い
る
と
思
う
。
そ

の
間
、
迷
っ
て
い
た
。

Ｃ
「
し
か
た
が
な
い
」
と
書
い
て

来
て
く
れ
て
、
と
て
も
百
姓
は
う

れ
し
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。

２

Ｃ
い
つ
も
一
人
ぼ
っ
ち
だ
っ
た
百

姓
は
、
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
の

だ
と
思
う
。

や
心
情
の
意
味
を
、
イ
メ
ー
ジ
と
し

て
具
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
後
の
イ
メ
ー
ジ
を
一
貫
性
を
保
ち

な
が
ら
深
く
、
豊
か
に
す
る
機
能
を

も
つ
。７
６

Ｔ
は
、
Ｔ
と
同
じ
機
能
を
も
つ
発

１
２

問
。
Ｃ
・
Ｃ
の
子
ど
も
の
発
一
一
一
口
が
、

百
姓
の
心
情
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
、
読
み
手
で
あ
る
子

ど
も
た
ち
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
体
験
が

切
実
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す

発
一
一
一
一
口
と
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。

共
通
認
識
を
可
能
に
す
る
意
味
を
イ

メ
ー
ジ
化
す
る
こ
と
で
整
理
し
て
い

る
の
だ
が
、
子
ど
も
た
ち
は
、
作
品

世
界
に
没
頭
し
て
い
る
た
め
に
、
切

実
な
イ
メ
ー
ジ
体
験
の
表
出
と
な
っ

て
い
る
と
言
え
る
。

８

Ｔ
は
、
士
懸
図
的
に
、
子
ど
も
た
ち

を
登
場
人
物
の
視
点
に
立
た
せ
て
、

切
実
ｒ

「
ジ
体
験
を
可
能
に
す

る
発
問
で
あ
る
。

９
６
７

Ｔ
の
発
問
は
、
Ｔ
、
Ｔ
と
同
様
、

登
場
人
物
の
行
為
、
心
情
録
伍
・
１
１
メ
ー

ジ
と
し
て
ま
と
め
、
意
・
〆
《
へ
Ｉ
変
通
認

識
を
促
す
発
問
で
あ
る

あ
る
。
本
当
は
盗
む
の
は
悪
い
の

だ
け
れ
ど
、
旅
人
の
た
め
に
し
か

た
が
な
か
っ
た
。

Ｃ
同
じ
な
の
だ
け
れ
ど
、
人
の
家

の
物
を
盗
む
の
は
悪
い
こ
と
だ
け

れ
ど
、
今
は
、
疲
れ
て
お
腹
を
す

か
し
て
い
る
旅
人
の
た
め
に
、
し

か
た
が
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。

Ｃ
百
姓
は
ぬ
す
み
た
く
て
ぬ
す
ん

だ
の
で
は
な
く
、
旅
人
を
も
て
な

す
た
め
に
、
し
か
た
が
な
か
っ
た

の
だ
と
思
う
。

３

Ｃ
ぼ
く
は
、
百
姓
は
大
根
や
き
を

食
べ
て
い
な
い
と
思
う
。
旅
人
に

だ
け
食
べ
さ
せ
て
、
自
分
は
見
て

い
た
と
思
う
。

Ｃ
旅
人
が
お
い
し
そ
う
に
食
べ
る

の
を
、
う
れ
し
そ
う
に
と
い
う
か
、

だ
ま
っ
て
見
て
い
た
と
思
う
。

Ｏ

Ｔ
そ
し
て
、
そ
の
晩
？

Ｃ
雪
が
降
っ
て
き
た
。

Ｃ
雪
が
足
あ
と
を
消
し
て
く
れ
た
。

Ｃ
ま
る
で
足
あ
と
を
消
す
た
め
に

ふ
っ
た
み
た
い
。

Ｔ
ど
ん
な
雪
に
思
え
ま
す
か
。

Ｃ
雪
は
冷
た
い
の
だ
け
ど
何
か
あ

子
ど
も
た
ち
が
、
イ
メ
ー
ジ
体
験

に
よ
っ
て
、
百
姓
と
の
共
体
験
が
深

ま
れ
ば
深
ま
る
程
、
主
観
的
な
想
像

の
部
分
が
強
く
な
る
。
そ
こ
で
、
表

現
に
返
ら
せ
、
表
現
を
通
し
て
イ
メ

ー
ジ
化
す
る
よ
う
、
「
こ
と
ば
に
注
意

し
て
」
と
指
示
を
与
え
て
い
る
。
発

問
構
成
の
と
き
に
留
意
す
べ
き
点
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。

表
現
に
即
し
て
意
味
を
規
定
し
、

そ
の
上
で
百
姓
の
心
情
を
イ
メ
ー
ジ

化
し
た
子
ど
も
た
ち
は
、
更
に
積
極

的
に
百
姓
像
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
い

３
４

る
。
そ
れ
が
上
記
Ｃ
、
Ｃ
の
子
ど
も

の
発
言
で
あ
る
。
百
姓
の
心
に
な
り

切
っ
た
か
ら
こ
そ
想
像
で
き
た
イ
メ

１
ジ
で
あ
り
、
こ
と
ば
を
ふ
ま
え
た

イ
メ
ー
ジ
化
作
業
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
生
ま
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

イ
メ
ー
ジ
が
、
一
貫
性
を
保
ち
な

が
ら
、
深
く
豊
か
な
広
が
り
を
見
せ

て
い
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
子
ど
も
た
ち
が
、
教
材
と

の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、
作
品
を
創

作
し
て
い
っ
て
い
る
過
程
を
表
わ
し

て
い
る
と
も
言
え
る
。
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「
授
業
の
流
れ
」
は
、
子
ど
も
た
ち
の
発
言
を
全
部
紹
介
で
き
ず
、
下
段
の

考
察
に
必
要
な
部
分
の
み
に
な
っ
た
が
、
大
体
の
雰
囲
気
は
把
握
し
て
も
ら
え

っ
た
か
い
み
た
い
。

Ｃ
私
は
、
「
太
郎
を
眠
ら
せ
、
太

郎
の
屋
根
に
…
…
」
の
詩
の
と
き

の
雪
は
、
ぼ
た
ん
雪
で
も
沢
山
積

っ
て
、
明
日
、
子
ど
も
が
遊
ぶ
と

考
え
た
の
だ
け
れ
ど
、
今
日
の
は
、

す
ご
く
細
か
い
サ
ラ
サ
ラ
の
雪
が
、

本
当
に
足
あ
と
を
か
く
す
た
め
に
、

す
っ
Ｉ
と
降
っ
て
来
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。

２

Ｔ
そ
ん
な
》
）
と
の
あ
っ
た
の
が
？

３

田
大
根
や
き
を
食
べ
た
り
、
お
こ

わ
を
た
く
の
は
ど
う
し
て
。

Ｔ
で
は
、
最
後
に
一
度
よ
ん
で
、

題
を
つ
け
て
み
ま
し
ょ
う
。

Ｔ
実
は
「
あ
と
か
く
し
の
雪
」

（
板
書
）
で
す
。

０

囮
は
、
そ
の
晩
起
こ
っ
た
出
来
事

を
問
う
発
問
、
イ
メ
ー
ジ
化
の
視
点

を
鮮
や
か
に
転
換
し
て
い
る
。
し
か

し
、
子
ど
も
た
ち
の
脳
裏
に
は
、
百

姓
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
残
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
当
然
、
そ
の
出
来
事
に
触

れ
た
発
言
が
出
て
く
る
。

田
は
、
百
姓
の
足
あ
と
を
わ
ざ
と

消
す
た
め
に
降
っ
た
よ
う
な
雪
の
イ

メ
ー
ジ
を
聞
い
て
い
る
。
百
姓
の
行

為
を
天
（
神
）
が
許
し
た
の
だ
が
、

そ
の
天
（
神
）
を
ど
う
思
う
か
、
そ

れ
を
イ
メ
ー
ジ
化
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
段
階
に
く
る
と
、
イ
メ
ー
ジ

そ
の
も
の
が
意
味
を
表
わ
し
て
い
る

と
言
え
る
。
意
味
と
イ
メ
ー
ジ
が
琿

然
と
一
体
化
し
た
形
で
の
発
言
に
な

っ
て
い
る
。

３
２

Ｔ
・
イ
メ
ー
ジ
化
の
発
問
は
Ｔ
ま

３

で
。
田
は
、
作
品
の
テ
ー
マ
を
考
え

さ
せ
る
た
め
の
発
問
。
作
品
の
も
つ

意
味
を
、
概
念
化
し
た
こ
と
ば
で
発

言
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

た
こ
と
と
思
う
。

こ
の
実
践
は
、
イ
メ
ー
ジ
化
の
対
象
を
明
確
に
指
示
し
て
や
る
こ
と
、
そ
し

て
、
学
習
者
の
イ
メ
ー
ジ
体
験
を
切
実
な
も
の
と
す
る
た
め
、
な
る
べ
く
早
く

作
品
世
界
に
没
頭
で
き
る
よ
う
に
し
て
や
る
こ
と
が
、
基
本
的
に
重
要
で
あ
る

こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
登
場
人
物
の
行
為
や
心
情

の
意
味
を
確
定
し
、
学
級
内
に
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
相
互
主
観
的
な
共
通
認
識
を

成
立
さ
せ
な
が
ら
、
読
み
の
方
向
を
整
理
し
、
一
貫
性
の
あ
る
イ
メ
ー
ジ
形
成

を
助
長
し
て
や
る
こ
と
の
重
要
性
を
実
証
し
て
く
れ
て
い
る
、
以
上
、
イ
メ
ー

ジ
を
育
て
る
読
み
の
発
問
の
基
本
的
観
点
が
、
実
践
上
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て

い
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。

註
１
、
拙
著
「
読
者
論
か
ら
み
た
文
学
教
材
の
構
造
と
機
能
」
（
『
日
本
文

学
』
一
九
八
六
年
七
月
号
）
註
２
『
誠
信
心
理
学
辞
典
』
（
誠
信
書
房

一
九
八
一
年
）
註
３
河
合
隼
雄
著
「
イ
メ
イ
ジ
の
意
味
と
解
釈
」
（
『
イ

メ
イ
ジ
』
成
瀬
悟
策
編
著
、
誠
信
書
房
・
昭
和
四
十
六
年
一
二
○
ペ
ー
ジ
）

註
４
藤
岡
喜
愛
著
『
イ
メ
ー
ジ
』
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
肋
郷
昭
和
五
十

八
年
三
ペ
ー
ジ
）
註
５
Ｗ
・
イ
ー
ザ
箸
、
轡
田
収
訳
『
行
為
と
し
て

の
読
書
』
（
岩
波
書
店
一
九
八
二
年
二
一
一
一
六
ペ
ー
ジ
）

二
九
八
六
年
十
月
十
日
）

（
金
沢
大
学
教
授
）
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