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ロ
近
ご
ろ
の
子
ど
も
は
本
を
読
ま
な
い
“
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
だ
し
て
、

も
う
ど
れ
だ
け
経
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
”
授
業
が
成
立
し
な
い
〃
と
い
う

こ
と
ば
も
最
近
よ
く
耳
に
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
素
朴
な
が
ら
も
、
読
み
の
授
業

が
再
考
さ
れ
る
べ
き
状
況
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
読
み
の
授
業
が
根
本
的
に

問
い
直
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

と
こ
ろ
で
、
本
を
読
ま
な
く
な
っ
た
の
は
子
ど
も
ば
か
り
で
は
な
い
。
一
般

に
”
活
字
ば
な
れ
“
と
言
わ
れ
る
こ
の
現
象
は
、
作
者
が
読
者
に
対
し
て
絶
対

的
支
配
を
有
し
て
い
た
長
い
歴
史
が
生
み
だ
し
た
弊
害
が
顕
現
化
し
た
も
の
、

と
説
く
の
が
外
山
滋
比
古
氏
で
あ
る
。
（
注
１
）
氏
は
簿
中
で
も
特
に
批
評
の

あ
り
方
を
問
題
に
さ
れ
、
一
一
ニ
ー
・
ク
リ
テ
イ
ッ
ク
の
必
要
性
を
説
く
。
そ
し

て
更
に
、
「
現
代
の
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
重
要
な
の
は
作
者

で
も
批
評
家
で
も
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
新
コ
モ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
と
い
う
こ
と
に

な
り
つ
つ
あ
る
。
」
と
、
「
作
者
・
批
評
家
・
読
者
の
三
者
関
係
の
中
で
読
者
が
自

ら
の
機
能
に
気
づ
い
た
と
き
に
生
ま
れ
る
高
度
の
読
者
」
（
Ｐ
型
を
新
コ
モ
ン

リ
ー
ダ
ー
と
名
づ
け
、
彼
ら
こ
そ
が
現
代
芸
術
の
担
い
手
で
あ
る
と
説
く
。

今
は
新
コ
モ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
の
時
代
を
迎
え
て
お
り
、
そ
の
育
成
が
必
要
と

す
る
こ
の
ご
意
見
は
、
読
み
の
授
業
に
も
そ
の
ま
ま
該
当
す
る
こ
と
で
は
な
か

ろ
う
か
・
読
者
の
視
点
に
立
っ
て
、
読
み
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
読
者
論
は
、

作
家
や
作
品
に
対
す
る
見
方
を
根
底
か
ら
揺
る
が
し
た
。
現
在
、
こ
の
読
み

の
授
業
の
閉
塞
状
況
を
打
破
す
る
に
は
、
読
者
論
の
視
点
か
ら
読
・
み
の
授
業
を

は
じ
め
に 読
み
の
授
業
再
考

ｌ
読
者
論
の
視
点
か
ら
Ｉ

深
川
明
子

再
考
し
、
新
コ
モ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
学
習
者
を
捉
え
直
す
視
点
が
必
要
な

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

田
近
洵
一
氏
は
、
「
読
み
の
指
導
で
は
何
が
問
題
か
」
と
し
て
、
「
読
み
は
あ
く

ま
で
表
現
に
即
し
、
文
章
の
論
理
や
発
想
を
客
観
的
に
と
ら
え
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
八
教
材
尊
重
の
原
理
Ｖ
・
…
・
・
…
…
読
み
の
指
導
に
お
い
て
は

一
人
一
人
の
読
み
の
成
立
の
あ
り
よ
う
を
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
八

八
主
体
尊
重
の
原
理
Ｖ
読
み
の
指
導
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
も
の
は
、
こ
の

一
一
つ
の
原
理
で
あ
る
。
」
（
注
２
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
一
一
つ
の
原
理
は
と
も
に
大
切
な
も
の
だ
が
、
従
来
の
読
み
の
授
業
は
、

こ
の
一
一
原
則
の
ど
ち
ら
か
を
柱
と
し
、
他
方
は
便
宜
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た

と
言
え
よ
う
。

前
者
の
立
場
を
柱
と
す
る
一
つ
の
大
き
な
流
れ
は
、
垣
内
松
三
の
形
象
理
論

に
基
盤
を
置
く
読
み
の
授
業
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
沖
山
光
氏
は
文
章
を
意
味

の
統
一
体
と
し
て
垂
え
、
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習

者
が
ど
う
い
う
段
階
を
経
て
文
章
の
真
意
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
察
さ

れ
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
学
習

者
の
主
体
性
が
重
要
な
課
題
と
は
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
教
材
で
あ
る
文
章

の
本
質
に
迫
る
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
り
、
手
段
で
あ
っ
た
。
教
材
を
絶
対
的

二
元
論
の
克
服

ｌ
読
者
論
を
基
盤
に
し
た
読
み
の
授
業
Ｉ
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／

存
在
と
位
置
づ
け
た
上
で
そ
れ
を
読
み
解
く
技
法
の
あ
り
方
が
問
題
に
さ
れ
て

い
た
。
（
注
３
）

教
材
を
客
観
的
存
在
と
し
て
絶
対
視
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
教
育
科
学
研

究
会
国
語
部
会
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
教
科
研
の
読
み
方
指
導
理
論

も
同
一
の
立
場
に
立
つ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
文
学
作
品
の
内

容
と
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
指
導
過
程
が
考
察
さ
れ
た
。
こ

の
理
論
は
そ
の
限
り
で
は
極
め
て
明
解
な
理
論
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
学
習

者
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
か
が
そ
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
読
み
の
対
象
と
な
る
教
材
が
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
ら
や
、
象
徴
一
し

て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
な
手
続
き
で
読
み
と
っ
て
い
く
か
の
解
明
は
な
さ
れ

た
が
、
読
み
手
で
あ
る
学
習
者
が
そ
の
読
み
の
過
程
で
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る

の
か
、
学
習
者
の
あ
り
方
が
不
問
に
付
さ
れ
て
い
た
ｐ

以
上
の
教
材
尊
重
の
立
場
に
対
し
て
、
今
一
つ
は
学
習
者
尊
重
を
柱
と
す
る

立
場
で
あ
る
。
戦
後
の
単
元
学
習
を
淵
源
と
し
な
が
ら
、
問
題
解
決
学
習
、
発

見
学
習
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
主
体
的
態
度
の
育
成
と
か
目
か
ら
求

め
る
態
度
を
育
て
る
な
ど
学
習
態
度
に
焦
点
が
お
か
れ
て
い
る
授
業
で
あ
る
。

学
習
者
の
授
業
へ
の
意
欲
を
基
本
と
す
る
た
め
、
学
習
者
の
意
識
の
流
れ
に
留

意
す
る
こ
と
、
意
見
の
対
立
を
引
き
起
こ
し
て
読
み
の
深
化
を
は
か
る
こ
と
な

ど
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
授
業
の
進
め
方
と
し
て
は
、
一
般
に
は
学
習
課
題
を

設
け
、
そ
の
解
決
を
目
標
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
課
題
作
り
や
そ
の
解
決
方
法

に
そ
れ
ぞ
れ
特
色
が
あ
り
、
重
点
の
置
き
方
で
授
業
は
種
々
な
形
態
を
み
せ
る

が
、
学
習
者
に
視
点
が
据
え
ら
れ
て
の
発
想
で
あ
る
こ
と
で
は
共
通
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
学
習
者
一
人
一
人
の
初
発
の
感
想
を
大
切
に
し
て
、
そ
れ
を

授
業
構
一
成
の
基
本
に
お
こ
う
と
す
る
授
業
、
ま
た
、
学
習
者
個
々
の
読
み
を
か

け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
尊
重
す
る
立
場
か
ら
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
自
主

的
主
体
的
に
お
こ
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
念
の
も
と
に
、
｜
人
調
べ

の
学
習
を
重
視
す
る
授
業
な
ど
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
課
題
解
決
の
授
業
で
は
、
学
習
者
が
全
員
の
も
の
と
す
る
こ
と

の
で
き
る
課
題
を
作
り
あ
げ
、
そ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
を
基
本
的
形
態
と
す
る
。

そ
し
て
、
課
題
は
授
業
の
内
容
と
深
く
か
か
わ
り
、
授
業
内
容
を
規
定
す
る
性

格
を
持
つ
。
従
っ
て
、
授
業
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
教
材
が
問
題
と
な
り
、

教
材
に
即
し
た
読
み
と
り
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
教
材
は
尊

重
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
学
習
者
の
疑
問
や
課
題
の
解
決
、

あ
る
い
は
そ
の
意
欲
を
授
業
の
基
本
と
し
て
い
る
以
上
、
教
材
自
体
の
内
容
や

構
造
の
論
理
か
ら
授
業
が
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ

で
は
教
材
は
、
そ
う
い
う
授
業
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
、
極
め
て
重
要
な
材
料

で
し
か
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
よ
う
な
授
業
が
ど
の
よ
う
な
問
題
を
招
来
す
る
か
、
具
体
的
に

一
例
だ
け
挙
げ
て
お
こ
う
。

一
場
面
や
事
柄
の
順
序
に
こ
だ
わ
ら
な
い

つ
ま
ず
き
を
生
か
す
授
業
の
設
計
に
あ
た
っ
て
は
、
や
は
り
、
読
み
手
で
一

あ
る
児
童
の
意
識
を
大
切
に
Ｌ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
初
め
の
感
想
の
話

し
合
い
や
、
学
習
課
題
の
設
定
段
階
で
話
題
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
意
識
が
集

中
し
た
と
こ
ろ
、
つ
ま
ず
き
や
対
立
が
起
こ
っ
た
と
こ
ろ
を
中
心
と
し
て
、

単
元
構
成
を
含
め
た
授
業
の
設
計
が
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
場
面
や
事

柄
の
順
序
、
叙
述
の
順
序
を
無
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
時
に
は
、
意
識

の
集
中
し
た
終
末
部
分
を
先
に
読
み
、
そ
の
あ
と
、
「
ど
う
し
て
そ
ん
な
結

果
に
な
っ
た
か
」
と
い
う
意
識
で
、
前
の
部
分
に
も
ど
っ
て
読
み
取
っ
て
い

く
。
ま
た
、
時
に
は
、
つ
ま
ず
き
や
対
立
が
生
じ
た
部
分
を
ま
ず
取
り
上
げ
、

そ
の
後
蕊
関
連
あ
る
場
面
や
段
落
を
関
係
づ
け
な
が
ら
読
み
取
っ
て
い
く
こ

と
も
あ
る
。
（
注
４
）

読
み
は
、
教
材
の
冒
頭
部
か
ら
読
む
こ
と
に
固
執
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
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見
解
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
意
見
が
特
に
奇
異
な
主
張
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

課
題
解
決
の
形
式
を
取
る
授
業
に
お
い
て
は
、
大
な
り
小
な
り
こ
の
よ
う
な
見

解
が
容
認
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
従
来
の
読
み
の
授
業
は
、
一
一
つ
の
原
理
の
う
ち
へ
ど
ち
ら
か
に
基
盤

を
置
き
、
他
方
へ
の
あ
ゆ
み
よ
り
を
い
か
に
す
る
か
を
問
題
と
し
た
が
、
そ
の

あ
ゆ
み
よ
り
は
、
授
業
技
術
論
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
両
者
が

理
論
と
し
て
統
合
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
二
元
論
を
克
服
し
、
二

つ
の
原
理
を
止
揚
し
た
形
で
提
示
さ
れ
た
の
が
、
読
者
論
に
基
盤
を
置
く
読
み

の
授
業
で
あ
る
。

関
口
安
義
氏
は
、
こ
れ
か
ら
の
読
み
の
授
業
に
は
「
読
者
論
の
視
点
の
導
入
」

が
必
要
で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
か
ら
の
読
者
論
的
立
場
に
立
つ
文
学
教
材
指
導
は
、
作
品
と
学
習
者

を
分
け
て
考
え
る
も
の
で
は
な
い
。
学
習
者
は
教
材
に
対
し
て
は
、
い
つ
も

そ
の
中
に
い
る
の
だ
。
新
た
な
教
材
の
八
読
み
Ｖ
は
、
学
習
者
が
教
材
を
い

か
に
奏
で
る
か
に
目
標
を
置
く
こ
と
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
る
Ｚ
律
百
）

読
者
論
に
理
論
的
基
盤
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
材
と
学
習
者
の
統
合
が

可
能
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
の
ご
意
見
で
あ
る
。
ま
た
、
田
近
洵
一
氏
は
、
「
読

者
論
を
基
礎
と
し
つ
つ
も
、
作
品
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
認
識
論
的
操
作
を
経

て
、
主
体
の
内
で
、
作
品
と
の
か
か
わ
り
が
ど
う
進
展
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う

な
心
理
的
反
応
を
と
も
な
い
な
が
ら
、
八
読
み
Ｖ
が
ど
う
生
成
し
、
変
容
す
る

の
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
読
書
行
為
論
で
あ
る
。
」
と
、
読
者
論
を

基
盤
に
し
た
学
習
者
の
読
書
行
為
に
言
及
し
、
「
読
書
行
為
論
の
発
想
」
（
注
６
）

の
必
要
性
を
強
調
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
小
稿
は
、
こ
れ
ら
の
ご
論
稿
に
示
唆
を
受
け
、
同
じ
よ
う
な
視
点
に
立

っ
て
の
問
題
提
起
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
今
そ
れ
が
私
自
身
の
中
に
充
分
整
理

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
今
考
え
て
い
る
こ
と
を
書
い
て
み
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
今
後
の
読
み
の
授
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
展
望
を
持
ち
た
い

と
思
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
今
回
私
が
依
拠
し
た
読
者
論

◆

は
、
Ｗ
・
イ
ー
ザ
ー
の
『
行
為
と
し
て
の
読
書
」
（
注
７
）
で
あ
る
。
記
号
論
や

構
造
分
析
論
を
視
野
に
お
さ
め
て
の
理
論
が
、
読
み
の
授
業
を
再
考
す
る
と
き

に
は
、
極
め
て
有
効
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

（
更
に
、
読
み
の
授
業
の
再
考
に
当
っ
て
は
、
授
業
を
も
巻
き
込
み
な
が
ら
、

も
う
少
し
視
野
を
広
げ
て
、
読
み
聞
か
せ
の
問
題
や
、
読
書
環
境
作
り
の
問
題

も
同
時
に
検
討
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
だ
と
考
え
て
は
い
る
の
だ
が
、

本
稿
で
は
そ
れ
に
触
れ
る
余
裕
が
な
い
。
）

「
読
む
」
と
い
う
こ
と

ｌ
一
貫
性
の
形
成
と
学
習
課
題
ｌ

イ
ー
ザ
ー
は
、
テ
ク
ス
ト
と
読
者
と
の
関
係
を
「
テ
ク
ス
ト
は
わ
れ
わ
れ
の

反
応
が
あ
っ
て
初
め
て
存
立
一
す
る
。
」
（
Ｐ
剛
）
と
述
べ
、
そ
の
反
応
の
あ
り
方
に

つ
い
て
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
形
態
形
成
行
為
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
に
参
加
し
て

い
る
、
と
い
う
か
、
自
ら
産
出
す
る
も
の
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
」
（
Ｐ
剛
）
と
言

う
。
そ
し
て
、
読
者
側
か
ら
の
テ
ク
ス
ト
へ
の
関
わ
り
方
と
し
て
「
わ
れ
わ
れ

は
ひ
と
た
び
自
分
で
作
り
出
し
た
形
態
に
と
ら
わ
れ
る
と
、
そ
れ
は
残
存
効
果

を
も
ち
『
異
質
な
連
想
』
が
効
力
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
読
書
中

た
え
ず
生
じ
る
八
も
つ
れ
Ｖ
を
解
き
ほ
ぐ
す
に
は
、
そ
こ
か
ら
第
一
一
一
の
次
元
を

生
み
出
す
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
第
三
の
次
元
こ
そ
は
、
読
者
が
幻
想
に
ひ
た
っ

た
り
、
あ
る
い
は
距
離
を
と
っ
て
観
察
す
る
絶
え
間
の
な
い
浮
動
状
態
か
ら
生

じ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
読
者
は
こ
の
よ
う
に
し
て
初
め
て
、
テ
ク
ス
ト
を
一

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

っ
の
出
来
事
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
」
（
Ｐ
剛
、
圏
点
は
引
用
者
）
と
述
べ
員

テ
ク
ス
ト
と
読
者
を
二
元
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
統
合
し
た
中
で
両
者
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の
あ
り
方
を
問
題
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
私
た
ち
は
教
材
と
学
習
者
を
同
一

の
土
俵
で
論
じ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
は
読
書
に
お
い
て
、
一
つ
の
意
味
世
界
を
構
成
し
な
が

ら
読
む
。
そ
れ
は
、
あ
る
形
態
の
一
貫
性
を
形
成
し
な
が
ら
読
む
と
言
い
換
え

て
も
良
い
だ
ろ
う
。
読
書
過
程
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
一
貫
性
の
形
成
は
、
「
理

解
行
為
を
遂
行
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
基
底
で
あ
る
。
」
（
Ｐ
川
）
が
、
し
か
し
、

こ
の
一
貫
性
の
形
成
は
、
読
者
が
テ
ク
ス
ト
に
描
か
れ
た
こ
と
の
中
か
ら
選
択

し
た
要
素
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
排
除
し
た
要
素
が
積
み

重
ね
ら
れ
る
に
従
っ
て
暖
昧
性
が
生
じ
、
不
斉
合
が
生
じ
て
く
る
。
イ
ー
ザ
ー

は
こ
の
辺
の
事
情
を
、
「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
理
解
に
と
っ
て
必
要
な
一
貫
性
を

形
成
し
て
い
く
と
、
不
斉
合
が
生
じ
て
く
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
排

除
さ
れ
た
り
選
択
さ
れ
た
り
し
た
可
能
性
が
あ
る
た
め
に
生
じ
る
だ
け
で
は
な

い
。
」
と
述
べ
、
更
に
「
不
斉
合
は
、
す
で
に
作
り
出
さ
れ
た
形
態
の
障
害
に
な

る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
形
態
に
は
ま
だ
不
適
切
な
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。
」
（
Ｐ
〃
）
と
言
う
。
不
斉
合
が
結
果
的
に
は
形
態
の
不
充
分
さ
を
指
摘

し
て
い
る
と
い
う
こ
の
意
見
は
、
読
者
の
側
か
ら
言
い
換
え
る
と
、
「
自
分
で
形

態
形
成
を
行
な
っ
て
お
き
な
が
ら
生
じ
た
暖
昧
睡
は
、
自
分
に
責
任
の
あ
る
障

害
で
あ
る
だ
け
に
、
な
お
さ
ら
精
力
的
に
調
整
し
よ
う
と
い
う
刺
戟
を
与
え
る

こ
と
に
な
る
。
」
（
Ｐ
鰯
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

形
態
を
創
り
あ
げ
、
何
と
か
調
整
し
な
が
ら
一
貫
性
の
形
成
に
向
か
っ
て
働
く

一
意
欲
、
こ
こ
に
私
は
江
読
み
の
意
欲
を
内
実
一
的
に
支
え
て
い
る
本
質
を
発
見
す

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
読
み
に
お
け
る
問
題
意
識
で
あ
り
、
今
後
の

課
題
学
習
は
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
生
起
し
た
も
の
を
課
題
と
す
べ
き

だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
課
題
学
習
の
新
た
な
あ
り
方
が
提
案
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
が
、
と
も
か
く
、
読
み
の
意
欲
を
支
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し

て
生
起
す
る
課
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
意
識
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
意

識
を
授
業
の
起
爆
剤
と
す
る
こ
と
が
、
今
後
読
み
の
授
業
で
検
討
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
問
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
課
題
は
読
み
の
過
程
で
生
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
部
は
《
読
み
の

過
程
で
解
決
さ
れ
、
そ
し
て
ま
た
、
新
た
な
課
題
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。
こ

の
よ
う
に
し
て
読
み
は
形
態
や
一
貫
性
の
形
成
に
調
整
を
加
え
な
が
ら
変
容
し
、

深
化
す
る
。
従
っ
て
、
読
み
は
テ
ク
ス
ト
の
最
初
か
ら
順
々
に
読
ん
で
い
く
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
授
業
に
お
い
て
は
ど
こ
か
ら
で
も
読
み
を
始

め
て
良
い
と
い
う
理
論
は
成
立
し
な
く
な
る
。

「
ど
ん
ぎ
つ
ね
」
を
例
に
具
体
的
に
述
べ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
ど
ん
ぎ
つ
ね
」
で
は
、
最
初
に
ご
ん
の
い
た
ず
ら
の
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
。
い
た
ず
ら
は
「
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
」
の
境
遇
が
原
因
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は

孤
独
で
淋
し
い
か
ら
か
、
退
屈
で
つ
ま
ら
な
い
か
ら
か
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の

こ
と
が
原
因
な
の
か
は
、
語
り
手
の
視
点
か
ら
だ
け
描
か
れ
て
い
る
と
の
文
章

か
ら
は
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
読
者
は
そ
の
時
の
自
分
の
心

情
や
過
去
の
体
験
の
中
か
ら
、
そ
の
内
容
と
な
る
原
因
を
想
定
す
る
だ
け
で
あ

る
。
だ
が
、
一
方
そ
れ
に
し
て
は
「
菜
種
が
ら
の
ほ
し
て
あ
る
の
に
火
を
つ
け

た
り
」
な
ど
は
、
ち
ょ
っ
と
い
た
ず
ら
と
し
て
は
度
が
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
問
も
ち
ら
り
と
頭
を
か
す
め
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
自
分
の
創
り

上
げ
た
形
態
（
中
心
と
な
る
の
は
ご
ん
の
形
象
で
あ
る
）
に
不
斉
合
が
起
琶
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

次
は
、
兵
十
の
捕
っ
た
魚
を
ご
ん
が
全
部
逃
が
し
て
し
ま
う
場
面
で
あ
る
。

三
日
も
雨
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
ご
ん
が
久
し
ぶ
り
に
ほ
ら
穴
か
ら
出
て
来
て
や

る
い
た
ず
ら
と
し
て
は
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
形
態
も
矛
盾
を
き
た

し
て
い
な
い
。
十
日
後
、
ご
ん
は
兵
十
の
お
っ
か
あ
の
葬
列
に
出
合
う
。
そ
し

て
、
そ
の
晩
ど
ん
は
ほ
ら
穴
の
中
で
、
十
日
前
の
い
た
ず
ら
を
思
い
出
し
、
そ

れ
を
お
っ
か
あ
の
死
と
結
び
つ
け
る
。
こ
こ
に
は
い
た
ず
ら
ど
ん
の
面
影
は
微

2６



塵
も
な
い
。
読
者
は
最
初
に
創
り
あ
げ
た
形
態
や
あ
る
い
は
一
貫
し
て
読
ん
で

き
た
意
味
形
成
に
不
適
切
な
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
調
整
を
試
み
よ

う
と
す
る
。
読
み
の
意
識
が
そ
こ
に
向
い
た
次
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。兵
十
は
。
今
ま
で
、
お
っ
か
あ
と
二
人
き
り
で
、
ま
ず
し
い
く
ら
し
を
し

て
い
た
も
の
で
、
お
っ
か
あ
が
死
ん
で
し
ま
っ
て
は
、
も
う
ひ
と
り
ぽ
っ
ち

で
し
た
。
「
お
れ
と
同
じ
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
兵
十
か
。
」
こ
ち
ら
の
物
置
の

後
ろ
か
ら
見
て
い
た
ご
ん
は
、
そ
う
思
い
ま
し
た
。
（
東
書
四
下
し

こ
こ
で
読
者
に
初
め
て
兵
十
の
生
活
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
「
’
一
人

き
り
」
の
生
活
が
「
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
」
に
な
っ
た
の
だ
。
「
お
れ
と
同
じ
、
ひ

と
り
ぼ
っ
ち
の
兵
十
か
。
」
こ
こ
に
は
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
兵

十
に
対
す
る
万
感
胸
に
溢
る
る
ど
ん
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
今
後
ひ
と

り
ぼ
っ
ち
の
淋
し
さ
に
耐
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
兵
十
へ
の
し
み
じ
み
と
し
た

思
い
が
、
ご
ん
が
初
め
て
真
情
を
吐
露
し
た
と
の
こ
と
ば
の
中
に
込
め
ら
れ
、

切
々
た
る
哀
韻
を
響
か
せ
て
い
る
。
読
者
は
、
こ
こ
で
初
め
て
、
ご
ん
の
心
情

Ⅱ
ど
ん
に
と
っ
て
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
が
ど
ん
な
に
辛
く
切
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
か

を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
冒
頭
に
描
か
れ
た
い
た
ず
ら
は
、
孤
独
に
耐
え

か
ね
た
ど
ん
が
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
小
ぎ
つ

ね
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
い
た
ず
ら
に
よ
っ
て
し
か
孤
独
を
い
や
し
、
存
在
を
主

張
す
る
手
段
を
知
ら
な
か
つ
天
の
だ
と
気
づ
き
、
最
初
創
り
あ
げ
た
形
態
が
修

正
さ
れ
る
。
ま
た
、
不
斉
合
が
生
じ
た
ほ
ら
穴
の
場
面
も
、
兵
十
の
日
常
生
活

を
知
っ
て
い
た
ご
ん
に
と
っ
て
、
お
っ
か
あ
の
死
は
兵
十
が
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に

な
っ
た
と
い
う
事
を
意
味
す
る
か
ら
こ
そ
、
あ
の
よ
う
な
自
虐
的
な
ひ
と
り
ご

と
に
な
っ
た
の
だ
と
気
づ
く
。
つ
ま
り
、
ご
ん
に
と
っ
て
孤
独
が
耐
え
が
た
い

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
っ
た
兵
十
へ
思
い
を
馳
せ
る

と
き
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
自
分
の
責
任
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
は
、
い
た
ず
ら
ば
か
り
す
る
ご
ん
で
は
な
く
、
ナ
イ
ー
ブ
な
や
さ
し
さ

を
持
っ
た
ご
ん
の
姿
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
、
形
態
の
調
整
が
ま
た
改
め
て

お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
読
み
が
変
容
・
深
化
し
た
と
言
っ
て
も
い
い

だ
ろ
う
．
）
こ
う
し
て
、
修
正
さ
れ
た
形
態
、
Ｉ
既
に
不
斉
合
は
調
整
さ

れ
て
い
る
、
ｌ
は
一
貫
性
を
保
ち
な
が
ら
次
の
場
面
へ
と
読
み
は
続
い
て

い
く
の
で
あ
る
。

読
み
は
読
む
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
、
読
者
が
一
つ
の
出
来
事

と
し
て
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
読
者
が
形
態
を
形
成
し
、
一
貫

性
の
形
成
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
一
つ
の
世
界
を
創
造
す
る
こ
と
だ
と

も
言
え
る
。
と
す
る
と
、
読
み
の
授
業
で
は
、
ど
の
よ
う
な
形
態
を
形
成
し
、

一
貫
性
を
形
成
す
る
か
が
課
題
と
し
て
問
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
過
程
に
お
い

て
は
素
朴
な
疑
問
か
ら
、
自
ら
が
作
り
あ
げ
た
形
態
に
対
す
る
疑
問
ま
で
さ
ま

ざ
ま
な
疑
問
が
生
起
す
る
。
読
者
は
、
そ
の
疑
問
を
放
置
し
た
ま
ま
読
み
進
め

た
り
、
形
態
の
調
整
を
行
う
こ
と
で
疑
問
を
解
消
し
た
り
し
な
が
ら
、
と
も
か

く
読
み
を
継
続
す
る
。
し
か
し
、
形
態
に
不
斉
合
が
生
じ
調
整
が
き
か
な
く
な

っ
た
段
階
で
は
、
読
み
を
前
へ
引
き
戻
し
大
幅
な
修
正
も
必
要
に
な
る
。
こ
の

よ
う
な
疑
問
や
調
整
・
修
正
の
仕
事
も
ま
た
、
授
業
に
お
い
て
は
課
題
と
な
る

べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
学
習
課
題
は
こ
の
よ
う
に
読
書
行
為
の
中
に
生
起

す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
い
う
課
題
を
授
業
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か
が
、
今
後

の
課
題
学
習
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
言
え
る
。

読
者
論
を
基
盤
に
し
た
読
み
の
授
業
を
考
え
る
に
当
っ
て
、
今
一
度
確
認
し

て
お
き
た
い
こ
と
は
、
一
貫
性
形
成
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
と
読
者
と
の
関
係
で

あ
る
。

イ
ー
ザ
ー
は
、
「
『
一
貫
し
た
解
釈
』
で
と
ら
え
ら
れ
る
形
態
は
、
テ
ク
ス
ト

と
読
者
と
の
相
互
作
用
の
産
物
で
あ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
言
語
記
号
に
も
読
者

の
行
動
様
式
に
も
縮
減
で
き
な
い
。
」
（
Ｐ
剛
）
と
、
読
者
と
テ
ク
ス
ト
の
関
係
を

2７



イ
メ
ー
ジ
の
形
成

ｌ
「
雪
」
の
実
践
か
ら
学
ぶ
Ｉ

読
者
論
に
基
盤
を
置
く
読
み
の
授
業
で
、
私
が
最
も
重
視
す
べ
き
と
考
え
て

い
る
こ
と
の
一
つ
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
で
あ
る
。

イ
ー
ザ
ー
は
、
イ
メ
ー
ジ
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の
「
そ
れ

自
体
、
対
象
経
験
の
場
で
あ
る
現
在
そ
の
も
の
と
、
対
象
が
理
念
と
な
る
思
考

と
の
間
あ
る
い
は
中
間
項
で
あ
り
、
対
象
を
出
現
可
能
に
、
す
な
わ
ち
、
対
象

一
に
表
現
を
与
え
て
現
在
化
す
る
些
と
い
う
こ
と
ば
を
引
用
し
、
更
に
次
の
よ
う
に
一
一
一
一
弓
。

つ
ま
り
や
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
、
述
語
的
に
概
念
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
イ
メ
ー
ジ
の
こ
う
し
た
特

明
確
に
し
た
上
で
、
「
形
態
は
、
元
来
、
記
号
間
に
な
ん
ら
か
の
潜
在
的
な
相
関

関
係
が
な
け
れ
ば
生
じ
え
な
い
。
こ
う
し
た
関
係
に
一
つ
の
脈
絡
、
つ
ま
り
こ

れ
ま
で
の
い
い
方
で
は
、
一
貫
性
を
見
出
す
の
が
読
者
の
役
割
で
あ
っ
て
」
（
Ｐ

畑
）
と
、
読
者
が
テ
ク
ス
ト
に
ど
う
か
か
わ
る
か
に
言
及
し
、
更
に
「
読
者
が

こ
の
形
態
に
関
与
す
る
の
は
、
記
号
間
の
結
合
関
係
を
読
み
解
く
行
為
に
基
づ

く
。
そ
れ
ゆ
え
、
・
・
…
・
…
形
態
を
と
り
出
す
た
め
に
は
、
ま
ず
記
号
間
に
知
覚

さ
れ
る
結
合
関
係
を
予
測
し
ま
た
充
足
す
る
解
釈
学
的
図
式
に
よ
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
」
（
Ｐ
棚
）
｜
と
、
読
者
が
読
み
に
き
ち
ん
と
か
か
わ
る
た
め
に
は
、
テ

ク
ス
ト
の
構
造
分
析
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

授
業
論
を
考
え
る
と
き
充
分
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
読
み
は
個
別

的
・
主
観
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
全
く
窓
意
的
で
無
制
限
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
虚
構
テ
ク
ス
ト
の
理
解
行
為

に
は
同
一
の
相
互
主
観
的
な
構
造
」
（
Ｐ
剛
〉
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
（
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
後
日
改
め
て
考
察
の
機
会
を
持
ち
た
い
と
思
乙

徴
は
、
本
欝
⑬
初
め
に
と
り
上
げ
た
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ス
の
短
篇
を
例

に
と
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
小
説
の
意
味
は
、

、
特
定
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
と
ら
え
る
こ
と
も
、
ま
た
特
定
の
意
味
に
お
き
換
え

て
み
る
こ
と
も
で
き
ず
、
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
、
つ
ま
り
八
絨
毯
の
模
様
Ｖ
と

し
か
現
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
（
Ｐ
郷
）

ま
た
彼
は
「
イ
メ
ー
ジ
が
表
象
行
為
の
中
心
」
（
Ｐ
剛
）
で
あ
り
、
「
知
覚
は
つ

ね
に
実
在
の
対
象
を
必
要
と
し
、
表
象
は
非
在
な
い
し
欠
如
を
前
提
と
し
て
い

る
。
」
（
Ｐ
棚
）
「
イ
メ
ー
ジ
は
想
像
上
の
対
象
が
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
た
も
の
」

（
Ｐ
猫
）
｜
と
も
言
う
。
イ
メ
ー
ジ
を
視
覚
像
と
明
確
に
区
別
し
て
の
定
義
で
あ
る

こ
と
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
市
毛
勝
雄
氏
は
、
「
イ
メ
ー
ジ
と
は
文
字
に
よ
っ
て
読
者
の
脳
裏

に
描
か
れ
る
動
く
絵
で
あ
る
。
」
（
注
８
）
と
イ
メ
ー
ジ
を
定
義
し
て
お
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
イ
ー
ザ
ー
も
「
受
動
的
綜
合
体
が
も
つ
イ
メ
ー
ジ
的
性
格
は
、
読
書

経
験
に
必
ず
随
伴
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
書
経
験
は
、
お
お
む
ね
映
像

の
流
れ
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
」
（
Ｐ
〃
）
と
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
、
読
み
の
授

業
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
と
い
う
時
、
私
は
、
市
毛
氏
の
言
わ
れ
る
「
文

字
で
描
い
た
動
く
絵
」
、
イ
ー
ザ
ー
の
「
イ
メ
ー
ジ
的
性
格
」
の
範
ち
ゅ
う
に

属
す
る
「
映
像
の
流
れ
」
も
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
と
ら
え
た
上
で
、
「
想
像
上
の
対

象
が
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
た
も
の
」
ま
で
を
そ
の
対
象
と
し
て
お
き
た
い
と
思

壱
つ
ｏ田
島
弘
子
氏
に
よ
―
ろ
三
好
達
治
の
「
雪
」
の
実
践
（
四
年
）
を
例
に
具
体
的

に
遠
く
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
（
注
９
）

、
｜
分
間
静
か
に
目
を
つ
む
っ
て
ど
ん
な
様
子
か
頭
に
絵
を
う
か
べ
て
下

さ
い
。
（
し
ば
ら
く
す
る
と
、
目
を
つ
む
っ
た
ま
ま
ぼ
つ
ぼ
つ
手
が
あ
が
る
）

７

Ｔ
も
う
い
い
で
す
か
。
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８

Ｔ
雪
ふ
っ
て
い
ま
す
か
。

Ｃ
た
く
さ
ん
ふ
っ
て
い
る
。

Ｃ
し
と
し
と
ふ
っ
て
い
る
ｏ

Ｃ
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
ふ
っ
て
い
る
。

Ｃ
静
か
に
ふ
っ
て
い
て
、
屋
根
な
ど
に
ま
あ
る
く
つ
も
っ
て
い
ま
す
。

Ｃ
大
き
な
、
か
る
い
雪
が
静
か
に
ふ
っ
て
い
ま
す
。

Ｃ
私
は
山
の
中
に
し
ん
し
ん
と
ふ
っ
て
い
る
と
思
う
。

Ｔ
９
し
ん
し
ん
と
ふ
る
っ
て
、
ど
ん
な
様
子
を
長
井
さ
ん
思
い
う
か
べ
て
い

う
Ｃ
ｏ
６

Ｃ
静
か
に
音
米
ロ
な
く
ふ
り
つ
づ
い
て
い
る
と
思
う
。

０

Ｔ
ｌ
今
、
山
の
中
っ
て
長
弁
さ
ん
言
っ
た
け
ど
、
皆
さ
ん
は
？

Ｃ
小
さ
な
村
だ
と
思
う
。

Ｃ
町
は
ず
れ
の
小
さ
な
村
。

Ｃ
け
つ
こ
う
山
の
中
で
、
昔
だ
。

Ｃ
わ
ら
屋
根
。

Ｃ
か
や
ぶ
き
の
屋
根
。

Ｃ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
マ
イ
ホ
ー
ム
か
も
。

Ｃ
違
う
よ
ｂ
わ
ら
屋
根
に
ま
あ
る
く
つ
も
っ
て
い
る
と
思
う
。

ｃ
（
多
勢
）
そ
う
で
す
。

Ｔ
ｌ
み
ん
な
外
の
様
子
を
言
っ
て
く
れ
た
け
ど
、
今
度
は
そ
う
つ
と
、
家
の

中
に
入
て
み
よ
う
。

Ｃ
こ
ん
ば
ん
わ
。

Ｃ
静
か
に
入
る
よ
。

２

Ｔ
ｌ
太
郎
ど
ん
な
顔
し
て
ね
て
い
ま
す
か
。

Ｃ
に
こ
に
こ
と
笑
っ
て
ね
て
い
る
。

Ｃ
ね
む
っ
て
い
る
の
に
な
ぜ
笑
う
の
？

Ｃ
昼
間
の
た
の
し
か
っ
た
遊
び
の
ゆ
め
を
見
て
い
る
か
ら
。

Ｃ
ぐ
う
ぐ
う
と
ね
て
い
る
。

（
疲
れ
て
い
る
か
ら
）

Ｃ
ぐ
っ
す
り
ね
て
い
る
。
尽
一
、
｜
雪
で
十
分
遊
ん
で
疲
れ
と
る
し
。

Ｃ
す
や
す
や
ね
て
い
る
。

（
だ
か
ら
）

Ｃ
＃
私
は
い
び
き
は
小
さ
い
と
思
う
。
子
ど
も
や
も
ん
。

臨
一
皆
、
い
く
つ
ぐ
ら
い
の
子
と
思
っ
て
い
る
？

Ｃ
一
一
一
、
四
年
生
。

Ｃ
ち
が
う
。
も
っ
と
小
さ
い
。

Ｃ
幼
稚
園
ぐ
ら
い
。

４

Ｔ
ｌ
そ
ば
に
だ
れ
も
い
な
い
の
？

Ｃ
お
母
さ
ん
が
い
す
に
す
わ
っ
て
編
物
を
し
て
い
る
。

Ｃ
私
は
、
お
母
さ
ん
は
た
た
み
に
す
わ
っ
て
縫
い
物
を
し
て
い
る
と
思
う
。

Ｃ
私
は
夜
な
べ
を
し
て
い
る
と
思
う
。
ぬ
い
も
の
。

Ｃ
夜
な
べ
を
し
て
こ
の
子
の
も
の
を
ぬ
っ
て
い
る
。

Ｃ
い
ろ
り
の
そ
ば
だ
と
思
う
。

以
上
、
視
覚
を
中
心
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
る
。

最
初
は
、
題
名
が
「
雪
」
で
あ
り
、
「
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
」
を
視
覚
像
と
し
て

捉
え
る
た
め
に
、
雪
の
ふ
り
方
、
屋
根
の
形
を
想
像
さ
せ
、
詩
の
歌
わ
れ
て
い

る
風
景
に
ま
で
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｔ
で
教
師
は
子
ど
も
た
ち

の
視
点
を
変
え
、
家
の
中
に
着
目
さ
せ
て
、
そ
こ
に
眠
っ
て
い
る
子
ど
も
の
姿

を
想
像
さ
せ
て
い
る
。
安
心
し
て
眠
っ
て
い
る
子
ど
も
像
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
た

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
温
か
く
見
守
る
母
親
像
も
ま
た
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
い
る
。

こ
の
辺
り
は
単
な
る
視
覚
像
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
流
れ
る
情
感
を
ふ
く
め
て

の
イ
メ
ー
ジ
化
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

５

Ｔ
ｌ
そ
れ
じ
ゃ
、
太
郎
た
ち
を
ね
む
ら
せ
た
も
の
は
な
に
？

Ｃ
お
母
さ
ん
。
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Ｃ
雪
。

Ｃ
母
の
子
守
歌
で
ね
た
と
思
う
。

Ｃ
雪
が
子
守
歌
と
な
っ
て
ね
た
と
思
う
。

Ｃ
昼
間
、
雪
で
遊
ん
で
す
ご
く
疲
れ
て
、
雪
に
ね
む
ら
せ
て
も
ら
っ
た
と

思
う
。

焔
一

Ｔ
》
そ
れ
じ
ゃ
、
こ
の
雪
は
ど
ん
な
》
三
に
思
え
ま
す
か
。

Ｃ
ふ
わ
ふ
わ
し
た
や
さ
し
い
雪
。

Ｃ
あ
た
た
か
い
雪
。

、
Ｃ
雪
は
本
当
は
つ
め
た
い
け
ど
、
昼
は
遊
ば
せ
て
く
れ
る
し
、
夜
は
ね
む

ら
せ
て
く
れ
る
の
で
、
と
て
も
あ
た
た
か
い
雪
に
思
え
る
。

Ｃ
私
は
、
お
母
さ
ん
の
よ
う
に
あ
た
た
か
く
て
、
や
さ
し
い
雪
だ
と
思
う
。

視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
お
い
て
、
既
に
情
趣
を
も
含
め
た
形
で
映
像
化

５

し
て
い
た
子
ど
も
た
ち
は
、
Ｔ
の
発
問
で
、
雪
と
母
親
の
イ
メ
ー
ジ
を
結
合
さ

せ
、
Ｔ
略
で
は
「
あ
た
た
か
い
雪
」
と
答
え
て
い
る
。
雪
の
中
で
雪
と
と
も
に
あ

る
暮
ら
し
、
そ
こ
に
母
親
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
、
あ
た
た
か
さ
、
や
さ
し
さ
、

や
す
ら
ぎ
を
感
じ
と
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
発
言
は
、
い
わ
ゆ
る
イ
ー
ザ
ー

の
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
か
な
り
近
づ
い
て
い
る
と
言
え
ｋ
う
。

イ
メ
ー
ジ
の
形
成
が
授
業
で
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
形
を
と
る
の
か
は
、
今

後
の
大
き
な
課
題
だ
が
、
こ
の
実
践
は
そ
の
考
察
に
当
っ
て
一
つ
の
方
向
を
示

唆
し
た
実
践
一
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注注注注
４３２１

『
読
者
の
世
界
』
角
川
選
書
。
昭
和
仏
・
ｎ
ｏ
参
照
。

『
読
み
手
を
育
て
る
』
教
育
出
版
。
’
九
八
二
。
二
。
Ｐ
２

『
国
語
教
育
の
構
造
と
思
考
』
明
治
図
書
。
一
九
六
七
。
三
。
参
照
。

『
読
み
の
ひ
と
り
だ
ち
を
め
ざ
し
て
』
金
沢
市
立
馬
場
小
学
校
研
究

紀
一
要
第
ｕ
集
。
昭
和
冊
。
、
。
Ｐ
、
。

注
５
「
読
者
論
の
視
点
の
導
入
」
『
月
刊
国
語
教
育
研
究
』
Ⅲ
剛
日
本

国
語
教
育
学
会
。
一
九
八
一
一
一
・
九
。
Ｐ
９

注
６
「
読
者
論
か
ら
読
書
行
為
論
へ
」
『
教
育
科
学
国
語
教
育
』
Ⅲ
剛

明
治
図
書
。
一
九
八
四
・
一
一
一
。
Ｐ
咽

注
７
轡
一
口
収
訳
。
岩
波
現
代
選
書
。
一
九
八
二
・
一
一
一
。
以
下
本
稿
に
示
し

た
ペ
ー
ジ
は
本
書
の
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。

注
８
『
文
学
的
文
章
で
何
を
教
え
る
か
』
明
治
図
書
。
一
九
八
三
・
八
。

Ｐ
Ⅲ
。

注
９

雪
三
好
達
治

太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む

次
郎
を
眠
ら
せ
、
次
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
（
金
沢
大
学
助
教
授
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