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国
語
科
書
写
指
導
に
お
け
る
手
書
き
文
字
の
「
個
性
」
に
関
す
る
研
究

武
　
田
　
裕
　
司

一　
は
じ
め
に

国
語
科
書
写
指
導
に
お
い
て
は
、
文
字
を
正
し
く
整
え
て
早
く
書
く

能
力
を
身
に
つ
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
能
力
を
学
習
や
生
活
に
役
立
て

よ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
て
き
た
（
押
木
・
宮
澤
，

二
〇
一
三
、八
頁
）。
手
書
き
す
る
こ
と
の
価
値
は
様
々
に
指
摘
で
き
る
が
、

そ
の
内
の
大
き
な
一
つ
と
し
て
「
文
字
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
平
成
三
十
一
年
検
定
済
光
村
図
書
『
書
写　

五
年
』
で
は
、
東
日
本
大
震
災
の
翌
日
に
石
巻
日
日
新
聞
社
が
発
行
し
た

手
書
き
の
壁
新
聞
を
取
り
上
げ
、「
手
書
き
の
力
」
に
つ
い
て
学
習
者
に
考

え
さ
せ
る
教
材
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
困
難
な
状
況
下
に
お

い
て
、
手
書
き
に
よ
る
文
字
の
温
か
み
や
そ
の
文
字
を
通
し
て
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
様
が
示
さ
れ
て
い
る
。
印
刷
技
術
や
情
報
技
術
の

発
達
し
た
今
日
、
手
書
き
文
字
の
指
導
を
書
写
に
お
い
て
指
導
す
る
こ
と

の
価
値
が
こ
こ
に
あ
る
。
書
写
指
導
は
決
し
て
「
手
本
と
同
じ
形
を
書
く
」

こ
と
を
指
導
す
る
も
の
で
は
な
い
。
書
き
手
の
「
個
性
」
を
活
か
し
な
が

ら
文
字
を
整
え
る
と
と
も
に
、
場
や
相
手
に
応
じ
て
書
き
方
を
使
い
分
け

る
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
育
成
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　
問
題
の
所
在
と
研
究
の
方
法

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
書
写
指
導
に
お
い
て
は
均
一
化
し
た
文
字
を
書

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
書

き
手
の
手
書
き
文
字
の
「
個
性
」
を
残
し
た
ま
ま
文
字
を
整
え
て
書
く
こ

と
が
で
き
る
よ
う
指
導
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
松

本
（
二
〇
〇
九
）
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
手
本
と
同
じ
形
に
書
く
た
め
に
」
と
い
う
意
識
や
考
え
方
は
捨

て
ま
し
ょ
う
。
手
本
は
、「
整
い
」
の
ル
ー
ル
を
学
ぶ
た
め
の
字
形

例
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
手
本
か
ら
「
整
い
」
の
ル
ー
ル
を
学
ん
で
、
自

分
の
文
字
に
生
か
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
残
っ
た
自
分
の

文
字
の
個
性
部
分
を
好
き
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
子
ど
も
た
ち
に
は
、

自
分
の
文
字
に
誇
り
を
も
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の

書
写
指
導
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
き
手
の
文
字
の
個
性
部
分
に
も
目

を
向
け
て
い
く
こ
と
を
提
案
し
ま
す
。（
松
本
，二
〇
〇
九
，二
五
頁
）

こ
れ
ま
で
の
書
字
指
導
に
お
い
て
は
、
い
か
に
お
手
本
に
近
い
字
形
を
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再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
学
習
者
間

で
「
お
手
本
み
た
い
な
字
だ
ね
」
と
い
う
他
者
へ
の
評
価
発
言
が
よ
く
聞

か
れ
る
こ
と
が
こ
の
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
書
写
指
導

で
は
、お
手
本
の
字
形
に
近
づ
け
る
こ
と
の
み
を
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、

書
き
手
の
「
個
性
」
に
目
を
向
け
た
指
導
が
求
め
ら
れ
る
と
言
え
る
。
こ

の
こ
と
は
先
述
し
た
「
手
書
き
の
文
字
の
価
値
」
を
学
習
者
が
自
覚
す
る

上
で
、
重
要
な
点
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
学
習
指
導
に
お
い
て
書
き
手
の
「
個
性
」
に
目
を
向

け
る
こ
と
に
は
困
難
さ
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
松
本
は
書
き
手
の「
個
性
」

は
指
導
事
項
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

文
字
の
個
人
特
性
は
、
残
念
な
が
ら
指
導
事
項
に
は
で
き
そ
う
に

あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
個
々
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
上
に

印
象
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
基
準
が
立
て
に
く
い
か
ら
で
す
。

（
松
本
，
二
〇
〇
九
，
一
〇
七
頁
）

こ
れ
ま
で
個
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
優
し
さ
、
強
さ
、
躍
動
な
ど

の
字
形
全
体
か
ら
伝
わ
る
感
覚
的
な
部
分
だ
け
で
は
、
指
導
事
項
に
な
る

と
は
言
い
が
た
く
、
こ
の
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
お
手
本
絶
対
主
義
と
も
言

え
る
書
写
指
導
が
行
わ
れ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
松
本
は
、
指
導
事
項
と
し
て
で
な
く
、
個
性

に
目
を
向
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
努
力
目
標
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
提

案
し
て
い
る
。

そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
学
習
者
が
自
ら
の
個
性
に
目
を
向
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
書
写
指
導
の
あ
り
方
を
検
討
た
め
の
階
梯
と
し
て
、
書
き

手
が
自
ら
の
文
字
の
「
個
性
」
を
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
語
る
の
か
に
つ
い

て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
す
る
。

三　
先
行
研
究
に
見
る
「
個
性
」
の
指
導
の
困
難
さ

こ
れ
ま
で
、書
き
手
の
「
個
性
」
に
着
目
し
た
研
究
は
多
く
存
在
す
る
。

先
に
も
取
り
上
げ
た
松
本
（
二
〇
〇
九
）
は
、「
個
性
」
を
指
導
事
項
と

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
個
性
に
目
を
向
け
た
指
導
が

行
わ
れ
る
必
要
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
松
本
は
具
体
的

な
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
声
か
け
を
提
示
し
て
い
る
。

「
教
師
が
、
濃
い
線
を
書
く
子
ど
も
に
は
「
力
強
い
字
だ
ね
」
と

声
を
か
け
、
細
い
線
を
書
く
子
ど
も
に
は
「
優
し
い
字
だ
ね
」
と
声

を
か
け
る
こ
と
、
そ
れ
だ
け
で
も
文
字
の
性
情
に
意
識
が
向
い
て
、

自
分
の
文
字
と
い
う
自
覚
を
強
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま

す
」（
松
本
、
二
〇
〇
九
，
一
〇
八
頁
）

松
本
は
、
書
き
手
が
自
ら
の
個
性
に
自
覚
的
に
な
る
よ
う
、
指
導
者
が

学
習
者
に
対
し
て
声
か
け
を
行
う
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
線

の
濃
淡
に
対
す
る
声
か
け
で
あ
る
が
、
線
の
強
弱
や
と
め
は
ね
の
特
徴
、

運
筆
な
ど
も
そ
の
対
象
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
自
ら
の
文
字
の
「
個
性
」

に
目
を
向
け
る
こ
と
は
、「
手
書
き
文
字
」
の
価
値
に
つ
い
て
考
え
る
こ

と
と
も
つ
な
が
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
声
か
け

を
指
導
者
が
学
習
者
に
対
し
て
行
う
際
に
は
、
指
導
者
が
そ
の
「
個
性
」



－31 －

を
表
す
た
め
の
言
葉
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

押
木
（
二
〇
一
六
）
も
、
先
に
挙
げ
た
松
本
と
同
様
に
手
本
そ
っ
く
り

に
書
け
る
こ
と
を
目
指
す
指
導
か
ら
、
自
分
の
字
を
ど
れ
だ
け
よ
く
で
き

る
か
を
学
習
者
が
追
究
で
き
る
よ
う
な
指
導
へ
シ
フ
ト
す
る
こ
と
の
必
要

性
を
述
べ
て
い
る
。
押
木
は
こ
の
よ
う
な
理
念
に
よ
る
指
導
が
、「
試
し

書
き
を
し
て
、
手
本
と
比
べ
て
自
分
の
字
の
課
題
を
発
見
し
た
の
ち
、
解

決
の
た
め
に
練
習
す
る
な
ど
の
学
習
過
程
」
や
「
手
本
に
内
在
す
る
価
値

を
見
い
だ
す
思
考
過
程
を
経
る
学
習
過
程
」
と
し
て
理
論
研
究
・
実
践
研

究
の
両
面
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
残

さ
れ
た
課
題
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

た
だ
、
協
働
、
活
動
と
い
っ
た
部
分
は
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
の
課
題　

と
な
る
と
こ
ろ
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
学
習
過
程
の
相
互
評　

価
の
見
直
し
と
発
展
、
学
習
活
動
を
意
識
し
た
授
業
作
り
、
系
統
的　

な
学
習
と
そ
の
結
果
を
生
か
す
と
い
う
流
れ
に
加
え
、
他
の
学
習
活　

動
に
必
要
な
学
力
と
し
て
の
書
写
の
学
び
を
仕
組
ん
で
い
く
こ
と
な　

ど
で
、よ
り
よ
い
も
の
と
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。　

（
押
木
，
二
〇
一
六
，
一
〇
五
頁
）

手
本
に
近
づ
く
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
の
文
字
を
い
か
に
良
く
す
る
か

と
い
う
目
標
や
そ
れ
に
向
け
て
の
学
習
過
程
に
つ
い
て
は
研
究
が
進
ん
で

い
る
も
の
の
、
そ
の
目
標
に
至
る
ま
で
の
他
者
と
の
協
働
の
過
程
や
そ
こ

で
行
わ
れ
る
相
互
評
価
や
自
己
評
価
の
内
実
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が

残
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
お
互
い
の
文
字
の
「
個
性
」
に
つ

い
て
学
習
者
同
士
で
語
り
合
う
際
に
は
、
そ
の
語
る
言
葉
を
持
っ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
他
者
と
語
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
学
習
者
は

何
を
学
ぶ
こ
と
と
な
る
の
か
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
先
の
松
本
の
論
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
書
写
教
育
研
究
に
お
け
る
「
個
性
」
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
研

究
を
レ
ビ
ュ
ー
し
た
吉
田
（
二
〇
一
九
）
は
、
書
き
手
の
「
個
性
」
を
書

写
の
領
域
内
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
を
慎
重
に
議
論
す
る
必
要
が

あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
「
個
性
」
の
取
り
扱
い
に
は
未

だ
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
着
目
し
た
い
こ

と
は
、吉
田
が
松
本
の
論
を
基
に
し
な
が
ら
、書
き
手
の
「
個
性
」
を
「
書

き
手
が
書
い
た
結
果
と
し
て
の
文
字
の
個
性
」
と
「
書
き
手
の
個
性
」
と

い
う
両
側
面
か
ら
検
討
す
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前

者
は
先
に
述
べ
た
、
指
導
者
が
学
習
者
の
文
字
に
対
し
て
声
か
け
を
行
う

と
い
う
形
で
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
で
、「
書
き
手
の
個
性
」
に
つ
い
て
は
十
分
な
指
導
が
な
さ
れ
て

き
た
と
は
言
い
が
た
い
。
例
え
ば
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の

に
谷
口
・
松
本
（
二
〇
〇
〇
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
谷
口
ら
は
中
学
生
を
対

象
と
し
て
、
自
分
の
文
字
に
「
個
性
」
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
を

調
査
し
た
。
中
学
校
3
年
生
に
、
中
学
入
学
当
初
の
自
分
の
文
字
と
今
の

自
分
の
文
字
を
比
較
し
て
変
化
し
た
か
を
問
う
調
査
で
は
、
ほ
ぼ
全
員
が

「
変
わ
っ
た
」
と
回
答
し
、「
柔
ら
か
く
な
っ
た
」「
早
く
書
く
よ
う
に
な
っ

た
」
等
の
よ
う
に
多
く
の
回
答
が
良
い
特
徴
を
挙
げ
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
一
方
で
、
中
学
校
二
・
三
年
生
に
自
ら
の
文
字
の
「
個
性
」

を
尋
ね
る
調
査
に
お
い
て
は
、
半
数
の
生
徒
が
「
わ
か
ら
な
い
」
と
回
答

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
書
き
手
は
「
書
き
手
が
書
い
た
結
果
と
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し
て
の
文
字
の
個
性
」
に
つ
い
て
は
比
較
的
容
易
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
の
、「
書
き
手
の
個
性
」
に
つ
い
て
は
意
識
化
す
る
こ
と
が
で

き
て
い
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
結
果
に
つ
い
て
谷
口
ら
が
、「
中

2
の
書
く
文
字
は
、
稚
拙
な
部
分
が
多
く
、
特
徴
を
見
つ
け
た
生
徒
の
文

字
も「
個
性
」と
す
る
に
は
た
め
ら
い
を
感
じ
る
」と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

「
個
性
」
を
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
表
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
と
と
も
に
、

指
導
者
自
身
も
書
き
手
の
「
癖
」
と
「
個
性
」
を
ど
の
よ
う
に
線
引
き
し

て
い
い
か
判
断
し
か
ね
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
書
き
手
の
個
性
」は「
書

き
手
が
書
い
た
結
果
と
し
て
の
文
字
の
個
性
」
と
比
し
て
、
指
導
が
困
難

な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
書
写
指
導
に
お
い
て
は
、「
書
き
手
が
書
い
た
結
果
と
し
て
の

文
字
の
個
性
」
と
「
書
き
手
の
個
性
」
の
両
側
面
が
連
関
し
、
往
還
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
自
ら
の
書
い
た
文
字
の
個
性
を
足
が
か

り
と
し
、
自
ら
の
書
き
手
と
し
て
の
個
性
に
意
識
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ

と
が
、
お
手
本
絶
対
主
義
を
脱
却
し
、
手
書
き
の
良
さ
を
理
解
す
る
と
い

う
書
写
指
導
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
必
要
な
要
素
と
な
る
。
こ
の

こ
と
は
決
し
て
書
き
手
自
身
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
他
の
学
習
者
や
指

導
者
ま
た
自
分
自
身
と
の
対
話
の
中
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、本
研
究
で
は
教
員
志
望
の
大
学
生
を
対
象
と
し
て
、

自
ら
の
書
く
文
字
の
「
個
性
」
を
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
語
る
か
に
つ
い
て

調
査
し
た
。
そ
の
際
に
は
、「
書
き
手
が
書
い
た
結
果
と
し
て
の
文
字
の

個
性
」
と
「
書
き
手
の
個
性
」
の
両
側
面
か
ら
「
個
性
」
を
捉
え
る
こ
と

と
し
た
。
ま
た
、
こ
の
両
側
面
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
、
そ
の
過
程

に
他
者
と
の
協
働
が
い
か
に
作
用
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と
と
す
る
。

四　
「
個
性
」
の
取
り
扱
い
の
可
能
性
に
向
け
て

こ
れ
ま
で
、
他
者
と
の
協
働
の
中
で
「
書
き
手
の
個
性
」
に
目
を
向
け

さ
せ
よ
う
と
し
た
実
践
も
存
在
す
る
。
石
川
（
二
〇
〇
四
）
は
美
術
の
鑑

賞
教
育
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
学
習
者
同
士
で
自
ら
の
書
い
た
作
品
を
語

り
合
う
授
業
を
提
案
し
て
い
る
。
形
や
勢
い
、
バ
ラ
ン
ス
と
い
っ
た
観
点

か
ら
作
品
に
つ
い
て
語
り
合
う
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
」
を
展
開
す
る
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
活
動
は
描
き
手
と
し
て
の
主
体
性
の
確
立
を

目
指
す
と
い
う
書
写
教
育
の
文
脈
で
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
美
術
教
育
や
音
楽
鑑
賞
（
例
え
ば
岡
田
（
二
〇
〇
九
）

な
ど
）
の
分
野
で
の
知
見
を
取
り
入
れ
た
研
究
も
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。

特
に
音
楽
鑑
賞
に
関
し
て
岡
田
（
二
〇
〇
九
）
は
、そ
の
音
楽
を
語
る
「
わ

ざ
言
語
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
紙
幅
の
関
係
上
、
こ
こ

で
わ
ざ
言
語
に
つ
い
て
深
く
論
じ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
岡
田
は
音
楽
家

た
ち
が
音
楽
を
語
る
際
に
観
念
的
な
表
現
を
使
わ
な
い
こ
と
を
指
摘
す

る
。
主
観
的
表
現
で
は
な
く
、
リ
ア
ル
な
身
体
感
覚
を
喚
起
で
き
る
言
葉

を
用
い
て
語
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、書
写
指
導
に
お
い
て「
個

性
」
を
語
る
際
に
も
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
て
も
良
い
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
他
者
と
共
有
し
、
自
ら
が
書
き
手
と
し
て
主
体
性
を
持
つ
こ

と
の
で
き
る
言
葉
を
用
い
て
語
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

本
研
究
で
は
、
大
学
生
が
自
ら
の
「
個
性
」
を
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
語

り
、
ま
た
そ
の
言
葉
が
他
者
と
の
協
働
の
中
で
い
か
に
さ
よ
う
す
る
か
に

つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
調
査
を
行
っ
た
。
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五　
大
学
生
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
「
個
性
」
を
語
る
の
か

先
に
述
べ
た
目
的
の
も
と
、
大
学
生
五
名
（
大
学
二
年
生
三
名
、
大
学

三
年
生
二
名
）
を
対
象
と
し
て
調
査
を
行
っ
た
。
以
下
に
調
査
の
概
要
を

示
す
。

調
査
対
象
：
大
学
生
五
名
（
大
学
二
年
生
三
名
、
大
学
三
年
生
二
名
）

調
査
方
法
：
①
質
問
用
紙
を
配
布
し
、
質
問
事
項
に
記
入
す
る
。

②
記
述
し
た
内
容
を
他
の
調
査
対
象
者
と
共
有
し
交
流

す
る
。

質
問
項
目
と
し
て
、「
一　

自
分
が
「
う
ま
く
書
け
る
」「
自
分
の
書
い

た
こ
の
文
字
が
お
気
に
入
り
」
と
思
う
漢
字
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
」「
二　

自
分
が
「
し
っ
く
り
こ
な
い
な
」「
な
ん
か
う
ま
く
書
け
な
い
な
」
と
思

う
漢
字
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
」
の
二
つ
を
設
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
よ

う
に
記
述
し
た
理
由
の
回
答
も
求
め
た
。
以
下
に
、
記
述
を
分
析
す
る
こ

と
と
す
る
。
以
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
回
答
を
示
す
。
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質
問
用
紙
へ
の
記
述
を
見
る
と
、
多
く
の
学
習
者
が
文
字
の
良
し
悪
し

を
「
バ
ラ
ン
ス
」
と
い
う
観
点
で
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、

こ
の
「
バ
ラ
ン
ス
」
の
内
実
も
様
々
で
あ
り
、
画
数
が
多
い
と
バ
ラ
ン
ス

が
取
り
や
す
い
と
い
う
回
答
と
画
数
が
少
な
い
と
書
き
や
す
い
と
い
う
回

答
の
両
方
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
の
交
流
の
部
分
で
話
題
と
し
て

取
り
上
げ
た
。

ま
た
、払
い
や
は
ね
が
あ
る
こ
と
が
「
気
持
ち
い
い
」「
達
成
感
が
あ
る
」

と
い
う
回
答
も
複
数
見
ら
れ
る
。

そ
の
他
に
、
や
は
り
多
い
意
見
と
し
て
は
自
分
の
名
前
の
漢
字
に
つ
い

て
の
意
見
で
あ
る
。

先
ほ
ど
の
「
書
き
手
が
書
い
た
結
果
と
し
て
の
文
字
の
個
性
」
と
「
書

き
手
の
個
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
後
者
に
関
す
る
記
述
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
は
ね
や
は
ら
い
を
好
む
と
い
う
記
述
以
外
は
、
特

定
の
文
字
に
対
す
る
得
意
・
苦
手
意
識
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
谷
口
ら

（
二
〇
〇
二
）
の
調
査
結
果
と
も
重
な
る
。
つ
ま
り
、「
書
き
手
の
個
性
」

に
関
わ
る
こ
と
を
質
問
し
て
も
書
き
手
自
身
は
そ
の
こ
と
を
自
覚
化
し
づ

ら
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、「
書
き
手
が
書
い
た
結

果
と
し
て
の
文
字
の
個
性
」
と
「
書
き
手
の
個
性
」
の
両
側
面
を
関
わ
ら

せ
る
た
め
に
は
、
具
体
的
な
文
字
を
足
が
か
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、こ
の
記
述
し
た
内
容
を
基
に
交
流
活
動
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
は
、

「
書
き
手
が
書
い
た
結
果
と
し
て
の
文
字
の
個
性
」
と
「
書
き
手
の
個
性
」

の
両
観
点
が
交
叉
す
る
場
面
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
１
）
他
者
と
の
交
流
に
よ
り
「
書
き
手
の
個
性
」
に
目
を
向
け
た
事
例

調
査
対
象
者
①
は
、
交
流
場
面
に
お
い
て
質
問
一
に
「
載
」
の
文
字
を

挙
げ
た
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

①
：
私
は
、
一
つ
目
の
方
が
、
こ
の
「
載
せ
る
」。「
載
」
っ
て
い
う

字
を
書
き
ま
し
た
。
ま
あ
、
あ
っ
た
か
ら
な
ん
で
す
け
ど
（
自
分

の
席
の
近
く
に
あ
っ
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
ラ
ベ
ル
表
記
中
に
あ
っ

た
「
載
」
の
文
字
を
選
ん
で
い
る
：
稿
者
補
）。
な
ん
か
画
数
が

多
い
方
が
、
な
ん
か
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
り
や
す
く
て
き
れ
い

に
書
け
る
な
っ
て
い
う
の
を
思
い
ま
し
た
。

こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
①
は
画
数
が
多
く
て
バ
ラ
ン
ス
が
取
り
や
す

い
と
い
う
理
由
で
、
質
問
一
へ
の
回
答
と
し
て
「
載
」
の
文
字
を
挙
げ
て

い
る
。
こ
の
後
、
調
査
対
象
者
⑤
の
発
言
中
に
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が

行
わ
れ
る
。

⑤
：「
代
」
は
な
ん
と
な
く
こ
の
こ
れ
（
四
・
五
画
目
を
空
書
し
て
い

る
：
稿
者
補
）
が
気
持
ち
い
い
。

①
：
め
っ
ち
ゃ
わ
か
る
。
こ
れ
や
ろ
？
「
載
」
の
こ
れ
（
十
一
・
十
二

画
目
を
空
書
し
て
い
る
：
稿
者
補
）
や
ろ
？
め
っ
ち
ゃ
気
持
ち
よ

く
な
い
？

⑤
：
こ
の
曲
線
か
ら
の
・
・
・

①
：「
我
」
っ
て
い
う
文
字
の
さ
、
こ
こ
（
五
・
六
画
目
を
空
書
し
て

い
る
）
め
っ
ち
ゃ
気
持
ち
よ
く
な
い
？

⑤
：
め
っ
ち
ゃ
た
め
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
。
こ
こ
か
ら
て
ん
（「
我
」
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の
六
・
七
画
目
を
空
書
し
て
い
る
：
稿
者
補
）
好
き
で
す
。

①
：
わ
か
る
。

①
は
⑤
の
発
言
を
聞
い
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
い
な
か
っ
た
は
ね

か
ら
の
は
ら
い
と
い
う
運
筆
が
好
き
だ
と
い
う
発
言
を
し
て
い
る
。
質
問

一
で
挙
げ
た
「
載
」
の
文
字
に
も
同
じ
運
筆
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

述
べ
る
と
と
も
に
、調
査
対
象
者
の
誰
か
ら
も
提
示
さ
れ
て
い
な
い
「
我
」

の
文
字
を
新
た
に
持
ち
出
し
て
、
そ
の
運
筆
を
自
ら
が
好
ん
で
い
る
こ
と

を
発
見
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
書
き
手
が
書
い
た
結
果
と
し
て
の

文
字
の
個
性
」
を
足
が
か
り
と
し
な
が
ら
、「
書
き
手
の
個
性
」
に
自
覚

的
に
な
る
過
程
と
捉
え
ら
れ
る
。そ
の
過
程
で
は
、他
者
と
の
協
働
に
よ
っ

て
新
た
な
発
見
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
２
）
自
ら
が
捉
え
た
「
個
性
」
の
内
実
を
再
検
討
し
た
事
例

今
回
の
調
査
で
、
す
べ
て
の
調
査
対
象
者
が
「
バ
ラ
ン
ス
」
と
い
う
言

葉
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
「
バ
ラ
ン
ス
」
と
い
う
言
葉
の
内
実
を
考
察
す

る
た
め
に
、
画
数
が
少
な
い
方
が
バ
ラ
ン
ス
が
取
り
や
す
い
と
記
述
し
て

い
る
調
査
対
象
者
に
「
画
数
が
多
い
方
が
バ
ラ
ン
ス
が
取
り
や
す
い
と
い

う
意
見
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
思
い
ま
す
か
」
と
質
問
し
た
。

④
：
画
数
多
い
方
が
、
書
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
も
の
が
多
い
か
ら
、

逆
に
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
た
り
ど
こ
か
の
部
分
だ
け
大
き
く
な
っ
た

り
、
ね
（
⑤
の
「
算
」
の
文
字
を
指
し
な
が
ら
：
稿
者
補
）
？
バ

ラ
ン
ス
取
り
に
く
い
な
っ
て
思
い
ま
す
。

稿
者
：
そ
れ
を
聞
い
て
多
い
側
の
人
た
ち
は
ど
う
な
の
？

②
：
縦
は
あ
ん
ま
り
好
き
じ
ゃ
な
い
。
横
な
ら
い
い
か
な
（「
算
」

の
文
字
を
踏
ま
え
て
の
発
言
と
思
わ
れ
る
：
稿
者
補
）。「
木
」
と

か
書
き
に
く
い
。

①
：
組
み
合
わ
せ
て
い
く
感
じ
じ
ゃ
な
い
？

⑤
：
整
え
て
い
く
感
じ
、
書
き
な
が
ら
。

②
：
私
、
パ
ー
ツ
２
個
と
か
苦
手
。
し
ん
に
ょ
う
と
か
（
②
の

「
達
」
の
文
字
を
指
し
な
が
ら
）。

⑤
：
し
ん
に
ょ
う
め
っ
ち
ゃ
嫌
い
で
す
。

③
：
し
ん
に
ょ
う
は
す
き
だ
な
。

⑤
：
し
ん
に
ょ
う
と
中
の
パ
ー
ツ
の
大
き
さ
と
か
バ
ラ
ン
ス
が
わ
か

ら
な
い
。

③
：
画
数
が
少
な
い
と
余
白
が
出
る
か
ら
。
ど
う
し
て
も
余
白
が
目

立
っ
ち
ゃ
っ
て
。
あ
れ
、
こ
こ
に
な
ん
か
こ
ん
な
余
っ
て
て
い
い

の
っ
て
。
習
字
と
か
書
き
初
め
や
っ
て
た
ら
、
あ
れ
ち
ょ
っ
と
や

ば
く
な
い
、
こ
の
空
白
っ
て
。
だ
か
ら
詰
め
詰
め
の
画
数
の
方
が

い
い
か
な
っ
て
。

④
：
そ
れ
こ
そ
で
も
、
書
き
初
め
と
か
や
っ
た
ら
画
数
多
い
方
が

「
あ
、
や
ば
い
。
最
後
入
ら
ん
。」
っ
て
。

②
：
そ
れ
も
あ
る
。

各
自
で
質
問
に
回
答
し
、
そ
れ
を
共
有
す
る
時
点
で
は
ど
の
調
査
対
象

者
も
画
数
が
多
い
／
少
な
い
と
バ
ラ
ン
ス
が
取
り
に
く
い
と
い
う
回
答
し

か
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
交
流
を

行
う
と
、へ
ん
と
つ
く
り
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
者
や
、し
ん
に
ょ

う
な
ど
の
特
定
の
部
分
を
問
題
と
す
る
者
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
場
に
お
い
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て
書
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
発
言
も
見
ら
れ
た
。
こ
の
よ

う
に
、「
個
性
」
に
関
連
す
る
話
題
に
つ
い
て
他
者
と
交
流
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
新
た
な
発
見
や
自
ら
の
文
字
と
の
向
き
合
い
方
を
変
容
さ
せ
る

姿
が
見
ら
れ
た
。
書
き
手
が
「
個
性
」
に
目
を
向
け
る
際
に
は
、
他
者
と

の
交
流
が
そ
の
過
程
に
有
効
に
作
用
す
る
と
言
え
る
。

六　
お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、
書
写
指
導
に
お
い
て
書
き
手
の
「
個
性
」
に
目
を
向
け
る

た
め
の
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。「
個
性
」
に
目
を
向

け
る
た
め
に
は
、指
導
者
に
よ
る
声
か
け
が
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、

本
研
究
で
は
、
大
学
生
が
自
分
の
「
個
性
」
を
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
語
る

か
を
手
が
か
り
と
し
て
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
。

し
か
し
、「
個
性
」
を
書
写
指
導
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、
そ

の
具
体
的
な
方
策
は
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
今

後
検
討
を
続
け
た
い
。
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一
）『
ま
な
ざ
し
の
共
有　

ア
メ
リ
ア
・
ア
レ

ナ
ス
の
鑑
賞
教
育
に
学
ぶ
』
淡
交
社

岡
田
暁
生（
二
〇
〇
九
）『
音
楽
の
聴
き
方　

聴
く
型
と
趣
味
を
語
る
言
葉
』

中
公
新
書

押
木
秀
樹
（
二
〇
一
六
）「
手
書
き
文
字
の
未
来
の
た
め
に
（
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
：
手
書
き
文
字
と
書
写
書
道
教
育
学
の
未
来
）」『
書
写
書
道
教

育
研
究
』
第
三
〇
号
，
全
国
大
学
書
写
書
道
教
育
学
会
，
一
〇
四
ー

一
一
〇
頁

全
国
大
学
書
写
書
道
教
育
学
会
編
（
二
〇
一
三
）『
明
解　

書
写
教
育
増

補
新
訂
版
』
萱
原
書
房

松
本
仁
志
（
二
〇
〇
九
）『「
書
く
こ
と
」
の
学
び
を
支
え
る
国
語
科
書
写

の
展
開
』
三
省
堂

光
村
図
書
『
書
写　

五
年
』
平
成
三
一
年
検
定
済
み

（
本
学
人
間
発
達
科
学
部　

講
師
）


