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小
単
元
「
日
本
の
文
化
を
考
え
る
」

二
（
一
）

対
象

高
校
二
年
生

（
二
）

ね
ら
い

第
一
の
ね
ら
い
は
、
説
明
的
文
章
の
的
確
な
読
み
を
通
し
て
自
分
の
考
え
を
形
作
ら
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
は
じ
め
に
で

も
述
べ
た
と
お
り
、
学
習
者
は
と
か
く
書
い
て
あ
る
こ
と
を
す
べ
て
鵜
呑
み
に
す
る
傾
向
が
あ
る
。
特
に
根
拠
が
明
確
に
示
さ
れ
た

説
明
的
文
章
に
お
い
て
は
そ
の
傾
向
は
顕
著
で
あ
る
。
内
容
に
対
し
て
是
と
す
る
な
ら
是
で
問
題
は
な
い
の
だ
が
、
自
ら
考
え
た
上

で
の
是
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
共
通
す
る
テ
ー
マ
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
文
章
を
読
ん
だ
上
で
、
そ
の
内
容
を
ふ

ま
え
比
較
対
照
し
な
が
ら
そ
の
問
題
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
考
え
を
ま
と
め
て
み
る
と
い
う
や
り
方
を
と
る
こ
と
に
し
た
。

テ
ー
マ
と
し
て
は
「
日
本
文
化
」
に
関
す
る
も
の
と
し
た
。
昨
今
の
国
際
化
の
中
で
、
特
に
日
本
の
若
者
は
自
国
の
文
化
に
関
す

る
意
識
が
乏
し
い
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
文
化
の
上
で
日
本
は
後
進
国
で
、
欧
米
に
対
す
る
劣
等
感
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
認

識
も
伺
わ
れ
る
。
文
化
に
優
劣
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
日
本
に
は
誇
る
べ
き
文
化
が
あ
り
、
決
し
て
卑
屈
に
な
る
必
要

は
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
自
国
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
持
た
せ
た
い
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
こ
の
テ

ー
マ
を
設
定
し
た
。
こ
れ
が
第
二
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

ま
た
、
第
三
の
ね
ら
い
と
し
て
、
要
約
の
作
業
、
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
作
業
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
小
論
文
に
対
す

る
意
識
づ
く
り
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
た
。

（
三
）

小
単
元
の
構
成
お
よ
び
指
導
計
画

第
一
次

導
入
（
一
時
間
）

日
本
文
化
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
文
章
を
読
み
、
最
終
的
に
は
そ
れ
ら
を
題
材
に
し
て
自
分
な
り
の
日
本
文
化
観
を
形

作
る
こ
と
を
提
示
す
る
。

第
二
次

『
四
畳
半
の
発
見

（
三
時
間
）

』

〈
教
材
観
〉

「

、

本
教
材
は
西
洋
近
代
哲
学
研
究
お
よ
び
日
本
文
化
論
な
ど
に
関
す
る
著
作
で
知
ら
れ
る
大
橋
良
介
の

日
本
的
な
も
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
」
の
一
部
で
あ
る
。

芭
蕉
の
句
を
き
っ
か
け
に
四
畳
半
と
い
う
空
間
の
特
殊
性
を
、
比
較
対
照
に
よ
り
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
を
通
し

て
偶
数
的
な
も
の
よ
り
も
奇
数
的
な
も
の
を
好
む
と
い
う
日
本
文
化
の
特
殊
性
に
関
す
る
筆
者
の
考
え
を
読
み
と
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
海
外
か
ら
の
文
化
の
受
容
に
お
け
る
単
な
る
コ
ピ
ー
を
超
え
た
日
本
人
の
姿
勢
を
読
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
。

学
習
者
に
と
っ
て
は
ご
く
身
近
に
あ
る
も
の
に
関
す
る
新
鮮
な
考
え
方
で
あ
り
、
新
た
な
発
見
を
経
験
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
異
文
化
受
容
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
自
分
の
身
の
回
り
を
と
ら
え
直
す
機
会
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。〈

指
導
目
標
〉

一
、
四
畳
半
と
い
う
空
間
の
特
徴
を
整
数
の
畳
数
の
場
合
と
対
比
的
に
と
ら
え
さ
せ
、
芭
蕉
の
世
界
と
四
畳
半
の
空
間

構
造
の
関
係
を
認
識
さ
せ
る
。

二
、
日
本
文
化
の
特
殊
性
お
よ
び
日
本
人
の
異
文
化
受
容
の
姿
勢
に
関
す
る
筆
者
の
考
え
を
ま
と
め
さ
せ
る
。

第
三
次

『
日
本
文
化
の
雑
種
性

（
六
時
間
）

』

〈
教
材
観
〉

本
教
材
は
評
論
家
加
藤
周
一
が
昭
和
三
十
年
に
雑
誌
「
思
想
」
に
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
戦
後
と
か
く
否
定
さ
れ
る

傾
向
に
あ
っ
た
日
本
文
化
の
独
自
性
に
言
及
し
た
、
新
し
い
日
本
文
化
論
と
し
て
の
評
価
の
高
い
文
章
で
あ
る
。
教
科
書

に
も
多
く
採
択
さ
れ
て
お
り
、
定
番
と
も
い
え
る
教
材
で
あ
る
。

日
本
の
文
化
は
根
本
に
お
い
て
雑
種
で
あ
る
と
し
、
そ
の
雑
種
性
に
こ
そ
独
自
性
が
あ
り
、
積
極
的
に
意
味
を
見
つ
け

よ
う
と
す
る
筆
者
の
考
え
が
対
比
を
用
い
な
が
ら
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
雑
種
」
と
い
う
一
見
悪
印
象
を
与
え
る
言
葉
が
実
は
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
意
外
性
に
目
を
見
開
か
さ
れ
る
と

こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
筆
者
の
論
の
組
み
立
て
方
に
触
れ
る
こ
と
は
、
自
分
で
文
章
を
書
く
際
の
糧
と
も
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

〈
指
導
目
標
〉

一
、
筆
者
の
い
う
「
雑
種
性
」
の
内
容
を
西
洋
文
化
と
の
比
較
で
と
ら
え
さ
せ
る
。

二
、
純
粋
化
は
不
可
能
で
あ
り
、
雑
種
性
に
意
味
を
見
い
だ
す
と
い
う
筆
者
の
考
え
方
を
と
ら
え
さ
せ
る
。

三
、
筆
者
の
論
理
の
展
開
の
仕
方
を
意
識
さ
せ
、
自
ら
の
表
現
の
参
考
に
さ
せ
る
。

第
四
次

ま
と
め
（
二
時
間
）

て
び
き
を
用
い
て
読
ん
だ
文
章
、
そ
れ
に
加
え
て
一
年
次
に
学
習
済
の
『
水
の
東
西

（
山
崎
正
和
）
を
要
約
、
各
自

』

学
ん
だ
こ
と
、
批
判
す
べ
き
点
を
取
り
出
さ
せ
る
。
さ
ら
に
自
分
な
り
の
日
本
文
化
観
を
ま
と
め
さ
せ
る
。

（
四
）

指
導
の
実
際

【
第
一
時
】
導
入

〈
指
導
目
標
〉

・

発
問
を
中
心
に
今
後
の
学
習
内
容
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。

〈
展
開

（
主
な
発
問
お
よ
び
解
答
）

〉

Ｔ

「
文
化
と
い
え
ば
ど
ん
な
も
の
か

」

．

。

Ｓ

「
古
く
か
ら
あ
る
も
の

「
伝
統
的
な
も
の
」

．

」
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Ｔ

「
辞
書
的
に
い
う
と
『
共
通
の
価
値
観
を
反
映
し
た
物
心
両
面
に
わ
た
る
活
動
の
様
式
』
と
あ
る
。
具
体
的
に
は
ど
ん

．
な
も
の
を
思
い
浮
か
べ
る
か

」
。

Ｓ

「
着
物

「
お
茶

「
寺

・
・
・
・

．

」

」

」

Ｔ

「
日
本
独
特
の
も
の
と
い
う
感
じ
で
あ
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
例
え
ば
寺
に
代
表
さ
れ
る
建
築
、
着
物
に
代
表
さ
れ

．
る
風
俗
な
ど
は
文
化
の
代
表
的
な
も
の
だ
ろ
う
。
あ
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
が
、
浮
世
絵
に
代
表
さ
れ
る
絵
画
な
ど
も
そ

う
だ
ろ
う

」
。

「
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
日
常
ど
の
よ
う
に
接
し
て
い
る
か
。
例
え
ば
、
お
茶
と
か
お
花
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
対

し
て
ど
う
思
う
か

」
。

Ｓ

「
あ
ま
り
接
す
る
こ
と
は
な
い

「
自
分
に
は
関
係
の
な
い
も
の

「
縁
の
薄
い
も
の
」

．

」

」

Ｔ

「
あ
ま
り
堅
く
考
え
ず
に
、
自
分
の
身
近
に
、
こ
れ
こ
そ
日
本
独
特
の
も
の
、
外
国
と
は
違
う
日
本
の
も
の
と
い
う
よ

．
う
な
も
の
は
な
い
か

」
。

Ｓ

「
学
校

「
部
活

「
食
べ
物

・
・
・
・
・

．

」

」

」

Ｔ

「
そ
れ
ら
に
は
、
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
の
か
説
明
し
て
み
よ
う
。
例
え
ば
外
国
の
人
に
ど
う
い
う
風
に
説
明
す
る
か

」

．

。

Ｓ

「
・
・
・
・
・
・
」

．
Ｔ

「
案
外
自
分
た
ち
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
、
説
明
で
き
な
い
も
の
だ
。
日
本
人
の
若
者
は
自
国
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と

．
よ
く
言
わ
れ
る
。
日
本
の
こ
と
、
日
本
の
文
化
の
こ
と
を
発
見
し
て
み
よ
う

」
。

Ｔ
．
教
材
提
示
（
プ
リ
ン
ト
配
布
）

Ｔ

「
こ
の
二
つ
の
文
章
を
読
み
、
筆
者
の
考
え
を
と
ら
え
て
い
こ
う
。
こ
の
二
人
の
筆
者
の
『
日
本
文
化
と
は
こ
ん
な
も

．
の
だ
』
と
い
う
考
え
を
ま
ず
読
み
と
り
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
う
考
え
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
を
ネ
タ
に
し
て
自
分
な
り
に

『
日
本
の
文
化
と
は
こ
ん
な
も
の
だ
』
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う

」
。

【
第
二
時

『
四
畳
半
の
発
見
』
①

】

〈
指
導
目
標
〉

・

提
起
さ
れ
た
問
題
の
内
容
を
読
み
と
ら
せ
る
。

・

畳
の
広
さ
の
由
来
、
畳
と
人
と
の
関
係
を
と
ら
え
さ
せ
る
。

〈
展
開
〉

一

目
標
提
示

二

全
文
通
読

（

）
。

、

。

指
名
読
み
さ
せ
る

四
名

漢
字
・
語
句
に
注
意
さ
せ
る
ほ
か

段
落
分
け
を
意
識
す
る
こ
と
を
指
示
す
る

三

段
落
分
け近

く
の
者
と
適
宜
話
し
合
わ
せ
、
根
拠
を
添
え
て
発
表
さ
せ
る
。

四

第
一
段
の
読
み

・

芭
蕉
の
句
の
内
容
を
押
さ
え
る
。

筆
者
の
こ
の
句
の
読
み
の
ポ
イ
ン
ト
（
四
畳
半
の
果
た
す
役
割
の
大
き
さ
）
を
お
さ
え
さ
せ
る
。

・

問
題
提
起
を
読
み
と
る
。

四
畳
半
の
空
間
構
造
に
関
す
る
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
と
ら
え
さ
せ
る
。

五

第
二
段
前
半
の
読
み

・

畳
の
広
さ
の
由
来
を
読
み
と
る
。

フ
ィ
ー
ト
法
や
メ
ー
ト
ル
法
で
測
ら
れ
る
広
さ
と
の
対
比
に
注
目
さ
せ
る
。

・

畳
と
人
の
関
係
を
押
さ
え
る
。

「
僊
林
」
の
内
容
を
ふ
ま
え
、
間
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
時
へ
の
つ
な
ぎ
と
す
る
。

六

本
時
の
ま
と
め
・
次
時
の
予
告

【
第
三
時

『
四
畳
半
の
発
見
』
②

】

〈
指
導
目
標
〉

・

四
畳
半
の
特
徴
を
整
数
の
畳
数
の
場
合
と
対
比
さ
せ
、
面
積
お
よ
び
構
図
の
上
か
ら
お
さ
え
さ
せ
る
。

・

芭
蕉
の
句
と
四
畳
半
の
構
造
の
関
係
を
と
ら
え
さ
せ
る
。

〈
展
開
〉

一

目
標
提
示

二

第
二
段
後
半
の
読
み

・

指
名
読
み
（
一
名
）

間
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
に
注
目
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
。

・

間
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
振
り
返
る
。

前
時
の
「
僊
林
」
の
内
容
を
振
り
返
り
、
間
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

・

整
数
の
畳
数
の
場
合
と
四
畳
半
の
違
い
を
お
さ
え
る
。

〜
的
と
い
う
言
葉
を
す
べ
て
抜
き
出
さ
せ
、
意
味
的
に
二
種
類
に
分
類
さ
せ
る
。

整
数
の
畳
数
の
場
合
と
四
畳
半
の
場
合
に
置
き
換
え
、
面
積
・
構
図
の
上
か
ら
対
比
的
に
四
畳
半
の
性
質
を

明
ら
か
に
す
る
。

・

芭
蕉
の
句
と
四
畳
半
の
関
係
を
と
ら
え
る
。

芭
蕉
の
句
が
四
畳
半
だ
か
ら
こ
そ
成
立
す
る
人
間
関
係
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
と
ら
え
さ
せ
る
。

問
題
提
起
に
対
す
る
答
え
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
お
さ
え
さ
せ
る
。

三

本
時
の
ま
と
め
・
次
時
の
予
告

【
第
四
時

『
四
畳
半
の
発
見
』
③

】

〈
指
導
目
標
〉

・

筆
者
の
考
え
る
日
本
文
化
の
特
徴
お
よ
び
異
文
化
受
容
の
あ
り
方
を
読
み
と
ら
せ
る
。

・

全
体
の
内
容
に
つ
い
て
振
り
返
り
、
ま
と
め
さ
せ
る
。

〈
展
開
〉
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一

目
標
提
示

二

第
三
段
の
読
み

・

指
名
読
み
（
一
名
）

こ
れ
ま
で
の
内
容
と
の
関
連
を
考
え
な
が
ら
読
む
こ
と
を
指
示
す
る
。

・

筆
者
の
考
え
る
日
本
文
化
の
特
徴
を
と
ら
え
る
。

半
端
な
部
分
に
よ
る
構
造
の
変
化
と
い
う
特
徴
が
日
本
文
化
全
体
に
一
般
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
と
ら
え
さ

せ
る
。

発
展
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
と
ら
え
さ
せ
る
。

・

全
体
の
ま
と
め
を
す
る
。

次
の
二
点
に
つ
い
て
、
各
自
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
さ
せ
る
（
そ
れ
ぞ
れ
百
字
程
度
で

。
）

１

こ
の
文
章
で
筆
者
の
い
う
日
本
文
化
の
特
徴
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

２

こ
の
文
章
に
あ
る
日
本
文
化
と
外
国
文
化
の
関
係
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

三

本
時
の
ま
と
め
・
次
時
の
予
告

【
第
五
時

『
日
本
文
化
の
雑
種
性
』
①

】

〈
指
導
目
標
〉

・

全
文
を
通
読
さ
せ
、
大
意
を
把
握
さ
せ
る
。

〈
展
開
〉

一

導
入

・

目
標
を
知
る
。

こ
の
文
章
も
自
分
で
日
本
文
化
を
考
え
て
い
く
に
あ
た
っ
て
の
題
材
に
す
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
。

・

題
名
読
み「

雑
種
」
の
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
純
粋
」
と
の
比
較
に
お
い
て
と
ら
え
さ
せ
る
。

二

全
文
通
読

・

指
名
読
み
（
十
名
）

語
句
お
よ
び
漢
字
に
注
意
さ
せ
る
ほ
か
、
段
落
の
意
識
す
る
こ
と

「
雑
種
性
」
の
内
容
に
注
目
す
る
こ
と

、

を
指
示
す
る
。

三

大
意
把
握

・

二
百
字
程
度
で
要
約
す
る
。

題
名
を
意
識
し
な
が
ら
各
自
の
ノ
ー
ト
に
要
約
さ
せ
る
。

時
間
終
了
後
、
提
出
さ
せ
る
。

四

次
時
の
予
告

【
第
六
時

『
日
本
文
化
の
雑
種
性
』
②

】

〈
指
導
目
標
〉

・

前
時
の
内
容
を
ふ
ま
え
て
段
落
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。

・

問
題
提
起
の
内
容
に
つ
い
て
お
さ
え
さ
せ
る
。

〈
展
開
〉

一

目
標
提
示

二

大
意
把
握
・
段
落
分
け

・

要
約
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
考
え
る
。

題
名
か
ら
の
読
み
を
重
視
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

日
本
文
化
の
雑
種
と
西
洋
文
化
の
純
粋
の
対
象
、
そ
こ
に
あ
る
意
味
な
ど
、
あ
る
程
度
の
予
測
は
可
能
で
あ

る
こ
と
に
触
れ
る
。

・

段
落
分
け
を
す
る
。

次
の
三
つ
の
観
点
を
あ
げ
、
近
く
の
者
と
話
を
さ
せ
な
が
ら
考
え
さ
せ
る
。

（
観
点
）

１

雑
種
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

２

と
ら
え
方
の
歴
史

３

雑
種
性
の
意
味

三

第
一
段
第
一
節
の
読
み

・

指
名
読
み
（
一
名
）

筆
者
が
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
が
ど
ん
な
こ
と
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
着
目
さ
せ
る
。

・

問
題
提
起
を
読
み
と
る
。

日
本
人
の
立
場
で
日
本
文
化
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
に
続
い
て
、
日
本
人
の
立
場
が

問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
お
さ
え
さ
せ
る
。

・

国
民
主
義
的
立
場
に
つ
い
て
と
ら
え
る
。

西
洋
見
物
の
途
中
に
考
え
た
日
本
人
の
立
場
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
と
ら
え
さ
せ
る
。

四

本
時
の
ま
と
め
・
次
時
の
予
告

第
一
節
末
の
「
間
違
っ
て
い
る
」
に
着
目
さ
せ
、
違
う
立
場
（
日
本
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
考
え
た
日
本
人
の
立

場
）
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
予
告
す
る
。

【
第
七
時

『
日
本
文
化
の
雑
種
性
』
③

】

〈
指
導
目
標
〉

・

筆
者
が
日
本
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
考
え
た
日
本
文
化
を
考
え
る
際
の
日
本
人
の
立
場
を
読
み
と
ら
せ
る
。

・

雑
種
性
の
内
容
に
つ
い
て
お
さ
え
さ
せ
る
。

〈
展
開
〉

一

目
標
提
示
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二

第
一
段
第
二
節
の
読
み

・

指
名
読
み
（
一
名
）

「
国
民
主
義
」
が
間
違
っ
て
い
る
と
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
を
指
示
す
る
。

・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
違
い
お
よ
び
マ
レ
ー
と
日
本
の
違
い

（
第
七
時
板
書
）

に
つ
い
て
お
さ
え
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
違
い
、
マ
レ
ー
と
の
違
い
は
そ
れ

ぞ
れ
日
本
の
ど
う
い
う
側
面
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の

で
あ
る
の
か
を
と
ら
え
さ
せ
る
と
と
も
に
、
結
局
は。

何
の
違
い
で
あ
る
の
か
を
対
比
的
に
読
み
と
ら
せ
る

・

雑
種
性
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
読
み
と
る
。

マ
レ
ー
と
日
本
の
違
い
を
ふ
ま
え
、
純
粋
種
と
対
照

さ
せ
な
が
ら
、
日
本
文
化
の
雑
種
性
と
い
う
こ
と
の

内
容
に
触
れ
さ
せ
る
。

三

本
時
の
ま
と
め
・
次
時
の
予
告

日
本
文
化
を
考
え
る
際
の
日
本
人
の
二
つ
の
立
場
に
つ

い
て
振
り
返
り
、
雑
種
性
に
立
脚
す
べ
き
と
の
筆
者
の

考
え
に
つ
い
て
触
れ
さ
せ
る
。

雑
種
性
の
具
体
例
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
を
予
告
す
る
。

【
第
八
時

『
日
本
文
化
の
雑
種
性
』
④

】

〈
指
導
目
標
〉

・

筆
者
の
い
う
雑
種
性
の
具
体
例
を
と
ら
え
さ
せ
、
そ
の
根
の
深
さ
に
気
づ
か
せ
る
。

・

純
粋
化
は
不
可
能
で
あ
る
と
の
筆
者
の
主
張
を
読
み
と
ら
せ
る
。

〈
展
開
〉

一

目
標
提
示

二

第
一
段
第
三
節
の
読
み

・

指
名
読
み
（
一
名
）

具
体
的
に
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
雑
種
性
と
い
え
る
事
例
が
あ
る
か
に
注
目
さ
せ
る
。

・

雑
種
性
の
根
の
深
さ
に
つ
い
て
読
み
と
る
。

雑
種
性
の
発
現
と
い
え
る
事
例
を
文
中
か
ら
あ
げ
さ
せ
る
。

筆
者
が
伝
統
的
文
化
の
区
別
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
理
由
を
具
体
例
か
ら
読
み
と
ら
せ
る
。

三

第
二
段
第
一
節
の
読
み

・

指
名
読
み
（
一
名
）

知
識
人
に
よ
る
純
粋
化
運
動
の
流
れ
に
注
目
さ
せ
る
。

・

純
粋
化
運
動
の
二
つ
の
型
を
お
さ
え
さ
せ
る
。

西
洋
化
、
伝
統
回
帰
の
二
つ
の
型
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
の
悪
循
環
を
読
み
と
ら
せ
る
。

悪
循
環
を
断
ち
切
る
方
法
を
通
し
て
雑
種
性
に
意
義
を
認
め
て
い
こ
う
と
す
る
筆
者
の
姿
勢
を
読
み
と
ら
せ

る
。

四

本
時
の
ま
と
め
・
次
時
の
予
告

（
第
九
時
板
書
）

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
（
西
洋
式
文
物
）

本
国
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
人
が
自
分
た
ち
の

必
要
の
た
め
に
作
る

う
け
い
れ
方
の
違
い

日
本
人
が
自
分
た
ち
の
必
要
の
た
め
に

自
分
た
ち
で
作
る

近
代
的
な
日
本

日
本

古
く
美
し
い
日
本

伝
統
の
違
い

マ
ル
セ
ー
ユ
（
西
洋
文
化
）
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【
第
九
時

『
日
本
文
化
の
雑
種
性
』
⑤

】

〈
指
導
目
標
〉

・

純
粋
化
運
動
の
失
敗
の
歴
史
を
読
み
と
ら

せ
る
。

・

雑
種
性
に
積
極
的
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と

の
必
然
性
と
そ
の
意
義
を
と
ら
え
さ
せ
る
。

〈
展
開
〉

一

目
標
提
示

二

第
二
段
第
二
、
三
節
の
読
み

・

指
名
読
み
（
二
名
）

前
時
の
二
つ
の
型
の
成
立
事

情
と
そ
の
失
敗
の
理
由
を
考

え
さ
せ
る
。

・

純
粋
化
運
動
の
失
敗
の
歴
史
を
対
比
的

に
と
ら
え
る
。

国
民
主
義
と
近
代
主
義
の
成

立
過
程
を
そ
れ
ぞ
れ
対
比
的

に
と
ら
え
さ
せ
る
。

共
通
す
る
失
敗
の
理
由
を
読
み

と
ら
せ
る
。

共
通
点
か
ら
雑
種
性
の
意
味
に

結
び
つ
け
る
論
の
進
め
方
に
触

れ
さ
せ
る
。

三

本
時
の
ま
と
め
・
次
時
の
予
告

【
第
十
時

『
日
本
文
化
の
雑
種
性
』
⑥

】

〈
指
導
目
標
〉

・

筆
者
の
い
う
雑
種
性
の
積
極
的
意
味
を
読

み
と
ら
せ
る
。

・

日
本
文
化
を
考
え
る
際
の
展
望
を
明
ら
か
に
さ
せ
る
。

〈
展
開
〉

一

目
標
提
示

二

第
三
段
の
読
み

・

指
名
読
み
（
一
名
）

筆
者
は
雑
種
性
の
ど
こ
に
意
味
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
か
に
注
目
さ
せ
る
。

・

雑
種
性
の
積
極
的
意
味
を
と
ら
え
る
。

日
本
文
化
に
お
け
る
基
本
的
問
題
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
と
ら
え
さ
せ
、
そ
の
独
自
性
に
言
及
し
て
雑
種
性
の

積
極
的
意
味
に
つ
な
げ
る
。

歴
史
を
ふ
ま
え
な
が
ら
将
来
に
向
け
て
の
可
能
性
、
具
体
的
手
法
を
読
み
と
ら
せ
る
。

・

全
体
の
ま
と
め
を
す
る
。

筆
者
の
日
本
文
化
観
に
つ
い
て
ノ
ー
ト
を
見
な
が
ら
振
り
返
ら
せ
る
。

三

本
時
の
ま
と
め
・
次
時
の
予
告

【
第
十
一
時
】
ま
と
め
①

〈
指
導
目
標
〉

・

要
約
の
作
業
を
通
じ
て
こ
れ
ま
で
の
内
容
に
つ
い
て
振
り
返
ら
せ
る
。

・

そ
れ
ぞ
れ
の
日
本
文
化
観
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
作
ら
せ
る
。

〈
展
開
〉

一

目
標
提
示

二

作
業

『
水
の
東
西
』
の
本
文
プ
リ
ン
ト
お
よ
び
ま
と
め
の
て
び
き
そ
の
一
を
配
る
。

要
約
の
ポ
イ
ン
ト
を
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
を
要
約
さ
せ
る
。

主
に
批
判
、
反
論
す
べ
き
点
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。

三

本
時
の
ま
と
め
・
次
時
の
予
告

【
第
十
一
時
】
ま
と
め
②

〈
指
導
目
標
〉

・

こ
れ
ま
で
の
内
容
を
ふ
ま
え
、
自
分
な
り
の
日
本
文
化
観
を
作
ら
せ
る
。

〈
展
開
〉

一

目
標
提
示

二

作
業

ま
と
め
の
て
び
き
そ
の
二
を
配
る
。

こ
れ
ま
で
の
内
容
を
題
材
に
し
て
自
分
の
考
え
る
日
本
文
化
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
表
現
さ
せ
る
。

共
感
・
反
論
を
起
点
に
し
て
も
よ
い
こ
と
を
示
す
。

身
の
回
り
の
具
体
的
事
象
や
自
分
の
考
え
に
対
す
る
反
論
も
含
め
、
書
く
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
を
示
す
。

三

本
時
の
ま
と
め
・
次
時
の
予
告

純
粋
化
運
動
の
実
情

維
新
前
後

西

洋

文

化

と

の

接

触

技
術

技
術

の
輸
入

の
輸
入

制
度

制
度

和
魂
洋
才

技
術
と
精
神
の

結
び
つ
き

精
神
の
領
域

思
想
の
輸
入

生
活
感
情
の
変
化

洋
才
と
和
魂
の
矛
盾

伝
統
か
ら
の
離
れ

洋
魂
の
理
解

〈
動
機
〉

〈
動
機
〉

和
魂
を
守
る

後
れ
を
取
り
戻
す

日
本
文
化
の
純
粋
化

日
本
文
化
の
西
洋
化

〈
国
民
主
義
〉

〈
近
代
主
義
〉

対
立

純
粋
種
に
対
す
る
劣
等
感
が
き
っ
か
け

表
面
だ
け
で
意
味
は
な
い

【
結
論
】

文
化
の
雑
種
性
そ
の
も
の
に
積
極
的
意
味
を
認
め

生
か
し
て
い
く
可
能
性
を
探
る
。


