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中
学
に
は
中
学
の
課
目
が
あ
り
、
高
等
学
校
に
は
高
等
学
校
の
課
目
が
あ

っ
て
、
こ
れ
を
修
了
せ
ね
ば
卒
業
の
資
格
は
な
い
と
し
て
あ
る
。
そ
の
課
目

の
数
や
そ
の 
按  

排 
あ
ん
ば
い

の
順
は
皆
文
部
省
が
制
定
す
る
の
だ
か
ら
各
担
任
の
教

師
は
委
託
を
う
け
た
る
学
問
を
そ
の
時
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
出
来
得
る
限

り
の
力
を
尽
す
べ
き
が
至
当
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
し
か
る
に
各
課
担
任
の
教
師
は
そ
の
学
問
の
専
門
家
で
あ
る
が
た
め
、
専

門
以
外
の
部
門
に
無
識
に
し
て 
無 
頓 

着 
む
と
ん
じ
ゃ
く
な
る
が
た
め
、
自
己
研
究
の
題
目

と
他
人
教
授
の
課
業
と
の 

権  

衡 

け
ん
こ
う

を
見
る
の
明
な
き
が
た
め
、 

往  

々 

お
う
お
う

わ
が

範
囲
以
外
に
飛
び
超こ
え
て
、
わ
が
学
問
の
有
効
を
、
他
の
領
域
内
に
侵
入
し

て
ま
で
も
主
張
し
よ
う
と
す
る
事
が
あ
る
。
た
と
え
ば
英
語
の
教
師
が
英
語
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に
熱
心
な
る
の
あ
ま
り
学
生
を 

鞭  

撻 

べ
ん
た
つ

し
て
、
地
理
数
学
の
研
修
に
利
用
す

べ
き
当
然
の
時
間
を
割さ
い
て
ま
で
も
難
句
集
を  

暗    

誦  

あ
ん
し
ょ
う

さ
せ
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
た
だ
に
そ
れ
の
み
で
は
な
い
、
わ
が
専
攻
す
る
課
目
の
ほ
か
、

わ
が
担
任
す
る
授
業
の
ほ
か
に
は
天
下
又
一
の
力
を
用
い
る
に
足
る
も
の
な

き
を  

吹    

聴  

ふ
い
ち
ょ
う

し
来きた
る
の
で
あ
る
。
吹
聴
し
来
る
だ
け
な
ら
ま
だ
い
い
。
は

て
は
あ
ら
ゆ
る
他
の
課
目
を
罵
倒
ば
と
う
し
去
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
行
動
に
出い
ず
る
人
の
中
で
、
相
当
の 

論  

拠 

ろ
ん
き
ょ

が
あ
っ
て
公
然
文
部

省
所
定
の
課
目
に
服
せ
ぬ
も
の
は
こ
こ
に
引
き
合
に
出
す
限
り
で
は
な
い
。

そ
れ
ほ
ど
の
見
識
の
あ
る
人
な
ら
ば
結
構
で
あ
る
。
四
角
に
仕
切
っ
た
芝
居

小
屋
の
枡ます
み
た
よ
う
な
時
間
割
の
な
か
に
立
て
籠こも
っ
て
、
土
竜
も
ぐ
ら
の
ご
と
く
働

い
て
い
る
教
師
よ
り
遥はる
か
に
結
構
で
あ
る
。
し
か
し
英
語
だ
け
の
本
城
に
生し
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涯   
ょ
う
が
い

の
尻
を
落
ち
つ
け
る
の
み
な
ら
ず
、
櫓
や
ぐ
らか
ら
首
を
出
し
て
天
下
の
形

勢
を
視
察
す
る
ほ
ど
の
能
力
さ
え
な
き
も
の
が
、
い
た
ず
ら
に
自
尊
の
念
と

固
陋
こ
ろ
う
の
見けん
を
綯よ
り
合
せ
た
る
ご
と
き  

没  

分  

暁  

ぼ
つ
ぶ
ん
ぎ
ょ
う

の
鞭むち
を
振
っ
て
学
生
を
精

根
の
つ
づ
く
限
り
た
た
い
た
な
ら
、
見
じ
め
な
の
は
学
生
で
あ
る
。
熱
心
は

敬
服
す
べ
き
で
あ
る
。
精
神
は
嘉よみ
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
善
意
的
な
る
も
ま

た
多
と
す
べ
き
で
あ
る
。
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
学
生
は
迷
惑
で
あ
る
。
当

該
課
目
に
お
け
る
智
識
が
欠
乏
す
る
た
め
で
は
な
い
、
当
該
課
目
以
外
の
智

識
が
全
然
欠
乏
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
欠
乏
し
て
い
る
か
ら
で
は
な

い
。
そ
の
結
果
と
し
て
い
ら
ぬ
と
こ
ろ
ま
で
の
さ
ば
り
出
て
、
要
も
な
い
課

目
を
打
ち
の
め
さ
ね
ば
や
ま
ぬ
て
い
の
勇
気
が
あ
る
か
ら
迷
惑
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
人
は
自
己
の
主
張
を
守
る
の
点
に
お
い
て
志
士
で
あ
る
。
主
張
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を
貫
か
ん
と
す
る
の
点
に
お
い
て
勇
士
で
あ
る
。
主
張
の
長
所
を
認
む
る
の

点
に
お
い
て
智
者
で
あ
る
。
他
意
な
く
人
の
た
め
に
尽
さ
ん
と
す
る
の
点
に

お
い
て
善
人
で
あ
る
。
た
だ
自
他
の
関
係
を
知
ら
ず
、
眼
を
全
局
に
注
ぐ
能

わ
ざ
る
が
た
め
、
わ
が
縄
張
な
わ
ば
り
を
設
け
て
、
い
い
加
減
な
と
こ
ろ
に
幅
を
利き

か
し
て
満
足
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
足
に
任
せ
て
天
下
を
横
行
し
て
、
憚はば
か
ら

ぬ
の
が
災
わ
ざ
わ
いに
な
る
。
人
が
咎とが
め
れ
ば
云
う
。
お
れ
の
地
面
と
君
の
地
面
と
の

境
は
ど
こ
だ
。
境
は
自
分
が
き
め
ぬ
だ
け
で
、
人
の
方
で
は
と
う
か
ら
定
め

て
い
る
。
再
び
咎とが
め
れ
ば
云
う
。
こ
の
通
り
足
が
達
者
で
ど
こ
へ
で
も
歩
い

て
行
か
れ
る
じ
ゃ
な
い
か
。
足
の
達
者
な
の
は
御
意
の
通
り
で
あ
る
。
足
に

任
せ
て
人
の
畠
は
た
けを
荒
ら
さ
れ
て
は
困
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
か
の
志
士
と
云

い
、
勇
士
と
云
い
、
智
者
と
云
い
、
善
人
と
云
わ
れ
た
る
も
の
も
こ
こ
に
お
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い
て
か
た
ち
ま
ち
に 

浪  

人 

ろ
う
に
ん

と
な
り
、
暴
士
と
な
り
、
盲
者
と
な
り
、
悪
人

と
な
る
。

　
今
の
評
家
の
あ
る
も
の
は
、
あ
る
点
に
お
い
て
こ
の
教
師
に
似
て
い
る
と

思
う
。
も
っ
と
も
尊
敬
す
べ
き
言
語
を
も
っ
て
評
家
を
翻
訳
す
れ
ば
教
師
で

あ
る
。
も
っ
と
も 
謙  

遜 
け
ん
そ
ん

し
た
る
意
義
に
お
い
て
作
家
を
解
釈
す
れ
ば
生
徒

で
あ
る
。
生
徒
の
点
数
は
教
師
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
生
徒
の
父
兄 

朋  

友 

ほ
う
ゆ
う

と

い
え
ど
も
こ
の
権
利
を
い
か
ん
と
も
す
る
事
は
で
き
ん
。
学
業
の 

成  

蹟 

せ
い
せ
き

は

一
に
教
師
の
判
断
に
任
せ
て
、
不
平
を
さ
し
は
さ
ま
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
か

え
っ
て
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
の
優
劣
を
定
め
ん
と
し
つ
つ
あ
る
。
一
般
の
世

間
が
評
家
に
望
む
と
こ
ろ
は
正
に
こ
れ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

　
た
だ
学
校
の
教
師
に
は
専
門
が
あ
る
。
担
任
が
あ
る
。
評
家
は
こ
こ
ま
で
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発
達
し
て
お
ら
ぬ
。
た
ま
に
は
詩
の
み
評
す
る
も
の
、
劇
の
み
品
す
る
も
の

も
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
す
ら  

寥    

々  

り
ょ
う
り
ょ
う
た
る
も
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず

こ
れ
ら
の
分
類
は
形
式
に
属
す
る
分
類
で
あ
る
か
ら
、
専
門
と
し
て
独
立
す

る
価
値
が
あ
る
か
な
い
か
す
で
に
疑
問
で
あ
る
。
し
て
見
る
と
、
つ
ま
り
は

純
文
学
の
批
評
家
は
純
文
学
の
方
面
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
創
作
を
検
閲
し
て

採
点
し
つ
つ
あ
る
事
に
な
る
。
前
例
を
布
衍
ふ
え
ん
し
て
云
う
と
地
理
、
数
学
、
物

理
、
歴
史
、
語
学
の
試
験
を
た
だ
一
人
で
担
任
す
る
と
同
様
な
結
果
に
な
る
。

　
純
文
学
と
云
え
ば
は
な
は
だ 
単  
簡 
た
ん
か
ん

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
を
論
ず

れ
ば
千
差
万
別
で
あ
る
。
実
は
文
学
の  
標    

榜  
ひ
ょ
う
ぼ
う

す
る
と
こ
ろ
は
何
と
何
で

そ
の
表
現
し
得
る
題
目
は
い
か
な
る
範
囲
に
跨また
が
っ
て
、
そ
の
人
を
動
か
す

点
は
幾
ヵ
条
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
未
来
の
開
化
に
触
る
る
と
き
ど
こ
ま
で
押お
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拡 
し
ひ
ろ
げ
得
る
も
の
で
あ
る
か
、
い
ま
だ
何
人
も
組
織
的
に
研
究
し
た
も
の
が

お
ら
ん
の
で
あ
る
。
ま
た
す
こ
ぶ
る
で
き
に
く
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
云
う
て
は
分
ら
ん
か
も
知
ら
ぬ
。
例
を
挙あ
げ
て
二
三
を
語
れ
ば
す
ぐ

に
合
点
が
て
ん
が
行
く
。
古
い
話
で
あ
る
が
昔むか
し
の
人
は
劇
の
三
統
一
と
云
う
事
を

必
要
条
件
の
よ
う
に
説
い
た
。
と
こ
ろ
が
沙
翁
さ
お
う
の
劇
は
こ
れ
を
破
っ
て
い
る
。

し
か
も
立
派
に
で
き
て
い
る
。
し
て
み
る
と
統
一
が
劇
の
必
要
で
あ
る
と
云

う
趣
味
か
ら
沙
翁
の
作
物
を
見
れ
ば
失
望
す
る
に
き
ま
っ
て
い
る
。
あ
る
い

は
駄
作
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
こ
れ
が
た
め
に
統
一
論
の
価
値
が
な

く
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
価
値
が
モ
ジ
フ
ハ
イ
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
思

う
。
だ
か
ら
こ
の
条
件
を
充み
た
し
た
劇
を
見
れ
ば
や
は
り
そ
れ
な
り
に
面
白

い
。
そ
の
代
り
沙
翁
の
劇
を  

賞    

翫  

し
ょ
う
が
ん

す
る
態
度
で
か
か
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
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読
者
の
方
で
融
通
を
利き
か
し
て
、
そ
の
作
物
と
同
じ
平
面
に
立
つ
だ
け
の
余

裕
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ほ
か
に
一
例
を
あ
げ
る
。
ま
た
沙
翁
を
引
合
に
出

す
が
、
あ
の
男
の
か
い
た
も
の
は
す
ご
ぶ
る
乱
暴
な
所
が
あ
る
。
劇
の
一
段
シ
ー
ン

が
た
っ
た
五
六
行
で
、
始
ま
る
か
と
思
う
と
す
ぐ
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思

う
の
に
、
作
者
は
大
胆
に
も
平
気
で
い
く
ら
で
も
、
こ
ん
な
連
鎖
を
設
け
て

い
る
。
無
論
マ
ク
ベ
ス
の
発
端
の
よ
う
に
行
数
は
短
か
く
て
も
、
興
味
の
上

に
お
い
て
全
篇
を
貫
く
重
み
の
あ
る
も
の
は
論
外
で
あ
る
が
、
平
々
凡
々
た

る
し
か
も
十
行
内
外
の
一
段
を
設
け
る
の
は
、
話
し
の
続
き
を
あ
ら
わ
す
た

め
や
む
を
え
ず  

挿    

入  

そ
う
に
ゅ
う

し
た
の
だ
と
見
え
透す
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
換
言

す
れ
ば
彼
の
戯
曲
の
あ
る
も
の
は
齣
幕
の
組
織
に
お
い
て
明
か
に
比
例
を
失

し
て
い
る
。
だ
か
ら
比
例
だ
け
を
眼
中
に
置
い
て
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
オ
ブ
・
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ヴ
ェ
ニ
ス
を
読
む
も
の
は
必
ず
失
敗
の
作
だ
と
云
う
だ
ろ
う
。
マ
ー
チ
ャ
ン

ト
・
オ
ブ
・
ヴ
ェ
ニ
ス
は
こ
の
点
か
ら
読
む
べ
き
も
の
で
な
い
と
云
う
事
が

わ
か
る
。
ま
た
沙
翁
を
引
き
合
に
出
す
。
オ
セ
ロ
は
四
大
悲
劇
の
一
で
あ
る
。

し
か
し
読
ん
で
け
っ
し
て
好
い
感
じ
の
起
る
も
の
で
は
な
い
。
不
愉
快
で
あ

る
。
（
今
は
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
余
地
が
な
い
か
ら
略
す
）
も
し
感
じ
一

方
を
も
っ
て
あ
の
作
に
対
す
れ
ば
全
然
愚
作
で
あ
る
。
幸
に
し
て
オ
セ
ロ
は

事
件
の 

綜  

合 

そ
う
ご
う

と
人
格
の
発
展
が
非
常
に
う
ま
く
配
合
さ
れ
て
自
然
と
悲
劇

に
運
び
去
る
手
際
て
ぎ
わ
が
あ
る
。
読
者
は
そ
れ
を
見
れ
ば
い
い
。
日
本
の
芝
居
の

仕
組
は
支
離
滅
裂
で
あ
る
。
馬
鹿
馬
鹿
し
い
。
結
構
と
か
性
格
と
か
云
う
点

か
ら
あ
れ
を
見
た
な
ら
ば
抱
腹
す
る
の
が
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
幕
に
変
化

が
あ
る
。
出
来
事
が 

走 

馬 

灯 

そ
う
ま
と
う

の
ご
と
く
人
を
驚
か
し
て
続
々
出
る
。
こ
こ
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だ
け
を
面
白
が
っ
て
、
そ
の
ほ
か
を
忘
れ
て
お
れ
ば
や
は
り
幾
分
の
興
味
が

あ
る
。
一
九
は
御
覧
の
通
り
の
作
者
で
あ
る
。
一
九
を
読
ん
で
崇
高
の
感
が

な
い
と
云
う
の
は
非
難
し
よ
う
も
な
い
。
崇
高
の
感
が
な
い
か
ら
排
斥
す
べ

し
と
云
う
の
は
、
文
学
と
崇
高
の
感
と
内
容
に
お
い
て
全
部
一
致
し
た
暁
で

な
け
れ
ば
云
え
ぬ
事
で
あ
る
。
一
九
に
点
を
与
え
る
と
き
に
は 

滑  

稽 

こ
っ
け
い

が
下げ

卑ひ
で
あ
る
か
ら
五
十
と
か
、  

諧    

謔  

か
い
ぎ
ゃ
く

が
自
然
だ
か
ら
九
十
と
か
き
め
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
メ
リ
メ
の
カ
ル
メ
ン
は
カ
ル
メ
ン
と
云
う
女
性
を
描えが
い
て
躍

然
た
ら
し
め
て
い
る
。
あ
れ
を
読
ん
で
人
生
問
題
の
根
元
に
触
れ
て
い
な
い

か
ら
駄
作
だ
と
云
う
の
は
数
学
の
先
生
が
英
語
の
答
案
を
見
て
方
程
式
に
あ

て
は
ま
ら
な
い
か
ら
落
第
だ
と
云
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
デ
フ
ォ
ー
は
一

種
の
写
実
家
で
あ
る
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
ク
ル
ー
ソ
ー
を
読
ん
で
テ
ニ
ソ
ン
の
イ
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ノ
ッ
ク
・
ア
ー
デ
ン
の
よ
う
に
詩
趣
が
な
い
と
云
う
。
こ
こ
ま
で
は
な
る
ほ

ど
と
降
参
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
ロ
ビ
ン
ソ
ン
ク
ル
ー
ソ
ー

は
作
物
に
な
ら
な
い
と
云
う
の
は
歌
麿
の
風
俗
画
に
は
美
人
が
あ
る
が
、
ギ

ド
・
レ
ニ
の
マ
グ
ダ
レ
ン
は
女
に
な
っ
て
お
ら
ん
と
主
張
す
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
　
　
例
を
挙あ
げ
れ
ば
際
限
が
な
い
か
ら
や
め
る
。

　
作
家
が
評
家
に
呈
出
す
る
答
案
は
か
く
の
ご
と
く
多
種
多
面
で
あ
る
。
評

家
は
中
学
の
教
師
の
ご
と
く
部
門
を
わ
け
て
採
点
す
る
か
ま
た
は
一
人
で
物

理
、
数
学
、
地
理
、
歴
史
の
智
識
を
兼
ね
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
今
の
評
家
は

後
者
で
あ
る
。
い
や
し
く
も
評
家
で
あ
っ
て
、
専
門
の
分
岐
ぶ
ん
き
せ
ぬ
今
の
世
に

立
つ
か
ら
に
は
、
多
様
の
作
家
が
呈
出
す
る
答
案
を
検
閲
す
る
と
き
に
あ
た

っ
て
、
い
ろ
い
ろ
に
立
場
を
易か
え
て
、
作
家
の
精
神
を
汲く
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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融
通
の
き
か
ぬ
一
本
調
子
の
趣
味
に 

固  

執 

こ
し
ゅ
う

し
て
、
そ
の
趣
味
以
外
の
作
物

を
一
気
に 

抹  

殺 

ま
っ
さ
つ

せ
ん
と
す
る
の
は
、
英
語
の
教
師
が
物
理
、
化
学
、
歴
史

を
受
け
持
ち
な
が
ら
、
す
べ
て
の
答
案
を
英
語
の
尺
度
で
採
点
し
て
し
ま
う

と
一
般
で
あ
る
。
そ
の
尺
度
に
合
せ
ざ
る
作
家
は
こ
と
ご
と
く
落
第
の
悲
運

に
際
会
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
世
間
は
学
校
の
採
点
を
信
ず
る
ご
と
く
、
評
家

を
信
ず
る
の
極
き
ょ
くつ
い
に
そ
の
落
第
を
当
然
と
認
定
す
る
に
至
る
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
お
い
て
評
家
の
責
任
が
起
る
。
評
家
は
ま
ず
世
間
と
作
家
と
に
向

っ
て
文
学
は
い
か
な
る
者
ぞ
と
云
う
解
決
を
与
え
ね
ば
な
ら
ん
。
文
学
上
の

述
作
を
批
判
す
る
に
あ
た
っ
て
（
詩
は
詩
、
劇
は
劇
、
小
説
は
小
説
、
す
べ

て
に
共
有
な
る
点
は
共
有
な
る
点
と
し
て
）
批
判
す
べ
き
条
項
を
明
か
に
備

え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
あ
た
か
も
中
学
及
び
高
等
学
校
の
規
定
が
何
と
何
と
、
こ
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れ
こ
れ
と
を
修
め
得
ざ
る
も
の
は
学
生
に
あ
ら
ず
と
宣
告
す
る
が
ご
と
く
せ

ね
ば
な
ら
ん
。
こ
の
条
項
を
備
え
た
る
評
家
は
こ
の
条
項
中
の
あ
る
も
の
に

つ
い
て
百
よ
り
〇
に
至
る
ま
で
の
点
数
を
作
家
に
附
与
せ
ね
ば
な
ら
ん
。
こ

の
条
項
の
う
ち
わ
が
趣
味
の
欠
乏
し
て
自
己
に
答
案
を
検
査
す
る
の
資
格
な

し
と
思し
惟い
す
る
と
き
は
作
家
と
世
間
と
に
遠
慮
し
て
点
数
を
付
与
す
る
事
を

差さ
し
控ひか
え
ね
ば
な
ら
ん
。
評
家
は
自
己
の
得
意
な
る
趣
味
に
お
い
て
専
門
教

師
と
同
等
の
権
力
を
有
す
る
を
得
べ
き
も
、
そ
の
縄
張

な
わ
ば
り
以
外
の
諸
点
に
お
い

て
は
知
ら
ぬ
、
わ
か
ら
ぬ
と
云
い
切
る
か
、
ま
た
は
何
事
を
も
云
わ
ぬ
が
礼

で
あ
り
、
徳
義
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
条
項
を
机
の
上
に
貼は
り
附つ
け
る
の
は
、
学
校
の
教
師
が
、
学
校

の
課
目
全
体
を
承
知
の
上
で
、
自
己
の
受
持
に
当
る
よ
う
な
も
の
で
、
自
他
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の
関
係
を
明
か
に
し
て
、
文
学
の
全
体
を
一
目
に
見
渡
す
と
同
時
に
、
自
己

の
立
脚
地
を
知
る
の
便
宜
べ
ん
ぎ
に
な
る
。
今
の
評
家
は
こ
の
便
宜
を
認
め
て
い
な

い
。
認
め
て
も
作
っ
て
い
な
い
。
た
だ
手
当
り
次
第
に
や
る
。
述
作
に
対
す

る
と
思
い
つ
い
た
事
を
い
い
加
減
に
述
べ
る
。
だ
か
ら
評
し
尽
し
た
の
だ
か
、

ま
だ
残
っ
て
い
る
の
か
当
人
に
も
判
然
し
な
い
。
西
洋
も
日
本
も
同
じ
事
で

あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
条
項
を
遺
憾
い
か
ん
な
く
揃そろ
え
る
た
め
に
は
過
去
の
文
学
を
材
料
と
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
過
去
の
批
評
を 
一  
括 
い
っ
か
つ

し
て
そ
の
変
遷
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

し
た
が
っ
て
上
下
数
千
年
に
渉わた
っ
て
抽
象
的
の
工
夫
く
ふ
う
を
費
や
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

右
か
ら
見
て
い
る
人
と
左
か
ら
眺
め
て
い
る
人
と
の
関
係
を
同
じ
平
面
に
あ

つ
め
て
比
較
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
昔むか
し
の
人
の
述
作
し
た
精
神
と
、
今
の
人
の
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支
配
を
受
く
る
潮
流
と
を
地
図
の
よ
う
に
指
ゆ
び
さし
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
要
す
る

に
一
人
の
事
業
で
は
な
い
。
一
日
の
事
業
で
も
な
い
。

　
こ
の
条
項
を
備
え
た
る
人
に
し
て
始
め
て
、
こ
の
条
項
中
に
差
等
を
つ
け

る
事
を
考
え
て
も
よ
い
と
思
う
。
人
力
も
人
を
載
せ
る
。
電
車
も
人
も
載
せ

る
。
両
者
を
知
っ
た
も
の
が
始
め
て
両
者
の
利
害
長
短
を
比
較
す
る
の
権
利

を
享う
け
る
。
中
学
の
課
目
は
数
に
お
い
て
き
ま
っ
て
い
る
。
時
間
の
多
少
は

一
様
で
は
な
い
。
必
要
の
度
の
高
い
英
語
の
ご
と
き
は
比
較
的
多
く
の
時
間

を
占
領
し
て
い
る
。
批
評
の
条
項
に
つ
い
て
も
諸
人
の
合
意
で
こ
れ
ら
の
高

下
を
定
め
る
事
が
で
き
る
か
も
知
れ
ぬ
。
（
で
き
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
）
崇
高
感

を
第
一
位
に
置
く
も
よ
い
。
純
美
感
を
第
一
に
す
る
も
よ
い
。
あ
る
い
は
人

間
の
機
微
に
触
れ
た
内
部
の
消
息
を
伝
え
た
作
品
を
第
一
位
に
据す
え
て
も
い
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い
。
あ
る
い
は
平
々
淡
々
の
う
ち
に
人
を
引
き
着
け
る
垢
抜
あ
か
ぬ
け
の
し
た
著
述

を
推お
す
も
い
い
。
猛
烈
な
も
の
で
も
、
沈
静
な
も
の
で
も
、
形
式
の
整
っ
た

も
の
で
も
、  

放    

縦  
ほ
う
し
ょ
う

に
し
て
ま
と
ま
ら
ぬ
う
ち
に
面
白
味
の
あ
る
も
の
で

も
、
精
緻
せ
い
ち
を
極きわ
め
た
も
の
で
も
、
一
気
に
呵
成
か
せ
い
し
た
も
の
で
も
、
神
秘
的
な

も
の
で
も
、
写
実
的
な
も
の
で
も
、
朧
お
ぼ
ろの
な
か
に
影
を
認
め
る
よ
う
な
糢も
糊こ

た
る
も
の
で
も
、
青
天
白
日
の
下
に
掌
て
の
ひ
らを
さ
す
が
ご
と
き  

明    

暸  

め
い
り
ょ
う

な
も
の

で
も
い
い
　
　
。
相
当
の
理
由
が
あ
っ
て
第
一
位
に
置
か
ん
と
な
ら
ば
、
相

当
の
理
由
が
あ
っ
て
等
差
を
附
す
る
な
ら
ば  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

な
い
。
た
だ
し
で
き

る
か
で
き
ぬ
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
条
項
に
差
等
を
つ
け
る
と
同
時
に
こ
れ
ら
の
条
項
中
の
あ
る
も

の
は
性
質
に
お
い
て 

併  

立 

へ
い
り
つ

し
て
存
在
す
べ
き
も
、
甲
乙
を
従
属
せ
し
む
べ
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き
も
の
で
な
い
と
云
う
事
に
気
が
つ
く
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
も
そ
の
併
立
せ

る
も
の
が
一
見
反
対
の
趣
味
で
相
容
あ
い
い
れ
ぬ
と
云
う
事
実
も
認
め
得
る
か
も
知

れ
ぬ
　
　
批
評
家
は
反
対
の
趣
味
も
同
時
に 

胸  

裏 

き
ょ
う
り

に
蓄
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
物
理
学
者
が
物
質
を
材
料
と
す
る
ご
と
く
、
動
物
学
者
が
動
物
を
材
料
と

す
る
ご
と
く
、
批
評
家
も
ま
た
過○

去○

の
文
学
を
材
料
と
し
て
以
上
の
条
項
と

こ
の
条
項
に
従
て
起
る
趣
味
の
法
則
を
得
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
れ
ど
も
こ
の
条

項
と
こ
の
法
則
と
は
過﹅
去﹅
の﹅
材﹅
料﹅
よ
り
得
た
る
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

し
た
が
っ
て
古
ふ
る
きに 

拘  

泥 

こ
う
で
い

し
て
あ
ら
ゆ
る
未
来
の
作
物
に
こ
れ
ら
を
応
用
し

て
得
た
り
と
思
う
は
誤
り
で
あ
る
。
死
し
た
る
自
然
は 

古 

今 

来 

こ
こ
ん
ら
い

を
通
じ
て

同
一
で
あ
る
。
活
動
せ
る
人
間
精
神
の
発
現
は 

版  

行 

は
ん
こ
う

で
押
し
た
よ
う
に
は

行
か
ぬ
。
過
去
の
文
学
は
未
来
の
文
学
を
生
む
。
生
ま
れ
た
も
の
は
同
じ
訳
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に
は
行
か
ぬ
。
同
じ
訳
に
行
か
ぬ
も
の
を
、
同
じ
法
則
で 

品  

隲 

ひ
ん
し
つ

せ
ん
と
す

る
の
は
舟
を
刻
ん
で
剣
を
求
む
る
の
類
た
ぐ
いで
あ
る
。
過
去
を 

綜  

合 

そ
う
ご
う

し
て
得
た

る
法
則
は
批
評
家
の
参
考
で
、
批
評
家
の
尺
度
で
は
な
い
。
尺
度
は
伸
縮
自

在
に
し
て
常
に
彼
の
胸
中
に
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
批
評
の
法
則
が
立
つ
と

文
学
が
衰
え
る
と
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
法
則
が
わ
る
い
の
で
は
な
い
。
法

則
を
利
用
す
る
評
家
が
変
通
の
理
を
解
せ
ん
の
で
あ
る
。

　
作
家
は
造
物
主
で
あ
る
。
造
物
主
で
あ
る
以
上
は
評
家
の
予
期
す
る
も
の

ば
か
り
は
拵こし
ら
え
ぬ
。
突
然
と
し
て 
破 

天 

荒 
は
て
ん
こ
う

の
作
物
を 

天  

降 

あ
ま
く
だ

ら
せ
て
評

家
の
脳
を
奪
う
事
が
あ
る
。
中
学
の
課
目
は
文
部
省
で
き
め
て
あ
る
。
課
目

以
外
の
答
案
を
出
し
て
採
点
を
求
め
る
生
徒
は
一
人
も
な
い
。
し
た
が
っ
て

教
師
は
融
通
が
利き
か
な
く
て
も
よ
い
。
造
物
主
は
白
い
烏
か
ら
すを
一
夜
に
作
る
か
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も
知
れ
ぬ
。
動
物
学
者
は
白
い
烏
を
見
た
以
上
は
烏
は
黒
い
も
の
な
り
と
の

定
義
を
変
ず
る
必
要
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
ご
と
く
、
批
評
家
も
ま
た
古
来
の

法
則
に
遵
し
た
がわ
ざ
る
、
ま
た
過
去
の
作
中
よ
り
挙あ
げ
尽
し
た
る
評
価
的
条
項
以

外
の
条
項
を
有
す
る
文
辞
に
接
せ
ぬ
と
は
限
ら
ぬ
。
こ
れ
に
接
し
た
る
と
き
、

白
い
烏
を
烏
と
認
む
る
ほ
ど
の
、
見
識
と
勇
気
と
説
明
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

こ
れ
が
で
き
る
た
め
に
は
以
上
の
条
項
と
法
則
を
知
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
知
っ

て
融
通
の
才
を
利き
か
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。 

拘  

泥 

こ
う
で
い

す
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。

　
現
代
評
家
の
弊へい
は
こ
の
条
項
と
こ
の
法
則
を
知
ら
ざ
る
に
あ
る
。
あ
る
人

は 

煩  

悶 

は
ん
も
ん

を
描えが
か
ね
ば
文
学
で
な
い
と
云
う
。
あ
る
も
の
は
他
に
い
か
ほ
ど

の
採と
る
べ
き
点
が
あ
っ
て
も
、
事
件
に
少
し
で
も
不
自
然
が
あ
れ
ば
文
学
で

な
い
と
云
う
。
あ
る
も
の
は
人
間
交
渉
の
際
卒
然
と
し
て
起
る
際きわ
ど
き
真○

味○
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が
な
け
れ
ば
文
学
で
な
い
と
云
う
。
あ
る
も
の
は
平
淡
な
る
写
生
文
に
事
件

の
発
展
が
な
い
の
を
見
て
文
学
で
な
い
と
云
う
。
し
か
し
て
評
家
が
従
来
の

読
書
及
び
先
輩
の 

薫  

陶 

く
ん
と
う

、
も
し
く
は
自
己
の  

狭    

隘  

き
ょ
う
あ
い

な
る
経
験
よ
り
出

で
た
る
一
縷
い
ち
る
の
細
長
き
趣
味
中
に
含
ま
る
る
も
の
の
み
を
見
て
真
の
文
学
だ
、

真
の
文
学
だ
と
云
う
。
余
は
こ
れ
を
不
快
に
思
う
。

　
余
は
評
家
で
は
な
い
。
前
段
に
述
べ
た
る
資
格
を
有
す
る
評
家
で
は
無
論

な
い
。
し
た
が
っ
て
評
家
と
し
て
の
余
の
位い
地ち
を
高
め
ん
が
た
め
に
こ
の
篇

を
草
し
た
の
で
は
な
い
。
時
間
の
許
す
限
り
世
の
評
家
と
共
に
過
去
を
研
究

し
て
、
出
来
得
る
限
り
こ
の 

根 

拠 
地 

こ
ん
き
ょ
ち

を
作
り
た
い
と
思
う
。
思
う
に
つ
い

て
は
自
分
一
人
で
や
る
よ
り
広
く
天
下
の
人
と
共
に
や
る
方
が
わ
が
文
界
の

慶
事
で
あ
る
か
ら
云
う
の
で
あ
る
。
今
の
評
家
は
か
ほ
ど
の
事
を
知
ら
ぬ
訳
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で
は
あ
る
ま
い
か
ら
、
御
互
に
こ
う
云
う  

了    

見  

り
ょ
う
け
ん

で
過
去
を
研
究
し
て
、

御
互
に
得
た
結
果
を
交
換
し
て
自
然
と 

吾  

邦 

わ
が
く
に

将
来
の
批
評
の
土
台
を
築
い

た
ら
よ
か
ろ
う
と
相
談
を
す
る
の
で
あ
る
。
実
は
西
洋
で
も
さ
ほ
ど
進
歩
し

て
お
ら
ん
と
思
う
。

　
余
は
今
日
ま
で
に
多
少
の
創
作
を
し
た
。
こ
の
創
作
が
世
間
に
解
せ
ら
れ

ず
し
て
不
平
だ
か
ら
こ
の
言
を
な
す
の
で
な
い
の
は
無
論
で
あ
る
。
余
の
作

物
は
余
の
予
期
以
上
に
歓
迎
さ
れ
て
お
る
。
た
と
い
あ
る
人
々
か
ら
種
々
の

注
文
が
出
て
も
、
そ
の
注
文
者
の
立
場
は
余
に
よ
く
わ
か
っ
て
お
る
。
し
た

が
っ
て
こ
れ
ら
の
人
に
対
し
て
不
平
は
な
お
さ
ら
な
い
。
だ
か
ら
余
の
云
う

事
は
自
己
の
作
物
の
た
め
で
な
い
事
は
明
か
で
あ
る
。
余
は
た
だ
吾
邦
未
来

の
文
運
の
た
め
に
云
う
の
で
あ
る
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
夏
目
漱
石
全
集10

」
ち
く
ま
文
庫
、
筑
摩
書
房

　
　
　1988
（
昭
和63

）
年7

月26

日
第1

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
筑
摩
全
集
類
聚
版
夏
目
漱
石
全
集
」
筑
摩
書
房

　
　
　1971

（
昭
和46
）
年4

月
〜1972

（
昭
和47

）
年1

月

入
力
：
柴
田
卓
治

校
正
：
大
野
晋

1999

年9

月15

日
公
開

2004

年2

月26

日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：
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こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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