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文
学
空
間
に
〈
聞
こ
え
な
い
音
〉
を
聞
く
授
業
の
理
論
と
実
践

―
「
ボ
タ
ン
ち
ゃ
ん
」「
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
」「
失
は
れ
る
物
語
」
―大

國

眞

希

文
学
的
な
文
章
の
意
義
の
ひ
と
つ
は
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
ら
が
指
摘
し
た
よ
う
な
言
語
の
創
造
性
や
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
ら
の
詩
的
機
能
と
分

か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
そ
し
て
、
文
学
的
な
文
章
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、「〈
な
い
〉
を
あ
ら
し
め
る
」
こ

と
で
あ
ろ
う
。
小
説
技
法
で
は
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
「
〜
も
見
な
い
」「
〜
も
見
な
い
」
と
否
定
す
る
世
界
旅
行
を
想
起
さ
せ
、
詩
句
で
は
萩

原
朔
太
郎
の
「
我
の
持
た
ざ
る
も
の
は
一
切
な
り
」
も
そ
の
一
種
に
と
数
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
映
像
表
現
で
は
不
可
能
な
「
窓
の
な

い
部
屋
」「
ド
ア
の
な
い
部
屋
」
な
ど
の
よ
う
に
、〈
な
い
〉
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
〈
な
い
〉
も
の
を
存
在
さ
せ
る
記
述
も
、
そ
の
一

例
と
し
て
連
な
る
。
ま
た
、
文
学
的
な
文
章
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
文
学
空
間
の
更
な
る
特
徴
と
し
て
、〈
音
〉
に
よ
っ
て
空
間
を
生
成

す
る
点
も
挙
げ
ら
れ
る
。
芥
川
龍
之
介
の
「
か
ち
か
ち
山
」（
未
定
稿
『
芥
川
龍
之
介
全
集
別
冊
』
一
九
二
八
・
二
）
を
読
ん
で
み
よ
う

（
註
1
）。

童
話
時
代
の
う
す
明
り
の
中
に
、
一
人
の
老
人
と
一
頭
の
兎
と
は
、
舌
切
雀
の
か
す
か
な
羽
音
を
聞
き
な
が
ら
、
し
づ
か
に
老
人
の

妻
の
死
を
な
げ
い
て
ゐ
る
。
と
ほ
く
に
懶
い
響
き
を
立
て
て
ゐ
る
の
は
、
鬼
ケ
島
に
通
ふ
海
の
永
久
に
く
づ
れ
る
事
の
な
い
波
で
あ
ら
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う
。
永
久
に
く
づ
れ
る
事
の
な
い
波
は
善
悪
の
舟
を
め
ぐ
つ
て
懶
い
子
守
唄
を
う
た
つ
て
ゐ
る
。

（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
様
）

「
か
ち
か
ち
山
」
や
「
舌
切
雀
」「
浦
島
太
郎
」
な
ど
の
世
界
を
〈
音
〉
に
よ
っ
て
重
ね
て
、
次
第
に
物
語
の
空
間
が
創
ら
れ
て
い

く
様
を
こ
の
引
用
か
ら
堪
能
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、〈
音
〉
は
小
説
空
間
を
生
成
す
る
核
な
の
だ
。

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
、
本
稿
で
は
、
文
学
的
な
文
章
の
重
要
な
特
徴
で
も
あ
る
〈
な
い
〉
と
〈
音
〉
に
注
目
し
、
特
に
文
学
空
間

に
響
く
〈
聞
こ
え
な
い
音
〉、〈
届
か
な
い
音
〉
は
ど
の
よ
う
に
体
験
で
き
、
ま
た
そ
の
体
験
を
共
有
で
き
る
か
を
、
主
に
授
業
実
践
を

通
し
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一.

届
か
な
い
〈
音
〉、
聞
こ
え
な
い
〈
音
〉
が
響
く
文
学
空
間

小
川
洋
子
は
「
死
者
や
動
物
た
ち
や
草
花
た
ち
の
無
言
の
声
を
言
葉
に
す
る
」
姿
勢
を
有
し
て
い
る
と
表
現
し
て
や
ま
な
い
作
家
で

あ
る
（
註
2
）。
彼
女
が
小
学
校
に
入
学
し
て
す
ぐ
に
創
作
し
た
話
が
原
型
に
な
っ
て
い
る
と
推
察
で
き
る
（
註
3
）
絵
本
「
ボ
タ
ン

ち
ゃ
ん
」（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
一
五
・
一
一
）
も
、
物
、
静
物
、
観
念
的
な
意
味
で
の
死
者
と
い
っ
た
声
な
き
も
の
の
〈
声
〉
や

〈
音
〉
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
た
物
語
だ
。「
ボ
タ
ン
ち
ゃ
ん
」
で
は
、
ア
ン
ナ
ち
ゃ
ん
と
い
う
女
の
子
の
と
っ
て
お
き

の
ブ
ラ
ウ
ス
に
つ
い
て
い
る
、
ボ
タ
ン
ホ
ー
ル
ち
ゃ
ん
と
仲
良
し
の
ボ
タ
ン
ち
ゃ
ん
が
（
中
心
的
な
視
点
人
物
な
ら
ぬ
）
中
心
的
な
視

点
物
だ
。
あ
る
と
き
、
糸
が
切
れ
て
、
ボ
タ
ン
ち
ゃ
ん
は
子
ど
も
部
屋
を
転
が
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
、
ア
ン
ナ
ち
ゃ
ん
が
赤
ち
ゃ
ん
の

と
き
に
握
っ
て
い
た
ガ
ラ
ガ
ラ
や
、
い
ま
や
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
丸
ま
っ
た
よ
だ
れ
か
け
や
耳
の
半
分
と
れ
た
ホ
ッ
キ
ョ
ク
グ
マ
が
、
お

も
ち
ゃ
箱
の
裏
や
ベ
ッ
ド
の
下
で
泣
い
て
い
る
の
に
出
会
い
、
声
を
か
け
、
話
を
聞
い
て
あ
げ
る
。
そ
の
後
、
帰
還
す
る
も
、
最
後
に

28



は
ボ
タ
ン
ち
ゃ
ん
が
付
い
て
い
る
ブ
ラ
ウ
ス
を
も
ア
ン
ナ
ち
ゃ
ん
は
着
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
ボ
タ
ン
ち
ゃ
ん
は
「
思
い
出
箱
」

に
し
ま
わ
れ
、
ガ
ラ
ガ
ラ
た
ち
と
再
会
を
果
た
す
、
と
い
う
筋
立
て
だ
。
物
語
は
以
下
の
一
文
で
結
ば
れ
る
。

と
き
ど
き
、
ガ
ラ
ガ
ラ
が
小
さ
く
、
カ
シ
ャ
と
鳴
り
ま
す
が
、
ア
ン
ナ
ち
ゃ
ん
の
耳
に
は
も
う
と
ど
き
ま
せ
ん
。

「
カ
シ
ャ
と
鳴
り
ま
す
」
で
止
め
ず
、
ア
ン
ナ
ち
ゃ
ん
の
耳
に
は
も
う
届
か
な
い
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、〈
文
学
的
〉
な
味
わ
い
が

深
ま
っ
て
い
る
。
音
は
聞
こ
え
て
初
め
て
音
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
こ
の
〈
音
〉
は
ア
ン
ナ
ち
ゃ
ん
に
は
聞
こ
え
な
い
、
存
在
し
な
い

音
だ
。
し
か
し
、
そ
の
存
在
の
不
可
能
性
を
孕
ん
だ
〈
音
〉
こ
そ
が
、
作
品
空
間
に
響
き
、
読
者
の
耳
に
（
脳
内
に
／
心
に
）
届
く
。

こ
の
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
の
眼
目
の
ひ
と
つ
は
、
読
者
の
耳
に
こ
の
〈
届
か
な
い
音
〉
を
い
か
に
届
か
せ
ら
れ
る
の
か
に
あ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
聞
こ
え
な
い
〈
音
〉
が
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
聞
こ
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
い
か
に
強
く
響
く
か
、
読
者
が
そ
の
響
き

を
感
じ
と
る
体
験
を
い
か
に
印
象
深
く
す
る
か
、
そ
れ
が
肝
要
で
あ
る
。

同
様
の
こ
と
は
立
原
え
り
か
の
「
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
同
作
は
、『
お
や
じ
の
値
段
』（
文
藝
春
秋
、

一
九
八
七
・
八
）
に
収
め
ら
れ
た
小
品
で
、
三
省
堂
『
現
代
の
国
語
新
訂
版
Ⅰ
』（
一
九
九
〇
）、『
現
代
の
国
語
Ⅰ
』（
一
九
九
三
、
一

九
九
七
、
二
〇
〇
二
、
二
〇
〇
六
）
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
単
元
は
「
平
和
を
願
う
」。

本
作
は
、「
私
」
が
小
学
生
の
頃
に
や
っ
て
き
て
い
た
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
の
こ
と
を
回
想
す
る
形
式
を
有
す
る
。
冒
頭
は
以

下
の
通
り
。

小
学
生
の
こ
ろ
の
夏
休
み
、
午
後
三
時
に
な
る
と
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
空
き
地
の
木
か
げ
に
自
転
車
を

と
め
て
、
ち
り
ん
ち
り
ん
と
鐘
を
鳴
ら
す
の
が
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
が
き
た
合
図
で
す
。

文学空間に〈聞こえない音〉を聞く授業実践（大國）
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お
客
が
い
な
く
な
る
と
彼
女
は
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
を
地
面
に
三
本
並
べ
て
置
き
、と
な
り
に
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
、し
ば
ら
く
じ
っ

と
し
て
か
ら
立
ち
去
る
と
い
う
奇
妙
な
行
動
を
す
る
。
後
に
空
襲
で
子
ど
も
を
三
人
失
く
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
跋
文
は

「
ち
り
ん
ち
り
ん
と
鐘
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
心
の
い
た
み
を
お
さ
え
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
女
の
人
に
、
小
学
生
た
ち
が
出
会
う
こ
と

も
、
も
う
な
い
で
し
ょ
う
」
で
あ
る
。
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
際
に
、「
ち
り
ん
ち
り
ん
と
鐘
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
心
の
痛
み
を
抑
え

て
い
た
に
ち
が
い
な
い
女
の
人
に
、
小
学
生
た
ち
が
出
会
う
夏
は
、
二
度
と
な
い
よ
う
に
と
思
い
ま
す
」
と
文
章
が
変
え
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
変
更
が
「
二
度
と
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
直
示
的
な
、
説
明
的
な
文
章
の
機
能
を
生
か
す
も
の
で
あ
り
、
文
学
的
な
文
章
に
お
い

て
は
原
作
の
ま
ま
「
も
う
な
い
」
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
作
者
の
平
和
の
願
い
が
「
共
感
」
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、

「
な
い
」〈
音
〉
を
ど
の
よ
う
に
深
く
受
容
す
る
か
に
か
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
す
る
こ
と
な
く
あ
ら
す
じ
だ
け
を
理
解
し
て
「
戦
争

は
悲
惨
だ
と
思
い
ま
し
た
」
や
「
平
和
は
大
切
だ
と
思
い
ま
し
た
」
と
い
う
感
想
が
、「
共
感
」
を
伴
わ
ず
、
外
側
の
整
合
性
だ
け
を

求
め
て
発
せ
ら
れ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
作
を
読
ん
だ
甲
斐
が
な
く
（
文
学
体
験
を
し
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
）、
単
元
が
も
と

め
る
「
平
和
の
願
い
」
は
果
さ
れ
ず
、
発
展
学
習
と
し
て
の
「
教
材
を
通
じ
て
思
い
を
伝
え
る
」
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
か
な
い
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
（
註
4
）。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
〈
聞
こ
え
な
い
音
〉
を
聞
く
た
め
に
〈
文
学
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
〉
を
利
用
し
た
読
み
の
実
践
を
お
こ
な
っ

た
、
そ
の
実
践
報
告
に
よ
っ
て
、〈
音
〉
を
聞
く
読
み
、
文
学
体
験
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
と
は
、
白
い
紙
の

上
に
縦
と
横
に
交
差
す
る
直
線
を
引
き
、
グ
ラ
フ
を
作
成
。
縦
軸
と
横
軸
の
項
目
を
そ
れ
ぞ
れ
自
由
に
設
定
し
、
聞
こ
え
て
く
る
音
を

視
覚
的
に
表
現
す
る
図
表
で
、
元
々
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
や
サ
ウ
ン
ド
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
環
境
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
と

し
て
作
成
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
大
庭
照
代
・
曽
我
部
行
子
が
簡
単
な
記
録
方
法
で
あ
り
な
が
ら
も
主
観
性
と
客
観
性
と
を
併
せ
も
つ

優
れ
た
環
境
評
価
ツ
ー
ル
へ
と
発
展
さ
せ
た
（
註
5
）。〈
文
学
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
〉
は
、
こ
の
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
か
ら
大
國
が
着
想
し

た
実
践
方
法
で
あ
る
（
註
6
）。
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
同
様
に
、
白
い
画
用
紙
に
グ
ラ
フ
を
描
く
要
領
で
縦
軸
と
横
軸
を
引
き
、
そ
れ
を

30



座
標
に
文
学
空
間
に
お
い
て
聞
き
取
っ
た
〈
音
〉
を
写
し
と
る
。
縦
軸
及
び
横
軸
の
標
題
（
項
目
）
は
記
録
者
の
任
意
に
設
定
す
る
。

こ
の
よ
う
な
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
は
、〈
音
〉
を
受
容
す
る
主
体
の
感
覚
を
客
観
的
に
提
示
で
き
る
特
性
を
も
つ
。
読
者
が
小
説
空
間
に

入
り
こ
み
、
そ
の
場
所
で
耳
を
澄
ま
す
こ
と
、
そ
の
時
に
聞
い
た
〈
音
〉
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
他
者
に
客
観
的
に
示
し
、

自
分
の
感
覚
を
精
査
し
、
考
察
し
、
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

二.

授
業
展
開

人
文
学
部（
但
し
文
学
系
を
専
攻
し
な
い
）女
子
学
生
三
〇
名
の
授
業
に
お
い
て
、「
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
」を
読
む
際
に
、〈
文

学
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
〉
を
使
用
し
た
。
一
コ
マ
九
〇
分
の
授
業
で
、
二
次
構
成
と
し
た
。
ま
ず
、「
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
」
を
読

み
、
初
読
の
感
想
を
書
い
て
も
ら
う
こ
と
か
ら
始
め
た
。
次
に
、
結
末
に
あ
る
「
ち
り
ん
ち
り
ん
と
鐘
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
心
の
い
た

み
を
お
さ
え
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
女
の
人
に
、
小
学
生
が
出
会
う
こ
と
も
、
も
う
な
い
で
し
ょ
う
」
と
あ
る
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
の

〈
音
〉
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
絵
画
も
し
く
は
図
表
化
す
る
活
動
を
お
こ
な
っ
た
（
一
次
）。
そ
し
て
、
学
生
た
ち
が
作
成

し
た
絵
画
も
し
く
は
図
表
を
共
有
し
た
後
、
今
度
は
、
作
品
「
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
」
の
中
に
響
く
音
を
、
最
初
の
「
ち
り
ん
ち

り
ん
」
と
一
次
の
授
業
で
絵
画
化
し
た
最
後
の
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
を
中
心
に
ひ
ろ
っ
て
、〈
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
〉
を
作
成
し
た
。
こ

れ
ら
を
四
人
の
班
に
分
か
れ
て
（
何
故
そ
の
よ
う
な
軸
の
項
目
を
設
定
し
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
か
な
ど

を
含
め
て
）
説
明
し
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
改
め
て
、
本
文
を
読
み
、
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
か
を
書
き
（
そ
の
際
に
は
一
旦
す
べ
て

の
作
業
内
容
を
消
化
し
、
気
持
ち
を
フ
ラ
ッ
ト
に
し
て
読
む
よ
う
指
示
し
た
）、
そ
し
て
、
最
後
に
自
分
の
初
読
の
感
想
と
比
較
、
ど

の
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
る
か
を
考
察
す
る
活
動
を
行
っ
た
（
二
次
）。

文学空間に〈聞こえない音〉を聞く授業実践（大國）
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【図1】

第
一
次

最
後
の
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
を
絵
画
化
・
図
表
化
す
る
活
動

九
〇
分
の
授
業
で
、「
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
」
を
読
み
、
最
後
に
示
さ
れ
る
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
と
い
う
鐘
と
は
ど
の
よ
う
な

音
か
、
絵
画
や
図
表
で
表
す
よ
う
指
示
し
た
。
そ
の
図
が
何
を
意
味
す
る
か
、
他
の
ひ
と
が
見
て
も
わ
か
る
よ
う
な
説
明
を
書
き
添
え

て
も
ら
っ
た
。
そ
の
際
に
、
あ
く
ま
で
も
最
後
の
〈
音
〉
が
ど
の
よ
う
な
音
で
あ
る
か
を
絵
画
化
、
も
し
く
は
図
表
化
す
る
も
の
で
あ

り
、
時
系
列
で
漫
画
の
コ
マ
の
よ
う
な
も
の
を
書
く
の
で
は
な
く
、
こ
の〈
音
〉が
ど
の
よ
う
に
響
い
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な〈
音
〉

で
あ
る
か
を
他
人
に
わ
か
る
よ
う
に
書
い
て
ほ
し
い
と
要
望
し
た
。
こ
の
図
表
化
の
活
動
は
、
本
作
に
響
く
最
後
の
鐘
の
音
に
特
化
し

た
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
（
マ
ッ
プ
す
な
わ
ち
地
図
と
は
『
広
辞
苑
』
に
拠
れ
ば
、「
地
表
の
諸
物
体
・
現
象
を
、
一
定
の
約
束
に
従
っ
て

縮
尺
し
、
記
号
・
文
字
を
用
い
て
平
面
上
に
表
現
し
た
図
」
で
あ
り
、
久
武
哲
也
・
長
谷
川
孝
治
編
『
地
図
と
文
化
』（
地
人
書
房
、

一
九
八
九
・
四
）
が
紹
介
す
る
と
お
り
、
そ
の
形
式
や
表
現
方
法
は
多
様
に
存
在
す
る
）
と
な
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
説
明
を
心
掛

け
た
。
学
生
た
ち
が
作
成
し
た
図
の
例
を
以
下
に
示
す
。

【
図
1
の
説
明
】

ガ
ラ
ス
を
弾
い
た
よ
う
な
音
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
し
た
。
左
側
上
の
黒
く
垂
れ
て
い
る
の
が
子
ど
も

の
血
、
下
の
草
が
夏
。
右
側
上
の
白
く
垂
れ
て
い
る
の
が
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
。
真
ん
中
の
丸
い

の
が
お
ば
さ
ん
の
心
（
ピ
ン
ク
と
か
青
と
か
、
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
の
色
）
ガ
ラ
ス
。
そ
の
下
の

水
滴
が
涙
（
血
）。
き
っ
と
鳴
ら
す
た
び
に
心
に
血
の
涙
を
流
し
た
と
思
っ
た
。
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【図2】【図3】

【
図
2
の
説
明
】

イ
メ
ー
ジ
は
悲
し
さ
と
虚
し
さ
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
普
通
ヒ
マ
ワ
リ
は
太
陽
を
見
つ
め
て
い
る

け
れ
ど
、
こ
こ
で
の
ヒ
マ
ワ
リ
は
見
て
い
な
い
↓
現
実
（
太
陽
）
を
み
て
い
な
い
お
ば
さ
ん
。

う
つ
む
い
て
花
び
ら
を
落
と
す
ヒ
マ
ワ
リ
↓
涙
を
落
と
す
お
ば
さ
ん
。
ま
た
は
地
面
に
ア
イ
ス
を

お
き
つ
づ
け
る
お
ば
さ
ん
。

太
陽
は
お
ば
さ
ん
の
子
ど
も
が
死
ん
だ
と
い
う
現
実
と
元
気
な
子
ど
も
た
ち
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

【
図
3
の
説
明
】

私
は
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
と
い
う
音
に
こ
の
女
の
人
の
3
人
の
子
ど
も
が
思
い
浮
か
ん
だ
。
自
分

の
亡
く
な
っ
た
子
ど
も
達
に
対
し
て
の
さ
み
し
い
気
持
ち
、
又
、
親
と
し
て
子
ど
も
が
先
に
亡
く

な
る
と
い
う
何
と
も
言
い
よ
う
が
な
い
苦
し
い
気
持
ち
が
こ
の
音
に
隠
れ
て
い
る
の
か
な
と
思
っ

た
。
そ
し
て
、
団
地
の
子
ど
も
達
に
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
と
音
を
鳴
ら
し
て
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー

を
売
り
に
く
る
こ
と
で
、
少
し
で
も
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
？
（
自
分
が
自
分

の
子
ど
も
達
に
で
き
な
か
っ
た
分
、
他
人
の
子
ど
も
に
優
し
く
す
る
的
な
？
）
あ
と
、
こ
の
音
を
鳴
ら
し
て
来
る
こ
と
が
、
自
分
の

亡
く
な
っ
た
子
ど
も
達
へ
の
合
図
な
の
だ
と
思
う
。

文学空間に〈聞こえない音〉を聞く授業実践（大國）
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【図4】【図5】【図6】

【
図
4
の
説
明
】

夏
の
日
差
し
が
カ
ン
カ
ン
と
照
っ
て
い
る
大
地
の
一
角
だ
け
ひ
ん
や
り
し
た
空
気
が
流
れ
、
そ
こ

に
大
粒
の
涙
を
流
し
な
が
ら
大
空
へ
羽
ば
た
い
て
い
く
天
使
の
、
そ
の
涙
の
1
粒
1
粒
が
地
上
に

舞
い
お
り
て
い
く
、
そ
の
1
粒
1
粒
の
音
の
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

【
図
5
の
説
明
】

ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
の
女
の
人
を
夏
に
咲
く
ひ
ま
わ
り
に
た
と
え
ま
し
た
。「
ち
り
ん
ち
り

ん
」
と
い
う
鐘
の
音
は
、
と
て
も
さ
び
し
そ
う
で
小
さ
く
消
え
て
い
く
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
し
た

の
で
、
花
の
葉
が
散
る
よ
う
す
と
結
び
つ
け
ま
し
た
。
ま
た
、
ひ
ま
わ
り
は
、
と
て
も
明
る
く
元

気
の
あ
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
、「
心
の
い
た
み
を
お
さ
え
て
い
た
」
の
一
文
か
ら
、

周
り
に
は
そ
の
姿
を
見
せ
な
い
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

【
図
6
の
説
明
】

ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
を
売
っ
て
い
る
女
の
人
は
、
な
に
か
や
み
が
見
え
て
、
そ
の
人
が
来
る
と
怖

い
気
持
ち
が
わ
く
け
れ
ど
、そ
の
怖
さ
の
中
に
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
を
楽
し
み
に
し
て
い
る「
私
」

の
気
持
ち
を
表
現
し
ま
し
た
。
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【図7】【図8】【図9】

【
図
7
の
説
明
】

「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
は
つ
め
た
く
て
、
切
な
い
イ
メ
ー
ジ
が
し
た
。
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く

て
、
そ
の
つ
め
た
さ
の
中
に
温
か
み
も
あ
る
。
こ
の
音
は
、
女
の
人
の
心
の
音
だ
と
思
っ
た
。
彼

女
の
胸
の
痛
み
、
心
臓
は
あ
か
く
て
、
毎
日
力
強
く
生
き
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
そ
こ
に
は
つ
め
た

い
氷
の
矢
が
さ
さ
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
痛
い
ん
だ
け
ど
、
心
地
良
く
も
あ
る
。

【
図
8
の
説
明
】

夜
の
星＝

暗
↓
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
の
心
。
心
は
と
て
も
暗
く
て
死
ん
だ
子
ど
も
に
会
え
な

く
て
悲
し
い
気
持
ち
。
星
↓
輝
き
。
も
し
か
し
た
ら
死
ん
だ
子
ど
も
が
か
え
っ
て
く
れ
る
の
で
は

な
い
か
（
会
え
る
か
も
し
れ
な
い
）
と
期
待
し
て
い
る
。

【
図
9
の
説
明
】

誰
か
か
が
騒
が
し
く
し
て
い
た
り
、
幸
せ
に
し
て
い
た
り
す
る
陰
で
、
少
し
の
人
に
し
か
気
づ
か

れ
ず
に
ず
っ
と
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
と
い
る
イ
メ
ー
ジ
。
女
の
心
の
一
部
が
欠
け
て
し
ま
っ
て
い

そ
う
な
の
で
、
花
び
ら
が
一
枚
枯
れ
て
い
る
絵
。
女
の
人
の
存
在
感
と
花
の
存
在
感
は
少
し
似
て

い
る
気
が
す
る
。

文学空間に〈聞こえない音〉を聞く授業実践（大國）
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【図10】【図11】【図12】

【
図
10
の
説
明
】

ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
の
女
の
人
が
氷
の
か
た
ま
り
に
閉
ざ
さ
れ
た
子
ど
も
達
と
の
思
い
出
を

持
っ
て
い
る
。
女
の
人
の
手
は
温
か
く
て
、
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
を
買
い
に
く
る
子
ど
も
達
へ
の

優
し
さ
も
あ
る
け
ど
、
冷
た
い
氷
を
ず
っ
と
持
っ
て
い
る
の
は
手
が
痛
く
な
る
の
で
、
そ
の
痛
み

が
女
の
人
の
心
の
痛
み
を
表
し
て
い
る
。

【
図
11
の
説
明
】

真
ん
中
の
渦
が
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
の
音
色
が
広
が
っ
て
い
く
様
子
。

【
図
12
の
説
明
】

心
の
奥
底
に
ず
っ
と
残
っ
て
し
ま
っ
て
消
え
な
い
イ
メ
ー
ジ
。暗
く
て
せ
つ
な
い「
ち
り
ん
ち
り
ん
」

の
音
も
小
さ
く
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
聞
こ
え
る
音
。
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【図13】【図14】

【
図
13
の
説
明
】

ア
イ
ス
売
り
の
女
性
の
心
を
あ
ら
わ
し
て
い
て
、
最
後
の
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
が
最
初
思
っ
た
よ

り
も
か
な
し
く
、
さ
み
し
い
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
に
き
こ
え
た
の
で
、
心
の
中
で
さ
み
し
い
音
が

響
い
て
い
る
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
書
き
ま
し
た
。

【
図
14
の
説
明
】

音
は
大
き
く
て
明
る
く
て
高
い
音
だ
が
、
鐘
を
鳴
ら
す
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
の
間
に
間
が
あ
る
。

そ
の
間
が
あ
る
こ
と
で
、
暗
い
、
悲
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
た
。
現
在
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
の
音

を
出
し
て
い
る
語
り
手
は
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
の
心
情
が
分
か
る
の
で
、
よ
り
い
っ
そ
う
悲

し
い
気
持
ち
を
感
じ
て
い
る
。
1
回
、
1
回
鳴
ら
す
た
び
に
子
ど
も
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る

た
め
に
間
を
あ
け
て
い
る
と
考
え
る
。

「
心
の
い
た
み
を
お
さ
え
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
女
の
人
に
」
と
い
う
箇
所
が
あ
る
た
め
、
図
4
や
図
5
、
図
7
の
よ
う
に
、
ア
イ

ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
の
心
情
を
表
現
す
る
学
生
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、
心
情
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
、
図
1
や
図
8
や
図
10
、
図
12
の
よ

う
に
空
間
の
広
が
り
や
、
温
度
、
湿
度
を
感
じ
さ
せ
る
絵
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
「
女
の
人
」
の
悲
し
い
気
持
ち
を
受
け
止
め
て
い
る

受
け
手
の
存
在
を
意
識
し
て
描
い
て
い
る
図
13
、
14
な
ど
の
例
も
見
ら
れ
る
。
ど
の
学
生
の
図
も
、
音
は
ど
の
よ
う
に
響
い
た
の
か
、

響
い
て
い
る
の
か
、
読
み
手
の
内
部
や
、
作
品
の
な
か
の
情
景
な
ど
を
客
観
的
に
、
と
同
時
に
臨
場
感
や
共
感
を
も
っ
て
、
表
現
し
よ

う
と
し
て
い
る
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

文学空間に〈聞こえない音〉を聞く授業実践（大國）
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【図Ａ】

第
二
次

サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
を
作
成
す
る
学
習
活
動

第
一
次
の
活
動
で
み
ん
な
が
描
い
た
図
を
見
せ
、
各
自
で
、
そ
の
説
明
を
読
ん
だ
。
そ
の
後
、
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
の
説
明
を
し
た
。

環
境
教
育
で
自
分
が
い
る
場
所
か
ら
ど
の
よ
う
な
音
が
聞
こ
え
て
く
る
か
を
示
す
図
で
あ
る
こ
と
、
自
分
が
聞
こ
え
て
く
る
周
囲
の
音

に
耳
を
澄
ま
し
、
そ
の
音
を
自
分
が
作
っ
た
座
標
の
な
か
に
書
き
込
ん
で
い
く
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
同
じ
作
業
を
「
ア

イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
」
と
い
う
小
説
で
お
こ
な
う
よ
う
に
指
示
し
た
。
特
に
、
冒
頭
に
登
場
す
る
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
と
結
末
に
登

場
す
る
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
に
留
意
し
な
が
ら
、
必
要
と
思
わ
れ
る
他
の
音
も
適
宜
書
き
込
む
。
横
軸
を
例
え
ば
時
間
軸
に
し
な
い
場

合
は
、
当
然
だ
が
、
筋
の
流
れ
通
り
（
絵
巻
も
の
の
よ
う
）
に
は
な
ら
な
い
し
、
な
る
必
要
が
な
い
こ
と
も
捕
足
説
明
し
た
。
そ
し
て
、

四
五
分
程
を
つ
か
っ
て
、
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
を
作
成
し
た
。
そ
の
際
に
図
表
の
説
明
を
書
き
添
え
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
以
下
、
学
生

た
ち
が
作
成
し
た
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
の
例
を
示
す
。

【
図
Ａ
の
説
明
】

子
ど
も
達
を
表
す
〇
◇
△
…（
白
と
黒
色
）は
人
数
と
個
性
を
表
す
カ
タ
チ
。
は
じ
め
の「
ち

り
ん
」
は
ひ
び
い
て
い
る
カ
タ
チ
。
■
は
緊
張
し
て
固
く
な
っ
て
い
る
。
お
わ
り
の
「
ち
り

ん
」
は
ひ
び
き
が
に
ぶ
い
。（
縦
軸
の
）
白
―
黒
で
、
音
の
重
さ
や
軽
さ
、
場
面
の
印
象
、

明
る
い
、
暗
い
を
あ
ら
わ
し
た
。（
横
軸
の
）
静
―
騒
で
、
音
の
響
き
か
た
を
あ
ら
わ
し
た
。
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【図Ｂ】【図Ｃ】

【
図
Ｂ
の
説
明
】

私
は
縦
軸
に
悲
し
み
を
、
横
軸
に
現
実
的
と
い
う
項
目
を
も
っ
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
最
初

と
最
後
の
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
を
考
え
て
み
る
と
、
悲
し
み
の
度
合
い
が
大
き
く
な
っ
て
い

る
と
感
じ
た
か
ら
と
、
こ
の
悲
し
み
が
生
ま
れ
た
原
因
を
考
え
た
ら
、
現
実
を
見
る
か
否
か

だ
と
思
っ
た
か
ら
。

【
図
Ｃ
の
説
明
】

縦
軸
（
さ
わ
や
か
）、
横
軸
（
じ
め
じ
め
）。
①
一
回
目
の
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
は
比
較
的
明

る
い
（
さ
わ
や
な
音
）
イ
メ
ー
ジ
。「
ア
イ
ス
売
り
に
き
た
よ
ー
、
お
い
で
ー
」
的
な
意
味

の
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」。
②
二
回
目
の
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
暗
い
イ
メ
ー
ジ
。
↓
（
じ
め
じ

め
な
気
持
ち
）
も
う
子
ど
も
と
は
会
え
な
い
と
自
覚
し
た
か
ら
、
気
持
ち
が
じ
め
じ
め
。
③

子
ど
も
た
ち
の
声
。
↓
と
て
も
明
る
い
。（
さ
わ
や
か
度
高
め
）。
お
い
し
く
食
べ
て
、
楽
し

ん
で
い
る
様
子
。
じ
め
じ
め
度
半
分
。（
す
べ
て
の
子
ど
も
が
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
を
食
べ

ら
れ
て
い
な
い
と
思
う
。
お
金
が
な
く
て
買
え
な
い
と
か
。）
④
あ
の
時
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー

か
と
け
ば
な
ー
と
思
う
↑
後
悔
（
じ
め
じ
め
度
高
め
）

文学空間に〈聞こえない音〉を聞く授業実践（大國）
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【図Ｄ】【図Ｅ】

【
図
Ｄ
の
説
明
】

縦
軸
（
色
彩

濃
↑
↓
淡
）、
横
軸
（
響
き
）。
①
は
純
粋
な
鐘
の
音
で
、
子
ど
も
ら
に
よ
く

響
き
わ
た
る
。色
彩
も
濃
い
と
い
う
よ
り
は
、空
の
音
と
か
夏
の
爽
や
か
さ
か
ら
淡
い
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
。
音
が
キ
ラ
キ
ラ
輝
い
て
い
る
感
じ
。
②
は
、
キ
ラ
キ
ラ
と
い
う
よ
り
は
、
も
っ

マ

マ

と
鉱
質
的
で
、
か
た
い
感
じ
。
響
き
も
①
の
よ
う
に
全
体
に
響
き
わ
た
る
の
で
は
な
く
て
、

「
私
」
と
か
、
誰
か
の
心
に
響
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
色
彩
は
と
て
も
濃
い
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
て
、
子
ど
も
を
な
く
し
た
辛
さ
と
か
、
子
ど
も
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
と
き

の
心
の
あ
た
た
か
み
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
混
ざ
り
合
っ
て
、
①
よ
り
も
色
が
濃
い
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
。

【
図
Ｅ
の
説
明
】

縦
軸
（
音
が
発
す
る
気
持
ち
）、
横
軸
（
大
き
さ
（
低
さ
）。
星
の
形
…
最
初
の
ア
イ
ス
キ
ャ

ン
デ
ー
売
り
の
鐘
の
音
。
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
の
形
…
最
後
の
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
の

鐘
の
音
。
お
化
け
の
形
…
小
学
生
た
ち
が
言
っ
て
い
た
「
ゆ
う
れ
い
が
出
る
」
と
い
う
ヒ
ソ

ヒ
ソ
。

【
図
Ｆ
の
説
明
】

縦
軸
（
語
り
手
か
ら
み
た
音
の
重
さ

重
い
↑
↓
軽
い
）、
横
軸
（
リ
ア
ル
な
音

本
物
の

鐘
の
音
↑
↓
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
と
口
で
言
っ
て
い
る
音
）。「
リ
ア
ル
な
音
」
と
い
う
の
は
、
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そ
の
ま
ま
で
本
文
を
読
ん
で
い
て
、
最
初
の
音
は
本
物
の
鐘
の
音
が
イ

メ
ー
ジ
で
き
た
が
、
最
後
の
音
は
、
語
り
手
が
言
っ
て
い
る
「
ち
り
ん

ち
り
ん
」
と
い
う
声
の
ま
ま
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
だ
か
ら
。「
語
り

手
か
ら
み
た
音
の
重
さ
」
と
い
う
の
は
、
女
の
人
は
子
ど
も
を
な
く
し

て
い
た
と
い
う
事
情
や
来
な
く
な
っ
た
事
実
を
知
る
前
と
後
で
は
音
の

重
さ
が
語
り
手
か
ら
す
る
と
変
わ
っ
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら
。

【
図
Ｇ
の
説
明
】

縦
軸
（
温
度

高
↑
↓
低
）、
横
軸
（
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
に
対
す
る

わ
く
わ
く
感
）。
わ
く
わ
く
感
は
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
に
対
し
て
の
き
も
ち
。
温
度
は
そ
の

音
が
持
っ
て
い
る
温
度
。
①
最
初
の
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
は
語
り
手
が
幼
い
頃
に
聞
い
て
い

た
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
を
売
り
に
来
た
と
き
の
合
図
。
ふ
わ
っ
と
し
て
い
て
、
涼
し
げ
な
音
。

自
分
は
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
を
食
べ
ら
れ
な
い
け
ど
、
食
べ
た
ら
お
い
し
い
ん
だ
ろ
う
な
と

い
う
思
い
で
少
し
高
め
の
わ
く
わ
く
感
。
②
最
後
の
「
ち
り
ん
ち
り
ん
」
は
、
女
性
の
過
去

を
知
っ
て
、
少
し
柔
ら
か
さ
の
取
れ
た
音
。
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
に
対
す
る
わ
く
わ
く
感
が

消
え
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
少
し
し
ん
み
り
。
た
だ
の
涼
し
げ
な
音
で
は
な
く
な
っ
て
、

「
人
」
の
体
温
が
そ
の
音
に
混
じ
っ
て
ぬ
る
く
な
っ
た
。
③
子
ど
も
た
ち
が
空
き
地
に
か
け

つ
け
る
音
は
、
お
か
ね
を
に
ぎ
り
し
め
て
走
っ
て
く
る
子
ど
も
た
ち
の
ド
タ
ド
タ
と
走
る
音
。

ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
に
対
す
る
わ
く
わ
く
感
は
Ｍ
Ａ
Ｘ
で
、
子
ど
も
た
ち
の
高
い
体
温
と
夏

【図Ｆ】

【図Ｇ】

文学空間に〈聞こえない音〉を聞く授業実践（大國）
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の
暑
さ
で
温
度
も
す
ご
く
高
い
。
元
気
な
感
じ
。

サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
で
も
ま
た
、
心
情
に
関
す
る
項
目
を
軸
と
す
る
学
生
も
多
く
見
ら
れ
た
が
、
色
彩
や
温
度
、
湿
度
、
明
暗
な
ど
、

内
面
の
感
覚
や
作
品
空
間
を
感
じ
さ
せ
る
項
目
を
設
定
し
て
い
る
学
生
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
学
生
が
書
い
た
初
読
の
感
想
と
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
の
感
想
の
違
い
を
読
み
な
が
ら
、〈
文
学
サ
ウ
ン

ド
マ
ッ
プ
〉
の
有
効
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
た
点
と
し
て
、「
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
」の
女
の
人
の
心
情
に
つ
い
て
、
よ
り
深
く
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。
自
身
の
変
化
に
つ
い
て
「
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
を
売
り
に
来
て
い
た
女
の
人
が
ど
う
い
う
気
持
ち
で
売
っ
て
い

た
の
か
が
「
音
」
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
で
、
以
前
よ
り
わ
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
」
や
「
お
ば
さ
ん
の
気
持
ち
が
深
く
ま
で
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
直
接
的
に
書
く
学
生
も
い
た
。
学
生
Ａ
の
初
読
の
感
想
は
「
な
ぜ
、
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
は
と
つ
ぜ

ん
来
な
く
な
っ
た
が
気
に
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
は
「「
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
」
の
心

の
い
た
み
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
ア
イ
ス
を
買
い
に
来
て
く
れ
る
子
ど
も
た
ち
と
我
が
子
を
重
ね
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま

し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
「
ゆ
う
れ
い
」
と
い
う
言
葉
を
告
げ
ら
れ
た
と
き
、
悲
し
い
と
同
時
に
「
い
つ
ま
で
も
立
ち

止
ま
っ
て
は
い
け
な
い
前
に
進
も
う
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。」
と
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
変
化

に
つ
い
て
学
生
自
身
は
「
初
読
の
と
き
に
疑
問
に
思
っ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
の
答
え
を
自
分
な
り
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い

ま
す
。
ま
だ
、
正
し
い
答
え
は
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
1
つ
1
つ
の
言
葉
や
音
、
変
化
な
ど
小
さ
い
こ
と
に
注
目
し
て
読
む
こ
と
で
、
見

え
な
か
っ
た
部
分
を
見
つ
け
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
学
生
Ｂ
は
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
に
「
暑
い
子

ど
も
た
ち
の
夏
休
み
に
、
冷
た
さ
を
感
じ
る
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
を
売
っ
て
い
た
お
ば
さ
ん
。
売
る
時
も
ず
っ
と
無
表
情
で
だ
ま
っ
た

ま
ま
で
、
お
ば
さ
ん
の
存
在
が
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
に
似
て
い
る
と
感
じ
た
」
と
書
き
、「
初
読
の
感
想
は
子
ど
も
の
無
邪
気
さ
ゆ
え
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に
残
酷
な
話
だ
と
思
い
ま
し
た
。
お
ば
さ
ん
の
表
情
な
ど
ま
で
は
目
を
向
け
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
振
り
返
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か

ら
、
表
面
的
な
あ
ら
す
じ
理
解
で
は
な
く
、「
暑
い
」「
冷
た
い
」
な
ど
の
身
体
感
覚
で
も
っ
て
、
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
の
表
情
に

気
付
く
学
生
の
姿
を
見
出
せ
る
。
学
生
Ｃ
は
「
初
め
読
ん
だ
時
は
た
だ
ち
ょ
っ
ぴ
り
か
な
し
い
話
だ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
女
の
人

の
気
持
ち
を
考
え
な
が
ら
文
章
の
中
に
あ
る
音
に
つ
い
て
自
分
な
り
に
分
析
し
て
み
る
と
、
か
な
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
女
の
人
が
立

ち
直
る
た
め
の
工
程
の
文
な
の
で
は
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。〈
音
〉
を
足
が
か
り
に
、
文
章
を
分
析
し
、
ア

イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
の
心
情
の
展
開
を
考
え
た
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
。
学
生
Ｄ
は
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
に
「「
ち
り
ん
ち
り
ん
」

と
鳴
ら
す
た
び
に
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
の
心
は
痛
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
書
き
、
そ
の
心
情
を
分
析
し
た
自
身
の
変
化
に

対
し
、「
初
読
の
時
は
お
ば
さ
ん
か
わ
い
そ
う
と
い
う
目
で
し
か
見
て
な
か
っ
た
け
ど
、
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
は
、
女
の
人
の
心
情
に

着
目
し
た
」
と
評
価
す
る
。
学
生
Ｆ
は
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
に
「
今
ま
で
ア
イ
ス
を
渡
す
時
も
話
さ
な
か
っ
た
女
の
人
が
、
子
ど
も
の

話
を
さ
れ
る
と
返
事
を
し
た
場
面
が
と
て
も
印
象
に
残
り
ま
し
た
」
と
書
き
、
自
身
の
変
化
に
つ
い
て
「
初
読
の
時
は
ア
イ
ス
の
こ
と

が
と
て
も
気
に
な
っ
て
切
な
い
話
だ
と
思
っ
た
が
、
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
は
、
女
の
人
の
気
持
ち
を
考
え
て
、
最
初
何
も
気
に
な
ら
な

か
っ
た
と
こ
ろ
が
印
象
的
に
な
っ
て
い
る
な
と
思
っ
た
」
と
振
り
返
る
。
学
生
Ｅ
は
、
初
読
で
は
、「
文
章
が
で
す
ま
す
調
で
一
文
が

短
く
子
ど
も
が
読
み
や
す
い
」
や
「
戦
争
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ぶ
」
な
ど
と
書
い
て
い
た
が
、
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
に
は
「
ア
イ
ス
キ
ャ

ン
デ
ー
売
り
の
女
の
人
は
な
ぜ
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
を
売
り
始
め
た
の
か
が
気
に
な
っ
た
」
と
書
き
始
め
、
売
り
に
来
な
く
な
る
に
至

る
心
情
の
変
化
を
と
ら
え
、
自
身
の
変
化
に
つ
い
て
「
初
読
の
と
き
は
文
の
つ
く
り
か
た
ば
か
り
見
て
い
た
が
、
今
回
は
女
の
人
の
気

持
ち
を
考
え
な
が
ら
読
ん
だ
み
た
い
で
す
」
と
分
析
す
る
。
作
品
を
外
側
か
ら
鑑
賞
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
作
品
内
部
に
入
り
こ
み
、

ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
の
女
の
人
の
心
情
に
寄
り
添
う
姿
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、「
私
」
か
ら
「
女
の
人
」
へ
の
焦
点
の
変
化
も
見
ら
れ
た
。
学
生
Ｇ
は
「
は
じ
め
に
読
ん
だ
時
は
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
を
買

う
子
ど
も
の
立
場
か
ら
考
え
ま
し
た
が
、
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
は
、
語
り
手
と
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
の
女
性
の
立
場
か
ら
考
え
た

文学空間に〈聞こえない音〉を聞く授業実践（大國）
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な
と
思
い
ま
し
た
」
と
書
く
。
学
生
Ｈ
は
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
に
「
頭
を
真
っ
白
に
し
て
読
ん
で
み
て
も
、
文
の
中
の
色
や
音
が
無
意

識
に
出
て
き
て
、
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
へ
の
ワ
ク
ワ
ク
感
と
い
う
か
、
人
の
心
の
痛
み
が
伝
わ
っ
て
き
た
」
と
書
き
、「
最
初
読
ん
だ

時
は
最
初
に
出
て
く
る
「
私
」
が
主
人
公
で
し
た
が
、
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
に
読
む
と
、
自
分
の
中
で
主
人
公
は
「
ア
イ
ス
の
お
ば
さ

ん
」
に
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
」
と
記
す
。
学
生
Ｉ
は
「
初
読
の
時
と
比
べ
る
と
「
私
」
や
「
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
」
の
気
持
ち
に

入
り
込
め
る
よ
う
に
な
っ
た
か
な
と
思
い
ま
す
」
と
書
く
。
学
生
Ｊ
は
、
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
に
「
悲
し
み
と
か
切
な
さ
と
か
だ
け
で

な
く
て
、
あ
た
た
か
み
と
や
わ
ら
か
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。
女
の
人
が
小
学
生
ら
の
こ
と
ば
で
傷
つ
い
た
の
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
け
れ

ど
、
あ
の
シ
ー
ン
は
親
の
愛
が
あ
る
な
あ
と
思
っ
た
」
と
書
き
、
自
身
の
変
化
に
つ
い
て
「
初
読
の
時
は
小
学
生
の
こ
と
と
か
に
目
が

行
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
改
め
て
読
む
と
、
全
体
の
温
度
？
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
気
が
し
て
、
こ
の
お
話
全
部
を
「
ち
り
ん
ち

り
ん
」
と
い
う
音
が
包
み
込
ん
で
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
」
と
記
す
。
こ
の
記
述
か
ら
、
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
の
女
の
人
の
心

情
を
、
作
品
空
間
の
内
部
と
そ
の
広
が
り
を
感
じ
な
が
ら
理
解
し
て
い
る
様
子
が
見
え
る
。

反
対
に
、「
女
の
人
」
か
ら
「
私
」
へ
の
広
が
り
も
見
ら
れ
た
。
学
生
Ｋ
は
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
に
「
何
も
考
え
ず
に
本
文
を
読
む

と
、
た
だ
単
に
「
私
」
の
「
あ
ー
し
と
け
ば
よ
か
っ
た
」
と
い
う
後
悔
の
文
章
に
思
え
た
。「
私
」
が
成
長
し
て
、
ア
イ
ス
売
り
の
お

ば
さ
ん
の
気
持
ち
に
な
っ
て
お
ば
さ
ん
を
思
っ
て
い
る
な
ー
と
思
っ
た
」
と
書
き
、
自
身
の
変
化
に
つ
い
て
、「
題
名
に
も
あ
る
よ
う

に
、
主
人
公
は
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
な
の
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
に
読
む
と
、「
私
」
の
気
持
ち
な
ど
か
ら
、

「
私
」
と
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
の
二
人
の
話
だ
と
思
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
人
物
を
単
体
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
関
係
性
に
つ

い
て
目
配
り
を
し
、
そ
れ
ら
が
存
在
す
る
空
間
へ
の
感
触
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
大
切
な
変
化
と
し
て
情
景
を
具
体
的
に
体
験
す
る
よ
う
に
な
っ
た
点
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
生
Ｍ
も
サ
ウ
ン
ド

マ
ッ
プ
後
に
「
な
ん
だ
か
そ
の
場
の
風
景
と
共
に
音
ま
で
自
分
の
頭
や
心
に
浮
か
ん
で
き
て
、
ま
る
で
自
分
が
こ
の
物
語
の
中
に
い
る

よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
の
女
の
人
の
悲
し
み
が
痛
い
く
ら
い
に
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
」
と
書
い
た
。
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学
生
Ｎ
は
、
初
読
で
は
「
た
ん
た
ん
と
し
た
印
象
を
受
け
ま
し
た
」
と
書
い
て
い
た
が
、
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
は
「
語
り
手
の
女
の
人

は
「
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
」
を
「
た
べ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
」
と
最
後
に
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
」
を
食

べ
た
か
っ
た
と
い
う
よ
り
、
心
の
い
た
み
を
お
さ
え
た
ま
ま
の
女
の
人
か
ら
買
っ
て
食
べ
る
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
が
食
べ
た
か
っ
た
ん

だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
二
度
と
叶
う
こ
と
は
な
い
か
ら
こ
そ
の
後
悔
だ
と
思
い
ま
し
た
」
と
書
き
、
自
身
の
変
化
に
つ
い
て
「
最
初

は
た
ん
た
ん
と
し
た
印
象
を
受
け
た
と
書
い
て
い
ま
し
た
が
、
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
、
後
悔
や
心
残
り
と
い
っ
た
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ

て
、
よ
り
暗
い
物
語
の
イ
メ
ー
ジ
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
」
と
書
く
。「
そ
し
て
、
私
が
気
に
な
っ
た
の
が
、「
ゆ
う
れ
い
に
な
っ
て

会
い
に
き
て
く
れ
る
と
い
い
ん
だ
け
ど
ね
」
と
い
う
セ
リ
フ
を
言
っ
た
女
の
人
の
表
情
を
み
な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と
い

う
こ
と
で
す
」
と
続
け
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
や
は
り
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
の
心
情
を
単
体
で
考
え
る
の
で
は
な
く
、
作
品
空
間
に

入
り
こ
み
、
語
り
手
に
寄
り
添
い
、
自
身
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
様
子
が
見
え
る
。
学
生
Ｏ
も
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
に
「「
心
の

い
た
み
を
お
さ
え
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
」
女
の
人
と
は
対
照
的
に
真
夏
の
太
陽
と
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
の
キ
ラ
キ
ラ
と
か
が
や
い
て

い
る
様
子
は
女
の
人
も
影
を
い
っ
そ
う
深
め
て
い
ま
す
」
と
書
き
、
自
身
の
変
化
に
つ
い
て
、「
主
観
的
に
女
の
人
を
考
え
て
い
た
の

が
、
少
し
客
観
的
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
物
語
に
入
り
込
め
て
い
る
感
じ
が
し
ま
し
た
」
と
評
価
す
る
。
作
品
全
体
を
感
じ
な
が
ら
、

な
お
か
つ
主
観
的
に
作
品
の
中
に
入
り
こ
め
る
と
い
う
、
文
学
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
の
特
徴
が
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
学
生

Ｐ
は
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
の
感
想
と
し
て
「
女
の
人
は
ち
り
ん
ち
り
ん
と
鐘
を
鳴
ら
し
な
が
ら
来
る
け
れ
ど
、
心
の
中
は
空
っ
ぽ
で
、

自
分
の
鐘
の
音
が
す
り
ぬ
け
て
い
っ
て
そ
う
だ
な
っ
て
思
い
ま
し
た
。
鐘
の
音
で
や
っ
と
自
分
の
存
在
を
周
り
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
出

来
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
3
人
の
子
ど
も
の
ゆ
う
れ
い
に
近
い
存
在
感
の
よ
う
な
気
が
し
て
し
ま
い
ま
す
」
と
書
き
、
自

身
の
変
化
に
つ
い
て「
最
初
は
、
女
の
人
の
存
在
だ
け
が
強
く
感
じ
ら
れ
て
、
物
語
全
体
が
切
な
い
気
持
ち
で
う
ま
っ
て
い
る
！
と
思
っ

た
の
で
す
が
、
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
後
は
、
女
の
人
含
め
て
、
全
体
が
無
に
近
い
と
い
う
か
、
空
気
の
よ
う
な
話
だ
な
と
感
じ
ま
し
た
」

と
書
く
。
小
説
空
間
を
臨
場
感
を
も
っ
て
捉
え
、
自
分
の
感
覚
で
も
っ
て
表
現
す
る
様
子
も
伝
わ
る
。「
初
読
と
変
わ
っ
た
の
は
、
音

文学空間に〈聞こえない音〉を聞く授業実践（大國）
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を
想
像
す
る
こ
と
で
、
本
文
か
ら
情
景
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
た
こ
と
で
す
。
暗
い
中
に
も
人
と
人
が
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
が
イ
メ
ー
ジ
で

き
ま
し
た
」
と
書
く
学
生
も
い
た
。

ほ
と
ん
ど
の
学
生
が
生
起
す
る
作
品
空
間
を
、
自
身
の
感
覚
を
生
か
し
な
が
ら
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
様
子
を
見
て
と
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
り
、
結
果
で
は
な
く
、
過
程
を
大
切
に
し
て
い
る
。「
私
」
や
「
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
」
の
女
の

人
に
情
感
を
動
か
さ
れ
な
が
ら
寄
り
添
い
つ
つ
、
客
観
的
に
と
ら
え
、
そ
れ
ら
を
提
示
し
あ
う
こ
と
で
、
自
分
の
読
み
や
考
え
を
深
め

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
結
果
か
ら
、「
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
」
を
読
む
授
業
に
お
い
て
も
、〈
文
学
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
〉
を
利
用
す
る
こ
と

の
有
効
性
が
示
さ
れ
た
。〈
音
〉
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
身
の
内
部
を
総
動
員
す
る
主
観
的
な
受
容
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
か

つ
、
そ
れ
が
作
品
空
間
と
し
て
生
起
さ
れ
る
客
観
的
な
空
間
の
生
成
で
も
あ
る
情
況
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
「
説
明
的
な
文
章
」
で
は
な
く
、「
文
学
的
な
文
章
」
を
読
ま
な
け
れ
ば
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
言
葉

の
交
流
の
場
で
あ
る
。
大
橋
良
介
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
「
場
所
と
し
て
の
言
葉
」
と
呼
ぶ
（
註
7
）。「
物
語
を
語
る
語
り
手
は
、
ま

ず
は
「
事
柄
の
語
り
」
に
耳
を
傾
け
て
い
る
。
そ
れ
は
「
世
界
―
内
―
言
語
」
と
示
さ
れ
る
「
い
っ
た
ん
成
立
し
た
」
も
の
と
は
こ
と

な
り
、「
世
界
―
起
―
言
語
」
と
表
し
う
る
言
葉
で
あ
り
、「
聞
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
経
験
し
う
る
の
だ
。
こ
の
大
橋
の
説
明
に

従
い
、
私
達
も
小
説
空
間
に
響
く
「
世
界
―
内
―
音
」
に
耳
を
澄
ま
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三.

〈
い
ま
ー
こ
こ
〉
に
あ
る
〈
主
体
〉

青
嶋
康
文
は
、
鷲
田
清
一
の
教
材
「
ふ
わ
ふ
わ
」（
註
8
）
を
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
コ
ン
ビ
ニ
に
依
存
し
た
い
ま
の
消
費
社
会
の

中
で
、「『
こ
こ
』
と
い
う
場
所
の
感
覚
が
消
え
」
浮
遊
す
る
自
分
に
つ
い
て
語
っ
た
評
論
で
あ
る
と
捉
え
、「
鷲
田
の
指
摘
す
る
よ
う
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な
時
代
を
い
ま
の
高
校
生
は
生
き
て
い
る
」
と
し
て
、「
主
体
性
」
を
発
揮
す
る
場
面
が
少
な
い
現
代
に
お
け
る
、
教
材
と
し
て
の
「
舞

姫
」
の
価
値
を
実
践
例
と
共
に
示
し
て
い
る
（
註
9
）。
ま
た
、
加
藤
夢
三
は
、
量
子
力
学
に
よ
る
二
〇
世
紀
の
大
規
模
な
パ
ラ
ダ
イ

ム
チ
ェ
ン
ジ
の
な
か
で
、
唯
一
無
二
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
私
」
が
抱
く
〈
偶
有
性
〉
の
感
覚
が
現
代
人
を
貫
く
ひ
と
つ
の
鋳
型
に
な
っ

て
い
る
と
論
じ
た
（
註
10
）。
現
代
に
お
い
て
「
い
ま
―
こ
こ
」
に
あ
る
〈
主
体
〉
を
い
か
に
実
感
し
、
確
立
（
深
化
）
し
う
る
の
か
、

文
学
や
「
国
語
」
教
育
の
現
場
に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
手
が
か
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
量
子
力
学
的
な

知
見
を
活
用
し
た
Ｓ
Ｆ
的
な
小
説
を
読
む
こ
と
が
必
須
な
わ
け
で
は
な
い
。「
私
小
説
」
的
な
小
説
で
も
、
物
理
的
に
実
際
に
は
鼓
膜

を
打
つ
わ
け
で
は
な
い（
聞
こ
え
な
い
）、
視
神
経
が
刺
激
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い（
見
え
な
い
）、
そ
の
意
味
で「
前
―
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」

な
活
字
の
集
積
で
あ
る
小
説
の
言
葉
の
不
可
能
性
を
利
用
し
て
、
小
説
空
間
が
生
起
し
つ
つ
あ
る
際
の
〈
音
〉（
先
の
大
橋
の
言
を
利

用
し
て
言
う
な
ら
ば
、「
世
界
―
内
―
音
」
な
ら
ぬ
「
世
界
―
起
―
音
」
と
呼
ぶ
べ
き
〈
音
〉）
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
い

ま
ー
こ
こ
」
に
あ
る
〈
主
体
〉
と
向
き
合
う
読
書
体
験
は
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
最
後
に

乙
一
の
「
失
は
れ
る
物
語
」（
註
11
）
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

「
失
は
れ
る
物
語
」
は
、
齟
齬
を
き
た
し
は
じ
め
た
夫
婦
生
活
を
送
っ
て
い
た
あ
る
日
、
夫
が
事
故
に
よ
り
、
右
腕
の
肘
か
ら
先
の

感
覚
以
外
の
感
覚
を
全
て
失
っ
て
し
ま
う
話
だ
。
音
楽
教
師
を
し
て
い
た
妻
は
、
夫
の
腕
を
鍵
盤
に
見
立
て
て
曲
を
奏
で
る
よ
う
に
な

る
。
そ
の
た
め
自
然
、「
私
」
の
存
在
す
る
空
間
は
（「
濃
い
暗
闇
」
の
よ
う
に
）「
闇
」
と
し
て
示
さ
れ
、
そ
の
際
（「
音
の
な
い
暗
闇

で
」「
光
の
刺
さ
な
い
深
海
よ
り
も
深
い
闇
」
の
よ
う
に
）
音
、
光
と
共
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
半
に
な
る
に
従
い
、
暗
闇
の

静
け
さ
の
表
現
が
「
音
の
な
い
」
か
ら
「
無
音
」
へ
と
変
化
す
る
。

光
や
音
を
利
用
せ
ず
、
漢
字
表
記
に
留
意
す
れ
ば
門
と
音
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
〈
闇
〉
の
空
間
を
、「
私
」
の
い
る
闇
の
実
体
を
、

語
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
闇
そ
の
も
の
を
描
写
す
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

文学空間に〈聞こえない音〉を聞く授業実践（大國）

47



�
�
�
�
�
�
�
�

見
る
こ
と
も
聞
く
こ
と
も
出
来
な
く
な
っ
た
「
私
」（
夫
）
で
あ
っ
た
が
、
腕
を
ピ
ア
ノ
の
鍵
盤
に
見
立
て
て
演
奏
さ
れ
て
い
る
う

ち
に
「
彼
女
の
細
い
指
が
暗
闇
の
向
こ
う
側
に
透
け
て
見
え
る
」
と
あ
り
、
音�

の�

な�

い�

演
奏
を
通
し
て
、「
私
」
は
演
奏
を
聞
き
、
妻

の
姿
を
見
る
よ
う
に
な
る
。
時
が
経
つ
に
つ
れ
、「
私
」
は
妻
の
感
情
や
状
況
を
慮
り
、
唯
一
動
か
せ
た
指
を
動
か
す
こ
と
を
や
め
る
。

や
が
て
、
妻
は
見
舞
い
に
訪
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、「
医
師
や
看
護
婦
に
も
存
在
を
忘
れ
ら
れ
た
」。
末
尾
は
こ
の
よ
う
に
括
ら
れ
る
。

永
遠
に
失
わ
れ
た
光
景
を
夢
み
な
が
ら
静
か
に
暗
闇
へ
と
身
を
委
ね
た
。

こ
の
一
文
は
、
最
後
の
「
私
」
の
動
作
で
、〈
暗
闇
〉
そ
の
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。「
静
か
に
」
と
い
う
の
は
、「
音
を
た
て
る
こ
と

を
回
避
す
る
」
意
で
あ
る
が
、
回
避
す
る
と
い
う
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
〈
音
〉
は
あ
る
。
そ
し
て
、「
暗
闇
」
へ
と
そ
の
身
を
落
と
す
。

題
名
で
あ
る「
失
は
れ
る�

物
語
」と
は
引
用
箇
所
に
あ
る
、
闇
の
向
こ
う
側
の「
永
遠
に
失
わ
れ
た�

光
景
」を
指
さ
な
い
。
こ
れ
は「
私
」

の
物
語
な
の
だ
。
初
出
時
の
「
失
は
れ
た
物
語
」
か
ら
「
失
は
れ
る
物
語
」
と
題
名
が
変
更

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
点
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
（
註
12
）。

【
参
考
図
】
に
描
い
た
よ
う
に
、
闇
と
い
う
漢
字
は
門
と
音
で
で
き
て
い
る
。
そ
の
門
を

挟
ん
で
向
こ
う
側
に
妻
が
い
る
。
彼
女
は
彼
の
腕
で
ピ
ア
ノ
を
奏
で
る
。
物
理
的
に
は
弦
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
ピ
ア
ノ
の
〈
音
〉
は
響
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
〈
音
〉
を
媒

介
と
し
て
「
私
」
は
向
こ
う
側
に
妻
の
姿
が
見
え
、
ピ
ア
ノ
の
曲
が
聞
こ
え
る
（
聞（
門
＋
耳
）、

更
に
、

（
門
＋
目
）
と
で
も
表
記
し
た
い
）
よ
う
に
な
る
。「
私
」
に
は
感
覚
が
戻
っ
て

い
る
。
実
際
の
世
界
で
の
感
覚
で
は
な
い
が
、
暗
闇
で
感
覚
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
「
私
」
が
最
後
に
暗
闇
へ
と
沈
ん
で
い
く
（
失
っ
て
い
く
）
瞬
間
に
立

【参考図】
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て
る
〈
音
〉
が
「
静
か
に
」
で
あ
り
、
こ
の
〈
音
〉
に
よ
っ
て
読
者
は
暗
闇
そ
の
も
の
の
感
触
を
、
い
ま
ま
さ
に
「
失
は
れ
る�

物
語
」

を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

文
学
に
響
く
輻
輳
的
な
〈
音
〉
を
自
分
の
感
覚
で
と
ら
え
、
そ
れ
を
客
観
性
を
も
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
深
い
文
学

体
験
が
可
能
と
な
り
、
本
質
的
な
意
味
で
「
生
き
る
た
め
の
力
」
が
鍛
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
学
に
お
け
る
〈
音
〉
の

重
要
性
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。

（
註
1
）
太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
二
〇
一
五
年
一
一
月
例
会
の
小
澤
純
の
発
表
「
太
宰
治
『
お
伽
草
紙
』
の
周
辺
」
に
教
示
さ
れ
た
。
同
氏
の
発
表
は
、〈
音
〉

に
注
目
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
。

（
註
2
）
例
え
ば
、
小
川
洋
子
・
岡
ノ
谷
一
夫
『
言
葉
の
誕
生
を
科
学
す
る
』（
河
出
書
房
、
二
〇
一
一
・
四
）
に
は
「
人
間
の
示
す
称
讃
や
思
い
や
り
が
、

言
葉
を
も
た
な
い
も
の
た
ち
の
存
在
意
義
を
深
め
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
生
み
だ
し
た
も
の
、
ま
あ
、
そ
れ
を
仮
に
神
と
す
れ
ば
、

神
も
や
は
り
言
葉
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
自
分
の
意
図
を
言
葉
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
存
在
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
人
間
が
生
か
さ
れ
て
い
る
世
界
は

何
と
圧
倒
的
な
無
言
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
思
わ
さ
れ
ま
す
。
死
者
や
動
物
や
草
花
た
ち
の
無
言
の
底
に
何
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
、
人
間

は
言
葉
を
頼
り
に
一
生
懸
命
探
索
し
、
記
述
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
無
言
の
重
み
に
た
え
な
が
ら
…
」
と
発
言
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、「
ふ
と

私
は
想
像
し
ま
す
。
名
前
も
知
ら
な
い
ど
こ
か
遠
い
町
に
あ
る
、
ひ
っ
そ
り
し
た
治
療
室
で
、
傷
つ
き
途
方
に
暮
れ
た
誰
か
が
、
迷
い
込
ん
だ
迷
路

の
風
景
を
語
っ
て
い
る
。
た
っ
た
一
人
う
す
暗
が
り
に
向
か
い
、
自
分
の
言
葉
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
た
だ
語
り
続
け

る
。
暗
が
り
の
奥
に
身
を
潜
め
た
私
は
、
そ
れ
を
ひ
た
す
ら
書
き
取
っ
て
ゆ
く
。
誰
か
の
心
を
支
え
る
た
め
に
必
要
な
そ
の
物
語
が
、
間
違
い
な
く

こ
の
世
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
、
一
字
一
字
丁
寧
に
書
き
留
め
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
、
私
の
書
く
小
説
だ
…
と
。」（
小
川
洋
子
・
河

合
隼
雄
『
生
き
る
と
は
、
自
分
の
物
語
を
つ
く
る
こ
と
』（
新
潮
文
庫
、
二
〇
一
一
・
二
）
と
の
発
言
も
あ
る
。

（
註
3
）
小
川
洋
子
・
平
松
洋
子
「
行
儀
の
わ
る
い
読
書
」（「coyote

」
五
七
号
、W

inter

、
二
〇
一
六
）
に
「
最
初
に
作
っ
た
の
は
「
迷
子
の
ボ
タ
ン
ち
ゃ

ん
」
と
い
う
お
話
で
、
小
学
校
に
入
学
し
て
す
ぐ
く
ら
い
で
し
た
」
と
あ
る
。

（
註
4
）
拙
稿
「〈
音
〉
と
〈
空
間
〉
を
読
む
「
国
語
」
教
材
の
理
論
と
実
践
」（「
水
月
」
一
号
、
二
〇
一
五
・
四
）

（
註
5
）
「
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
で
診
る
「
人
と
自
然
の
豊
か
な
ふ
れ
あ
い
」（『
日
本
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
協
会
二
〇
〇
一
年
度
研
究
発
表
講
演
論
文
集
』
二
〇

文学空間に〈聞こえない音〉を聞く授業実践（大國）
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〇
一
・
一
一
）

（
註
6
）
二
〇
一
四
年
八
月
一
日
〜
三
日
に
か
け
て
法
政
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日
本
環
境
教
育
学
会
第
二
五
回
大
会
に
お
い
て
「
フ
ィ
ー
ル
ド
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ

プ
と
文
学
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
の
比
較
と
そ
の
特
性
」
と
し
て
口
頭
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
ま
た
「〈
文
学
サ
ウ
ン
ド
マ
ッ
プ
〉
を
つ
か
っ
た
教
育
方

法
の
可
能
性
―
芥
川
龍
之
介
「
ピ
ア
ノ
」
を
対
象
と
し
た
授
業
を
例
に
挙
げ
て
―
」
を
「
水
月
」
一
号
（
二
〇
一
五
・
四
）
に
寄
稿
し
た
。

（
註
7
）
大
橋
良
介
『
聞
く
こ
と
の
歴
史
―
歴
史
の
感
性
と
そ
の
構
造
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
・
五
）

（
註
8
）
『
精
選
現
代
文
学
』（
筑
摩
書
店
、
二
〇
一
四
）

（
註
9
）
「
教
室
を
思
考
の
場
に
」（「
月
刊
国
語
教
育
」
五
二
五
号
、
二
〇
一
六
・
一
）

（
註
10
）
全
国
国
語
国
文
学
会
第
一
一
一
回
大
会
発
表
「〈
偶
然
〉
か
ら
〈
偶
有
〉
へ
―
東
浩
紀
『
ク
ォ
ン
タ
ム
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ズ
』
論
」

（
註
11
）
乙
一
『
失
は
れ
る
物
語
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
三
・
一
一
）

（
註
12
）
乙
一
『
さ
み
し
さ
の
周
波
数
』（
ス
ニ
ー
カ
ー
文
庫
、
二
〇
〇
二
・
一
二
）
所
収
時
は
「
失
は
れ
た
物
語
」
で
あ
っ
た
が
、「
失
は
れ
る
物
語
」
と
改

名
さ
れ
、『
失
は
れ
る
物
語
』
に
収
め
ら
れ
た
。『
失
は
れ
る
物
語
』
に
収
め
ら
れ
た
他
の
作
品
に
も
重
要
な
箇
所
で
い
く
つ
か
の
本
文
異
同
が
見
ら

れ
る
。

※
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
1
0
4
3
5
2
4
0
の
助
成
を
受
け
て
い
ま
す
。
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