
現
場
か
ら
の
報
告

国
語
な
ん
か
で
き
な
く
て
も

佐

々
木

律

高
校
二
年
生
の
現
代
文
で
筒
井
康
隆
の
小
説

「北
極
王
』
を
立
回
読
し
て
い

た
と
き
の
こ
と
だ
っ
た
。
主
人
公
の
少
年
と
自
分
の
息
子
の
姿
が
重
な
っ
て

し
ま
い
、
突
然
一保
が
あ
ふ
れ
で
き
た
。
少
し
問
を
お
い
て
、
再
び
読
も
う
と

す
る
と
ま
た
熱
い
も
の
が
こ
み
上
げ
て
く
る
。
そ
れ
で
も
よ
う
や
く
最
後
ま

で
読
み
終
え
て
、
我
な
が
ら
な
ん
と
感
動
的
な
朗
読
で
あ
る
か
、
と
生
徒
た

ち
の
熱
い
ま
な
ざ
し
を
期
待
し
て
教
室
を
同
生
政
す
と
、
彼
ら
は
実
に
居
心
地

の
悪
そ
う
な
株
子
で
あ
る
。
「
い
や
、
だ
か
ら
そ
の
、
ね
、
と
っ
て
も
い
い

小
説
だ
と
思
う
ん
だ
け
ど
」
。
照
れ
隠
し
半
分
に
や
っ
と
の
こ
と
で
そ
う

言
っ
た
私
に
、
あ
る
生
徒
が
と
ど
め
を
刺
し
た
。
「
で
も
先
生
、
泣
く
ほ
ど

の
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
。
」

こ
れ
と
ま
っ
た
く
逆
の
立
場
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
山
田
r
堅
実
の
小
説

『ひ
よ
こ
の
限
」
を

一
読
し
、
感
想
文
を
翌
日
の
宿
題
と
し
た
と
き
の
こ
と

だ
っ
た
。
ふ
だ
ん
よ
り
は
る
か
に
提
出
状
況
が
よ
い
。
お
ま
け
に
ほ
と
ん
ど

が
「
何
度
も
読
み
返
し
た
」
「
泣
け
て
泣
け
て
し
か
た
な
か
っ
た
」
と
い
っ

た
真
情
あ
ふ
る
る
コ
ト
パ
で
綴
っ
た
感
想
文
で
あ
る
。
か
つ
て
恋
人
を
自
殺

で
失
っ
た
、
そ
の
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
思
い
を
回
想
す
る
文
章
に
、
言
い

ょ
う
の
な
い
せ
つ
な
さ
が
あ
る
こ
と
は
私
も
認
め
る
。
し
か
し
「
泣
く
ほ
ど

の
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
」
。
私
は
生
徒
た
ち
の
感
想
文
を
読
み
な
が
ら

す
っ
か
り
白
け
た
気
分
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

高
校
生
の
頃
の
私
、だっ
た
ら
き
っ
と
、
山
田
詠
美
の
文
庫
本
を
片
端
か
ら

買
い
求
め
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
今
の
私
に
と
っ
て
そ
の
胸
が
苦
し

く
な
る
よ
う
な
共
感
は
「
懐
か
し
さ
」
の
対
象
で
あ
っ
て
、
も
は
や
「
泣
く

ほ
ど
の
こ
と
」
で
は
な
い
。
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
た
の
は
、
彼
ら
の
真
情

あ
ふ
る
る
コ
ト
パ
の
い
く
つ
か
を
か
つ
て
私
も
使
っ
た
覚
え
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
反
対
に

「北
極
王
』
が
高
校
生
に
と
っ
て
「
泣
く
ほ
ど
の
こ
と
」
で

な
か
っ
た
の
は
、
私
の
示
し
た
父
親
の
感
情
が
彼
ら
に
と
っ
て
未
知
の
も
の

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
見
せ
た
居
心
地
の
悪
さ
は
未
知
の
戚
備

に
対
す
る
戸
惑
い
で
あ
り
、

「ひ
よ
こ
の
眼
』
の
感
想
文
を
読
ん
だ
私
が
感

じ
た
気
恥
ず
か
し
さ
と
は
明
ら
か
に
質
が
奥
な
る
。

と
こ
ろ
が

『ひ
よ
こ
の
限
』
の
感
想
の
中
に
ひ
と
つ
だ
け
、
「
語
り
手
の

少
女
は
も
、
っ
大
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
実
は
恋
人
の
死
を
乗
り
越
え

て
い
る
。
だ
か
ら
こ
ん
な
ふ
う
に
淡
々
と
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
思

う
」
と
い
、
?
も
の
が
あ
っ
た
。
私
は
こ
れ
こ
そ

『ひ
よ
こ
の
限
』
を
読
む
上

で
の
基
本
的
な
足
場
の
取
り
方
で
あ
る
と
思
っ
た
。
こ
れ
さ
え
確
認
で
き
れ

ば
、
あ
と
は
ど
う
読
み
と
ろ
う
が
個
人
の
向
由
で
あ
る
と
さ
え
思
っ
た
。
た

だ
残
念
な
こ
と
に
私
は
、
そ
の
足
場
の
取
り
方
を
教
室
で
き
ち
ん
と
教
え
る

こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
「
君
は
小
説
の
読
み
方
を
知
っ
て
い
る
ね
」
と
評

価
す
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
ど
う
す
れ
ば
そ
う
い
っ
た
読
み
方
を
身
に
つ
け

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
具
体
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

授
業
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
み
方
を
具
体
的
に
示
せ
な
い
こ
と
が
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私
に
は
大
き
な
不
満
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
教
室
で
文

学
を
扱
う
こ
と
に
危
う
さ
さ
え
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
学
教
材
を
抜
う

こ
と
が
、
喪
失
や
弱
さ
を
い
た
ず
ら
に
嘆
く
だ
け
の
感
情
的
な
コ
ト
パ
の
や

り
と
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
疑
問
に
対
し

「
人
間
の
弱
さ
を
教
え
る
の
も
教
師
の
仕
事
だ
」
と
答
え
る
の
は
読
弁
で
あ

る
。
教
師
は
教
室
で
絶
対
の
強
者
な
の
だ
。
「
人
間
の
弱
さ
」
を
教
え
る
立

場
で
は
な
い
。

ど
う
す
れ
ば
読
む
力
が
つ
く
の
か
。
こ
の
問
い
か
け
に
対
し
、
「
と
に
か

く
た
く
さ
ん
読
む
こ
と
」
と
し
か
私
に
は
答
え
よ
う
が
な
か
っ
た
。
数
学

だ
っ
て
た
く
さ
ん
演
習
問
題
を
解
け
っ
て
言
う
じ
ゃ
な
い
か
。
あ
れ
と
同
じ

さ
。
少
な
く
と
も
自
分
は
こ
れ
ま
で
そ
う
や
っ
て
き
た
。
そ
、
主
旬
、
え
る
こ
と

で
私
は
思
考
を
停
止
し
て
い
た
。
そ
れ
は
教
師
の
保
身
で
し
か
な
い
。
彼
ら

は
「
解
法
」
を
質
問
し
て
い
る
の
だ
。
「
と
に
か
く
た
く
さ
ん
解
け
」
で
は

答
え
に
な
ら
な
い
。

か
つ
て
「
読
む
こ
と
」
は
情
報
を
得
る
上
で
最
も
優
位
に
立
つ
手
段
、
だ
っ

た
。
よ
り
多
く
読
む
こ
と
は
よ
り
多
く
知
る
こ
と
に
直
結
し
た
。
現
代
が
そ

う
で
な
い
こ
と
は
誰
の
自
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
読
む
こ
と
」
に
こ
だ
わ

ら
ず
と
も
多
く
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
影
響

は
文
学
に
も
著
し
い
。
映
画
や
マ
ン
ガ
、
テ
レ
ビ
と
い
っ
た
媒
体
を
通
じ
て

私
た
ち
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
多
く
の
文
学
作
品
に
接
し
て
い
る
。
活
字

媒
体
に
よ
る
受
容
以
外
を
認
め
な
い
と
し
た
ら
、
現
代
の
私
た
ち
に
と

っ
て

文
学
は
ず
い
ぶ
ん
寂
し
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

文
学
の
感
動
を
伝
え
る
こ
と
が
国
語
科
の
使
命
で
あ
る
と
考
え
る
限
り
、

「
国
語
な
ん
か
で
き
な
く
て
も
困
ら
な
い
」
と
い
う
理
屈
に
対
抗
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
「
読
む
こ
と
」
な
ど
で
き
な
く
て
も
、

他
の
媒
体
を
通
じ
て

い
く
ら
で
も
感
動
で
き
る
。
活
字
を
追
う
こ
と
の
意
義
を
説
い
た
と
こ
ろ
で
、

「価
値
観
の
相
違
」
と
か
わ
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
「
丁
目
雨
明
卓
が
あ
る
か
ら
数
学

な
ん
か
で
き
な
く
て
も
困
ら
な
い
」
と
い
う
迎
屈
を
こ
ね
る
相
手
に
対
し
、

筆
算
の
沓
主
我
を
説
く
よ
う
な
も
の
だ
。

近
年
「
書
く
こ
と
」
「
話
す
こ
と
」
が
注
目
を
集
め
て
い
る
の
も
、
そ
う

い
っ
た
「
読
む
こ
と
」
の
地
位
低
下
が
も
た
ら
し
た
現
象
の

一つ
で
は
な
い

か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
「
読
む
こ
と
」
「
聞
く
こ
と
」
は
受
動
的

・
受
信
型

で
あ
り
、
「
書
く
こ
と
」
「
話
す
こ
と
」
は
能
動
的

・
発
信
型
で
あ
る
と
い
っ

た
観
点
か
ら
の
論
議
は
、

言
語
を
め
ぐ
る
現
状
に
対
す
る
き
わ
め
て
正
当
な

反
応
で
あ
ろ
、
っ
。

今
後
の
国
語
教
育
に
お
い
て
「
書
く
こ
と
」
「
話
す
こ
と
」
は
ま
す
ま
す

重
視
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
「
読
む
こ
と
」
重
視
の
国
語
教

育
で
は
も
う
だ
め
だ
か
ら
、
と
い
、
ユ
容
易
さ
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
別

の
意
味
で
問
題
で
あ
る
。
「
学
習
者
主
体
の
国
語
教
育
」
を
訴
え
る
論
議
の

中
に
は
、
「
黙
っ
て
座
ら
せ
て
い
る
よ
り
書
い
た
り
話
し
た
り
さ
せ
た
ほ
う

が
は
る
か
に
主
体
的
で
あ
る
」
と
い

っ
た
程
度
の
実
質
し
か
持
た
な
い
も
の

も
散
見
さ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
観
点
の
浅
薄
さ
を
、
私
は
現
任
校
で
い
や
と

い
う
ほ
ど
見
せ
つ
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
ど
う
し
て
も
警
戒
し
て
し
ま
う
。

現
任
校
で
は
生
徒
と
「
自
由
」
や
「
権
利
」
に
つ
い
て
話
す
機
会
が
多

か
っ
た
。
経
緯
は
と
も
か
く
、
そ
う
い
っ
た
話
題
を
正
面
か
ら
話
す
こ
と
が

で
き
た
の
は
貴
重
な
体
験
だ
っ
た
と
言
え
る
。
た
だ
そ
の
時
い
つ
も
私
が
感

じ
て
い
た
の
は
、

『ひ
よ
こ
の
限
』
の
感
想
文
を
読
ん
だ
と
き
の
よ
う
な
居
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心
地
の
悪
さ
だ
っ
た
。一課
な
が
ら
に
自
分
た
ち
の
「
自
由
」
や
「
権
利
」
を

訴
え
る
生
徒
を
前
に
、
「
泣
く
ほ
ど
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
」
と
何
度

つ
ぶ
や
い
た
こ
と
か
。
何
よ
り
腹
立
た
し
か
っ
た
の
は
、

一
部
の
大
人
が
彼

ら
の
一
決
を
必
要
以
上
に
美
化
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
「
自
由
」
と
「
権
利
」
を

訴
え
る
高
校
生
は
常
に
清
く
正
し
く
、
そ
れ
を
見
て
「
泣
く
ほ
ど
の
こ
と

じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
」
と
つ
ぶ
や
く
大
人
は
常
に
汚
れ
て
間
違
っ
て
い
る
と

い
っ
た
類
の
、
感
情
的
で
単
純
な
二
元
論
。
し
か
も
そ
れ
を
掲
載
し
た
の
が

『世
界
』
(
岩
波
書
庖
)
だ
っ
た
こ
と
が
、
私
に
は
驚
き
だ
っ
た
。
論
理
的
に

読
み
、
考
え
る
能
力
が
大
人
も
含
め
て
徹
底
的
に
欠
け
て
い
る
と
さ
え
感
じ

た。
少
し
話
題
手
広
げ
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
そ
の
こ
と
を

き
っ
か
け
に
、
私
は
コ
ト
パ
を
用
い
て
論
理
的
に
読
み
、
考
え
る
能
力
を
つ

け
る
こ
と
の
必
市
在
を
痛
感
し
た
。
「
書
く
こ
と
」
「
話
す
こ
と
」
は
も
ち
ろ

ん
大
切
だ
が
、
国
語
科
と
し
て
「
読
む
こ
と
」
「
聞
く
こ
と
」
の
領
域
で
や

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
文
学
に
こ
だ
わ
る
こ
と
で

「
国
語
な
ん
か
で
き
な
く
て
も
困
ら
な
い
」
と
言
わ
せ
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、

本
末
転
倒
の
誹
り
を
免
れ
な
い
。
言
語
生
活
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
、
学
校

教
育
の
中
の
間
胆
語
科
と
い
う
限
ら
れ
た
条
件
の
中
で
ど
う
補
っ
て
い
く
べ
き

か
、
現
実
の
課
題
と
し
て
考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

(
埼
玉
県
立
所
沢
高
等
学
校
)

国
語
か
ら
国
際
理
解

へ

|
小
学
校
「
総
合
学
習
」
の
試
み
|

大

JII 

育

子

指
導
要
領
改
訂
を
前
に
、
「
総
合
学
習
」
の
在
り
方
を
巡
る
議
論
、
試
行

が
あ
る
。
従
来
か
ら
の
「
国
際
理
解
教
室
」
を
拡
大
す
る
学
校
も
多
い
。
そ

の
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
!
と
し
て
、
横
浜
市
の
四
つ
の
小
学
校
で
教
壇
に

立
っ
た
経
験
か
ら
、
報
告
し
た
い
。

帰
国
家
庭
の
多
い
当
地
で
は
、
地
域
の
力
を
借
り
た
い
学
校
と
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
あ
り
た
い
保
護
者
の
思
い
が
合
致
し
て
、
国
際
理
解
教
室
を
タ
乞
様

に
展
開
で
き
る
素
地
が
あ
る
。
私
は
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
の
帰
国
ん
堂
の

親
と
し
て
参
泊
し
た
。

掌
政
か
ら
は
「
生
活
し
た
外
周
の
今
の
桜
子
や
休
験
談
を
具
体
的
に
話
し

て
ほ
し
い
」
と
い
う
要
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
滞
在
国
か
ら
持
ち

帰
っ
た
物
や
2
4具
を
み
せ
た
り
、
実
演
し
た
り
、
試
食
し
た
り
と
、
単
発
の

授
業
に
ふ
さ
わ
し
い
盛
り
沢
山
の
内
容
に
な
っ
た
。
五
官
に
一
帯
え
な
が
ら
異

文
化
に
触
れ
る
の
が
、
ね
ら
い
だ
。

わ
が
中
国
班
も
そ
れ
に
倣
お
う
と
し
た
が
、
欧
米
の
各
班
が
異
国
ら
し
さ

を
端
的
に
披
露
で
き
る
の
に
比
し
て
、
こ
ち
ら
は
こ
と
ご
と
く
慎
重
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
、
主
語
の
問
題
が
あ
る
。
児
童
は

「
中
国
」
と
い
う
外
国
を
単

純
な
切
り
口
で
知
ろ
う
と
す
る
が
、
大
陸
と
台
湾
、
香
港
を
ひ

っ
く
る
め
て
、
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中
国
と
い
う
王
語
で
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
陸
に
限
っ
て
も
、
多
良
族
、

多
ι
言
語
、
実
、
帯
か
ら
亜
熱
帯
に
広
が
る
大
地
に
十
三
億
の
人
間
が
住
ん
で
い

る
。
衣
食
住
の
習
慣
も
学
校
生
活
も
異
な
り
、
言
え
ば
言
う
ほ
ど
、
「
群
盲

象
を
撫
ず
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
北
京
に
限
定
し
た
と
し
て
も
、

期
待
さ
れ
る
「
四
千
年
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
今
の
都
市
生
活
を
伝
え
る

こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
り
、
台
湾
と
の
差
異
が
浮
彫
り
に
な
る
。

も
う
一
つ
に
は
、
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
点
が
あ
る
こ

と
だ
。
北
京
土
産
「
十
一
芸
乏
壁
飾
り
を
掲
げ
る
と
、

三
年
生
で
も
自
分
の

干
支
を
知
っ
て
お
り
、
十
二
を
諸
じ
て
い
た
。
四
年
生
以
上
の
書
写
の
作
品

は
毛
筆
で
あ
る
。
六
年
生
に
な
る
と
、
常
用
漢
字
一
九
四
五
字
の
う
ち
一

O

六
O
{壬
乞
学
ん
で
お
り
、
四
字
熟
語
の
知
識
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
学
習
は
日

本
人
と
し
て
必
要
な
も
の
と
し
て
で
あ
っ
て
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
と
言
う
こ

と
は
拘
ら
な
い
。
飲
米
と
の
比
較
で
、
箸
を
使
、
っ
文
化
を
和
風
で
あ
る
と
認

識
し
て
も
、
中
国
文
化
圏
の
産
物
で
あ
る
こ
と
は
意
識
せ
ず
に
素
通
り
し
て

き
て
い
る
。
中
国
伝
来
の
も
の
を
日
本
固
有
の
も
の
と
し
て
消
化
す
る
。

結
局
、
児
童
は
国
語
、
日
本
史
、
日
本
文
化
を
学
ぶ
う
ち
に
、
中
国
に
接

近
し
て
お
り
、
中
国
の
こ
と
を
識
る
ほ
ど
「
日
本
」
を
発
見
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
接
点
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
こ
そ
が
国
際
理
解
教
室
の
真

骨
頂
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
両
者
を
国
境
で
隔
て
て
対
比
さ

せ
る
の
は
不
自
然
な
の
だ
。

実
際
、
国
語
の
教
科
書
か
ら
中
国
理
解
へ
導
く
に
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

五
年
生
の
場
合
、
「
地
図
が
見
せ
る
世
界
」
や
「
大
陸
は
動
く
」
の
よ
う

な
内
容
の
説
明
文
は
導
入
に
適
し
て
い
る
。
言
葉
に
関
す
る
単
元
に
は
「
漠

字
の
成
り
立
ち
」
「
同
じ
音
の
漢
字
」

「
和
語
と
漢
訪
問
」
「
熟
語
を
使
っ
て
」

「
漢
字
の
読
み
方
と
使
い
方
」
な
ど
が
あ
る
。
日
本
語
の
漢
字
と
中
胃
語
の

漢
字
と
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
で
、
背
後
に
あ
る
異
文
化
へ
の
関
心
を
引
き

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
語
は
日
本
語
の
由
来
を
考
え
る
好
材
料
だ
。

各
学
年
の
国
語
教
科
書
に
則
し
た
「
国
際
理
解
塾
室
」
の
授
業
の
可
能
性

を
探
る
こ
と
は
、
国
語
教
育
の
見
直
し
に
も
通
じ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

(
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
師
)

キ
土

(1
)

青
葉
台
、
恩
回
、
本
郷
台
、
南
山
田
、
各
市
立
小
学
校

(
2
)

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
T

G

A

L
の
国
際
理
解
教
室
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
出
前
授
業
を
請
け
負
っ
て
い
る
。

(3
)

光
村
図
書

『国
語
五
上
』

(
4
)

日
本
で
用
い
る
世
界
地
図
と
欧
米
な
ど
で
用
い
る
世
界
地
図
と
を
比
較
し

て
「
同
じ
も
の
で
も
、
見
方
を
変
え
る
だ
け
で
、
別
の

一
而
を
見
せ
る
こ
と

に
も
な
る
」
と
説
く
。
筆
者
は
永
田
力
。

(
5
)

ア
ル
フ
レ
7

ド
H

ウ
ェ
ゲ
ナ
ー
が
「
パ
ン
ゲ
ア
(
す
べ
て
が

一
つ
の
大

陸
こ
の
仮
説
を
起
こ
し
「
大
陸
移
動
説
」
を
証
明
し
て
い

っ
た
過
程
を
紹
介

し
て
い
る
。
筆
者
は
大
竹
政
和
。
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レ
ポ
ー
ト
の
指
導

イ衣

藤

美

佐

本
校
で
は
、
毎
年
五
月
に
三
年
生
の
修
学
旅
行
が
あ
る
。
行
き
先
は
京

都

・
奈
良
。
国
語
科
で
は
生
徒
に
「
修
学
旅
行
レ
ポ
ー
ト
」
な
る
も
の
を
課

し
て
い
る
。
京
都

・
奈
良
を
旅
行
し
て
触
発
さ
れ
た
テ
l
マ
を
見
つ
け
、

四

百
字
詰
め
原
稿
用
紙
三
十
枚
ほ
ど
の
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
す
る
。
レ
ポ
ー
ト
提

出
は
十

一
月
二
十
ご
百
「
勤
労
感
謝
の
日
」
の
翌
日
。
つ
ま
り
、

一
-
一一学

期
に

E
つ
て
の
課
題
で
あ
る
。
成
綴
は
「
現
代
茎
に
入
れ
ら
れ
る
。
こ
の

レ
ポ
ー
ト
が
一一一
年
ル
ム
に
と

っ
て
の
大
き
な
ハ
ー
ド
ル
で
あ
り
、
生
徒
達
は

一

年
生
の
と
き
か
ら
こ
の
レ
ポ
ー
ト
の
噂
で
戦
戦
競
競
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

指
導
の

一
年
を
回
心う
と
教
員
側
も
戦
戦
競
競
で
あ
る
。
三
年
生
は

一
学
年
二

0
0名
弱
で
、
四
ク
ラ
ス
あ
り
、
国
語
教
員
が

一
人
ず
つ
凶
ク
ラ
ス
に
分
か

れ
、
指
導
に
あ
た
る
。
ほ
と
ん
ど
全
員
が
大
学
に
推
薦
で
進
学
で
き
る
環
境

で
あ
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
壇
場
だ
と
は
思
わ
れ
る
が
、
今
回
は
こ
の
砧
翠
寸
に

つ
い
て
報
告
し
た
い
。

修
学
旅

rE別
に
は
、
授
業
で
は
京
都

・
奈
良
を
題
材
に
し
た
教
材
を
扱
う
。

生
徒
が
旅
行
を
す
る
際
、
何
か
に
興
味
を
持
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
と
の
配
慮

か
ら
で
あ
る
。
今
年
は
堀
辰
雄

『大
和
路
』
を
教
材
と
し
た
。

『大

和

監

の

中
に
は
奈
良
の
様
々
な
寺
や
仏
像
、
小
径
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
地
図
を
生
徒
に
配
り
、
主
人
公
の
歩
み
を
追
い
な
が
ら
授
業
を
進
め

る
。
仏
像

・
寺
な
ど
は
、
資
料
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
1
を
使
っ
て
興
味
関
心
の

幅
を
広
げ
ら
れ
る
よ
う
配
慮
し
た
。
修
学
旅
行
の
自
由
行
動
を
決
め
る
上
の

参
考
に
な
る
と
思
っ
て
い
る
ら
し
く
、
授
業
に
積
梅
的
に
参
加
す
る
生
徒
が

多
い
。
質
問
も
多
く
、
こ
う
い
う
と
き
の
教
員
は
、
さ
な
が
ら
旅
行
ガ
イ
ド

で
あ
る
。

『大
和
路
』
の
中
の

『十
月
』
に
は
、
主
人
公
が
東
大
寺
戒
壇
院
の
広
目

天
像
を
見
て
「
こ
れ
は
き
っ
と
誰
か
天
平
時
代
の

一
流
人
物
の
貌
を
そ
っ
く

り
そ
の
ま
ま
模
し
て
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
で
な
く
て
は
、
こ
ん
な
に

人
格
的
に
出
来
上
が
る
は
ず
は
な
い
」
と
言
っ
た
箇
所
が
あ
る
が
、
広
目
天

像
の
写
香
討
を
見
せ
た
と
き
、
生
徒
は
教
材
の
主
人
公
の
心
情
ど
お
り
に
見
つ

め
領
く
者
も
い
れ
ば
、
誰
か
を
当
て
は
め
る
者
も
い
た
。
「
シ
ア
ト
ル

・
マ

リ
ナ
l
ズ
の
佐
々
木
に
似
て
る
」
と
言
っ
た
生
徒
も
い
た
。
驚
い
た
こ
と
に
、

主
人
公
の
旅
チ
追
っ
て
授
業
を
進
め
て
い
く
と
、
主
人
公
の
心
情
を
素
直
に

理
解
で
き
る
よ
、
つ
で
あ
る
。

さ
て
、
修
子
旅
行
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、
生
徒
達
は
口
々
に
行
っ
た
場
所

を
話
し
て
く
れ
る
が
、
授
業
で
説
明
し
た
場
所
を
訪
れ
て
い
る
生
徒
も
多
い
。

中
に
は
自
由
行
動
の
時
間
を
使
っ
て
浄
瑠
璃
寺
を
訪
れ
た
生
徒
も
い
る
。
奈

良
市
街
か
ら
離
れ
て
お
り
、
自
由
行
動
の
時
間
を
精

一
杯
使
っ
て
訪
れ
た
の

で
あ
ろ
う
が
、
「
『大
和
路
』
で
書
い
で
あ
っ
た
浄
伊
田
璃
寺
と
馬
酔
木
が
見
た

く
て
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
と
、
非
常
に
嬉
し
い
も
の
で
あ
る
。

傍
{子
旅
行
か
ら
帰
っ
て
き
て
か
ら
は
、
旅
行
で
見
つ
け
た
テ
1
マ
に
沿
っ

て
資
料
を
集
め
る
壇
場
手
乞
お
こ
な
う
。
夏
休
み
中
に
生
徒
白
身
で
資
料
を
集

め
ら
れ
る
よ
う
に
と
い
う
配
慮
か
ら
で
あ
る
。
自
分
が
-
調
べ
た
い
こ
と
は
ど

の
よ
う
に
調
べ
る
か
、
辞
典
や
文
献
の
あ
た
り
方
を
説
明
し
て
い
る
。
最
近
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で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
l
ム
ペ

l
ジ
な
ど
を
資
料
と
す
る
生
徒
も
増

え
て
き
た
た
め
、
授
業
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
扱
い
方
に
関
す
る
プ
リ
ン
ト

を
配
り
、
資
料
と
し
て
使
え
る
も
の
と
使
え
な
い
も
の
と
の
区
別
を
つ
け
さ

せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

学
校
の
図
書
室
だ
け
で
は
飽
き
た
ら
ず
、
資
料
を
大
学
の
図
書
晶
ま
で
探

し
に
行
く
宣
一副
川
な
生
徒
も
多
い
。
本
校
は
大
学
の
付
属
高
校
で
あ
り
、
大
学

の
図
書
館
に
入
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
高
校
の
パ
ソ
コ
ン
で
大
学
の
図
昔
話

の
蔵
書
を
チ
エ

Y
ク
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
高
校
生
が
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
環

境
と
し
て
は
か
な
り
古
山
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
恩
恵
を
十
分
に
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
と
、
教
員
も
大
学
図
書
館
の
活
用
を
勧
め
て
い
る
。

夏
休
み
が
終
わ
る
と
、
実
際
の
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
を
授
業
で
説
明
す
る
。

文
章
構
成
の
基
礎
、
文
献
の
引
用
の
仕
方
な
ど
を
プ
リ
ン
ト
を
使
っ
て
説
川

す
る
の
だ
が
、
論
文
の
基
本
構
成
を
授
業
で
説
明
し
て
も
、
生
徒
に
は
ピ
ン

と
こ
な
い
こ
と
が
多
い
。
実
際
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
l
マ
に
沿
っ
て
ど
の

よ
う
に
構
成
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
の
か
、
個
人
指
導
を
す
る
こ
と
に
し
て

い
る
。
そ
の
と
き
に
必
ず
目
次
を
書
い
て
く
る
よ
う
に
指
示
す
る
。
資
料
を

集
め
た
だ
け
で
満
足
し
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
、
漠
然
と
し
た
論
を
意
識

に
の
ぼ
ら
せ
る
上
で
、
目
次
作
り
は
葺
幼
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ら

の
資
料
を
持
っ
て
、
生
徒
が
休
み
時
間
や
酔
課
後
に
質
問
に
来
る
。
資
料
と

目
次
を
見
て
、
こ
の
構
成
で
言
い
た
い
こ
と
が
説
明
で
き
る
の
か
、
生
徒
と

一
緒
に
考
え
る
。
生
徒
の
レ
ポ
ー
ト
の
進
度
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
資
料
に

マ
ン
ガ
を
使
う
者
や
、
解
明
不
可
能
な
「
謎
」
を
解
き
明
か
そ
う
と
す
る

テ
l
マ
を
見
つ
け
だ
し
、
「
:
:
:
の
謎
」
と
い

っ
た
、
謎
の
部
分
だ
け
を
強

調
し
た
本
を
資
料
と
し
て
使
お
う
と
す
る
生
徒
も
多
い
が
、
そ
れ
は
こ
こ
で

の
個
人
抱
宿
泊
帯
で
淘
汰
さ
れ
、
テ
ー
マ
を
絞
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
る
。
中
に
は
、

全
く
テ
ー
マ
の
思
い
つ
か
な
い
生
徒
も
い
る
。
そ
の
と
き
に
は
、
修
学
旅
行

で
興
味
を
持
っ
た
こ
と
を
気
軽
に
話
し
て
も
ら
い
、
そ
の
会
話
の
中
か
ら

テ
l
マ
を
引
き
出
安
手
助
け
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
個
人
積
場
が
か
な
り

の
重
労
働
で
、
授
業
と
校
務
の
合
間
に
常
に
生
徒
と
面
接
を
し
て
い
る
と
い

う
毎
日
で
あ
る
。
生
徒
の
出
し
て
き
た
テ
l
マ
仁
何
か
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
あ

げ
た
い
と
考
え
る
と
、
こ
ち
ら
も
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
う

や
っ
て
教
員
自
身
の
宿
題
も
毎
日
課
さ
れ
る
始
末
で
あ
る
。

レ
ポ
ー
ト
は
、
生
徒
の
興
味
に
沿
っ
て
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
に
百
一る
。
昨
年

の
例
で
言
、っと、

『出
隆
寺
の
建
築
撃
と
萌
市
主
人
の
夢
と
「
夢
の
記
」
』
、

中
に
は
、

ヨ
尽
都
タ
ワ
1
建
設
に
対
す
る
市
民
運
動
』
と
い
う
生
徒
も
い
る
。

国
語
科
だ
け
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
テ
ー
マ
も
多
い
の
で
、
他
教
科
の
教
員

の
応
援
も
お
願
い
し
て
い
る
。

十

一
月
に
レ
ポ
ー
ト
が
提
出
さ
れ
る
と
、
今
度
は
添
削
が
待
っ
て
い
る
。

一
月
末
の
成
績
提
出
ま
で
、
教
員
は
添
削
戦
争
で
あ
る
。
奉
職
し
て
今
年
で

五
年
に
な
り
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
壇
場
に
携
わ
っ
て
四
年
、
大
量
の
レ
ポ
ー
ト

添
削
に
追
わ
れ
、
ま
と
も
に
正
月
を
迎
え
た
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
卒
業

生
か
ら
は
、
「
学
校
の
授
業
の
一
番
の
思
い
出
は
修
学
旅
行
レ
ポ
ー
ト
」
と
、

よ
く
言
わ
れ
る
。
高
校
生
活
で

一
番
苦
し
め
ら
れ
た
課
題
が
こ
の
レ
ポ
ー
ト

だ
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
大
学
に
入
っ
て
か
ら
、
書
い
て
よ
か
っ
た
と

思
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
と
、
今
年
も
が
ん
ば
る
か
、
と
思
い
直
す
の
で
あ

る
。
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こ
れ
か
ら
の
墳
専
に
あ
た
っ
て
は
、
総
合
的
な
学
習
を
勧
め
て
い
る
社
会

の
流
れ
を
ふ
ま
え
、
国
語
と
い
う
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
学
校
全
体
で
関
わ
っ
て



い
け
る
よ
、
つ
模
索
中
で
あ
る
。
生
徒
と
共
に
学
び
合
、

2
頁
重
な
教
材
と
し
て

守
っ
て
い
く
と
共
に
、
指
導
方
法
を
常
に
改
善
し
て
い
く
こ
と
に
務
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

(
度
陀
義
塾
女
子
高
等
学
校
)

社
会
性
を
身
に
つ
け
る
授
業
の
実
践

|
|
他
教
科
と
協
力
し
て

塩

裕

香

111奇

〔は
じ
め
に
〕

中
高

一
貫
の
女
子
校
に
勤
め
て
三
年
目
、
今
年
度
は
中
二
の
担
任
を
し
て

い
る
。
本
校
は
「
社
会
性
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
」
こ
と
を
大
き
な
目
標
と
し

て
お
り
、
そ
れ
を
国
語
科
で
ど
、
ヰ
夫
開
院
す
る
か
を
私
な
り
に
考
え
、
実
践
し

た
こ
と
を
、

一
例
を
挙
げ
て
報
告
し
た
い
。

〔
年
間
指
導
計
画
の
立
案
〕

年
度
の
終
わ
り
に
次
年
度
の
シ
ラ
パ
ス
を
科
目
ご
と
に
考
え
、

四
月
に
は

全
学
年

・
全
教
訓
刊
を
ま
と
め
た
も
の
を
生
徒

一
人
ひ
と
り
に
渡
し
て
い
る
。

全
員
が
き
ち
ん
と
活
用
で
き
て
い
る
か
は
別
と
し
て
、
そ
れ
を
見
れ
ば

一
年

間
何
を
学
習
す
る
の
か
、
今
学
習
し
て
い
る
こ
と
の
ね
ら
い
は
何
な
の
か
、

が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
昨
年
度
の
終
わ
り
に
中
二
の
シ
ラ
パ
ス
の

原
案
を
作
る
拘
豆
コ
に
な
っ
た
私
は
、
社
会
性
を
身
に
つ
け
る
学
習
の

一
つ
と

し
て
、
大
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
班
で
小
テ
l
マ
を
決
め
、
情
報
を
収
集
、
整
理

し
、
意
見
を
加
え
て
発
表
す
る
、
と
い
っ
た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
学
習

を
す
る
こ
と
を
考
え
た
。
ど
ん
な
職
業
に
つ
い
て
も
、
自
分
の
意
見
を
求
め

ら
れ
る
機
会
は
多
い
。
私
も
教
員
に
な
る
前
の
一
年
間
の
民
間
企
業
研
修
で

ブ
ラ
イ
ダ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
!
を
経
験
し
た
が
、
新
郎
新
婦
の
要
望
に
合

う
よ
う
な
披
露
宴
を
提
粂
す
る
の
に
、
披
露
宴
の
基
礎
知
識
か
ら
ど
こ
の
花

屋
は
ど
ん
な
風
に
飾
る
と
い

っ
た
こ
と
ま
で
、
検
々
な
情
報
を
手
に
入
れ
た

上
で
、
他
の
会
場
に
お
客
を
取
ら
れ
な
い
よ
う
に
セ
ー
ル
ス
ト
l
ク
を
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。

せ
っ
か
く
学
習
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
技

術
が
身
に
つ
け
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
な
く
、
テ
ー
マ
も
生
徒
が
興
味
を
持

ち
、
今
後
の
学
習
に
役
立
つ
も
の
に
し
た
い
。
教
科
書
に
も
テ
l
マ
の
一
例

が
載
っ
て
い
る
が
、
よ
り
よ
い
も
の
は
な
い
か
。
そ
、
主
旬
、
ぇ
、
修
学
旅
行
に

つ
な
が
る
も
の
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
木
校
で
は
中
三
で
イ
ギ
リ
ス
に
行
っ

て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
を
テ
l
マ
に
し
、
こ
の
学
習
を
通
し
て
、
修
学
旅
行
へ

の
興
味
も
持
っ
て
も
ら
お
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、

国
語
科
の
教
員
は
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
の
知
識
が
あ
ま
り
な
い
。

そ
こ
で
社
会
科
の
シ
ラ
パ
ス
を
目
に
し
た
ら
、
中
二
で
盤
工
旅
行
の
事
前
晶
子

習
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
と
あ
る
。
こ
れ
は
協
力
し

合
わ
な
い
手
は
な
い
と
思
い
、
さ
っ
そ
く
社
会
科
の
教
員
に
話
を
持
ち
か
け

て
、
ぜ
ひ
一
緒
に
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
社
会
の
授
業
で
イ
ギ
リ

ス
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
、
班
ご
と
に
テ
l
マ
を
決
め
、
国
語
・

社
会
両
方

の
授
業
時
間
を
使
っ
て
情
報
を
収
集
し
、
国
語
の
授
業
で
情
報
を
整
理
し
、

意
見
を
加
え
て
発
表
台
本
を
作
る
。
そ
し
て
発
表
・
レ
ポ
ー
ト
は
国
語
科

・

社
会
科
の
両
方
の
教
員
が
評
価
す
る
、
と
い
う
計
画
で
あ
る
。
時
期
は
社
会

科
の
シ
ラ
パ
ス
に
合
わ
せ
(
中
二
は
歴
史
を
学
習
し
て
い
る
)
、
二
学
期
の
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中
間
テ
ス
ト
後
に
し
た
。
文
化
祭
も
終
わ
り
、
落
ち
着
い
た
時
期
で
ち
ょ
う

ど
よ
い
と
も
考
え
た
。

ま
た
、
情
報
収
集
に
際
し
て
は
、
図
書
室
と
情
報
科
の
協
力
が
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
幸
い
な
こ
と
に
、

二
O
O二
年
度
か
ら
の
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で

「
情
報
」
の
授
業
が
始
ま
る
準
備
の
た
め
、
本
校
は
二
O
O
一
年
の
秋
に

C

A
I
教
室
を
リ
ニ
ュ

l
ア
ル
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
一

ク
ラ
ス
全
員
に

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
一
台
ず
つ
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ア
ク
セ
ス
で
き

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
二

O
O
一
年
度
内
は
使
用
で
き
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
情
報
科
に
計
画
を
話
し
、
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
と
し

て
特
別
に
利
用
さ
せ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
図
書
室
の
協
力
も
得
ら

れ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
ま
か
な
計
画
が
決
ま
っ
た
。

〔
細
か
な
授
業
計
画
の
立
案
〕

木
校
は

一
学
年
五
ク
ラ
ス
あ
り
、
今
年
度
の
中
二
は
国
語
も
社
会
も
一一一
人

が
抑
亘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
合
わ
せ
て
六
人
の
教
員
が
今
回
の
学
習
に
関

わ
る
わ
け
で
あ
る
。
次
の
国
語
の
授
業
ま
で
に
社
会
で
は
こ
こ
ま
で
進
ま
な

い
と
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
綿
密
な
計
画
と
、

何
度
か
の

打
ち
合
わ
せ
、
そ
し
て
協
力
が
必
要
だ

っ
た
。
学
習
首
Z

別
の
九
月
十

一
日
に

は
世
界
的
な
事
件
が
起
き
、
今
年
度
の
中
三
は
イ
ギ
リ
ス
修
一
子
旅
行
を
断
念

し
て
関
西
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
来
年
度
は
イ
ギ
リ
ス
に
行
く
予
定
だ
が
、

情
勢
次
第
で
わ
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
行
き
先
が
ど
こ
に
な
っ
て
も
い
い
よ

う
に
、
大
テ
l
マ
を
急
越
「
日
本
を
申
日
夜
し
よ
う
」
に
変
え
た
。

試
江
誤
の
末
に
で
き
た
葉
末
計
画
案
が
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

修
学
旅
行
準
備
レ
ポ
ー
ト
「
日
本
を
宣
伝
し
よ
う
」

(
平
成
士
二
年
度
二
年
国
語
、
社
会
)

学
習
の
目
的

〈国諮問
》
ま
と
め
た
情
報
と
意
見
を
発
表
す
る

〈社
会
〉
修
子
旅
行
に
向
け
て
、
日
本
に
つ
い
て
関
心
を
深
め
る

μ予
習
活
動
の
流
れ

l
.
学
習
課
題
の
理
解

〈国
語
二
時
間
〉

*

修
学
旅
行
の
事
前
学
習
を
兼
ね
、
班
で
調
べ
、
書
画
カ
メ
ラ
を
使
っ

て
発
表
し
(
発
表
時
間
は
十
分
、
優
秀
作
品
は
学
矢
玉
体
の
前
で
発
表

す
る
)
、
個
人
で
レ
ポ
ー
ト
を
仕
上
げ
る
こ
と
を
お
さ
え
る

*
情
報
収
集
の
方
法

・
情
報
の
倫
理
に
つ
い
て
理
解
す
る

2

問
題
意
識
の
喚
起

〈社
会
二
時
間
〉

*
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
制
度

・
社
会
構
造
の
前
提
と
し
て
、
市
民
革

命
前
後
の
歴
史
を
知
り
、
日
本
と
の
違
い
を
意
識
す
る

3.
活
動
テ
1

マ
の
設
定

〈社
会
一
時
間
〉

*
班
に
分
か
れ
、
小
テ
l
マ
を
決
め
る

*
イ
ギ
リ
ス
(
欧
米
な
ど
広
げ
て
も
可
)
に
は
な
く
、

日
本
に
は
あ
る
長

所
を
見
つ
け
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
違
い
が
出
て
き
た
の
か
を
・
答
観
的
な

根
拠
を
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
示
し
て
説
明
す
る

4
・
活
動
計
画
の
立
案

〈国
語
一
時
間
〉

*
課
題
追
求
に
必
要
な
情
報
収
集
活
動
を
分
担
し
、
計
国
を
立
て
る

5
.
情
報
収
集
活
動
の
展
開

〈国
語

・
社
会
二
時
間
〉

*
担
当
し
た
事
項
に
つ
い
て
調
べ
、
必
要
な
情
報
を
収
集

・
記
録
す
る

6.
情
報
処
理
活
動
の
展
開

〈国
語
二
時
間
〉

学
習
活
動
概
要
案
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*
収
集
し
た
情
報
を
整
理
・
分
類
し
、
活
動
テ
l
マ
に
照
ら
し
て
査
幼
性

や
説
得
力
な
ど
を
検
討
す
る

*
情
報
を
も
と
に
テ
1

マ
に
対
す
る
自
分
な
り
の
考
え
を
明
確
に
す
る

*
収
集
・
処
理
し
た
情
報
を
再
構
成
し
、
書
画
カ
メ
ラ
に
の
せ
る
ス
ラ
イ

ド

・
発
表
台
本
を
ま
と
め
る

7

情
報
発
信
活
動
の
展
開

一
〈
国
語
・
社
会

・
L
H
R
三
時
間
〉

*
ク
ラ
ス
ご
と
に
、
ミ
ニ
発
表
会
を
行
う

*
L
H
R
の
時
間
を
使
い
、
学
年
全
体
が
講
堂
に
集
ま
る
中
、
各
ク
ラ
ス

の
代
表
の
班

一
つ
(
国
語
科

・
社
会
科
二
名
の
教
員
で
優
秀
な
も
の
を

選
ぶ
)
が
発
表
す
る
(
保
-輩
台
に
も
声
を
か
け
る
)

8

情
報
発
信
活
動
の
展
開
二
〈
国
語

一
時
間
〉

*
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
を
学
ぶ

*
各
自
で
発
表
し
た
も
の
を
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
る
(
冬
休
み
の
宿
題
)

*
レ
ポ
ー
ト
を
冊
子
に
ま
と
め
る

(ク
ラ
ス
ご
と
ま
と
め
て

一
聞
に
す

る
)

評
価

国
語

・
社
会
そ
れ
ぞ
れ
で
評
価
す
る

〔
授
業
の
実
関
巴

生
徒
の
活
動
の
う
ち

一
番
難
し
か
っ
た
の
は
、
意
見
と
そ
の
根
拠
を
述
べ

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
情
報
を
集
め
る
こ
と
は
誰
で
も
で

き
る
。
し
か
し
、
自
分
の
意
見
を
決
め
、
そ
れ
を
一言
う
た
め
に
必
要
な
情
報

だ
け
を
取
り
出
す
の
は
、
班
活
動
で
も
難
し
か
っ
た
。
班
ご
と
に
増
噂
し
て

い
こ
う
と
し
た
が
、
計
回
し
た
時
間
数
で
は
足
り
な
か
っ
た
。
ま
た
、
意
見

と
根
拠
を
述
べ
る
学
習
を
事
前
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
反
省
し
た
。

発
表
で
は
、
生
徒

一
人
ひ
と
り
に
聞
き
取
り
メ
モ
を
と
ら
せ
た
。
「
実
物

を
見
せ
て
い
て
わ
か
り
や
す
く
伝
わ
っ
た
」
と
い

っ
た
感
想
も
あ
る
中
で、

反
省
点
で
目
立
っ
た
も
の
を
挙
げ
る
。

*
読
む
文
章
を
(
ス
ク
リ
ー
ン
に
)
見
せ
る
の
で
は
な
く
、
他
の
資
料
な

ど
を
見
せ
た
ほ
、
つ
が
い
い
と
思
っ
た
。

*
も
、
つ
心
/
し
、
写
L

自言
、
絵
を
嶋
や
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
、
聞
き
手
を
ひ

き
つ
け
る
よ
う
な
発
表
に
し
た
ほ
、
つ
が
い
い
と
思
っ
た
。

ま
た
、
発
表
を
聞
い
た
保
護
者
に
も
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
た
。

*
よ
く
調
べ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
だ
ら
だ
ら
と
読
む
だ
け
だ
し
、
し

か
も
メ
リ
ハ
リ
の
な
い
発
表
で
何
を
言
っ

て
い
る
の
か
わ
か
り
に
く
い

と
い
、

Z
口…が
最
大
の
欠
点
で
す
。
も
っ
と
工
夫
す
る
べ
き
で
す
。

*
一言
葉
が
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
早
口
で
聞
き
取
り
に
く
い
と
こ
ろ
が

あ
り
残
念
(
イ
ラ
ス
ト
で
フ
ォ
ロ
ー
を
)
0

こ
の
よ
う
な
感
想
を
見
て
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
市
場
は
段
階
的
に

時
間
を
か
け
て
す
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
た
。

最
終
的
に
個
人
で
ま
と
め
た
レ
ポ
ー
ト
は
、
文
中
心
で
ま
と
め
る
よ
う
に

指
示
し
た
上
で
、
あ
え
て
枠
だ
け
を
決
め
て
レ
イ
ア
ウ
ト
も
考
え
さ
せ
た
。

現
段
階
で
は
ま
だ
集
め
て
い
る
途
中
だ
が
、
発
表
を
経
て
も
、
自
分
の
意
見

を
言
う
こ
と
や
見
せ
る
工
夫
は
身
に
つ
い
て
い
な
い
よ
う
で
、
こ
れ
も
引
き

続
き
段
階
的
な
題
専
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い
る
。

〔
授
業
を
終
-
え
て
〕

他
教
科
と
連
携
を
取
り
な
が
ら
授
業
を
進
め
る
の
は
大
変
な
こ
と
だ
っ
た
。

し
か
し
、
生
徒
に
と
っ
て
は
、

二
人
の
先
生
が
見
て
い
る
の
は
新
鮮
で
あ
っ
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た
ろ
う
し
、

他
教
科
と
の
学
習
の
つ
な
が
り
を
感
じ
て
学
習
効
果
が
あ
っ
た

よ、
つ
だ
。

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
中
二
は
初
め
て
の
学
習
で
、
今
ま

で
見
る
機
会
も
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
思
う
。
実
際
に
や

っ
て
み
て
、
ま
た
他

の
班
の
発
表
を
見
て
、
こ
う
す
れ
ば
わ
か
り
や
す
く
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
の

が
初
め
て
わ
か
っ
た
、
と
い
う
状
態
だ
ろ
う
。
予
め
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

の
見
本
を
見
せ
る
な
ど
、
よ
り
工
夫
す
べ
き
だ
っ
た
と
指
導
者
と
し
て
反
省

し
た
。
現
在
、
国
語
科
会
議
で
は
、
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
話
し
合
っ

て
お
り
、
情
報
科
で
も
来
年
度
か
ら
の
情
報
の
授
業
の
準
備
を
し
て
い
る
。

ぜ
ひ
今
回
の
反
省
を
踏
ま
え
、
段
階
的
で
身
に
つ
く
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

の
塩
専
を
考
え
た
い
。

〔
終
わ
り
に
〕

社
会
性
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
指
導
は
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
指
導
ば

か
り
で
は
な
い
。
例
え
ば
今
年
度
も
う

一
つ
思
い
つ
い
て
実
践
し
て
い
る
も

の
と
し
て
、
手
紙
の
学
習
が
あ
る
。
国
語
の
教
科
書
で
手
紙
の
単
元
を
μ予
習

し
た
後
、
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
で
小
学
校
で
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
に
向
け
て
実

際
に
手
紙
を
出
し
て
い
る
。
「
『来
て
く
だ
さ
い
』
は
丁
寧
に
言
う
と
ど
う
な

る
ん
で
す
か
」
な
ど
と
い
、
つ
質
問
を
受
け
な
が
ら
、
敬
語
の
学
習
を
し
て
も

ら
っ
て
い
る
。

学
校
目
標
を
踏
ま
え
、
生
徒
の
現
状
を
把
握
し
、

他
教
科
と
の
連
携
を
取

り
な
が
ら
、
国
語
科
の
教
員
と
し
て
何
が
で
き
る
か
を
考
え
る
の
が
大
切
だ

と
実
感
し
て
い
る
。
ム
誌
と
も
、
効
果
的
に
社
会
性
を
身
に
つ
け
る
た
め
の

授
業
を
考
え
、
実
践
し
て
い
き
た
い
。

(品
川
女
子
学
院
)

早
稲
田
大
学
国
語
教
育
学
会
会
則

(平
成
十
年
六
月
改
定
)

第

一
条
本
会
は
、
早
稲
田
大
学
国
花
教
育
学
会
と
称
す
る
。

第
二
条
本
会
の
事
務
局
は
、
早
稲
聞
大
学
教
育
学
部
内
に
お
く
。

第
三
条

本

会

は

図

担
問
教
育
に
関
す
る
研
究
、

会
員
相
互
の
親
陸
、
並
び
に
後
進

の
育
成
を
は
か
る
こ
と
を
口
的
と
す
る
。

第
四
条
本
会
は
、
前
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
つ
ぎ
の
事
業
を
行
う
。

一
、
大
会

・
例
会
研
究
会
・
講
演
会
な
ど
を
開
催
。

二
、
研
究
授
業
お
よ
び
授
業
参
観
。

三
、
機
関
誌
の
発
行
。

凹
、
そ
の
他
。

第
五
条
本
会
は
、
図
語
教
育
に
関
心
を
有
す
る
早
稲
間
大
学
の
教
員

(旧
教
員

を
含
む
)

・
校
友

・
年
生
お
よ
び
そ
れ
ら
の
紹
介
に
よ
る
人
々
を
も

っ
て
会

員
と
す
る
。

第
六
条
本
会
に
、
つ
ぎ
の
役
員
を
お
く
。

代
表
委
員

(
一
名
)

委

貝

(

若

干

名

)

政

事

(二
名
)

第
七
条
本
会
に
顧
問
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
役
員
は
、
総
会
に
お
い
て
会
員
の
な
か
か
ら
選
出
す
る
。

第
九
条
役
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
但
し
、
主
任
を
妨
げ
な
い
。

第
十
条
本
会
は
、
会
務
お
よ
び
事
業
を
批
逃
す
る
た
め
に
、
事
務
局

・
編
集
委

員
会
等
を
お
く
。

第
十
一
条
会
員
は
所
定
の
会
費
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、

学
生
会

員
は
半
額
と
す
る
。

第
十
二
条
本
会
は
、
会
山
口

・
寄
付
余
・
そ
の
他
に
よ

っ
て
逆
説
す
る
。

第
十
三
条

本

会

は

、

年

一
回
総
会
を
聞
く
。
但
し
必
要
に
応
じ
、
臨
時
総
会
を

聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月

一
日
か
ら
は
じ
ま
り
、
翌
年
三
月

三
十

一
日
を
も

っ
て
終
わ
る
。

第
十
五
条
こ
の
会
則
は
、
総
会
の
議
決
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ
と
で
き
る
。
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