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こ
の
文
章
の
最
初
の
部
分
に
、
す
で
に
布
石
が
打
た
れ
て
い
る
。

「も
う
す

つ
か
り
暗
く
な
っ
て
い
る
」
「ピ
ン
の
付
い
た
」
「羽
の
裏
を
見
た
」
「―
―
幼
年
時
代
の
思
い
出
を

強
く
そ
そ
ら
れ
る
も
の
は
な
い
―
―
」
「も
う
、
結
構
」
「―
―
残
念
な
が
ら
自
分
で
そ
の
思
い
出
を
け
が
し
て

し
ま

っ
た
。
―
―
」

最
後
の
部
分
を
扱
い
な
が
ら
、
最
初
の
こ
れ
ら
の
布
石
の
部
分
を
扱
え
ば
、
さ
ら
に
深
く
読
み
取
り
が
で
き

る
と
考
え
た
。

と
に
か
く
最
初
か
ら
順
に
読
み
取

っ
て
い
き
、
必
要
が
で
き
た
ら
、
も
ど
つ
て
そ
こ
を
更
に
深
め
る
。
詩
の

授
業
に
そ
れ
が
典
型
的
に
現
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
が
う
れ
し
か
っ
た
。
ま

さ
に
、
授
業
の
構
想
と
で
２

」と
に
な
る
と
思
う
。

そ
れ
か
ら
布
石
と
布
石
を
と
ら
え
、
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
、
さ
ら
に
布
石

（核
）
を
見
つ
け
出
し
て
、
全
て

は
扱
え
な
い
に
し
て
も
、
自
分
の
力
量
に
応
じ
て
扱

っ
て
み
る
こ
と
の
大
切
な
こ
と
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
は
、
教
材
解
釈
を
い
か
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ

っ
て
く
る
。
毎
時
間
、
教
室
め
ぐ
り
を
し
て
、

魅
力
の
あ
る
授
業
に
出
会
う
の
が
楽
し
み
に
な
っ
て
き
た
。
定
年
ま
で
と
に
か
く
、
学
び
続
け
よ
う
と
思
う
。

そ
れ
に
し
て
も
時
は
刻
々
と
過
ぎ
て
い
く
。

４４
　
英
詩

″
【●
ぴ
ｏ
■

の
授
業
に
学
ぶ

（三
年
生
）

十

一
月
八
日
０
　
士口
田
章
宏
先
生
に
三
年
生
で
英
語
の
詩
の
授
業
を
し
て
い
た
だ
い
た
。



平成八年度 (二年目)

教
科
書
に
埋
め
草
の
よ
う
に
何
気
な
く
の
っ
て
い
る
こ
の
詩
を
、
教
え
て
い
た
だ
く
よ
う
に
お
願
い
し
た
。

こ
の
詩
を
私
は
好
き
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
読
ん
で
意
味
を
と
れ
ば
、
十
五
分
も
あ
れ
ば
終
わ
る
だ
ろ
う
と
考

え
た
。
あ
と
の
残
り
の
時
間
で
、
ブ
レ
イ
ク
の
詩
を
教
え
て
ほ
し
い
と
吉
田
先
生
に
手
紙
を
書
い
た
。

過
密
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
中
の
時
間
を
取
っ
て
、
吉
田
先
生
は
、
こ
の
詩
を
百
回
以
Ｌ
も
繰
り
返
し
読
ま
れ
て

教
材
研
究
を
さ
れ
、
Ａ
４
判
七
ペ
ー
ジ
に
わ
た
り
教
材
研
究

（教
材
解
釈
）
を
書
い
て
持

っ
て
来
て
く
だ
さ
っ

た
。
そ
の
ほ
か
に
、
バ
ッ
グ

一
杯
に
辞
書
や
資
料
も
持

っ
て
来
ら
れ
た
。

「せ
つ
か
く
取
り
上
げ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
詩
人
の
心
を
感
じ
と
り
た
い
」
と
考

え
ら
れ
て
、
用
意
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
敬
服
し
た
。

一
、
押
韻
の
こ
と

頭
韻
Ｂ
Ｉ

Ａ
Ｉ

Ｂ
Ｉ

Ａ
、
脚
韻
Ｓ
Ｉ
Ｓ
ｌ
ｓｅ
と
韻
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
を
教
え
て
も

ら

つ
た
。
第
二
連
で
も
、
詳
し
く
説
明
し
て
い
た
だ

い
た
。
気
づ
か
な
い
と
こ
ろ
で
、

新
た
に
わ
か

っ
た
と
こ
ろ
も
た
く
さ
ん
あ

っ
た
。

・
　

．
‥

語
順
の
こ
と

汁
通
の
文
章
と
違

っ
て
、
語
順
を
入
れ
替
え
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
教
え
て
い
た
だ

い
た
。

～
ｕ
『８
〔８
『
』”
『
～
＝
～
喘”
『
ｏ
「①
諄
ぉ
【
～

三
、
”
”
一●
ｇ
く
の
こ
と

〈
日
本
語
で

「虹
」
と
言

つ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
ま
ま
で
は
直
ち
に
は

「雨
」
を
連
想
す
る
よ
う
に
は
な

っ
て
い
な
い
。
漢
字
の

「虹
」
は
な
ぜ

「
に
じ
」
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
文
字
の
字
源
の
物
語
が
あ
る
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た

「虹
」
は
な
ぜ
日
本
語
で
は

「
ニ
ジ
」
と
呼
ぶ
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
こ
と
が
、
ま
ず
疑
間

と
し
て
浮
か
ん
で
く
る
。

早
速
、
手
元
の
岩
波
国
語
辞
典
を
引
い
て
見
る
と

「虹
」
に
は
こ
ん
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
《
に
じ

詩

の
場
合

に
は
、 Boats sail on the riv(〕「s,

And ships sを 1‖ ()ll the seas:

But clouds that sailをlcross the sky,

Are prettier f〔 lr thttlll these.

There are bridges on th()rivers,

As pretty as y()ll l)l()と lsc i

But the bow that bl・ i(1「 (ls h()aven,

And overtops th(1 ll・ ()()S,

And builds a rolld fr():ll(モ l!lh tO Sky,

Is prettier fll「 th:l1lth(ls().

『New II()liz()|〕 Iう !lglish C()t:rse 3』

Boats sail on the rivers,

And ships sail on the se螢 ;

But clouds that sail across the sky

Are prettier far than th堅 .



平成八年度 (二年目)

〔虹
〕
（太
陽
と
反
対
側
の
）
雨
が
止
ん
だ
空
や
大
き
な
滝
の
あ
た
り
に
、
弓
形
に
か
か
つ
て
み
え
る
七
色

の
美
し
い
像
。
日
光
が
空
気
中
に
浮
く
水
滴
で
屈
折
、
分
散
し
て
現
れ
る
。
「虹
の
橋
し

広
辞
苑

（第
４
版
）
に
は
、
次
の
説
明
が
あ
る
。
《
に
じ

〔虹
・寛
〕
雨
あ
が
り
な
ど
に
、
太
陽
と
反
対

側
の
空
中
に
見
え
る
七
色
の
円
弧
状
の
帯
。
人
気
中
に
浮
遊
し
て
い
る
水
滴
に
日
光
が
あ
た
り
光
の
分
散

を
生
じ
た
も
の
。
外
側
に
赤
、
内
側
に
紫
色
の
見
え
る
主
虹
の
ほ
か
に
、
そ
の
外
側
に
離
れ
て
色
の
順
を

逆
に
す
る
副
虹
が
見
え
る
。
の
じ
。
ぬ
じ
．
）

虹
に
か
か
わ
つ
て
、
「雨
」
の
こ
と
、
‐弓

‐
、
‐し
色
」
、
「橋
」
な
ど
が
、
日
本
人
に
は
連
想
さ
れ
や
す

い
ら
し
い
こ
と
が
、
考
え
弓
れ
る
ぃ
た
だ
、
‐虹

‐
の
文
字
そ
の
も
の
に
は
、
「雨
」
も

「弓
」
も
全
く
登

場
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
注
目
―
て́
お
き
た
い
。
広
辞
苑
を
引
い
た
お
陰
で
虹
の
別
字
が
あ
る
こ

と
を
知

っ
た
。
勉
強
に
な

っ
た
．

英
語
の
Ｐ
３
ｇ
■
と
い
う

‐
―――
に
は
、　

‐ｉ
売
め
ば
そ
の
よ
ま
、
Ｐ
３
　
雨
・
と
ｇ
‘

（弓
）
が
含
ま
れ
て
い
て

日
本
語
で
言
え
ば
、
‐雨
弓
‐
あ
る
い
は

‐弓
雨
‐
と
も
い
う
よ
う
な
表
現
の
言
葉
に
な

っ
て
い
る
の
が
、

と
て
も
面
白
く
感
じ
い
れ
る
。
仮
に
、
こ
の
発
想
で
、
こ
れ
を
漢
字
を
使

っ
て
衣
せ
ば
、
ど
う
な
る
だ
ろ

う
か
。
英
語
で
は

「雨
」
と

「弓
」

へ
の
連
想
は
、
”
”一３
ｏ■
と
い
う
言
葉
が
も
の
に
組
み
込
ま
れ
て
い

て
、
こ
の
語
を
見
た
途
端
、
そ
う
し
た
連
想
に
誘
わ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
、
注
目
し
て

お
き
た
い
と
思
う
。
（以
下
省
略
》

学
研
の
辞
典
に
は
次
の
よ
う
に
出
て
い
た
。

公
虹
〕

解
字
　
「虫

（
ヘ
ビ
）
十
音
符
工

（
つ
ら
ぬ
く
と

の
会
意
兼
形
声
文
字
。
天
空
を
貫
く
大
蛇
に
見
た

て
た
呼
び
名
。

〔見
」

園
圏
□

「雨
十
音
符
兒

（小
さ
い
と
の
会
意
兼
形
声
文
字
。
現
（小
さ
く
低
い
城
の
か
き
）
と
同
系
の

こ
と
ば
。　
固
囲
］

昔
、
に
じ
に
も
雌
雄
が
あ
る
と
考
え
、
雄
を
虹
、
雌
を
見

・
蜆
と
い
っ
た
。
降
雨
の
前
兆
と

さ
れ
る
。
》

四
、
こ
の
詩
で
何
を

〈
こ
の
詩
は
、
人
工
物
に
対
す
る
自
然
の
美
し
さ
を
称
え
る
詩
な
の
で
あ
ろ
う
。
〉

〈
こ
の
詩
人
は
、
ボ
ー
ト
と
船
に
対
し
て
雲
を
、
橋
に
対
し
て
虹
を
、
し
か
も
、
天
と
地
を
つ
な
ぐ

「道
」

と
し
て
の
虹
を
、
邊
か
に
「
①け辱

「綺
麗
な
も
の
」
、
「美
し
い
も
の
」
と
し
て
、
礼
讃
し
て
い
る
。
そ
の

詩
人
の
心
は
、
素
直
に
受
け
止
め
て
お
き
た
い
。
第

一
連
は

「雲
」
、
第
．
一連
は

「虹
」
を
取
り
上
げ
て
い

る
こ
と
は
、
何
か
特
別
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
者
で
は
、
と
も
に
海
と
空
を
″
艶
。）す
る
も

の
と
し
て

「空
」
を
水
に
讐
え
て
い
る
。
後
者
で
は
、
と
も
に

「橋
」
と
し
て
、
水

（川
）
の
上
に
架
け

ら
れ
た
、
岸
と
岸
を
つ
な
ぐ

「橋
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
地
と
空
／

「天
」
を
つ
な
ぐ
道
と
し
て
の

「橋
」

と
し
て
、
警
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
対
比
は
、
動
く
も
の
と
、
動
か
な
い
も
の
と
の
対
比
と
も
考
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
も
、
考
え
て
み
た
い
。
ま
た
、
眺
め
ら
れ
る
自
然
の
空
か
ら
、
神
話
の
世
界
、

天
国
な
ど
に
通
じ
る
国
のを
８

「天
」

へ
の
変
貌
を
、
「虹
」
が
促
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ



平成八年度 (二年目)

う
。
そ
の
よ
う
な
変
貌
を
経
験
す
る
糸
口
と
し
て
、
こ
の
詩
を
読
ん
で
み
た
い
。

授
業
で
は
、
と
も
か
く
ま
ず
、
こ
の
詩
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
読
む
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。
〉

私
は
吉
田
先
生
が
、
時
間
が
ご
く
限
ら
れ
た
中
で
教
材
研
究
を
さ
れ
、
苦
闘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
頭

の
下
が
る
思
い
が
し
た
。

深
い
教
材
解
釈
を
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
授
業
に
い
か
に
結
び
つ
け
た
ら
よ
い
の
か
。
そ
の
先
に
、
ま
ず
、

ど
の
よ
う
に
教
材
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
か
、
私
は
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。

五
、
空
お
π
ｔ
と
天
Ｆ
８
く
８
）

「空
を
横
切

っ
て
飛
ぶ
雲
」
の
と
こ
ろ
で
使
わ
れ
て
い
る
周
『ｏク
は
、
も
し
か
し
た
ら
Ｒ
ｏ′

（十
字
架
）
を

連
想
さ
せ
る
よ
う
に
、
使
わ
れ
て
い
る
と
も
ぅ
え
ら
れ
る
こ
―
什́
．気

つ
か
―サ
て
い
た
だ
い
た
「
さ
ら
に
、
「
人
国

へ
橋
を
か
け
、
大
地
と
空

一人
国
・
を

つ
な
ぐ
占
Ｉ

Ｉ
て
の
！――――
‐
は

‐
は
る
か
に
さ
れ
い
だ
口‐
と
い
つ
と
こ
ろ

で
、
驚
い
て
し
ま

っ
た
．

私
は
こ
の
よ
う
な
説
明
を
聞
い
て
、
自
分
の
浅
は
か
さ
に
気
づ
か
さ
れ
た
ぃ
弁
て
も

訂
黙
８

も
同

一
の
も
の

と
し
て
考
え
て
い
た
私
は
、
目
を
覚
ま
さ
せ
ら
れ
た
。

「詩
人
の
こ
と
／
言
葉
を
大
切
に
す
る
人
、
美
し
く
使
う
人
。
微
妙
な
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
極
め
て
敏
感
な

人
。
言
葉
で
、
物
事
の
感
じ
方
や
見
方
で
、
新
し
い
発
見
を
表
現
し
て
、
私
た
ち
に
そ
の
新
し
い
発
見
を
さ
せ

て
く
れ
る
人
。
詩
に
よ

っ
て
、
そ
の
詩
人
が
発
見
し
た
、
新
し
い
世
界
に
導

い
て
く
れ
て
、
新
し
い
経
験
を
さ

せ
て
く
れ
る
人
。
」
と
い
う
お
話
を
伺

っ
て
、
考
え
さ
せ
ら
れ
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
は
十
五
分
も
あ
れ
ば
授
業
が

終
わ
る
と
考
え
た
私
の
浅
は
か
な
考
え
方
を
、
否
定
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
「ま
い
っ
た
な
」
と
思

っ
た
。
吉
田

先
生
は

「
こ
の
関
連
し
て
考
え
得
る
全
て
の
こ
と
を
教
え
る
と
す
れ
ば
、
十
時
間
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
」
と
書
い

て
お
ら
れ
る
。

二
十
四
項
目
に
わ
た

っ
て
、
深
く
教
材
解
釈
を
さ
れ
て
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
授
業

へ
組
み
入
れ

て
い
つ
た
ら
よ
い
か
と
苦
闘
さ
れ
た
授
業
は
、
心
を
引
き

つ
け
る
魅
力
の
あ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

六
、
英
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と

吉
田
先
生
は
あ
く
ま
で
も
冬
部
中
学
校
の
職
員
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
書
い
て
く
だ
さ

っ
て
い
る

１

詩
を
学
ぶ
こ
と
に
よ

っ
て
、
「新
し
い
世
界
」
が
開
か
れ
る
こ
と
。
詩
人
の
心
、
詩
人
の
世
界
。

２

英

‐
ｉｌ‐
を
学
ぶ
こ
と
に
よ

っ
て
、
「新
し
い
世
界
」
が
開
か
れ
る
こ
と
。

３

百
葉
に
は
歴
史
が
あ
り
、
そ
の
歴
史
に
は
、
物
事
を
捕
え
る
人
々
の
心
が
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
人
々

の
生
き
た
陛
界
の
歴
史
が
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

辞
書
を
よ
く

，
…売
む
こ
と
を
薦
め
る
こ
と
。
辞
書
を
升
く
と
Ｆ
黙
８
に
つ
い
て
、
．
緒
に
引

い
て
み
る
の

も
よ
い
だ
ろ
う
。

４

特
に
、
英
語
の

「詩
」
を
学
ぶ
こ
と
に
よ

っ
て
、
英
語
の
言
葉
の
繊
細
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
に
気
づ
く
こ

５

英
語
を
学
ぶ
こ
と
は
、
国
語

（日
本
語
）
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
こ
と
。

６

英
語
を
学
ぶ
こ
と
は
、
私
た
ち
の
心
の
世
界
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
こ
と
。
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以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
伝
え
ら
れ
れ
ば
、　
一
時
間
と
し
て
は
満
足
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
生
徒

一
人
ひ
と

り
と
の
出
会

い
が
楽
し
み
に
な

っ
て
き
た
。
も
は
や
、
時
間
が
な
く
な

っ
た
。

あ
と
は
、
可
能
な
限
り
の
努
力
を
す
る
の
み
だ
。

私
は
も

っ
と
早
く
吉
田
先
生
の
こ
の
英
語
の
授
業
に

「出
会

っ
て
」

い
れ
ば
、
英
語
の
教
師
を
や
め
な
か

っ

た
と
思
う
。
中
学
校
で
英
語
を
教
え
続
け
て
い
た
に
違

い
な
い
。
英
語
教
育
の
目
的
が
、
こ
れ
ほ
ど
ス
ッ
キ
リ

と
胸
に
落
ち
た
こ
と
は
、
今
ま
で
に
は
な
か

っ
た
。
定
年

´
年
前
で

「出
会

つ
た
」
こ
と
も
、
神
様
の
お
引
き

合
わ
せ
で
あ
ろ
う
か
。

七
、
私
の
訳

最
後
に
吉
田
先
生
に
ご
指
導
を

い
た
だ
い
て
、
数
回
書
き
直
し
て
や
っ
と
で
き
た
私
の
訳
を
書

い
て
、
吉
田

先
生
の
ご
苦
労
に
む
く
い
た
い
と
思
う
。

虫

小
舟
は
　
川
を
航
き

大
舟
は
　
海
を
航
く

繊
細
な
美
し
さ
を
た
た
え
て
。

だ
が

そ
れ
に
も
ま
し
て

青
空
に
十
字
を
描
い
て
航
く
雲
に
は

自
然
の
美
し
さ
が
　
宿

っ
て
い
る
。

川
に
は
橋
が
か
け
ら
れ
て
い
る

技
術
の
粋
の
美
し
さ
を
集
め
て
。

だ
が

そ
れ
に
も
ま
し
て

樹
々
を
越
え

地
上
か
ら
大
空

ヘ

大
地
か
ら
天
国

へ
と

橋
わ
た
し
を
す
る
虹
の
ア
ー
チ
に
は

神
の
創
造
の
美
し
さ
が
　
宿

っ
て
い
る
。

指
導
書
に
は
、
次
の
訳
例
が
見
ら
れ
る
。

小
舟
は
川
を
走
り
、

そ
し
て
船
は
海
を
走
る
。

で
も
、
空
を
よ
ぎ
る
雲
は



そ
ん
な
も
の
よ
り
美
し
い
。

河
に
は
橋
が
か
か

っ
て
い
て
、

橋
は
と
て
も
美
し
い
。

で
も
、
天
に
か
か
る
虹
は
、

本
々
の
梢
を
ま
た
ぎ
、

地
か
ら
空

へ
の
道
と
な
る
。

そ
ん
な
虹
は
橋
よ
り
美
し
い
。

今
度
は
、

．
ヨ
≡
”ヨ
〕
算
％

の
詩
の
中
か
ら
、

．巧
ｏ
∽８

”
■
ｏ
『こ
ヨ
”
？
”ヨ
Ｒ
Ｓ
ａ
／
…
ざ
」
の
授
業
を
私

は
受
け
た
い
と
思

っ
て
い
る
。
昨
年
、
私
が
授
業
し
た
Ｌ
、
卜
圧
分
し
か
も
た
な
か

っ
た
。

４５
　
吉
田
章
宏
先
生
の
来
校
を
め
ぐ

っ
て

―
―
教
務
主
任
と
の
激
突
―
―

外
部
講
師
の
来
校
に
つ
い
て
は
、
私
が
前
も

っ
て
設
定
し
た
日
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
の
が
常
だ

っ
た
。



「そ
ん
な
こ
と
な
い
よ
。
誰
が
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
か
、
私
に
は
ち
や
ん
と
わ
か
る
。」

生
徒
は
こ
ん
な
こ
と
を
話
し
て
、
外
部
講
師
を
む
し
ろ
歓
迎
し
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
だ
が
外
部
講
師
が

入
る
こ
と
を
、
と
に
か
く
毛
嫌
い
す
る
教
師
も
い
た
。

４６
　
中
学
生
に
学
問
を
教
え
る
必
要
が
あ
る
の
か

平
成
七
年
十

一
月
二
十
二
日
的
　
（三
年
生
）

学
問
と
は

［
一
時
”
瑚
い
な
け
″
珈
』

（
こ

は

一
か
差
異
か
わ
か
る
こ
と
）
］

く
く

，
①
い
く
〇
●
”
『①
［Ｏ】Ｑ
［０
０
０
”
け，
一コ
”
・　
σ
０
〇一の
く
①
『
ｏ
●
〇
嘔
”
●
［Ｏ
け，
一●
Ｆ
´，
すヽ
”
一
ダ
ユ
〓
００
日
①
い
Ｏ
ｘ
け
・

吉
田
先
生
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
使

っ
て
授
業
を
し
て
く
だ
さ

っ
た
。

そ
れ
以
来
、
英
詩
の
教
材
解
釈

・
数
学
の
教
材
解
釈
を
詳
し
く
書
い
て
き
て
、
三
年
間
、
冬
部
中
学
校
の
た

め
に
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
り
、
指
導
し
て
く
だ
さ

つ
た
。

あ
る
日
の
研
究
会
で
、
「中
学
生
に
学
問
を
教
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
中
学
校
教
育
と
学
問
、
そ
の
ね
ら
い

と
位
置
づ
け
に
つ
い
て
聞
き
た
い
」
と

い
う
質
問
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
「中
学
生
に
は
学
問
を
教
え

る
必
要
が
な
い
」
と
い
う
意
見
の
含
ま
れ
て
い
る
質
問
で
あ

っ
た
。

司
会
を
し
て
い
た
私
は
、
こ
れ
を
開

い
て
唖
然
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
は
、
触
れ
な
い
よ
う
に
し

た
。
後
日
、
吉
田
先
生
か
ら
、
次
の
よ
う
な
お
手
紙
を
ち
ょ
う
だ
い
し
た
。

「教
育
」
と

「学
問
」
を
分
離
し
て
考
え
る
先
生
に
、
教
育
に
つ
い
て
の
お
考
え
を
ゆ
っ
く
り
う
か
が
ぃ

た
く
思
っ
て
い
ま
す
。
「問
い
」
を
大
切
に
す
る
教
育
こ
そ
、
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
に
な
る
の
に
と
た
い

へ
ん
残
念
に
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
幼
稚
園
も
、
小
学
校
も
、
中
学
校
も
、
高
校
も
、
そ
し
て
大
学
も
、

そ
し
て

一
生
を
通
じ
て
、
変
わ
ら
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
中
学
だ
け
が
、
「問
い
」
を
忘
れ
て
よ
い
な
ど

と
い
う
こ
と
は
、
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い
こ
と
が
、
中
学
校
の
教
育
を
貧
し
く
し

て
い
る
の
だ
、
と
思
い
ま
す
。

『釈
迦
に
説
法
』
に
書
い
て
、
全
職
員
に
こ
の
お
手
紙
の
内
容
を
伝
達
し
た
。


