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は
じ
め
に

中
国
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
絵
本
「
図
画
書
」1
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
中
国

の
児
童
文
学
及
び
児
童
教
育
に
お
い
て
、
二
〇
〇
〇
年
前
後
ま
で
ほ
と
ん

ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
一
方
、
外
国
絵
本
の
翻
訳
出
版
は
一
九
九

〇
年
代
末
か
ら
徐
々
に
進
み
、
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
に
は
一
つ
の
ブ
ー
ム

に
な
っ
た
。
そ
の
ブ
ー
ム
が
契
機
と
な
っ
て
、
絵
本
に
対
す
る
研
究
も
始

ま
っ
た
ほ
か
、
読
み
聞
か
せ
等
の
社
会
的
な
活
動
も
広
が
り
、
中
国
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
絵
本
「
図
画
書
」
の
創
作
・
出
版
も
急
速
に
発
展
し
た
。

こ
う
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
か
ら
「
翻
訳
絵
本
」（
外
国
絵
本
の
中

国
語
訳
本
）
が
急
成
長
を
遂
げ
、
広
く
受
容
さ
れ
て
い
く
と
同
時
に
、「
翻

訳
絵
本
」
を
教
材
と
し
て
と
ら
え
、
小
学
校
・
幼
稚
園
を
中
心
と
す
る
教

育
現
場
に
お
い
て
、
教
材
と
し
て
用
い
た
授
業
実
践
や
教
材
開
発
が
盛
ん

に
展
開
さ
れ
た
。
筆
者
が
別
稿
2

で
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
中
国
に

お
け
る
「
翻
訳
絵
本
」
の
受
容
に
お
い
て
、
最
も
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
中
国
で
は
教
員
育
成
と
授
業
法
・
教
育
理
論

研
究
を
担
う
各
地
の
師
範
大
学
に
お
い
て
、
絵
本
を
用
い
た
授
業
法
（
以

下
、
絵
本
授
業
法
と
略
す
）
を
開
発
す
る
研
究
所
が
相
次
い
で
設
立
さ
れ

た
（
詳
細
は
後
述
）。
絵
本
授
業
法
の
開
発
が
盛
ん
に
な
る
に
伴
い
、
二

〇
一
〇
年
以
降
師
範
大
学
の
教
員
・
小
中
学
校
の
教
員
に
よ
る
絵
本
授
業

法
に
つ
い
て
の
研
究
書
が
少
な
く
と
も
七
五
冊
3

刊
行
さ
れ
た
。
筆
者
は
、

こ
れ
ら
の
研
究
書
に
お
い
て
、
教
材
と
し
て
選
ば
れ
た
「
翻
訳
絵
本
」
の

数
は
圧
倒
的
で
あ
り
、
教
育
現
場
に
お
け
る
絵
本
の
受
容
は
、
中
国
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
絵
本
「
図
画
書
」
よ
り
、「
翻
訳
絵
本
」
の
方
が
進
ん
で
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
現
状
で
は
「
翻
訳
絵
本
」
が
絵
本
授
業
法
を
実
践
す
る

主
体
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

 

―
師
範
教
育
に
お
け
る
教
材
開
発
を
中
心
に

中
国
に
お
け
る「
翻
訳
絵
本
」の
教
材
と
し
て
の
発
展
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し
か
し
、
そ
の
一
方
、「
翻
訳
絵
本
」
は
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
小
学
校
・

幼
稚
園
の
教
育
現
場
に
お
い
て
教
材
と
し
て
発
展
し
て
き
た
の
か
、
に
つ

い
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
師
範
教
育
に
お
け
る
教
材
開
発

を
中
心
に
、
そ
の
発
端
と
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

中
国
に
お
い
て
、
児
童
文
学
は
一
九
一
九
〜
一
九
二
一
年
に
か
け
て
展

開
さ
れ
た
中
国
社
会
の
近
代
化
を
め
ざ
し
た「
五
四
運
動
・
新
文
化
運
動
」

に
お
け
る
「
子
ど
も
の
発
見
」
に
伴
い
誕
生
し
た
。
児
童
文
学
は
誕
生
時

か
ら
小
学
校
の
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
主
な
教
材
と
し
て
国
語
科
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
（
中
国
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
絵
本
「
図

画
書
」
も
そ
の
頃
誕
生
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
九
二
〇
〜
一
九
三
〇 

年

代
に
盛
ん
に
出
版
さ
れ
た
「
図
画
書
」
は
主
に
小
学
校
低
学
年
の
国
語
科

等
の
補
助
読
み
物
と
し
て
、
新
中
国
成
立
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ま
で
は
主
に

幼
稚
園
の
教
材
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
）。
そ
の
た
め
、
児
童
文
学
理
論

の
研
究
は
師
範
教
育
に
お
け
る
国
語
科
の
教
員
育
成
の
過
程
に
お
い
て
発

展
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
児
童
文
学
は
誕
生
時
か
ら
、
国
家

に
求
め
ら
れ
て
い
る
「
あ
る
べ
き
児
童
」
像
に
沿
っ
た
児
童
の
育
成
と
い

う
「
教
育
的
価
値
」
が
重
要
視
さ
れ
、
こ
れ
は
現
在
ま
で
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
師
範
教
育
に
お
け
る
教
材
開
発
を
通
し
て
解
明
す
る
理
由
は
、
以

上
の
よ
う
な
中
国
の
児
童
文
学
が
独
自
の
伝
統
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
で

あ
る
。

中
国
で
は
、
児
童
文
学
理
論
研
究
は
師
範
大
学
の
研
究
者
ら
に
中
心

と
な
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
児
童
文
学
理
論
は
、
主
に
ま
ず
現
場
教

員
、
教
員
を
志
望
す
る
学
生
に
受
容
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
が
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
れ
が
、
中
国
の
児
童
文
学
に
お
け
る
独
自
の
伝
統
を
構
築
し
て
い

る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
構
図
の
も
と
で
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
中
国
に
お

い
て
児
童
文
学
と
見
な
さ
れ
て
い
る
「
翻
訳
絵
本
」
の
教
材
と
し
て
の
発

展
の
経
緯
と
そ
の
原
因
を
解
明
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
考
察
を
通
じ
て
の
、

中
国
の
小
学
校
・
幼
稚
園
の
教
育
に
お
け
る
「
翻
訳
絵
本
」
活
用
の
経
緯

と
特
徴
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
日
中
両
国
の
児
童
教
育
観
の
理
解
を
深
め

る
一
助
と
な
る
。

一
、
小
学
校
に
お
け
る
絵
本
授
業
の
先
駆
者 

―
―
清
華
大
学
付
属
小
学
校
国
語
教
員
竇
桂
梅
を
中
心
に

筆
者
が
別
稿
4

で
論
じ
た
よ
う
に
、
二
〇
一
〇
年
代
以
降
、
小
学
校
・

幼
稚
園
を
中
心
と
す
る
教
育
現
場
に
お
い
て
、
絵
本
を
教
材
と
し
て
盛
ん

に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
特
に
言
語
・
国
語
教
育
活
動

の
教
材
と
し
て
一
般
的
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
、
小
学
校
の

場
合
は
、
低
学
年
の
国
語
科
に
集
中
し
て
い
る
。

二
〇
一
七
年
に
中
国
教
育
部
（
日
本
の
「
文
部
科
学
省
」
に
相
当
す
る
）

主
催
の
「
国
培
計
劃
」（
小
中
学
校
・
幼
稚
園
教
員
の
資
質
・
能
力
を
向
上

さ
せ
る
た
め
教
員
に
五
年
に
一
度
の
研
修
機
会
を
確
保
す
る
国
家
級
育
成

訓
練
計
画
）
に
合
わ
せ
、
学
科
別
で
は
じ
め
て
発
行
さ
れ
た
国
語
科
の
教

員
の
育
成
訓
練
用
の
手
引
き
と
な
る
「
中
小
学
幼
児
園
教
師
培
訓
課
程
指

導
標
準
【
義
務
教
育
語
文
5

学
科
教
学
】」（「
小
中
学
校
及
び
幼
稚
園
の

教
員
の
育
成
訓
練
課
程
用
の
指
導
基
準
【
義
務
教
育
国
語
科
教
学
】」）
に
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お
い
て
は
、
小
学
校
低
学
年
向
け
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
説
明
文
、
現
代
・

当
代
散
文
、
小
説
、
漢
文
、
現
代
詩
、
劇
本
、
児
童
文
学
作
品
が
取
り
上

げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
児
童
文
学
作
品
の
内
訳
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
童

謡
、
児
童
詩
、
寓
話
、
童
話
、
故
事
、
散
文
、
絵
本
が
含
ま
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
最
初
は
小
学
校
の
国
語
科
教
育
の
現
場
で
副
教
材
等
の
形
で
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
絵
本
で
あ
る
が
、
二
〇
一
九
年
全
国
小
学
校
統
一

の
国
語
教
科
書
（
試
用
版
）
三
年
（
下
）
で
は
じ
め
て
教
材
と
し
て
採
用
さ

れ
た
6
。
こ
の
よ
う
に
、
絵
本
は
小
学
校
国
語
科
の
教
材
と
し
て
の
地
位

が
正
式
に
認
め
ら
れ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
中
国
政
府
が
作
成
し
た
幼
稚

園
・
家
庭
に
お
け
る
幼
児
教
育
の
手
引
き
の
な
か
の
言
語
教
育
の
指
導
方

針
及
び
幼
児
教
育
に
関
す
る
政
策
に
絵
本
を
利
用
す
る
指
導
も
導
入
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
7
。
し
か
し
、
絵
本
を
小
学
校
・
幼
稚
園
の
教
育
活
動

に
使
う
よ
う
に
と
い
う
規
定
が
政
府
の
教
育
政
策
等
に
見
ら
れ
る
の
は
ず

っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
国
語
等
の
教
育
現
場
で
の
教
員
に

よ
る
自
主
的
な
絵
本
を
用
い
る
教
育
活
動
は
教
育
政
策
に
盛
り
込
ま
れ
る

こ
と
よ
り
ず
っ
と
早
い
時
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

小
学
校
国
語
教
育
の
現
場
で
は
、
絵
本
を
素
材
と
し
て
導
入
す
る
こ

と
を
牽
引
し
た
の
は
「
絵
本
教
学
」
の
先
駆
け
と
さ
れ
た
竇
桂
梅
8

で

あ
る
。
竇
は
二
〇
〇
六
年
に
す
で
に
『
猜
猜
我
有
多
愛
你
』（
原
書G

uess 
how

 M
uch I Love You H

ere, Th
ere and Everyw

here

、
日
本
語
版
名
『
ど

ん
な
に
き
み
が
す
き
だ
か
あ
て
て
ご
ら
ん
』）9
、『
愛
心
樹
』（
原
書Th

e 
G

iving Tree

、
日
本
語
版
名
『
お
お
き
な
木
』）10
等
の
「
翻
訳
絵
本
」
を

用
い
て
研
究
授
業
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
11
、
最
も
反
響
を
呼
ん
だ
の

は
二
〇
〇
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
「
翻
訳
絵
本
」『
我
爸
爸
』（
原
書M

y D
ad

、

日
本
語
版
名
『
う
ち
の
パ
パ
っ
て
か
っ
こ
い
い
』、
中
国
語
訳
は
「
私
の

パ
パ
」
と
い
う
意
味
）12
を
用
い
る
低
学
年
向
け
の
作
文
指
導
の
研
究
授

業
で
あ
る
。
同
研
究
授
業
の
記
録
は
小
学
校
国
語
教
育
関
連
の
学
術
誌
に

複
数
回
掲
載
さ
れ
た
13

だ
け
で
は
な
く
、
同
年
十
月
に
教
育
部
直
属
の

中
国
教
育
科
学
研
究
院
主
催
の
「
中
小
学
生
作
文
個
性
化
発
展
研
究
」
の

五
回
目
の
年
会
に
お
い
て
、『
我
爸
爸
』
を
用
い
る
作
文
指
導
の
研
究
授

業
も
行
わ
れ
た
こ
と
で
、
小
学
校
の
国
語
教
育
現
場
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
。
絵
本
の
授
業
法
は
竇
が
広
め
て
い
っ
た
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。

し
か
し
、
実
際
に
絵
本
を
教
材
と
し
て
教
育
活
動
に
使
い
始
め
た
の
は

竇
が
最
初
で
は
な
い
。
竇
が
編
集
し
た
著
書
『
竇
桂
梅
的
閲
読
課
堂
』14

に
載
録
さ
れ
た
読
書
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
親
近
母
語
（
母
語
に
親
し
も

う
）」
の
創
始
者
徐
冬
梅
15

に
よ
る
と
、
二
〇
〇
六
年
に
揚
州
で
開
催
さ

れ
た
「
第
二
回
中
国
児
童
閲
読
論
壇
」
に
お
い
て
、
台
湾
の
絵
本
作
家
・

訳
者
の
方
素
珍
が
絵
本
の
授
業
に
お
け
る
利
用
に
つ
い
て
紹
介
し
た
こ
と

が
あ
る
16
。
ほ
か
に
も
絵
本
普
及
に
携
わ
る
関
係
者
に
よ
っ
て
絵
本
を
教

材
と
し
て
使
っ
た
教
育
活
動
も
あ
っ
た
が
、
影
響
力
は
限
ら
れ
た
範
囲
に

限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
竇
は
中
国
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
小
学

校
の
国
語
の
特
級
教
員
17

と
し
て
、
教
育
現
場
で
は
非
常
に
影
響
力
を

持
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
の
『
我
爸
爸
』
を
用
い
る
研
究
授
業
は
大
き

な
反
響
を
呼
び
、
そ
の
後
各
地
に
赴
い
て
研
究
授
業
を
行
っ
た
。
徐
は
中

国
各
地
の
教
員
が
こ
の
研
究
授
業
に
よ
り
、
は
じ
め
て
絵
本
に
触
れ
る
こ
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と
が
で
き
た
こ
と
で
、
は
じ
め
て
絵
本
の
魅
力
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と

評
価
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
竇
は
『
我
爸
爸
』
を
用
い
て
ど
の
よ
う
に
授
業
を
進
め
て

い
た
の
か
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
（
表
一
）18
。

表
一　

授
業
の
進
め
方
の
ま
と
め

活
動
目
的

一　

中
国
伝
統
の
父
親
像
は
厳
か
で
あ
り
、
子
ど
も
が
近
寄
り
が
た
く
、
う

や
う
や
し
く
接
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
存
在
で
あ
る
が
、『
我
爸
爸
』
に

は
そ
れ
と
は
異
な
る
父
親
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。『
我
爸
爸
』
を
通
し
て
、

生
徒
に
西
洋
文
化
に
あ
る
こ
れ
ま
で
知
り
得
な
か
っ
た
感
情
と
意
味
を
味

わ
わ
せ
る
。

二　

授
業
で
は
「
絵
と
文
」
両
方
を
重
視
し
、
学
年
ご
と
の
発
達
に
合
わ
せ
て
、

「
読
む
、
書
く
、
描
く
」
を
鍛
え
る
。

三　

こ
の
絵
本
を
読
ん
で
、
生
徒
に
「
作
文
」
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、「
創

作
」
さ
せ
、「
成
長
」
さ
せ
る
。

教
員
の
活
動

（
教
員
の
語
り
か
け
に
よ
っ
て
進
行
す
る
）

生
徒
の
活
動

一　

導
入

①
母
の
こ
と
を
謳
う
歌
か
ら
入
り
、
父
に
つ
い

て
語
る
こ
と
を
促
し
て
授
業
に
入
る
。

②『
我
爸
爸
』
を
手
に
取
っ
て
紹
介
す
る
。

③
な
ぜ
生
徒
が
笑
い
出
し
た
の
か
に
つ
い
て
、

生
徒
に
説
明
さ
せ
る
。

一　

導
入

①
母
を
謳
う
歌
及
び
詩

を
挙
げ
る
。
②
『
我
爸

爸
』
の
絵
を
見
て
笑
い

出
す
。
③
な
ぜ
笑
い
出

し
た
の
か
に
つ
い
て
、

パ
パ
の
特
徴
を
述
べ
る
。

二　

文
字
抜
き
の
絵
を
読
む
（
Ｐ
Ｐ
Ｔ
）

　

絵
の
内
容
に
つ
い
て
話
題
を
提
供
し
、
生
徒
の

話
を
引
き
出
す
。
ま
た
、
生
徒
の
話
に
つ
い
て

コ
メ
ン
ト
を
出
し
た
り
、
質
問
し
た
り
す
る
。

①
一
セ
ッ
ト
目
の
絵
を
見
せ
る
。

　

パ
パ
の
特
徴
の
一
つ
「
勇
敢
」
を
取
り
上
げ
、

生
徒
が
自
分
で
絵
本
の
内
容
に
基
づ
い
て
ま

と
め
た
単
語
の
た
め
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
だ

と
評
価
し
、
生
徒
に
板
書
さ
せ
る
。

②
二
セ
ッ
ト
目
の
絵
を
見
せ
る
。

　

文
法
パ
タ
ー
ン
「
像
…
一
様
…
（
…
の
よ
う

に
…
）」
を
取
り
上
げ
て
、
絵
の
内
容
に
合
わ

せ
て
語
ら
せ
る
。

　

パ
パ
の
ほ
か
の
特
徴
「
強
壮
（
強
い
）」「
愉

快
」
を
取
り
上
げ
て
、
生
徒
の
自
分
の
ま
と

め
と
し
て
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
だ
と
評
価
し
、

板
書
さ
せ
る
。

三　

吟
味

①
絵
本
の
全
体
像
を
つ
か
む
。

　

Ｐ
Ｐ
Ｔ
を
消
し
て
、
一
番
印
象
に
残
っ
た
絵

に
つ
い
て
語
ら
せ
る
。

②
「
画
中
画
」（
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
絵
画
の
表

現
手
法
、
画
面
上
に
異
質
な
も
の
を
一
見
無

関
係
な
も
の
と
し
て
併
置
し
な
が
ら
も
、
画

面
に
描
か
れ
た
も
の
の
間
に
不
思
議
な
関
係

を
生
み
出
す
手
法
）
を
探
さ
せ
、
そ
の
内
容

に
つ
い
て
語
ら
せ
る
。
語
彙
、
教
養
、
知
識

の
勉
強
に
つ
な
げ
る
。

③
絵
本
の
文
章
の
表
現
形
式
を
理
解
さ
せ
る
。

　

あ
る
頁
に
あ
る
絵
を
Ｐ
Ｐ
Ｔ
で
提
示
し
て
、

そ
れ
に
相
当
す
る
文
章
を
読
ま
せ
る
。
文
章

に
お
け
る
接
続
詞
、
文
法
パ
タ
ー
ン
の
具
体

的
な
使
い
方
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
。

二　

文
字
抜
き
の
絵
を

読
む
（
Ｐ
Ｐ
Ｔ
）

教
員
の
誘
導
に
従
い
話
す
。

①
一
セ
ッ
ト
目
の
絵
を

見
て
自
由
に
語
る
。

　

例
：
教
員
「
パ
パ
は

何
も
怖
く
な
い
。
狼
も

怖
く
な
い
。
パ
パ
は
大

胆
で
し
ょ
う
か
？
」

　

生
徒
「
大
胆
だ
ね
、

狼
も
怖
が
ら
な
い
」

　
（
略
）

　

教
員
「
よ
く
観
察
で

き
て
い
る
ね
。
も
う
少

し
見
て
、
パ
パ
は
ほ
か

に
ど
ん
な
大
胆
な
こ
と

が
で
き
る
の
？
」

　

生
徒
「
パ
パ
は
巨
人
と

レ
ス
リ
ン
グ
も
で
き
る
」

　
（
略
）

　

生
徒
「
こ
の
絵
本
の

パ
パ
は
と
て
も
勇
敢
な

パ
パ
」

　

教
員
「
あ
な
た
も
勇

敢
だ
。
…
勇
敢
と
い
う

言
葉
を
自
分
で
絵
本
の

内
容
に
基
づ
い
て
ま
と

め
て
く
れ
て
あ
り
が
と

う
。
…
」
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四　

創
作

①
ヒ
ン
ト
を
与
え
る

教
員
が
「
パ
パ
は
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
特

徴
を
持
っ
て
い
て
、
と
て
も
個
性
が
あ
る
。

本
当
に
か
っ
こ
い
い
パ
パ
だ
ね
。
み
な
さ
ん

も
自
分
の
パ
パ
の
た
め
に
絵
を
描
い
た
り
、

文
を
作
っ
た
り
し
た
く
な
っ
た
？
」
と
ま
と
め
、

絵
本
で
使
わ
れ
た
文
法
パ
タ
ー
ン
「
像
…
一

様
…
（
…
の
よ
う
に
…
）」
を
用
い
て
創
作
し

よ
う
と
呼
び
か
け
る
。

②
展
示
と
コ
メ
ン
ト

生
徒
の
作
品
を
展
示
し
、
質
問
し
た
り
、
コ

メ
ン
ト
し
た
り
す
る
。

三　

吟
味

①
絵
本
の
全
体
像
を
つ

か
む
。

一
番
印
象
に
残
っ
た
絵

に
つ
い
て
自
由
に
語
る
。

②
「
画
中
画
」
を
探
し
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
自

由
に
語
る
。

四　

創
作

①
自
分
の
パ
パ
に
つ
い

て
絵/

文
を
創
作
す
る
。

②
教
員
の
質
問
に
答
え

た
り
、
感
想
を
述
べ
た

り
す
る
。

表
一
の
よ
う
に
、
竇
の
『
我
爸
爸
』
を
用
い
る
国
語
授
業
の
プ
ロ
セ
ス

と
し
て
は
、
ま
ず
絵
を
読
む
こ
と
を
指
導
し
、
語
彙
、
文
法
パ
タ
ー
ン

を
ま
ね
し
て
語
ら
せ
な
が
ら
、
生
徒
が
自
分
で
絵
本
の
内
容
に
基
づ
い

て
ま
と
め
た
単
語
（「
楽
し
い
」「
強
い
」「
優
し
い
」「
勇
敢
」「
ユ
ー
モ
ア
」

「
賢
い
」
等
）
を
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
だ
と
評
価
し
、
生
徒
に
板
書
さ
せ
る
。

そ
し
て
、
一
つ
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
生
徒
に
複
数
の
文
を
語
ら
せ
、
口

頭
の
表
現
力
を
鍛
え
る
。
最
後
に
、
そ
の
延
長
線
で
「
私
の
パ
パ
」
に
つ

い
て
文
を
書
か
せ
て
、
絵
を
描
か
せ
て
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
（
創
作

性
）
を
発
揮
さ
せ
る
。

で
は
、
竇
が
な
ぜ
『
我
爸
爸
』
を
作
文
授
業
の
教
材
に
し
た
の
か
に
つ

い
て
、
竇
は
著
作
の
中
で
以
下
の
二
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
19
。

一
つ
は
絵
本
の
折
込
み
付
録
の
解
説
20
に
あ
る
「（
黄
色
い
縞
模
様
の
）

パ
ジ
ャ
マ
は
お
父
さ
ん
の
唯
一
の
形
見
だ
」
と
い
う
こ
と
か
ら
感
銘
を
受

け
た
こ
と
で
あ
る
。
竇
は
中
国
の
文
芸
作
品
に
お
け
る
「
父
親
像
」
は
家

族
を
養
う
た
め
に
一
生
苦
労
し
、
高
齢
に
な
っ
て
体
が
弱
っ
て
く
る
と

い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
姿
は
む
し
ろ
慈
愛
に
あ
ふ
れ
て
優
し
い
「
母
親

像
」
に
も
似
て
い
る
た
め
、
読
ん
で
い
る
と
気
持
ち
が
重
く
な
る
こ
と
が

多
い
と
考
え
て
い
る
。『
我
爸
爸
』
と
い
う
絵
本
は
、
父
が
亡
く
な
っ
て
、

パ
ジ
ャ
マ
が
唯
一
の
形
見
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
父
を
表
す
一
つ
の
表
象
と

し
て
パ
ジ
ャ
マ
（
の
柄
）
を
使
用
し
、
生
ま
れ
た
話
で
あ
る
。
竇
が
示
し

た
よ
う
に
、
同
じ
よ
う
な
素
材
が
も
し
中
国
の
文
芸
作
品
で
取
り
扱
わ
れ

る
場
合
は
、
厳
か
に
偲
ぶ
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、『
我
爸
爸
』
で
は
、

偲
ぶ
ど
こ
ろ
か
、「
父
」
の
呼
び
方
が
「
パ
パ
」
に
変
わ
り
、
パ
パ
は
か
わ

い
ら
し
く
、
ユ
ー
モ
ア
い
っ
ぱ
い
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。「
愛
す
れ
ば

愛
す
る
ほ
ど
、（
悲
し
む
は
ず
の
こ
と
も
）
軽
快
に
愉
快
に
表
現
す
る
」
と

い
う
こ
と
は
「
東
洋
人
と
西
洋
人
の
愛
の
表
し
方
の
違
い
」
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
も
ま
た
パ
パ
に
対
す
る
「
子
ど
も
の
真
摯
な
愛
」
で
あ
り
、「
人
の
心

を
揺
さ
ぶ
る
感
情
の
発
露
で
あ
る
」
と
竇
は
評
価
し
て
い
る
。
な
お
、「
作

文
に
は
真
の
感
情
こ
そ
が
必
要
」
で
あ
る
こ
と
と
、「
母
語
学
習
の
角
度

か
ら
、
子
ど
も
の
感
性
を
育
て
、
感
情
を
発
散
で
き
る
道
を
開
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。
こ
の
絵
本
に
お
け
る
感
情
の
手
が
か
り
は
父
親
へ
の
感
情

で
あ
る
」
こ
と
か
ら
、
こ
の
絵
本
を
作
文
授
業
の
教
材
に
し
、「
生
徒
の

表
現
の
意
欲
に
火
を
つ
け
れ
ば
」、
本
当
の
感
情
が
創
作
に
集
ま
っ
て
く

る
は
ず
で
あ
る
と
竇
が
考
え
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
『
我
爸
爸
』
の
よ
う
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な
素
晴
ら
し
い
絵
に
触
れ
さ
せ
、
自
然
に
対
す
る
愛
情
及
び
関
心
が
蘇
る

こ
と
へ
の
期
待
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
直
接
的
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
中
国
の
国
語

教
育
で
は
、
元
々
「
看
図
作
文
」
と
い
う
「
絵
」
を
見
て
作
文
す
る
低
学

年
向
け
の
指
導
法
が
よ
く
使
わ
れ
て
お
り
、
絵
本
を
教
材
と
す
る
こ
と
は
、

伝
統
的
な
「
看
図
作
文
」
の
授
業
づ
く
り
か
ら
の
当
然
な
流
れ
で
あ
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
竇
が
な
ぜ
『
我
爸
爸
』
を
教
材
に
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
竇

自
身
は
直
接
言
及
し
て
い
な
い
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
め
頃
か
ら
竇
が
自

ら
提
唱
し
て
い
る
小
学
校
国
語
教
育
に
お
け
る
「
人
と
母
語
文
化
と
の
関

係
」21
と
も
関
り
が
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。「
人
と
母
語
文
化
と
の

関
係
」
に
つ
い
て
、
竇
は
「
教
師
は
多
角
度
、
多
ル
ー
ト
、
多
方
面
か
ら

構
成
さ
れ
た
教
材
を
使
用
し
て
生
徒
に
文
化
知
識
、
感
情
体
験
、
生
活
経

験
を
積
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
現
状
あ
る
教
材
で
は
、
そ

の
よ
う
な
要
求
を
ま
っ
た
く
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。（
現
在
の
）
教

材
の
そ
の
先
を
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
教
科
が
多
く
て
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
も
大
き
い
な
か
、
ど
う
す
れ
ば
生
徒
に
母
語
文
化
へ
の
興
味
を
持

た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
私
た
ち
が
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
に
は
、
生
徒
が
母

語
文
化
に
興
味
を
持
た
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
危
機
感
が
潜
ん
で
い

る
。
竇
が
こ
の
教
育
理
念
を
提
唱
し
は
じ
め
た
理
由
は
、
当
時
中
国
の
国

語
教
育
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
国
語
教
科
書
の
単
元
体
系
が
「
知
識
単

元
」22
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
国
語
教
育
は
人
文
性
に
欠

け
て
お
り
、
授
業
で
は
受
身
的
な
学
習
や
丸
暗
記
、
機
械
的
訓
練
が
重
視

さ
れ
て
い
る
。
中
国
で
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
学
習
者
の
全
面
的
な
資
質

の
向
上
を
図
る
「
素
質
教
育
」
に
教
育
の
重
点
が
置
か
れ
、
且
つ
そ
れ
を

国
家
の
教
育
政
策
と
し
て
積
極
的
に
進
め
た
。
こ
う
し
て
、
学
校
教
育
に

お
け
る
各
教
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
「
素
質
教
育
」
と
い
う
教
育
方
針
に

沿
っ
て
調
整
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
末
か
ら

二
〇
一
〇
年
代
初
め
頃
ま
で
の
十
数
年
間
、
中
国
で
は
教
育
改
革
が
深
化

し
、
各
教
科
の
指
導
要
領
の
改
訂
が
行
わ
れ
て
い
た
。
小
学
校
の
国
語

教
科
書
の
単
元
体
系
も
「
知
識
単
元
」
か
ら
人
文
性
を
重
ん
じ
る
「
主
題

単
元
」
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
竇
が
『
我
爸
爸
』
を
教
材
に
し
た
の
は
、

ま
さ
に
自
分
が
提
起
し
た
「
ど
う
す
れ
ば
生
徒
に
母
語
文
化
へ
の
興
味
を

持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
様
々

な
実
践
の
結
果
だ
っ
た
と
言
え
る
。

二
、
北
京
師
範
大
学
に
お
け
る 

初
の
系
統
的
な
絵
本
授
業
法
研
究
書
の
出
版

　

上
述
の
よ
う
に
、
国
家
教
育
政
策
と
し
て
推
し
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る

「
素
質
教
育
」
を
具
体
化
で
き
る
絵
本
を
教
材
と
す
る
先
駆
け
と
な
っ
た

竇
の
授
業
は
全
国
の
小
学
校
の
国
語
教
育
現
場
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

教
材
と
し
て
の
絵
本
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
は
、
小
学
校
・
幼
稚
園
教

育
に
連
動
す
る
師
範
教
育
に
お
け
る
教
員
育
成
に
も
影
響
を
与
え
る
よ
う

に
な
っ
た
。
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冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
で
は
教
員
育
成
と
授
業
法
・
教
育
理
論

研
究
を
担
う
各
地
の
師
範
大
学
に
お
い
て
、
絵
本
の
授
業
法
を
開
発
す
る

研
究
所
が
相
次
い
で
設
立
さ
れ
た
（
二
〇
一
一
年
に
南
京
師
範
大
学
教
育

科
学
学
院
児
童
図
画
書
研
究
中
心
、
二
〇
一
二
年
に
首
都
師
範
大
学
初
等

教
育
学
院
児
童
文
学
教
育
研
究
中
心
、
二
〇
一
五
年
に
北
京
師
範
大
学
文

学
院
中
国
図
画
書
創
作
研
究
中
心
等
）。
な
か
で
も
特
に
児
童
文
学
の
理

論
・
指
導
法
研
究
を
最
も
早
く
か
ら
展
開
し
て
い
る
歴
史
の
あ
る
北
京
師

範
大
学
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
〇
年
代
初
め
頃
と
い
う
早
い
段
階
か
ら
絵

本
を
児
童
教
育
に
取
り
組
も
う
と
し
て
き
た
。
北
京
師
範
大
学
文
学
院
中

国
図
画
書
創
作
研
究
中
心
の
主
任
で
あ
る
陳
暉
に
よ
っ
て
二
〇
一
〇
年
に

出
版
さ
れ
た
『
図
画
書
的
講
読
芸
術
』23
は
中
国
の
各
師
範
大
学
に
お
け

る
絵
本
授
業
法
に
つ
い
て
初
め
て
系
統
的
に
研
究
し
た
著
作
と
言
え
る
。

『
図
画
書
的
講
読
芸
術
』
に
続
い
て
、
二
〇
一
二
年
に
陳
暉
が
主
編
し
た

絵
本
を
教
材
と
す
る
授
業
実
践
例
『
二
十
一
世
紀
絵
本
課
堂
（
二
十
一
世

紀
絵
本
授
業
）』
シ
リ
ー
ズ
（
六
冊
）24
が
出
版
さ
れ
た
。『
二
十
一
世
紀

絵
本
課
堂
』
シ
リ
ー
ズ
は
学
年
ご
と
に
一
冊
ず
つ
作
ら
れ
、
シ
リ
ー
ズ
の

開
発
に
は
、
主
な
共
同
編
集
者
と
し
て
北
京
市
内
の
有
名
な
小
学
校
の
国

語
教
師
一
七
人
が
携
わ
っ
た
。

そ
の
後
、
類
似
し
た
小
学
校
・
幼
稚
園
現
場
の
教
員
向
け
の
絵
本
授
業

法
の
本
が
首
都
師
範
大
学
等
の
研
究
者
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
25
、
絵
本
授

業
法
の
開
発
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
各
師
範
大
学
及
び
師
範
専
門
学
校
に
お

い
て
、
絵
本
を
用
い
た
教
育
活
動
指
導
も
広
く
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
な
か
に
は
重
点
教
科
と
し
て
立
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
26

も
あ
る
。
そ

れ
ま
で
も
、
前
述
の
竇
等
の
小
学
校
・
幼
稚
園
現
場
の
教
師
及
び
研
究
者

に
よ
る
国
語
教
育
・
啓
蒙
教
育
等
の
授
業
法
に
関
す
る
著
書
で
は
、
絵
本

授
業
法
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
27

も
あ
る
。
し
か
し
、『
図
画
書
的
講

読
芸
術
』
を
は
じ
め
と
す
る
絵
本
授
業
法
専
門
の
研
究
書
の
出
版
に
は
格

別
な
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
今
後
小
学
校
・
幼
稚
園
の
教
師
を
志
望
す
る

大
学
生
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
師
範
教
育
に
お
け
る
絵
本
教
材
開
発
の
発
展

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
師
範
教
育
に
お
け
る
絵
本
授
業
法
の
系
統
的

な
研
究
書
は
、
陳
暉
の
著
書
を
嚆
矢
と
し
て
、
そ
の
後
、
師
範
大
学
の
教

員
・
小
中
学
校
の
教
員
に
よ
る
絵
本
授
業
法
に
つ
い
て
の
研
究
書
が
少
な

く
と
も
七
五
冊
刊
行
さ
れ
た
。
絵
本
授
業
法
に
関
す
る
研
究
は
小
学
校
・

幼
稚
園
の
言
語
・
国
語
の
科
目
に
と
ど
ま
ら
ず
、
数
学
、
道
徳
、
生
命
教

育
、
美
術
、
科
学
、
心
理
健
康
教
育
等
の
科
目
及
び
幼
小
連
携
の
教
育
活

動
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

中
で
も
代
表
的
な
の
は
首
都
師
範
大
学
初
等
教
育
学
院
児
童
文
学
教
育

研
究
中
心
28
の
主
任
王
蕾
に
よ
っ
て
二
〇
一
五
年
と
二
〇
一
七
年
に
出
版

さ
れ
た
二
冊
で
、
そ
れ
ぞ
れ
師
範
大
学
（
専
門
学
校
）
の
就
学
前
教
育
専

攻
用
、
及
び
小
学
校
教
育
専
攻
用
の
絵
本
授
業
法
の
研
究
書
で
あ
る
29
。

著
者
の
王
蕾
は
、「
そ
れ
ま
で
絵
本
に
関
す
る
授
業
法
は
児
童
文
学
の
関

連
授
業
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
の
二
冊
の
絵
本
授
業
法
の
研
究

書
の
出
版
に
よ
っ
て
、
絵
本
授
業
法
は
（
児
童
文
学
の
授
業
法
か
ら
独
立
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し
て
）
正
式
に
大
学
の
関
連
専
攻
の
教
材
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
」30
と
主
張
し
た
。

以
下
は
王
蕾
と
陳
暉
の
著
書
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を

出
版
主
旨
及
び
内
容
構
成
か
ら
明
ら
か
に
し
（
表
二
・
表
三
、
下
線
は
筆

者
に
よ
る
）、
師
範
教
育
に
お
け
る
絵
本
授
業
法
研
究
の
概
要
・
発
展
・

変
遷
を
考
察
す
る
。

表
二　

北
京
師
範
大
学
と
首
都
師
範
大
学
の
絵
本
授
業
法
研
究
書
の
出
版
主
旨
（
抜
粋
）

出
版
年
・
書
名

出
版
主
旨

二
〇
一
〇
年

『
図
画
書
的

講
読
芸
術
』

中
国
の
児
童
読
み
物
に
お
い
て
は
、
就
学
前
児
童
向
け
の
「
図

画
書
」
が
昔
か
ら
あ
る
が
、
こ
の
本
で
研
究
対
象
と
す
る
絵
を

主
と
し
て
創
作
さ
れ
た
文
学
性
と
独
特
な
芸
術
性
の
あ
る
絵

本
は
伝
統
的
な
「
図
画
書
」
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
。「
絵
本
」

の
芸
術
の
新
し
さ
、
独
特
さ
、
幅
広
さ
、
内
容
の
豊
か
さ
と
奥

深
さ
に
よ
っ
て
、
絵
本
の
絵
と
文
字
に
対
す
る
鑑
賞
、
理
解
、

感
受
、
評
価
に
は
専
門
的
な
理
論
指
導
及
び
芸
術
経
験
の
支
援

が
必
要
と
な
る
。

絵
本
が
学
校
の
教
育
資
源
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
一
般
的
に
教
員

及
び
教
育
意
識
の
強
い
保
護
者
に
は
、「
閲
読

―
理
解

―

議
論
」
と
い
う
学
習
型
の
絵
本
勉
強
法
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
「
同
質
化
」「
単
一
化
」
の
絵
本

授
業
法
は
絵
本
の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
体
感
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
う
え
、
絵
本
閲
読
の
最
も
重
要
で
根
本
的
な
目
的

―
読
書
の
楽
し
さ
を
味
わ
い
、
絵
本
の
芸
術
を
鑑
賞
す
る
こ

と
に
背
く
こ
と
に
な
る
。
よ
く
理
解
し
な
い
と
い
け
な
い
こ
と

は
、
児
童
は
絵
本
か
ら
心
理
的
及
び
感
情
的
な
期
待
を
求
め
て

い
る
た
め
、
大
人
の
理
解
及
び
考
え
を
絵
本
の
教
授
を
通
し
て

簡
単
に
押
し
付
け
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。

二
〇
一
二
年

『
二
十
一
世
紀

絵
本
課
堂
』

（
六
冊
）

副
題
名

「
中
国
児
童
文

学
校
園
閲
読

支
持
工
程
」

基
礎
教
育
改
革
が
行
わ
れ
、
児
童
の
素
質
教
育
政
策
が
国
家

に
よ
っ
て
推
し
進
め
ら
れ
て
い
る
な
か
、
児
童
文
学（
絵
本
）

【
原
文
で
は
「
児
童
文
学（
絵
本
）」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
】の

優
れ
た
教
育
資
源
と
し
て
の
性
質
、地
位
及
び
役
割
が
さ
ら

に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
児
童
文
学（
絵
本
）は
特
に

児
童
の
心
身
発
達
に
必
要
な
こ
と
及
び
趣
味
に
対
し
て
、
文

学
、
芸
術
、
科
学
、
審
美
等
多
方
面
に
わ
た
る
豊
か
な
要
素

を
内
包
し
て
お
り
、
児
童
の
精
神
成
長
の
促
進
、
感
情
及
び

価
値
観
の
養
成
、
多
元
的
知
能
の
強
化
等
に
も
非
常
に
重
要

な
意
義
及
び
役
割
を
有
し
て
い
る
。
児
童
文
学（
絵
本
）を
用

い
て
閲
読
運
動
を
展
開
し
、
各
学
校
の
関
連
課
程
を
自
主
的

に
立
ち
上
げ
る
こ
と
は
各
レ
ベ
ル
の
学
校
及
び
教
育
機
構
に

お
け
る
全
体
的
な
選
択
と
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
本
の
出
版
に
よ
っ
て
、
中
国
児
童
文
学
は
出
版
資

源
が
教
育
資
源
へ
と
転
換
す
る
時
期
に
お
い
て
、
新
た
な

モ
デ
ル
が
作
ら
れ
た
と
言
え
る
。
中
国
の
児
童
文
学
は
児

童
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
学
校
読
書
及
び
教
育
利
用
に
お
け

る
推
進
を
促
す
に
違
い
な
い
。
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二
〇
一
五
年

『
幼
児
図
画

書
主
題
賞
読

与
教
学
』

シ
リ
ー
ズ
名

「
全
国
学
前
教

育
専
攻
新
課
程

標
準
〝
十
二
五

（
第
十
二
次
五

カ
年
）〞
規
劃

教
材
」

絵
を
主
と
し
て
、
文
を
補
助
と
す
る
絵
本
は
就
学
前
児
童
に

と
っ
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
読
み
物
で
あ
る
。
絵
本
は
幼
児
の

言
語
、
想
像
、
思
惟
及
び
記
憶
発
展
に
は
重
要
な
価
値
が
あ
る
。

こ
こ
数
年
「
絵
本
教
学
」
は
就
学
前
児
童
教
育
に
お
け
る
重
要

な
資
源
及
び
教
育
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
就
学
前
教
育
の
発
展

に
お
け
る
絵
本
の
運
用
研
究
、
す
な
わ
ち
絵
本
を
就
学
前
教
育

と
結
び
付
け
る
研
究
は
現
在
児
童
文
学
学
科
、
就
学
前
教
育
学

科
の
重
要
な
発
展
方
向
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
背
景
に
基

づ
き
、
就
学
前
教
育
学
科
の
学
部
生
、
短
大
生
に
絵
本
を
幼
稚

園
の
教
育
実
践
と
結
び
付
け
る
授
業
を
開
設
す
る
こ
と
は
幼
稚

園
の
教
員
を
よ
り
よ
く
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
教
材
は
幼
稚
園
の
教
育
改
革
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
中
国
国
内

（
師
範
教
育
に
お
け
る
）
初
の
絵
本
運
用
型
の
教
学
研
究
の
大

学
の
教
材
で
な
る
。

二
〇
一
七
年

『
小
学
図
画
書

主
題
賞
読
与

教
学
』

中
国
国
内
（
師
範
教
育
に
お
け
る
）
初
の
初
等
教
育
専
攻
に
お

け
る
絵
本
授
業
法
研
究
の
大
学
の
教
材
で
あ
る
。

本
教
材
は
、
基
礎
教
育
発
展
に
お
け
る
絵
本
教
学
分
野
の
大
学

教
材
の
空
白
を
埋
め
た
。教
育
改
革
の
要
求
も
満
た
し
て
い
る
。

本
教
材
は
初
等
教
育
専
攻
の
短
大
生
、
学
部
生
、
大
学
院
生
及

び
小
学
校
の
現
役
教
員
、
児
童
図
書
館
員
、
絵
本
館
ス
タ
ッ
フ

及
び
絵
本
愛
好
家
等
に
適
し
て
い
る
。

表
三　

北
京
師
範
大
学
と
首
都
師
範
大
学
の
絵
本
授
業
法
研
究
書
の
内
容
構
成
（
抜
粋
）

出
版
年
・
書
名

内
容
構
成

二
〇
一
〇
年

『
図
画
書
的
講

読
芸
術
』

上
編
と
下
編
か
ら
な
る
。

上
編
は
絵
本
の
芸
術
構
成
と
教
授
理
念
・
芸
術
に
つ
い
て
、
下

編
は
二
七
冊
の
絵
本
の
授
業
法
の
ア
ド
バ
イ
ス
及
び
行
わ
れ
た

授
業
実
験
に
対
す
る
ま
と
め
、
関
連
絵
本
の
紹
介
か
ら
な
る
。

二
七
冊
の
う
ち
翻
訳
絵
本
は
二
五
冊
：
う
ち
日
本
の
翻
訳
絵
本

は
『
一
〇
〇
万
回
生
き
た
猫
』『
小
さ
な
ピ
ス
ケ
の
は
じ
め
て

の
友
だ
ち
』『
せ
か
い
い
ち
う
つ
く
し
い
ぼ
く
の
村
』
の
三
冊

で
あ
る
。

二
〇
一
二
年

『
二
十
一
世
紀

絵
本
課
堂
』

（
六
冊
）

副
題
名

「
中
国
児
童
文

学
校
園
閲
読

支
持
工
程
」

小
学
校
一
〜
六
年
ま
で
学
年
ご
と
に
一
冊
ず
つ
作
ら
れ
計
六
冊

と
な
っ
て
い
る
。
一
冊
に
二
〇
前
後
の
絵
本
を
使
っ
た
実
際
の

授
業
例
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
授
業
例
ご
と
に
出
版
情
報
、
内

容
提
要
、
作
品
鑑
賞
分
析
、
作
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
、
授
業
ア
ド

バ
イ
ス
、閲
読
活
動
、学
生
の
反
応
と
活
動
（
提
出
し
た
課
題
）、

教
員
手
記
、
広
げ
る
読
書
等
の
コ
ラ
ム
か
ら
な
る
。

翻
訳
絵
本　
　

一
年
生
：
一
五
冊
の
う
ち
翻
訳
絵
本
は
一
四
冊（
日
本
一
冊『
く

も
く
ん
』）

二
年
生
：
一
六
冊
の
う
ち
翻
訳
絵
本
は
一
五
冊（
日
本
二
冊『
あ

り
と
す
い
か
』『
て
ぶ
く
ろ
を
か
い
に
』）

三
年
生
：
一
五
冊
全
て
翻
訳
絵
本
（
日
本
三
冊
『
は
る
に
あ

え
た
よ
』『
お
お
き
な
テ
ー
ブ
ル
』『
お
ま
え
う
ま
そ
う
だ
な
』）
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四
年
生：一
五
冊
の
う
ち
翻
訳
絵
本
は
一
四
冊
（
日
本
四
冊
『
な

ぞ
な
ぞ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
』『
ぼ
く
は
カ
メ
レ
オ
ン
』『
ま
ほ

う
の
マ
フ
ラ
ー
』『
わ
に
の
バ
ン
ポ
』）

五
年
生：一
四
冊 

の
う
ち
翻
訳
絵
本
は
一
二
冊（
日
本
四
冊『
き

つ
ね
の
窓
』『
小
さ
な
青
い
馬
』『
お
か
あ
さ
ん
、
げ
ん
き
で

す
か
。』『
せ
か
い
い
ち
う
つ
く
し
い
ぼ
く
の
村
』）

六
年
生
：
一
三
冊
全
部
翻
訳
絵
本
（
日
本
三
冊
『
ね
こ
た
プ
プ

ピ
ピ
海
の
な
か
』『
え
ほ
ん
北
緯
36
度
線
』『
ル
リ
ユ
ー
ル
お

じ
さ
ん
』）

二
〇
一
五
年

『
幼
児
図
画
書

主
題
賞
読
与

教
学
』

シ
リ
ー
ズ
名

「
全
国
学
前

教
育
専
攻（
新

課
程
標
準
）

〝
十
二
五
（
第

十
二
次
五
カ

年
）〞
規
劃
教

材
」

絵
本
の
内
容
に
合
わ
せ
て
、
一
〇
の
大
き
な
主
題
に
分
け
、
さ

ら
に
一
つ
の
主
題
に
つ
き
四
〜
五
の
小
さ
な
主
題
に
細
か
く
分

類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
に
基
づ
い
た
絵
本
が
選
ば
れ
て
い

る
。
絵
本
は
、一
つ
の
小
さ
な
主
題
に
つ
き
二
、三
冊
が
用
意
さ

れ
、
一
つ
の
大
き
な
主
題
の
下
で
は
合
計
一
〇
冊
と
な
る
構
成

で
あ
る
。
内
容
紹
介
、
教
育
的
解
読
、
活
動
プ
ラ
ン
（
目
標
、

準
備
、
過
程
）、
関
連
絵
本
の
紹
介
、
の
四
部
分
か
ら
な
る
。

全
部
で
一
〇
〇
冊
と
な
る
。
う
ち
翻
訳
絵
本
は
八
四
冊
。

主
題
は
以
下
の
通
り（
一
つ
目
の
主
題
の
小
さ
な
主
題
だ
け
示

す
）。

一
、
品
格
の
育
成

　

①
誠
実
で
約
束
を
守
る
②
優
し
く
寛
容
的
③
勤
勉
で
節
約
す

る
④
逞
し
く
粘
り
強
い
⑤
丁
寧
で
礼
儀
正
し
い

二
、
自
然
と
生
態
（
の
学
習
）

三
、
生
活
能
力
（
の
育
成
）

四
、
生
命
教
育
（
の
学
習
）

五
、
健
康
発
展

六
、
安
全
教
育
（
の
学
習
）

七
、
社
会
交
際
（
の
学
習
）

八
、
芸
術
発
展

九
、
科
学
啓
蒙

十
、
言
語
発
展

日
本
の
翻
訳
絵
本

一
、
③
勤
勉
で
節
約
す
る
：（
節
約
す
る
良
い
習
慣
を
身
に
つ

け
る
）『
も
っ
た
い
な
い
ば
あ
さ
ん
』

二
、①
自
然
と
生
態
を
認
識
す
る：（
同
じ
緯
度
の
異
な
る
景
色
）

『
え
ほ
ん
北
緯
36
度
線
』、（
春
を
探
す
）『
は
る
に
あ
え
た
よ
』、

（
自
然
の
美
と
家
族
愛
の
美
）『
14
ひ
き
の
さ
む
い
ふ
ゆ
』

三
、
①
自
主
自
理
（
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
す
る
）：（
自
分
で

服
を
着
る
）『
は
け
た
よ
は
け
た
よ
』、（
ト
イ
レ
に
行
く
習

慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
）『
う
ん
ち
だ
う
ん
ち
だ
し
ゅ
っ
ぽ

ぽ
〜
』

五
、
③
情
緒
管
理
（
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）：（
恐
怖
心
を
克

服
す
る
）『
モ
チ
モ
チ
の
木
』

六
、
①
交
通
安
全
（
を
知
る
）：（
交
通
ル
ー
ル
を
守
る
）『
ぴ

か
く
ん
め
を
ま
わ
す
』

七
、
協
力
す
る
こ
と
を
身
に
つ
け
る
：（
協
力
す
る
こ
と
で
夢

が
か
な
う
）『
り
ん
ご
が
た
べ
た
い
ね
ず
み
く
ん
』、（
分
か

ち
合
お
う
）『
ぐ
り
と
ぐ
ら
』
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八
、
①
色
彩
を
感
じ
る
：（
色
が
変
わ
る
の
も
困
る
）『
ぼ
く
は

カ
メ
レ
オ
ン
』
②
音
楽
を
感
じ
る
：（
自
分
に
合
う
楽
器
を

探
そ
う
）『
ね
ず
み
く
ん
と
お
ん
が
く
か
い
』
③
舞
踊
を
鑑

賞
す
る
：（
お
ど
る
お
ち
ば
）『
お
ち
ば
が
お
ど
る
』

九
、
④
数
学
に
触
れ
あ
う
：（
数
字
一
か
ら
一
〇
ま
で
を
認
識

す
る
）『
は
じ
め
は
り
ん
ご
の
み
が
い
っ
こ
』

十
、
②
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
聞
く
能
力
を
身
に
つ
け
る
：

（
文
字
に
は
大
き
な
役
割
が
あ
る
）『
お
と
な
り
さ
ん
』

二
〇
一
七
年

『
小
学
図
画

書
主
題
賞
読

与
教
学
』

絵
本
の
内
容
に
合
わ
せ
一
〇
の
大
き
な
主
題
を
定
め
、
一
つ
の

主
題
を
さ
ら
に
一
〇
の
小
さ
な
主
題
に
細
か
く
分
類
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
主
題
に
基
づ
い
た
絵
本
が
選
ば
れ
て
い
る
。絵
本
は
、

一
つ
の
小
さ
な
主
題
に
つ
き
一
冊
が
用
意
さ
れ
、
一
つ
の
大
き

な
主
題
の
下
で
は
合
計
一
〇
冊
と
な
る
構
成
で
あ
る
。
鑑
賞
分

析
、
閲
読
と
教
授
の
具
体
的
な
案
か
ら
な
る
。

全
部
で
一
〇
〇
冊
と
な
る
。
う
ち
翻
訳
絵
本
は
七
五
冊
。

主
題
は
以
下
の
通
り
（
最
初
の
一
つ
目
の
主
題
の
小
さ
な
主
題

だ
け
示
す
）。

一
、
品
格
の
育
成

　

①
勇
敢
な
態
度
で
任
務
を
完
了
す
る
②
自
信
を
持
つ
③
感
謝

の
心
を
持
つ
④
他
人
に
寛
容
な
態
度
で
接
す
る
⑤
誠
実
に
身

を
持
す
る
⑥
と
こ
と
ん
ま
で
や
り
通
す
⑦
喜
ん
で
人
を
助
け

る
⑧
困
難
を
克
服
す
る
⑨
勤
勉
な
生
活
態
度
と
節
約
の
精
神

を
持
つ
⑩
持
っ
て
い
る
も
の
を
大
事
に
す
る

二
、
自
我
成
長

三
、
生
命
教
育
（
の
学
習
）

四
、
社
会
交
際
（
の
学
習
）

五
、
親
情
関
愛

六
、
自
然
生
態
（
の
学
習
）

七
、
芸
術
発
展

八
、
科
学
啓
蒙

九
、
多
元
文
化
（
の
学
習
）

十
、
人
文
社
会
科
学
（
の
学
習
）

日
本
の
翻
訳
絵
本

一
、
①
勇
敢
な
態
度
で
任
務
達
成
す
る
『
は
じ
め
て
の
お
つ
か

い
』
⑨
勤
勉
な
生
活
態
度
と
節
約
の
精
神
を
持
つ
『
ち
い
さ

な
く
れ
よ
ん
』

三
、
⑥
生
命
の
成
長
の
足
跡
を
探
す
『
い
ち
ご
』（
新
宮
晋
）31

⑩
生
命
循
環
の
不
思
議
さ
を
味
わ
う
『
も
こ
も
こ
も
こ
』

七
、
②
楽
器
た
ち
の
様
子
『
ひ
み
つ
の
が
っ
き
』

八
、
⑥
不
思
議
な
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
『
も
し
も
宇
宙
で
く
ら

し
た
ら
』⑨
き
れ
い
な
野
菜
の
花
『
や
さ
い
ば
た
け
は
は
な

ば
た
け
』

九
、
⑧
中
国
伝
統
文
化
の
中
の
桃
源
郷

―『
桃
源
郷
も
の
が

た
り
』

十
、
②
戦
争
の
罪
と
悪
を
問
い
質
す
『
ぼ
く
の
こ
え
が
き
こ
え

ま
す
か
（
日
・
中
・
韓 

平
和
絵
本
）』
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以
上
、
二
つ
の
師
範
大
学
の
主
要
な
取
組
み
と
し
て
の
二
〇
一
〇
年
〜

二
〇
一
七
年
の
間
に
出
版
さ
れ
た
関
連
著
書
の
出
版
主
旨
と
内
容
構
成
を

ま
と
め
た
。
表
二
、
表
三
か
ら
は
、
師
範
教
育
に
お
け
る
絵
本
授
業
法
研

究
の
概
要
・
発
展
・
変
遷
に
つ
い
て
は
主
に
、
以
下
の
四
点
を
明
ら
か
に

し
た
。

一　

絵
本
が
「
優
れ
た
教
育
資
源
」
か
ら
、
次
第
に
「
重
要
な
資
源
及

び
教
育
手
段
」
と
な
り
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
。

二　

教
材
と
し
て
選
ば
れ
た
「
翻
訳
絵
本
」
の
数
は
圧
倒
的
で
あ
り
、

二
〇
一
〇
、
二
〇
一
二
年
に
出
版
さ
れ
た
本
で
は
九
割
以
上
、
二
〇

一
五
、
二
〇
一
七
年
も
八
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。
中
国
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
絵
本
も
す
さ
ま
じ
い
発
展
を
遂
げ
て
き
て
い
る
が
、
教
材
と

し
て
は
「
翻
訳
絵
本
」
が
依
然
と
し
て
大
き
な
割
合
を
占
め
て
お
り
、

重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三　

絵
本
授
業
法
の
研
究
書
は
小
学
校
・
幼
稚
園
の
現
役
教
員
向
け
の

授
業
参
考
書
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
次
第
に
師
範
教
育
を
行
う
大

学
・
短
大
・
専
門
学
校
等
に
お
け
る
小
学
校
教
育
・
就
学
前
教
育
専

攻
の
学
生
向
け
の
教
材
と
し
て
も
進
化
し
て
き
た
こ
と
。

四　

こ
う
い
っ
た
絵
本
を
教
材
と
す
る
授
業
法
研
究
書
の
出
版
の
背
景

に
は
、
絵
本
（
特
に
「
翻
訳
絵
本
」）
の
急
激
な
発
展
の
ほ
か
、「
素

質
教
育
」
へ
と
転
換
す
る
教
育
改
革
の
存
在
が
あ
る
こ
と
。

な
お
、
以
上
の
考
察
か
ら
、
以
下
の
四
点
が
指
摘
で
き
る
。

一　

教
育
現
場
に
お
け
る
絵
本
の
受
容
は
、
中
国
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
絵
本

よ
り
、「
翻
訳
絵
本
」
の
ほ
う
が
重
要
な
位
置
づ
け
に
あ
る
。「
翻
訳

絵
本
」
は
「
児
童
教
育
」
の
教
材
と
し
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
絵
本
以
上

の
「
教
育
的
価
値
」
を
生
み
出
し
て
い
た
。

二　

児
童
文
学
の
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
と
な
っ
て
い
る
絵
本
に
対
す
る
研

究
は
、
師
範
教
育
に
お
い
て
、
授
業
法
の
研
究
を
中
心
に
行
わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
中
国
に
お
い
て
、
児
童
文
学
の
理
論
書
は
誕
生
し

た
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
児
童
教
育
、
国
語
教
育
の
人
材
を
養
成

す
る
教
育
機
関
で
教
材
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
と
い
う
伝
統
の
継
承

で
あ
る
。

三　

こ
う
し
た
絵
本
授
業
法
の
教
材
は
師
範
教
育
に
取
り
入
れ
ら
れ
、

今
後
小
学
校
・
幼
稚
園
教
員
を
志
望
す
る
大
学
生
に
受
容
さ
れ
る
こ

と
で
、
教
育
現
場
に
お
い
て
﹇
翻
訳
絵
本
﹈
を
教
材
と
す
る
授
業
法

が
更
な
る
発
展
を
遂
げ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四　

教
育
現
場
に
求
め
ら
れ
て
い
る
「
翻
訳
絵
本
」
の
「
教
育
的
価
値
」

は
、「
素
質
教
育
」
へ
の
転
換
に
伴
い
生
み
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

「
素
質
教
育
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
「
あ
る
べ
き
児
童
」
像
の
具
体
像

が
「
翻
訳
絵
本
」
の
教
材
化
を
通
し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
教
育
現
場
で
期
待
さ
れ
て
い
る
効
果
こ
そ
、
絵
本
授
業

法
の
研
究
の
発
展
の
方
向
性
を
決
め
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
中

国
に
お
け
る
「
翻
訳
絵
本
」
受
容
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
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ま
と
め

以
上
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
中
国
の
小
学
校
に
お
い
て
「
翻
訳
絵
本
」
を

教
材
と
し
た
と
い
う
点
で
先
駆
者
と
さ
れ
る
清
華
大
学
付
属
小
学
校
の

国
語
教
師
竇
桂
梅
を
中
心
に
、
竇
が
ど
の
よ
う
に
、
何
の
た
め
に
「
翻
訳

絵
本
」
を
国
語
教
育
の
教
材
に
し
た
の
か
、
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
し

て
、
師
範
教
育
に
お
け
る
絵
本
教
材
開
発
を
中
心
に
、「
翻
訳
絵
本
」
の

教
材
と
し
て
の
発
展
の
経
緯
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
は
、
竇
の
絵
本
の

授
業
実
践
に
し
て
も
、
師
範
教
育
に
お
け
る
絵
本
授
業
法
開
発
に
し
て
も
、

「
翻
訳
絵
本
」
を
主
と
す
る
絵
本
を
教
材
に
し
た
の
は
、
中
国
で
は
一
九

九
〇
年
代
以
降
全
面
的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
教
育
改
革
で
あ
る
「
素
質
教

育
」
に
沿
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
に
お

い
て
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
「
翻
訳
絵
本
」
が
急
成
長
を
遂
げ
、
広
く
受
容

さ
れ
て
い
く
と
同
時
に
、
小
学
校
・
幼
稚
園
の
教
育
現
場
に
お
い
て
、
教

材
と
し
て
盛
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
国
家
教
育
政
策

と
し
て
推
し
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
「
素
質
教
育
」
が
大
き
く
影
響
し
て

い
る
。
特
に
、「
素
質
教
育
」
を
具
体
化
す
る
た
め
の
、
小
学
校
の
各
教

科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
革
の
推
進
は
児
童
教
育
に
お
け
る
「
翻
訳
絵
本
」

の
受
容
と
連
動
し
て
い
る
。

こ
こ
で
「
翻
訳
絵
本
」
を
主
と
す
る
絵
本
と
教
育
の
関
係
の
発
展
・
変

遷
に
つ
い
て
は
以
下
の
三
つ
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
一
）
元
々
中
国
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
絵
本
「
図
画
書
」
は
誕
生
時
か
ら
小
学
校
の
補
助
読
み
物
と
幼

稚
園
の
教
材
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
流
れ

に
お
い
て
「
翻
訳
絵
本
」
も
児
童
教
育
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
が
当
然
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
二
）﹇
翻
訳
絵
本
﹈
が
素
材
と
し

て
使
わ
れ
る
分
野
は
最
初
は
国
語
だ
っ
た
が
、
次
第
に
小
学
校
・
幼
稚

園
の
様
々
な
科
目
の
授
業
に
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
三
）﹇
翻
訳

絵
本
﹈
を
教
材
と
す
る
教
育
活
動
の
普
及
は
北
京
の
よ
う
な
教
育
が
進
ん

で
い
る
と
言
わ
れ
る
地
域
か
ら
は
じ
ま
り
、
こ
の
現
象
は
教
員
の
育
成
・

研
修
を
担
う
師
範
大
学
で
い
っ
た
ん
受
け
止
め
て
か
ら
、
理
論
付
け
ら
れ
、

ま
た
全
国
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う
構
図
が
う
か
が
わ
れ
る
。
四
）
絵

本
授
業
法
の
研
究
書
は
、
小
学
校
・
幼
稚
園
の
現
役
教
員
向
け
の
授
業
参

考
書
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
師
範
教
育
を
行
う
大
学
・
短
大
・
専
門
学

校
等
に
お
け
る
小
学
校
教
育
・
就
学
前
教
育
専
攻
の
学
生
向
け
の
教
材
と

し
て
も
進
化
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
絵
本
授
業
法
の
研
究
書
が
師
範
教
育

用
教
材
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
小
学
校
・
幼
稚
園
教
員
を
志
望
す
る
大

学
生
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
で
、
教
育
現
場
に
お
い
て
「
翻
訳
絵
本
」
を
教

材
と
す
る
授
業
法
は
更
な
る
発
展
を
遂
げ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
中
国
に
お
い
て
児
童
文
学
と
見
な
さ
れ
て
い
る
「
翻
訳
絵
本
」

に
「
教
育
的
価
値
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
日
本
で

も
絵
本
を
教
材
と
し
て
国
語
科
等
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
日
中
に
お
け
る

絵
本
の
教
材
と
し
て
扱
わ
れ
方
の
相
違
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。
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註１  
本
稿
で
は
、「
図
画
書
」、「
絵
本
」、「
翻
訳
絵
本
」
と
い
う
用
語
が
使

わ
れ
て
い
る
。「
図
画
書
」
は
中
国
語
で
あ
る
が
、「
絵
本
」
は
外
来
語

で
、
日
本
か
ら
台
湾
経
由
で
中
国
大
陸
に
輸
入
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
中

国
の
児
童
文
学
に
お
い
て
「
絵
本
」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
は
、
中

国
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
絵
本
「
図
画
書
」
が
存
在
し
て
い
た
。
な
お
、「
絵
本
」

と
い
う
言
葉
は
中
国
社
会
に
受
容
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
現
在
も
な

お
正
式
な
中
国
語
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
（
一
九
七
八
年
の
出
版
以
来
修

訂
を
重
ね
、
中
国
に
お
い
て
権
威
あ
る
標
準
中
国
語
の
規
範
的
な
辞
典

の
一
つ
で
あ
る
『
現
代
漢
語
詞
典
』
最
新
版
第
七
版
【
商
務
印
書
館
、
二

〇
一
六
年
】
に
も
ま
だ
「
絵
本
」
と
い
う
語
彙
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
）、

学
術
の
面
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
「
図
画
書
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
年
の
政
府
法
令
に
も
「
絵
本
」
と
い
う
言
葉

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
書
名
の
引
用
と
中
国
オ
リ

ジ
ナ
ル
絵
本
を
指
す
時
は
「
図
画
書
」
を
使
い
、
そ
れ
以
外
は
「
絵
本
」

を
使
う
こ
と
と
す
る
。

2　

劉
娟
「
中
国
に
お
け
る
翻
訳
絵
本
受
容
の
新
た
な
傾
向
に
つ
い
て
│

小
学
校
教
育
に
お
け
る
「
想
像
力
の
養
成
」
と
「
ま
あ
ち
ゃ
ん
の
な
が
い

か
み
」
の
国
語
教
材
化
の
関
連
か
ら
│
」『
常
盤
台
人
間
文
化
論
叢
』
七

巻
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）、
二
九
〜
五
六
頁；

「
中
国
の
幼
稚
園
言

語
教
育
に
お
け
る
絵
本
の
受
容
―
幼
児
教
育
関
連
政
策
の
変
容
に
注

目
し
て
」『
日
中
翻
訳
文
化
教
育
研
究
』
六
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）、
一

〇
一
〜
一
一
六
頁
。

3  

筆
者
が
中
国
国
家
図
書
館
（
日
本
の
国
立
国
会
図
書
館
に
相
当
す
る
）、

中
国
知
網
（C

N
K

I

：C
hina N

ational K
now

ledge Infrastructure

、
中

国
に
お
け
る
最
も
権
威
の
あ
る
総
合
的
な
学
術
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）、

全
国
図
書
館
参
考
諮
詢
聯
盟
（
中
国
の
三
六
〇
館
の
公
共
・
教
育
・
研

究
図
書
館
会
員
か
ら
な
る
文
献
資
源
庫
）
の
三
つ
の
サ
イ
ト
で
、「
絵
本
、

教
学
」
及
び
「
図
画
書
、
教
学
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
し
、
選
別

し
た
結
果
、
少
な
く
と
も
七
五
冊
が
確
認
で
き
た
。「
教
学
」
は
中
国
語

原
文
。
日
本
語
の
意
味
は
「（
知
識
や
技
能
を
）
教
え
る
、
教
授
す
る
」

こ
と
。
二
〇
二
一
年
十
一
月
十
三
日
現
在
の
検
索
結
果
で
あ
る
。

4  

劉
娟
「
中
国
の
小
学
校
低
学
年
の
語
文
学
科
教
育
に
お
け
る
絵
本
教

材
受
容
の
特
徴
及
び
そ
の
原
因
―
「
看
図
説
話
」「
看
図
作
文
」
授
業
法

の
変
遷
に
注
目
し
て
」『
日
中
翻
訳
文
化
教
育
研
究
』
七
号
。
二
〇
二
二

年
三
月
刊
行
予
定
。

5  

「
語
文
」
は
中
国
語
原
文
。「
国
語
」
の
意
味
で
あ
る
。
以
下
引
用
以
外
、

「
国
語
」
を
用
い
る
。

6  

中
国
の
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
初
め
て
の
絵
本
作
品
が
日
本
の

高
楼
方
子
著
の
『
ま
あ
ち
ゃ
ん
の
な
が
い
か
み
』
で
あ
る
。
中
国
で
は

季
穎
訳
に
よ
っ
て
二
〇
一
〇
年
に
南
海
出
版
社
か
ら
『
小
真
的
長
頭
髪
』

と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
二
〇
一
八
年
十
二
月
発
行
の
試
用
版
教
科
書

『「
国
語
」
三
年
（
下
）』（
人
民
教
育
出
版
社
）
の
第
十
六
課
に
載
録
さ
れ

た
『
小
真
的
長
頭
髪
』
は
同
作
品
を
基
本
と
し
て
い
る
。

7  

詳
細
は
以
下
の
論
文
参
照
。
劉
娟
「
中
国
の
幼
稚
園
言
語
教
育
に
お

け
る
絵
本
の
受
容
―
幼
児
教
育
関
連
政
策
の
変
容
に
注
目
し
て
」。

8  

竇
は
清
華
大
学
付
属
小
学
校
の
校
長
で
、
清
華
大
学
教
育
研
究
院
基

礎
教
育
研
究
所
所
長
、
教
育
部
基
礎
教
育
課
程
教
材
専
門
家
工
作
委
員

会
委
員
、
教
育
部
「
中
小
学
教
員
国
家
級
培
訓
（
育
成
研
修
）
計
劃
」
の

特
任
専
門
家
も
兼
任
、
国
語
教
育
理
論
に
関
す
る
著
書
が
三
〇
数
冊
出

版
さ
れ
て
い
る
。http://w

w
w.ioe.tsinghua.edu.cn/info/1132/1930.

htm
　

二
〇
二
一
年
十
一
月
二
日
ア
ク
セ
ス
。
ま
た
、
清
華
大
学
付
属

小
学
校
は
中
国
の
教
育
シ
ン
ク
タ
ン
ク
「
校
長
会
」
に
よ
っ
て
毎
年
公

布
さ
れ
る
「
中
国
最
具
影
響
力
中
小
学
百
強
榜
」（「
中
国
で
最
も
影
響
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力
の
あ
る
百
強
小
中
学
校
」）
の
ラ
ン
キ
ン
グ
で
常
に
ト
ッ
プ
に
君
臨
し

て
い
る
。

9  

山
姆
・
麦
克
布
雷
尼
著
、
梅
子
涵
訳
『
猜
猜
我
有
多
愛
你
』（
明
天
出

版
社
、
二
〇
〇
六
）。

10 
謝
爾
・
希
爾
弗
斯
坦
著
、
傅
惟
慈
訳
『
愛
心
樹
』（
南
海
出
版
公
司
、

二
〇
〇
三
）。

11 

呉
海
飛
「
小
絵
本 

大
天
地
―
竇
桂
梅
老
師
絵
本
教
学
片
断
賞
析
」

『
小
学
教
学
（
語
文
版
）』
二
〇
〇
七
年
第
八
期
（
二
〇
〇
七
年
八
月
）、

二
四
〜
二
五
頁
。

12 

安
東
尼
・
布
朗
著
、
余
治
瑩
訳
『
我
爸
爸
』（
河
北
教
育
出
版
社
、
二

〇
〇
七
）。
あ
ら
す
じ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
パ
パ
は
、
ゴ
リ
ラ
ぐ

ら
い
強
く
っ
て
、
カ
バ
く
ん
み
た
く
楽
し
い
ん
だ
。
パ
パ
は
、
お
ど

り
も
う
ま
く
っ
て
、
歌
う
こ
え
は
ピ
カ
イ
チ
で
、
く
ま
ち
ゃ
ん
み
た

く
か
わ
い
い
よ
。
だ
け
ど
、
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
、
パ
パ
の
す
ご
い

と
こ
…
…
。
ぼ
う
や
と
パ
パ
の
、
愛
い
っ
ぱ
い
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
お

話
。
日
本
語
版
出
版
社
評
論
社
に
よ
る
紹
介
：http://w

w
w.hyoronsha.

co.jp/w
hatsnew

/detail.php?detailID
=161　

二
〇
二
一
年
五
月
十
九

日
ア
ク
セ
ス
。

13 

竇
桂
梅
「
从
図
画
書
中
学
創
作

―
『
我
爸
爸
』
教
学
設
計
」『
語
文

教
学
通
訊
』
二
〇
〇
七
年
第
五
期
（
二
〇
〇
七
年
五
月
）、
二
四
〜
二
五

頁；

呉
海
飛「
小
絵
本 

大
天
地

―
竇
桂
梅
老
師
絵
本
教
学
片
断
賞
析
」、

二
四
〜
二
五
頁
。「
名
家
観
点/

竇
桂
梅
：
絵
本
作
文
公
開
課
『
我
爸
爸
』

課
堂
記
録
」https://w

w
w.sohu.com

/a/110979541_108064

（
二
〇

一
六
年
八
月
十
七
日
現
在
）、
二
〇
二
一
年
五
月
十
日
ア
ク
セ
ス
。

14 

竇
桂
梅
編
著
『
竇
桂
梅
的
閲
読
課
堂
』（
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二

〇
一
五
）、
二
三
三
頁
。
本
書
の
初
版
は
二
〇
〇
九
年
に
長
春
出
版
社

か
ら
出
版
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
に
広
西
師
範
大
学
出
版
社
に
よ
り
再
版

さ
れ
た
。
本
稿
で
は
二
〇
一
五
年
版
を
参
照
し
た
。

15 

竇
桂
梅
編
著
『
竇
桂
梅
的
閲
読
課
堂
』、
二
三
三
頁
。
同
書
に
収
録
さ

れ
た
「
親
近
母
語
」
の
創
始
者
徐
冬
梅
の
文
章
に
よ
る
。「
親
近
母
語
」

は
二
〇
〇
一
年
に
徐
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
三
〜
十
五
歳
児
童
向
け
の

読
書
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
メ
ン
バ
ー
は
江
蘇
省
の
小
学
校
の
国
語

教
員
を
中
心
と
し
て
い
る
。
二
〇
〇
三
年
に
中
国
の
「
第
十
次
五
カ
年

教
育
科
学
計
劃
」
に
選
ば
れ
、
会
社
化
し
て
全
国
で
活
動
を
展
開
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
前
述
の
「
中
国
児
童
閲
読
論
壇
」
も
「
親
近
母
語
」
に

よ
る
主
催
で
、
二
〇
二
一
年
四
月
に
第
十
六
回
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

16 

中
国
大
陸
に
お
け
る
子
ど
も
向
け
の
絵
本
の
普
及
、
教
育
に
お
け
る

絵
本
の
利
用
は
、
台
湾
の
絵
本
作
家
、
出
版
社
と
の
交
流
に
も
影
響
を

受
け
て
い
る
。
台
湾
で
は
二
〇
〇
〇
年
前
後
す
で
に
絵
本
が
素
材
と
し

て
教
育
活
動
に
使
わ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
授
業
実
践
の
著
作
に
は
林

敏
宜
『
図
画
書
的
欣
賞
与
應
用
』（
心
理
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
）、『
Ｆ
Ｕ

Ｎ
的
教
学 

図
画
書
与
語
文
教
学
』（
心
理
出
版
社
、
二
〇
〇
三
）、
方

淑
貞『
Ｆ
Ｕ
Ｎ
的
教
学 

図
画
書
与
語
文
教
学（
第
二
版
）』（
心
理
出
版
社
、

二
〇
一
〇
）
等
が
あ
る
。

17 

中
国
で
は
、
小
・
中
学
校
の
教
員
は
、
教
員
の
能
力
、
勤
務
年
数
、

学
歴
等
に
基
づ
き
、「
高
級
」「
一
級
」「
二
級
」「
三
級
」
の
四
段
階
に
分

け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
特
に
優
れ
た
業
績
を
あ
げ
た
教
員
は「
特

級
」
の
称
号
が
与
え
ら
れ
る
。

18 

本
稿
で
は
竇
が
編
集
し
た
著
書
『
竇
桂
梅
的
閲
読
課
堂
』
で
公
開
さ

れ
た
低
学
年
向
け
の
授
業
記
録
に
基
づ
い
て
ま
と
め
た
。
竇
桂
梅
編
著

『
竇
桂
梅
的
閲
読
課
堂
』、
二
〇
七
〜
二
二
一
頁
。

19 

竇
桂
梅
編
著
『
竇
桂
梅
的
閲
読
課
堂
』、
二
二
二
〜
二
二
六
頁
。

20 

日
本
で
も
戦
後
「
岩
波
の
子
ど
も
の
本
シ
リ
ー
ズ
」
と
「
こ
ど
も
の
と

も
」
月
刊
絵
本
が
こ
の
よ
う
な
啓
蒙
的
な
折
込
み
付
録
を
使
っ
て
絵
本
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の
家
庭
へ
の
普
及
を
図
っ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
。
中
国
の
場
合
、
二

〇
〇
〇
年
代
中
ご
ろ
翻
訳
出
版
さ
れ
は
じ
め
た
当
時
絵
本
の
読
み
聞
か

せ
を
ほ
と
ん
ど
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
保
護
者
世
代
に
絵
本
を
普
及
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
中
国
の
絵
本
市
場
で
は
販
売
促
進
の
た

め
の
画
期
的
な
試
み
と
さ
れ
て
い
た
。
折
込
み
付
録
の
解
説
案
内
は
主

に
児
童
文
学
研
究
者
、
児
童
教
育
専
門
家
等
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
も
の
で
、

教
育
的
な
意
識
が
強
調
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
る
。『
我
爸
爸
』

が
翻
訳
出
版
さ
れ
た
二
〇
〇
七
年
は
ま
だ
出
版
社
が
翻
訳
絵
本
の
普
及

に
力
を
入
れ
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
絵
本
市
場
は
大
き
く
発
展
し
よ
う

と
し
て
い
る
時
期
だ
っ
た
。
折
込
み
付
録
は
絵
本
の
普
及
及
び
保
護
者

側
の
受
け
入
れ
意
欲
の
向
上
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
同
絵

本
の
折
込
み
付
録
に
は
、
国
際
ア
ン
デ
ル
セ
ン
賞
や
作
者
本
人
及
び
同

作
者
の
ほ
か
の
作
品
の
紹
介
以
外
に
、『
我
爸
爸
』
の
内
容
に
つ
い
て
の

解
説
が
二
本
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
「
ア
イ
ド
ル
パ
パ
」
と
い

う
題
の
解
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
作
の
パ
パ
像
と
、
同
作
者
の
そ
の
ほ

か
の
作
品
の
な
か
の
パ
パ
像
と
の
違
い
に
つ
い
て
紹
介
し
た
も
の
で
あ

る
。
も
う
一
つ
は
「
私
の
パ
パ
、
私
の
太
陽
」
と
い
う
題
の
解
説
で
あ
る
。

こ
れ
は
絵
本
の
文
と
絵
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
解
説
で
あ
る
。

21 

竇
桂
梅
『
竇
桂
梅
与
主
題
教
学
』（
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇

六
）、
二
六
〜
二
八
頁
。

22 

「
知
識
単
元
」
と
は
、「
説
明
の
順
序
と
方
法
」「
議
論
の
方
式
と
方
法
」

「
小
説
に
お
け
る
言
語
描
写
及
び
心
理
描
写
」
等
の
認
知
心
理
学
に
基
づ

く
単
元
体
系
で
あ
る

23 

陳
暉
『
図
画
書
的
講
読
芸
術
』（
二
十
一
世
紀
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）。

24 

陳
暉
主
編
『
二
十
一
世
紀
絵
本
課
堂
』（
六
冊
）（
二
十
一
世
紀
出
版
社
、

二
〇
一
二
）。

25 

王
蕾
主
編
『
幼
児
図
画
書
主
題
賞
読
与
教
学
』（
復
旦
大
学
出
版
社
、

二
〇
一
五
）、王
蕾
主
編
『
小
学
図
画
書
主
題
賞
読
与
教
学
』（
復
旦
大
学

出
版
社
、
二
〇
一
七
）、
白
愛
宝
主
編
『
図
画
書
創
意
教
学
実
践
』（
教

育
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
五
）、
劉
継
華
主
編
『
小
学
絵
本
教
学
指
導
』

（
西
南
交
通
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
五
）、
王
艶
艶
主
編
『
幼
児
園
絵
本

閲
読
的
環
境
創
設
与
活
動
探
究
』（
暨
南
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
八
）
等

が
あ
る
。

26 

広
西
幼
児
師
範
高
等
専
科
学
校
（
幼
稚
園
教
師
を
育
成
す
る
専
門
学

校
、
中
国
の
各
省
・
市
レ
ベ
ル
に
設
け
ら
れ
て
い
る
）
で
は
、「
幼
児

絵
本
賞
析
与
教
学
活
動
（
幼
児
の
絵
本
鑑
賞
と
教
授
活
動
）」
を
当
校
の

特
徴
の
あ
る
教
科
と
し
て
宣
伝
し
て
い
る
。http://ptce.gx12333.net/

Inform
ation/D

etails?id=119514860986830848

（
二
〇
一
九
年
一
月

二
十
三
日
現
在
）、
二
〇
二
二
年
一
月
一
日
ア
ク
セ
ス
。

27 

竇
桂
梅
『
竇
桂
梅
的
閲
読
課
堂
』（
長
春
出
版
社
、
二
〇
〇
九
）、
盛

春
『
学
生
喜
歓
我
这
様
教
語
文
』（
上
海
社
会
科
学
院
出
版
社
、
二
〇
一

〇
）、
李
映
鳳
『
寓
教
于
玩
玩
中
成
長 

幼
児
啓
蒙
課
例
選
粋
』（
寧
波
出

版
社
、
二
〇
一
〇
）、
浙
江
省「
幼
児
園
課
程
指
導
」編
写
委
員
会
編『
幼

児
園
課
程
指
導
・
教
師
資
料
手
册
早
期
閲
読 

長
満
画
的
樹 

上
』（
新
時

代
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）、
朱
家
雄
主
編
『
幼
児
園
主
題
式 

立
体
化
課

程
幼
児
用
書
』（
少
年
児
童
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）
等
が
あ
る
。

28 

首
都
師
範
大
学
初
等
教
育
学
院
の
児
童
文
学
教
育
研
究
中
心
は
二
〇

一
二
年
に
立
ち
上
げ
ら
れ
た
中
国
最
初
の
児
童
文
学
教
育
の
研
究
機
構

で
あ
る
。「（
当
児
童
文
学
教
育
研
究
中
心
の
特
徴
は
）
中
国
児
童
文
学

研
究
に
お
け
る
新
た
な
研
究
方
向
、
即
ち
児
童
文
学
教
育
研
究
、
異
な

る
教
育
形
態
と
の
協
働
研
究
で
あ
る
。
異
な
る
教
育
形
態
と
の
協
働
研

究
と
は
、
例
え
ば
、
児
童
文
学
と
国
語
教
育
、
児
童
文
学
と
生
命
教
育
、

児
童
文
学
と
教
員
教
育
、
児
童
文
学
と
戯
劇
教
育
等
異
な
る
研
究
分
野

で
あ
る
」：
王
蕾
「
中
国
児
童
文
学
教
育
研
究
譾
議
」、
龔
曙
光
主
編
『
童
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年
書
写
的
想
象
与
未
来 

第
十
四
届
亜
洲
児
童
文
学
大
会
論
文
集 

八
〜

十
四
歳
』（
湖
南
少
年
児
童
出
版
社
、
二
〇
一
八
）、
一
八
〇
〜
一
八
六
頁
。

ま
た
、
首
都
師
範
大
学
で
は
生
命
教
育
に
お
け
る
絵
本
を
用
い
た
教
授

法
の
開
発
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
：
中
山
節
子
、
夏
鵬
翔
「
中
国
小

学
校
に
お
け
る
絵
本
を
教
材
と
し
た
教
育
実
践
の
動
向
：
生
命
教
育
に

お
け
る
新
た
な
試
み
」『
千
葉
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
六
七
号
（
二

〇
一
九
年
三
月
）、
二
五
〜
三
一
頁
。

29 

王
蕾
主
編
『
幼
児
図
画
書
主
題
賞
読
与
教
学
』、『
小
学
図
画
書
主
題

賞
読
与
教
学
』。

30 

王
蕾
、
王
泉
根
「
中
国
児
童
図
画
書
的
原
創
出
版
突
囲
」『
出
版
発
行

研
究
』
二
〇
一
九
年
一
〇
期
（
二
〇
一
九
年
十
月
）、
四
〇
〜
四
三
頁
。

31 

『
い
ち
ご
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
絵
本
が
多
数
あ
る
。
区
別
す
る
た
め
、

こ
こ
だ
け
著
者
の
名
前
を
記
す
。

（
本
研
究
は
二
〇
二
一
年
度
松
下
幸
之
助
記
念
志
財
団
研
究
助
成
を
受
け

た
も
の
で
す
。）


