
︿
実
践
報
告
﹀
初
学
者
の
た
め
の
く
ず
し
字
教
材
の
可
能
性
と
課
題

︱
同
志
社
女
子
中
学
校
・
高
等
学
校
で
の
出
前
授
業
︵
夏
期
講
習
︶
で
の
実
践
を
中
心
に

︱

山

田

和

人

は
じ
め
に

新
学
習
指
導
要
領
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
︑
古
典
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
︑

国
語
︑
国
文
学
の
学
会
で
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
︑
多
様
な
議
論
が
行

わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
間
の
経
緯
や
状
況
に
つ
い
て
は
︑
井
浪
真
吾
﹁
古
典
教
育

と
い
う
営
為

︱
国
語
科
教
員
の
立
場
か
ら

︱
﹂︵﹃
中
古
文
学
﹄
一
〇
七
号
︑

二
〇
二
一
年
五
月
︶
が
詳
し
い
︒
こ
れ
が
一
時
的
な
も
の
に
終
わ
る
の
か
︑
本

質
的
な
議
論
と
し
て
継
続
的
に
取
り
組
ま
れ
て
い
く
の
か
︑
現
時
点
で
は
︑
そ

れ
を
見
通
す
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
︒
何
が
問
題
に
な
っ
た
の
か
を
総
括
す

る
と
こ
ろ
ま
で
議
論
は
深
ま
っ
て
は
い
な
い
︒
そ
の
議
論
の
答
え
は
︑
多
様
な

実
践
の
中
に
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
ひ
と
つ
で
は
な
い
解
を
求
め
て
実
践

の
中
か
ら
問
い
か
け
て
い
く
以
外
に
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒

筆
者
の
所
属
す
る
日
本
近
世
文
学
会
の
動
き
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
︑
ひ
と

つ
の
傾
向
を
指
摘
で
き
る
︒
近
世
文
学
会
で
は
︑
二
〇
一
一
年
度
か
ら
﹁
和
本

リ
テ
ラ
シ
ー
﹂
︵
中
野
三
敏
﹃
和
本
の
す
す
め
﹄︵
岩
波
新
書
︶
二
〇
一
一
年
一

〇
月
︶
の
普
及
に
向
け
て
︑
学
会
と
し
て
取
り
組
み
を
開
始
し
た
︒
近
世
文
学

及
び
日
本
近
世
文
学
会
の
よ
り
広
い
社
会
的
認
知
を
目
指
し
︑
ま
た
︑
社
会
連

携
を
よ
り
効
率
的
・
効
果
的
に
行
う
た
め
︑
広
報
企
画
委
員
会
を
設
置
し
た
︒

委
員
会
と
し
て
①
学
会
が
こ
の
問
題
に
ど
こ
ま
で
関
わ
る
の
か
に
つ
い
て
の
コ

ン
セ
ン
サ
ス
②
学
会
と
し
て
何
が
出
来
る
の
か
︑
逆
に
何
が
出
来
な
い
の
か
③

当
委
員
会
は
何
を
果
た
す
べ
き
な
の
か
に
こ
た
え
る
べ
く
︑
勉
強
会
や
ア
ン
ケ

ー
ト
を
実
施
し
︑
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
合
っ
た
︒
そ
の
プ
ロ
セ
ス

で
︑﹁
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
に
関
す
る
実
践
記
録
﹂
を
集
積
し
︑
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ

ー
と
し
て
関
係
各
所
に
配
布
し
︑
学
会
主
催
の
出
前
授
業
を
実
施
す
る
こ
と
が

検
討
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
和
本
や
く
ず
し
字
を
用
い
た
出
前
授
業
を
二
〇
一
五

年
度
か
ら
学
会
の
取
り
組
み
と
し
て
実
施
し
︑
そ
の
活
動
が
﹁
和
本
リ
テ
ラ
シ

︿
実
践
報
告
﹀
初
学
者
の
た
め
の
く
ず
し
字
教
材
の
可
能
性
と
課
題
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ー
ニ
ュ
ー
ズ
﹂︵
一
号
～
五
号
︶
に
ま
と
め
ら
れ
た
︒

出
前
授
業
実
施
の
た
め
の
基
盤
整
備
が
重
ね
ら
れ
︑
講
師
依
頼
状
︑
講
師
謝

礼
︑
講
師
の
肩
書
付
与
な
ど
具
体
的
な
仕
組
み
づ
く
り
が
行
わ
れ
︑
学
会
の
内

規
の
整
備
も
行
わ
れ
た
︒
さ
ら
に
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
普
及
活
動
は
︑
国
文
学
研

究
資
料
館
﹁
歴
史
的
典
籍
Ｎ
Ｗ
事
業
﹂
と
連
携
し
︑
古
典
籍
の
活
用
と
い
う
テ

ー
マ
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
意
味
で
︑
近
世
文
学
会
と
国
文
学
研

究
資
料
館
は
︑
研
究
・
教
育
の
両
面
に
わ
た
っ
て
提
携
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
︑

和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
は
︑
小
中
高
も
含
め
た
古
典
籍
の
教
育
利
用
の
可
能
性

を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
︒

﹁
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
﹂︵
勝
又
基
編
﹃
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
︑

否
定
論
者
と
議
論
し
て
本
気
で
考
え
て
み
た
︒﹄
文
学
通
信
︑
二
〇
一
九
年
九

月
︶
と
い
う
問
い
か
け
が
近
世
文
学
会
の
会
員
た
ち
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
必
然

性
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

本
稿
で
取
り
上
げ
る
出
前
授
業
も
︑
こ
う
し
た
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
の
実

践
で
あ
り
︑
そ
れ
を
通
し
て
見
え
て
き
た
出
前
授
業
の
可
能
性
と
課
題
を
探
っ

て
い
き
た
い
︒

一

授
業
実
施

今
回
は
︑
同
志
社
女
子
中
学
校
・
高
等
学
校
の
協
力
を
得
て
︑
二
〇
一
九
年

七
月
一
七
日
︵
水
︶
一
〇
時
五
〇
分
か
ら
一
二
時
二
〇
分
ま
で
九
〇
分
の
夏
期

講
習
の
時
間
に
﹁
昔
の
文
字
を
読
ん
で
み
よ
う
﹂
と
題
し
て
実
施
し
た
︒
対
象

は
︑
中
学
三
年
生
Ｗ
Ｒ
理
系
ク
ラ
ス
︵
四
二
名
︶
だ
っ
た
︒
ク
ラ
ス
担
任
で
あ

る
大
八
木
宏
枝
教
諭
を
は
じ
め
︑
学
校
長
や
教
務
主
任
な
ど
関
係
教
員
の
協

力
・
支
援
を
頂
い
た
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
︒
当
日
ま
で
に
大
八
木
教
諭
と

授
業
の
ね
ら
い
や
内
容
に
つ
い
て
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
︑
具
体
的
な
授
業
の

展
開
と
教
材
サ
ン
プ
ル
を
持
参
し
た
︒
そ
の
時
に
︑
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
投
影

す
る
ス
ク
リ
ー
ン
と
パ
ソ
コ
ン
︑
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
準
備
を
お
願
い
し
た
︒

当
日
の
グ
ル
ー
プ
分
け
は
教
室
の
環
境
も
あ
る
の
で
︑
五
～
六
名
程
度
と
い
う

こ
と
で
一
任
し
た
︒

二

授
業
の
流
れ

︵
�
︶

冒
頭
︑
二
〇
分
︒
自
己
紹
介
を
し
て
︑
近
年
は
︑
和
本
や
く
ず
し
字

を
用
い
た
教
育
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
た
︒
ま
ず
︑
い
ろ
い
ろ
な

サ
イ
ズ
の
和
本
を
見
せ
て
︑
和
本
に
つ
い
て
簡
単
な
解
説
を
行
っ
た
︒
そ
の
後
︑

京
都
の
子
ど
も
た
ち
に
は
な
じ
み
の
深
い
地
名
が
出
て
く
る
﹃
伊
勢
参
宮
名
所

図
会
﹄
を
グ
ル
ー
プ
毎
に
回
覧
し
て
︑
和
本
に
じ
か
に
触
れ
て
も
ら
っ
た
︒

︵
�
︶

四
五
分
︒
く
ず
し
字
演
習
︒
教
材
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
て
︑
グ
ル
ー

プ
ワ
ー
ク
の
中
で
課
題
に
取
り
組
ん
だ
︒
一
グ
ル
ー
プ
六
名
程
度
︒
配
布
し
た

﹁
く
ず
し
字
一
覧
表
﹂
︵
後
掲
︶
の
使
い
方
を
説
明
し
︑
そ
れ
を
使
っ
て
解
読
・

読
解
に
取
り
組
ん
で
も
ら
っ
た
︒

︿
実
践
報
告
﹀
初
学
者
の
た
め
の
く
ず
し
字
教
材
の
可
能
性
と
課
題
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︵
�
︶

二
〇
分
︒
理
系
ク
ラ
ス
を
意
識
し
て
︑
か
ら
く
り
人
形
の
調
査
と
研

究
の
話
を
聞
か
せ
︑
愛
知
県
半
田
市
亀
崎
潮
干
祭
石
橋
組
青
龍
車
︵
山
車
︶
に

搭
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
く
り
人
形
﹁
布
ざ
ら
し
﹂
の
映
像
︵
三
分
間
︶
を
︑
解

説
し
な
が
ら
︑
二
回
繰
り
返
し
見
せ
た
︒
最
後
に
映
像
を
参
考
に
し
て
︑
竹
田

か
ら
く
り
の
絵
画
資
料
で
あ
る
絵
尽
し
か
ら
﹁
布
ざ
ら
し
﹂
の
挿
絵
の
一
部
を

全
員
で
読
み
解
き
︑
く
ず
し
字
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を

実
感
し
て
も
ら
っ
た
︒

最
後
に
五
分
で
振
り
返
り
︒
授
業
の
な
か
で
︑
研
究
や
学
問
の
楽
し
さ
を
伝

え
︑
中
学
三
年
生
と
し
て
進
路
を
考
え
る
参
考
に
な
る
よ
う
に
︑
夏
期
講
習
と

し
て
の
授
業
の
ま
と
め
を
行
っ
た
︒
授
業
後
︑
担
任
に
本
時
の
感
想
を
綴
っ
た

無
記
名
の
コ
メ
ン
ト
シ
ー
ト
を
送
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
依
頼
し
た
︒

以
上
の
よ
う
に
大
き
く
三
つ
の
パ
ー
ト
に
分
け
て
実
施
し
た
︒

︵
�
︶

和
本
の
知
識
を
実
際
の
和
本
に
触
れ
な
が
ら
学
ぶ
︵
和
本
体
験
︶

︵
�
︶

く
ず
し
字
教
材
の
解
読
・
読
解
︵
く
ず
し
字
体
験
︶

︵
�
︶

か
ら
く
り
人
形
と
く
ず
し
字
解
読
の
応
用
︵
か
ら
く
り
体
験
︶

三

実
践
内
容

こ
こ
か
ら
三
つ
の
パ
ー
ト
の
そ
れ
ぞ
れ
の
展
開
に
つ
い
て
︑
詳
細
を
ま
と
め

る
︒

︵
�
︶

和
本
体
験

冒
頭
で
︑
く
ず
し
字
で
書
か
れ
た
和
本
を
読
ん
で
み
よ
う
と
い
う
企
画
で
あ

る
こ
と
を
伝
え
た
︒
生
徒
は
︑
い
さ
さ
か
ひ
る
ん
だ
様
子
だ
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑

和
本
に
触
れ
た
こ
と
も
く
ず
し
字
を
読
ん
だ
こ
と
も
な
い
︒
彼
ら
に
と
っ
て
は
︑

大
学
の
教
員
に
よ
る
授
業
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
︑
ふ
だ
ん
と
は
違
う
雰
囲
気
で
︑

不
安
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
︑
最
初
に
和
本
の
説
明
を
し
た
︒
大
本
︑
中

本
︑
小
本
の
実
物
を
見
せ
な
が
ら
︑
本
の
大
き
さ
と
特
徴
︑
価
格
な
ど
の
説
明

を
す
る
と
︑
大
き
さ
で
内
容
が
お
お
よ
そ
わ
か
っ
た
り
︑
値
段
が
変
わ
っ
た
り

す
る
こ
と
も
興
味
深
か
っ
た
よ
う
だ
︒
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
︑
和
本
の
実
物
を

見
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
︑﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
﹄
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に

一
巻
ず
つ
配
布
し
て
︑
実
物
に
触
れ
て
も
ら
っ
た
︒
彼
ら
に
と
っ
て
は
初
め
て

の
和
本
体
験
で
あ
る
︒
ま
だ
︑
く
ず
し
字
演
習
も
し
て
い
な
い
の
で
︑
詳
細
を

読
む
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
見
出
し
の
地
名
や
挿
絵
を
見
て
︑
何
と
な

く
わ
か
る
︑
読
め
る
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
さ
さ

や
か
な
自
信
と
期
待
感
は
未
知
の
物
に
触
れ
る
時
に
は
大
切
だ
ろ
う
︒

﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
﹄
︵
本
編
五
巻
六
冊
︑
附
録
一
巻
二
冊
︑
計
八
冊
︶
は
︑

寛
政
九
年
︵
一
七
九
七
︶
に
板
行
さ
れ
︑
案
内
書
・
道
中
記
を
代
表
す
る
作
品

で
あ
る
︒
御
存
じ
の
通
り
︑
京
都
三
条
か
ら
伊
勢
ま
で
の
道
中
記
で
あ
る
︒
京

都
の
生
徒
た
ち
に
は
︑
な
じ
み
の
あ
る
地
名
も
出
て
く
る
の
で
︑
グ
ル
ー
プ
を

越
え
て
︑
声
を
掛
け
合
っ
た
り
︑
旅
行
の
情
報
を
交
換
す
る
生
徒
も
い
た
︒
な

︿
実
践
報
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﹀
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学
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じ
み
の
あ
る
地
名
や
名
所
が
出
て
く
る
の
が
︑
案
内
書
・
道
中
記
の
お
も
し
ろ

さ
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
い
わ
ゆ
る
地
域
教
材
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き

る
︒
地
域
教
材
が
古
典
へ
の
導
入
と
し
て
効
果
的
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
確
認

で
き
る
︒

和
本
体
験
の
時
間
の
中
で
痛
感
す
る
の
は
︑
手
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
教
材

と
し
て
の
古
典
籍
の
重
要
性
で
あ
る
︒
﹁
本
﹂
の
手
触
り
や
本
物
感
は
︑
生
徒

に
珍
し
さ
と
小
さ
な
畏
れ
と
と
き
め
き
を
与
え
る
︒
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
︑
研

究
者
が
対
象
と
す
る
和
本
と
生
徒
が
求
め
る
和
本
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
一
致
し
な

い
︒
極
論
す
れ
ば
貴
重
書
と
雑
本
・
端
本
ほ
ど
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
︒
こ
こ
で

重
要
な
の
は
︑
実
際
に
手
に
取
る
こ
と
で
実
感
で
き
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
で
あ
り
︑

雑
本
・
端
本
の
方
が
︑
匂
い
を
嗅
い
だ
り
︑
次
々
と
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
い
っ

た
り
︑
自
分
の
感
じ
た
通
り
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
が
古
典
籍
を
身

近
に
感
じ
る
と
い
う
意
味
で
は
重
要
な
の
だ
︒
和
本
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
︑
古
典
籍
へ
の
ハ
ー
ド
ル
を
低
く
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
︒

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
︑
貴
重
書
よ
り
も
︑
手
に
触
れ
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
和
本
の
﹁
存
在
感
﹂
が
生
徒
の
感
性
を
刺
激
し
︑
古
典
籍
が
い
わ
ば
古
典
の

イ
メ
ー
ジ
喚
起
装
置
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
︒
な
お
︑
現
在
︑
著

者
が
代
表
を
務
め
る
同
志
社
大
学
古
典
教
材
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
︑
こ
う

し
た
和
本
を
貸
し
出
し
た
り
︑
提
供
で
き
る
よ
う
な
和
本
バ
ン
ク
を
開
設
し
︑

運
用
体
制
を
検
討
し
て
い
る
︒

︿
実
践
報
告
﹀
初
学
者
の
た
め
の
く
ず
し
字
教
材
の
可
能
性
と
課
題

六
九



︵
�
︶

く
ず
し
字
体
験

初
め
て
く
ず
し
字
を
学
ぶ
初
学
者
に
と
っ
て
︑
絵
と
文
字
が
一
体
に
な
っ
た

教
材
は
実
に
効
果
的
で
あ
る
︒
そ
の
理
由
は
︑
く
ず
し
字
が
よ
く
わ
か
ら
な
く

て
も
︑
絵
を
読
み
解
く
こ
と
を
通
し
て
︑
内
容
を
推
測
で
き
る
︒
も
し
く
は
︑

く
ず
し
字
を
︑
見
当
を
つ
け
て
読
ん
で
み
る
こ
と
で
︑
絵
の
意
味
が
わ
か
っ
て

く
る
︒
そ
う
し
た
絵
と
文
字
の
相
乗
効
果
が
自
ず
と
発
揮
さ
れ
る
の
が
大
き
な

効
果
を
も
た
ら
す
理
由
で
あ
る
︒
く
ず
し
字
の
基
本
を
学
ん
で
か
ら
読
む
か
︑

実
例
に
触
れ
て
く
ず
し
字
を
読
む
か
︑
そ
れ
は
い
ず
れ
で
も
よ
い
︒

も
う
一
点
︑
付
け
加
え
れ
ば
︑
初
学
者
の
場
合
は
︑
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
短

い
分
量
の
く
ず
し
字
の
方
が
︑
心
理
的
な
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

も
う
少
し
突
っ
込
ん
だ
言
い
方
を
す
れ
ば
︑
直
観
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き

る
程
度
の
長
さ
が
適
当
で
あ
り
︑
く
ず
し
字
で
表
現
さ
れ
て
い
る
内
容
を
一
目

で
把
握
で
き
る
方
が
集
中
で
き
る
の
だ
ろ
う
︒

さ
ら
に
︑
百
人
一
首
な
ど
の
よ
う
に
︑
自
分
自
身
が
す
で
に
学
習
し
た
り
︑

見
聞
し
た
り
し
て
知
っ
て
い
る
知
識
や
情
報
を
活
用
し
て
︑
く
ず
し
字
で
書
か

れ
た
作
品
の
内
容
が
理
解
で
き
る
よ
う
な
教
材
で
あ
れ
ば
︑
な
お
い
っ
そ
う
効

果
的
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
条
件
を
備
え
た
く
ず
し
字
教
材
を
準
備
で
き
れ
ば
︑
初
学
者
に
も

和
本
や
く
ず
し
字
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
︑
い
ろ
い
ろ
想
像
し
て
解
い
て
楽
し
む

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
︒

今
回
の
授
業
で
は
︑﹃
と
ん
さ
く
新
じ
口
﹄
を
取
り
上
げ
た
︒
本
書
は
︑
い

わ
ゆ
る
頓
知
集
で
あ
り
︑
ク
イ
ズ
集
の
よ
う
な
性
格
が
備
わ
っ
て
い
る
︒
頓
知

を
効
か
せ
た
こ
と
ば
の
洒
落
︵
地
口
︶
が
文
字
通
り
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
お

り
︑
出
典
や
典
拠
と
な
る
表
現
の
一
部
を
変
え
る
だ
け
で
︑
世
界
が
変
わ
る
と

こ
ろ
が
最
も
興
味
深
い
教
材
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
滑
稽
み
の
あ
る
ク
イ
ズ
に
答

え
て
い
く
よ
う
に
展
開
す
る
こ
と
で
︑
学
習
者
の
能
動
性
を
引
き
出
す
こ
と
が

で
き
る
︒

本
書
は
︑
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
の
一
書
で
あ
り
︑
す
で
に
﹃
近
世
子
ど
も

の
絵
本
集

江
戸
篇
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
八
五
年
七
月
︑
三
三
八
～
三
四
三

ペ
ー
ジ
︶
に
翻
刻
・
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
教
材
と
し
て
は
こ
ち
ら
に
所
収
さ
れ

て
い
る
挿
絵
を
使
用
し
た
︒
全
五
丁
で
あ
り
︑
各
半
丁
に
四
コ
マ
が
配
置
さ
れ

て
い
る
︒
合
計
︑
四
〇
点
の
挿
絵
が
掲
載
さ
れ
︑
挿
絵
に
は
す
べ
て
に
地
口
が

書
き
込
ま
れ
て
い
る
︒
脚
注
も
詳
細
で
︑
教
材
解
説
に
も
活
用
で
き
る
︒
刊
年

に
つ
い
て
は
︑
江
戸
中
期
か
と
推
定
さ
れ
る
が
︑
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒
そ
れ

ら
の
う
ち
か
ら
初
学
者
が
興
味
・
関
心
を
持
つ
と
想
定
し
た
挿
絵
を
二
〇
点
選

ん
で
︑
難
易
度
も
考
慮
し
な
が
ら
Ａ
�
一
枚
に
配
列
し
︑
表
面
に
挿
絵
︑
裏
面

に
翻
刻
と
解
説
を
付
し
た
︒
こ
こ
で
は
す
べ
て
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
︑
授
業
で
使
用
し
た
数
例
を
あ
げ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
を
ど
の
よ
う

に
使
用
し
た
の
か
︑
報
告
し
た
い
︒

く
ず
し
字
の
読
解
の
た
め
の
﹁
く
ず
し
字
一
覧
表
﹂
を
配
布
し
た
︒
そ
の
際
︑

︿
実
践
報
告
﹀
初
学
者
の
た
め
の
く
ず
し
字
教
材
の
可
能
性
と
課
題
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〇



ひ
ら
が
な
に
は
複
数
の
字
母
が
あ
る
こ
と
に
絞
っ
て
説
明
す
る
︒
具
体
的
な
使

用
法
は
︑
後
に
触
れ
る
の
で
︑
読
め
ず
に
困
っ
た
と
き
に
は
︑
こ
の
一
覧
表
を

見
て
み
よ
う
と
い
う
意
識
づ
け
を
行
う
︒
煩
雑
な
説
明
は
し
な
い
︑
こ
こ
が
指

導
の
ポ
イ
ン
ト
だ
︒

な
お
︑
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
︑
知
恵
を
出
し
合
っ
て
︑
く
ず
し
字
を
読
み

解
く
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
︒
独
力
で
読
む
よ
り
も
︑
メ
ン
バ
ー
と
い
っ
し
ょ

に
読
み
解
い
て
い
く
方
が
︑
読
む
こ
と
が
で
き
た
時
の
達
成
感
も
倍
増
す
る
か

ら
で
あ
る
︒

Ａ

﹁
ね
ず
み
し
き
ぶ
﹂

く
ず
し
字
に
つ
い
て
話
を
す
る
機
会
に
︑
必
ず
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
が
︑

﹁
ね
づ
み
し
き
ぶ
﹂
で
あ
る
︒
こ
こ
で
く
ず
し
字
を
読
み
取
る
上
で
必
要
な
基

本
を
伝
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
︒
実
践
的
に
学
習
し
て
い
く
こ
と
が
︑
初
め
て

和
本
や
く
ず
し
字
に
触
れ
る
初
学
者
に
は
効
果
的
で
あ
る
︒
留
意
点
と
と
も
に

使
用
方
法
に
つ
い
て
記
す
︒

ａ

ま
ず
︑
王
朝
の
御
帳

台
風
の
調
度
の
前
に
座
る
平

安
貴
族
の
女
性
の
顔
に
注
目

さ
せ
る
︒
そ
の
顔
が
人
間
で

は
な
い
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
︒

こ
れ
は
何
か
と
問
い
か
け
る

と
︑﹁
い
た
ち
﹂
﹁
ね
ず
み
﹂
﹁
き
つ
ね
﹂
な
ど
が
生
徒
の
中
か
ら
出
て
く
る
︒

そ
こ
で
︑
く
ず
し
字
一
覧
表
の
な
か
に
近
い
字
母
を
持
つ
文
字
が
な
い
か
問
い

か
け
る
︒﹁
み
﹂
が
﹁
三
﹂
の
く
ず
し
字
で
あ
る
こ
と
は
直
観
的
に
わ
か
っ
て

い
る
の
で
︑
三
択
の
な
か
か
ら
そ
れ
が
含
ま
れ
て
い
る
物
を
探
せ
ば
︑﹁
ね
ず

み
﹂
と
特
定
で
き
る
︒

ｂ

あ
と
の
﹁
し
き
ぶ
﹂
に
つ
い
て
も
同
様
に
絵
に
注
目
さ
せ
︑
平
安
時
代

の
女
流
作
家
と
い
う
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
と
︑
す
ぐ
に
数
名
か
ら
紫
式
部
の
名
前

が
出
て
く
る
︒
そ
の
つ
も
り
で
く
ず
し
字
一
覧
と
対
比
し
て
み
る
と
﹁
し
き

ぶ
﹂
の
﹁
し
﹂
が
﹁
志
﹂
の
く
ず
し
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
と
︑
二
文
字
目
も

今
と
は
違
う
字
母
の
﹁
起
﹂
と
気
づ
く
︒
そ
こ
で
︑
ほ
ぼ
全
員
が
﹁
し
き
ぶ
﹂

と
気
づ
く
︒
つ
な
げ
て
み
る
と
︑
﹁
ね
ず
み
し
き
ぶ
﹂
と
解
読
で
き
た
こ
と
に

な
る
︒

ｃ

次
に
解
読
し
た
文
字
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
も
ら
う
︒
そ
の
時

に
︑﹁
ね
ず
み
し
き
ぶ
﹂
か
ら
連
想
さ
れ
る
平
安
時
代
の
女
流
歌
人
と
し
て
は

誰
が
い
る
か
と
問
い
か
け
る
︒
紫
式
部
だ
と
︑
﹁
む
ら
さ
き
﹂
で
四
文
字
に
な

る
の
で
︑
こ
れ
は
不
適
当
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
さ
て
︑
他
に
は
ど
ん
な
歌

人
を
知
っ
て
い
る
か
と
問
い
か
け
る
︒
な
か
に
は
鋭
い
生
徒
が
必
ず
お
り
︑

﹁
い
づ
み
し
き
ぶ
﹂
の
名
前
が
あ
が
っ
て
く
る
こ
と
が
多
い
︒
今
ま
で
の
古
典

学
習
の
成
果
で
あ
る
︒

そ
こ
で
﹁
ね
ず
み
し
き
ぶ
﹂
と
﹁
い
ず
み
し
き
ぶ
﹂
の
文
字
を
比
べ
て
見
る

︿
実
践
報
告
﹀
初
学
者
の
た
め
の
く
ず
し
字
教
材
の
可
能
性
と
課
題
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と
︑
た
っ
た
一
字
︑﹁
ね
﹂

を
﹁
い
﹂
に
変
え
た
だ
け
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
く
︒
一
字

違
い
で
大
違
い
︑
美
女
と
賞

さ
れ
た
女
流
作
家
和
泉
式
部

の
顔
を
鼠
に
変
え
る
だ
け
で
︑

鼠
式
部
と
い
う
滑
稽
な
人
物

に
変
わ
っ
て
し
ま
う
︒
こ
こ

が
頓
知
で
あ
り
︑
洒
落
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
と
︑
生
徒
は
な
る
ほ
ど
と
納

得
す
る
︒
解
読
し
た
文
字
を
読
解
し
て
い
く
こ
と
の
面
白
さ
を
通
し
て
︑
く
ず

し
字
を
解
読
す
る
こ
と
と
読
解
し
て
い
く
こ
と
が
︑
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
あ

る
こ
と
に
︑
彼
ら
自
身
が
実
践
を
通
し
て
気
づ
い
て
い
く
︒
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
︑

く
ず
し
字
に
も
興
味
や
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
る
︒

Ｂ

﹁
つ
る
か
め
ま
つ
だ
け
﹂

次
に
必
ず
使
用
す
る
の
が
﹁
つ
る
か
め
ま
つ
だ
け
﹂
で
あ
る
︒
絵
を
読
み
解

き
な
が
ら
︑
字
を
読
み
解
く
と
い
う
方
法
と
く
ず
し
字
一
覧
表
の
使
い
方
が
わ

か
っ
た
こ
と
を
活
か
し
て
︑
次
に
絵
を
読
み
解
く
お
も
し
ろ
さ
を
経
験
し
︑
字

を
読
む
楽
し
さ
を
実
感
さ
せ
る
た
め
の
事
例
で
あ
る
︒

ａ

最
初
に
︑
こ
の
絵
に
描
か
れ
た
人
物
が
何
を
し
て
い
る
か
を
尋
ね
る
と
︑

釣
り
と
い
う
答
え
が
す
ぐ
に
返
っ
て
く
る
︒
そ
こ
で
何
を
釣
っ
て
い
る
の
か
を

問
う
と
︑
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
亀
を
釣
っ
て
い
る
と
答
え
る
︒
そ
こ
で
︑

く
ず
し
字
一
覧
表
を
使
っ
て
︑﹁
か
め
﹂
の
字
母
を
確
認
さ
せ
る
︒﹁
め
﹂
は
現

在
の
ひ
ら
か
な
と
同
じ
な
の
で
︑
﹁
か
﹂
が
問
題
に
な
る
︒
絵
の
亀
と
重
ね
て

﹁
可
﹂
が
字
母
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
︒
さ
ら
に
︑
亀
を
釣
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
︑﹁
つ
﹂
が
﹁
徒
﹂
の
く
ず
し
字
で
あ
る
こ
と
も
容
易
に
気
づ
く
︒
問
題
は

﹁
ま
つ
だ
け
﹂
で
あ
る
︒

ｂ

再
度
絵
に
注
目
さ
せ
て
︑
釣
り
人
が
ど
こ
に
座
っ
て
い
る
か
と
問
う
と
︑

グ
ル
ー
プ
の
中
で
何
人
か
が
︑
は
た
と
気
づ
く
︒
観
察
力
の
鋭
い
学
習
者
は
︑

そ
れ
が
川
辺
の
岩
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
︒
じ
っ
く
り
俯
瞰
的
な
視
点
で
全

体
を
見
直
す
と
︑
そ
れ
が
き
の
こ
の
傘
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
︒
文
字
通
り
︑

き
の
こ
の
代
表
格
で
あ
る
松
茸
の
上
に
座
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
︑
そ
こ
に

書
か
れ
て
い
る
く
ず
し
字
を
﹁
ま
つ
だ
け
﹂︵
松
茸
︶
と
解
読
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒
こ
こ
で
は
︑
文
字
と
し
て
は
︑
﹁
た
﹂
が
﹁
多
﹂
を
字
母
と
す
る
こ
と

に
気
づ
く
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
︑
く
ず
し
字
一
覧
表
を
検
索
し
な
が
ら
︑

頻
出
す
る
字
母
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
注
意
喚
起
を
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑

視
点
を
変
え
て
絵
を
解
読
・
読
解
し
て
み
る
楽
し
さ
︑
そ
れ
を
発
見
す
る
お
も

し
ろ
さ
を
実
感
し
つ
つ
︑
く
ず
し
字
を
覚
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
ま
さ
に
釣

り
人
が
︑
亀
が
釣
れ
る
の
を
待
つ
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う
文
意
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
︒

ｃ

こ
こ
で
深
読
み
を
す
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
︑﹁
つ
る
﹂
を
鶴
︑﹁
か
め
﹂

︿
実
践
報
告
﹀
初
学
者
の
た
め
の
く
ず
し
字
教
材
の
可
能
性
と
課
題
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を
亀
︑﹁
ま
つ
﹂
を
松
︑﹁
だ
け
﹂
を
竹
と
読
め
ば
︑
お
め
で
た
尽
く
し
に
な
っ

て
い
る
と
︑
解
釈
の
多
様
性
を
指
摘
す
る
こ
と
で
︑
解
読
と
読
解
の
重
層
す
る

お
も
し
ろ
さ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
︑
興
味
を
持
っ
た

学
習
者
に
向
け
て
︑
研
究
や
学
問
は
︑﹁
見
え
な
い
も
の
を
見
る
こ
と
で
は
な

く
︑
見
え
て
い
な
い
も
の
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
﹂
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
が
解

読
・
読
解
す
る
楽
し
さ
で
も
あ
る
こ
と
な
ど
︑
雰
囲
気
を
見
な
が
ら
説
明
す
る
︒

そ
れ
ほ
ど
興
味
を
示
さ
な
い
場
合
は
さ
ら
り
と
済
ま
せ
る
︒

Ｃ

﹁
や
ん
ま
大
わ
う
﹂

ａ

絵
に
注
目
さ
せ
る
と
︑
そ
の
姿
形
か
ら
閻
魔
大
王
と
答
え
る
生
徒
が
か

な
り
多
い
︒
そ
の
時
は
な
ぜ
か
と
思
っ
た
の
で
︑
後
で
︑
G
o
o
g
le
で
検
索
し

て
み
る
と
︑﹁
鬼
灯
の
冷
徹
﹂
な
ど
の
コ
ミ
ッ
ク
や
ア
ニ
メ
が
ヒ
ッ
ト
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
︒
一
時
期
︑
仏
像
や
刀
剣
の
ブ
ー
ム
が
あ
っ
た
が
︑
地
獄
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
そ
う
し
た

流
れ
と
同
様
に
︑
い
や
か
え

っ
て
身
近
に
思
え
る
の
だ
ろ

う
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
こ
の

コ
ス
チ
ュ
ー
ム
も
な
じ
み
の

あ
る
も
の
だ
っ
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
絵
に
記
さ
れ

て
い
る
く
ず
し
字
は
﹁
え
ん

ま
﹂
と
は
読
め
な
い
︒
案
外
︑
コ
ミ
ッ
ク
や
ア
ニ
メ
は
漢
字
で
記
さ
れ
て
い
る

の
で
︑
閻
魔
大
王
と
い
う
漢
字
表
記
は
知
っ
て
い
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
に
し
て
も

一
字
目
は
﹁
え
﹂
と
は
読
め
な
い
︒
﹁
え
﹂
も
し
く
は
﹁
ゑ
﹂
を
く
ず
し
字
一

覧
表
で
検
索
し
て
も
︑
そ
う
し
た
字
母
は
見
あ
た
ら
な
い
︒

ｂ

再
度
絵
に
注
目
さ
せ
る
と
︑
閻
魔
大
王
の
冠
の
上
に
ト
ン
ボ
が
止
ま
っ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
︒
そ
う
す
る
と
生
徒
の
な
か
か
ら
︑﹁
や
ん
ま
﹂
や
︑

と
い
う
声
が
あ
が
る
︒
ト
ン
ボ
の
な
か
で
も
比
較
的
大
き
な
ト
ン
ボ
を
﹁
や
ん

ま
﹂
と
い
う
が
︑
代
表
格
は
オ
ニ
ヤ
ン
マ
だ
︒
昔
の
子
ど
も
た
ち
が
捕
ま
え
て

遊
ん
で
い
た
の
は
こ
れ
で
あ
る
︒
生
徒
た
ち
が
こ
う
し
た
知
識
や
情
報
を
知
っ

て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
も
漫
画
や
ア
ニ
メ
が
関
係
し
て
い
る
の

か
︑
あ
る
い
は
生
物
に
興
味
が
あ
る
理
系
志
向
の
生
徒
だ
か
ら
か
︑
そ
こ
ま
で

は
授
業
中
に
確
認
で
き
な
か
っ
た
︒﹁
え
﹂
で
は
な
く
︑﹁
や
﹂
で
検
索
し
て
み

る
と
︑﹁
屋
﹂
が
字
母
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
で
﹁
や
ん
ま
大
わ
う
﹂

と
解
読
で
き
た
︒

ｃ

﹁
え
ん
ま
大
わ
う
﹂
の
﹁
え
﹂
を
﹁
や
﹂
に
一
字
置
き
換
え
る
だ
け
で
︑

怖
い
地
獄
の
閻
魔
様
の
冠
に
オ
ニ
ヤ
ン
マ
が
と
ま
っ
て
い
る
と
い
う
滑
稽
さ
が

作
者
の
ね
ら
い
で
あ
る
と
い
う
読
解
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
︒
ち

な
み
に
﹁
大
わ
う
﹂
の
解
読
は
︑
閻
魔
大
王
か
ら
連
想
で
き
る
の
で
︑﹁
だ
い

お
う
﹂
と
読
み
た
い
︒
問
題
は
︑
﹁
わ
う
﹂
で
王
と
読
め
る
か
だ
︒
こ
こ
で
古

典
の
学
習
成
果
が
活
き
る
︒
そ
し
て
︑﹁
わ
﹂
の
字
母
は
何
か
を
考
え
な
が
ら
︑

︿
実
践
報
告
﹀
初
学
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の
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﹁
お
う
﹂
と
発
音
で
き
る
字

を
探
す
︒
最
も
近
い
字
母
が

﹁
王
﹂
で
あ
る
こ
と
に
少
し

時
間
が
か
か
る
が
気
づ
く
︒

こ
れ
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
あ
る
︒

別
の
見
方
を
す
れ
ば
︑
生

き
物
を
素
材
に
し
た
教
材
は

学
習
者
に
と
っ
て
は
親
し
み

や
す
い
よ
う
だ
︒
教
材
選
び
で
は
︑
留
意
し
て
お
き
た
い
︒

Ｄ

﹁
人
目
の
す
か
た

し
ば
し
と
ゝ
め
ん
﹂

次
に
学
習
者
自
身
の
知
識
や
情
報
を
活
用
し
て
︑
く
ず
し
字
を
読
解
し
て
い

く
の
に
最
適
な
﹁
人
目
の
す
か
た

し
ば
し
と
ゝ
め
ん
﹂
を
紹
介
し
た
い
︒
本

題
に
入
る
前
に
︑
古
典
籍
の
中
で
用
い
ら
れ
る
畳
字
︵
踊
り
字
︶﹁
ゝ
﹂
に
つ

い
て
︑
ひ
ら
が
な
は
﹁
ゝ
﹂︑
カ
タ
カ
ナ
は
﹁
ヽ
﹂︑﹁
〳
〵
﹂
が
複
数
文
字
の

繰
り
返
し
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
伝
え
て
お
く
の
も
初
学
者
へ
の
配
慮
で

あ
る
︒

ａ

こ
こ
で
も
︑
ま
ず
絵
に
注
目
さ
せ
る
︒
僧
侶
が
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る

の
が
︑
軒
か
ら
下
が
っ
て
い
る
四
角
の
板
で
あ
り
︑
そ
れ
が
何
な
の
か
︑
考
え

さ
せ
る
︒
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
は
︑
そ
こ
に
目
が
ふ
た
つ
描
か
れ
て
お
り
︑
中
央

に
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
一
字
目
が
﹁
め
﹂
で
あ
る
こ
と
は
現

在
の
か
な
と
同
じ
な
の
で
わ
か
る
︒
次
が
﹁
く
﹂︑
最
後
が
﹁
り
﹂
と
読
む
こ

と
が
で
き
れ
ば
︑
つ
な
げ
る
と
︑﹁
め
く
□
り
﹂
と
な
り
︑
そ
の
間
に
は
何
が

入
る
の
か
を
問
う
と
︑
目
に
関
連
す
る
も
の
な
の
で
︑
目
薬
の
意
味
で
は
な
い

か
と
連
想
が
働
く
︒
こ
の
四
角
の
板
は
︑
目
薬
屋
の
看
板
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
︒
僧
侶
は
︑
目
薬
屋
の
看
板
の
ふ
た
つ
の
目
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た
こ
と

に
な
る
︒
そ
こ
で
︑
﹁
す
﹂
の
字
母
を
く
ず
し
字
一
覧
表
で
確
認
さ
せ
る
と
︑

字
母
が
﹁
春
﹂
で
あ
り
︑
﹁
す
﹂
の
読
み
が
確
定
す
る
︒

ど
ち
ら
が
先
で
も
い
い
の
だ
が
︑
本
文
前
半
の
﹁
人
目
の
﹂
は
漢
字
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
を
言
う
と
︑
ほ
ぼ
読
む
こ
と
が
で
き
る
︒
次
の
﹁
す
﹂
は
︑

﹁
め
く
す
り
﹂
の
﹁
す
﹂
と
同
じ
で
あ
り
︑
﹁
か
﹂
と
﹁
た
﹂
は
既
出
で
あ
る
こ

と
を
伝
え
る
と
︑
す
ぐ
に
つ
な
げ
て
︑﹁
人
目
の
す
か
た
﹂
と
解
読
で
き
る
︒

ｂ

後
半
の
﹁
し
ば
し
﹂
の
最
初
の
﹁
し
﹂
は
既
出
で
︑﹁
し
き
ぶ
﹂
の

﹁
し
﹂
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
で
わ
か
る
︒﹁
ば
﹂
が
解
読
し
づ
ら
い
︒
最
後
の

﹁
し
﹂
が
絵
な
の
か
字
な
の
か
が
判
別
し
に
く
い
の
で
﹁
し
﹂
で
あ
る
こ
と
を

説
明
し
て
お
く
よ
う
に
し
て
い
る
︒﹁
ば
﹂
が
読
み
づ
ら
い
場
合
は
︑
□
の
ま

ま
に
し
て
お
く
︒
﹁
し
□
し
﹂
の
ま
ま
に
し
て
次
に
進
む
︒
こ
こ
で
く
ず
し
字

は
︑
不
明
な
場
合
は
文
脈
で
理
解
で
き
る
場
合
も
あ
る
の
で
︑
□
の
ま
ま
で
読

み
進
め
る
の
も
解
読
の
コ
ツ
で
あ
る
︒
初
学
者
は
そ
こ
で
止
ま
っ
て
︑
先
へ
進

め
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
︒
最
後
の
﹁
と
ゝ
め
ん
﹂
は

畳
字
の
説
明
を
し
て
あ
る
の
で
︑
あ
と
は
︑
現
代
の
ひ
ら
が
な
と
同
じ
よ
う
に

︿
実
践
報
告
﹀
初
学
者
の
た
め
の
く
ず
し
字
教
材
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可
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読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
︑﹁
と
ゝ
め
ん
﹂
と
容
易
に
察
し
が
つ
く
︒

先
に
﹁
人
目
の
す
か
た

し
ば
し
と
ゝ
め
ん
﹂
と
い
う
方
か
ら
入
っ
て
︑
看

板
の
文
字
に
い
く
の
で
も
よ
い
︒
ど
ち
ら
で
も
や
り
や
す
い
方
を
選
択
す
れ
ば

よ
い
こ
と
も
伝
え
る
と
よ
い
︒

﹁
人
目
の
す
が
た

﹁
し
□
し
﹂
と
ど
め
ん
﹂
と
読
み
上
げ
た
と
こ
ろ
で
︑
百

人
一
首
の
中
の
︑
何
か
知
っ
て
い
る
歌
を
連
想
し
な
い
か
と
問
い
か
け
る
と
よ

い
︒
何
人
か
の
生
徒
た
ち
か
ら
こ
の
歌
そ
の
も
の
︑
も
し
く
は
一
部
が
口
を
つ

い
て
出
て
き
た
︒
実
は
︑
生
徒
が
百
人
一
首
を
習
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
情

報
収
集
済
み
だ
っ
た
︒﹁
あ
ま
つ
か
ぜ
雲
の
か
よ
ひ
ぢ
吹
き
と
ぢ
よ

乙
女
の

す
が
た
し
ば
し
と
ど
め
む
﹂
の
下
の
句
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
先

程
の
﹁
し
□
し
﹂
が
﹁
し
ば
し
﹂
と
推
定
さ
れ
る
の
で
︑
く
ず
し
字
一
覧
表
を

検
索
す
る
と
字
母
が
﹁
者
﹂
で
あ
る
こ
と
を
突
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ

れ
で
﹁
人
目
の
す
か
た

し

ば
し
と
ゝ
め
ん
﹂
と
解
読
で

き
た
︒

ｃ

改
め
て
絵
と
と
も
に

読
み
直
し
て
み
る
と
︑﹁
を

と
め
の
姿
し
ば
し
と
ど
め

む
﹂
の
﹁
を
﹂
を
﹁
ひ
﹂
に

置
き
換
え
た
だ
け
で
︑
恋
の

歌
が
︑
目
薬
屋
の
看
板
に
描
か
れ
た
人
の
目
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
僧
侶
の
姿
へ

と
展
開
し
て
い
る
滑
稽
さ
に
変
換
さ
れ
て
い
る
と
い
う
読
解
に
至
る
︒

先
程
の
歌
の
作
者
は
誰
か
と
問
う
と
︑
百
人
一
首
を
習
っ
て
覚
え
て
い
る
ぐ

ら
い
の
生
徒
は
︑
僧
正
遍
昭
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
︒
授
業
で
習
っ
て
い

る
か
ら
と
言
っ
て
︑
全
員
が
百
人
一
首
を
し
っ
か
り
頭
に
入
れ
て
い
る
こ
と
を

期
待
し
て
は
な
ら
な
い
︒
た
だ
︑
こ
の
挿
絵
の
お
も
し
ろ
さ
を
理
解
す
る
た
め

に
は
︑
元
の
歌
を
知
っ
て
い
る
方
が
よ
い
こ
と
を
説
明
し
︑
こ
の
歌
の
作
者
が

僧
正
遍
昭
で
あ
る
こ
と
を
︑
作
者
は
計
算
づ
く
で
こ
の
場
面
を
作
っ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
か
せ
る
︒
こ
の
よ
う
に
趣
向
を
張
り
巡
ら
せ
る
作
者
の
作
意
を
推
理

す
る
お
も
し
ろ
さ
に
理
解
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
︒
僧
正
遍
昭
が
た
ま
た
ま
出
会

っ
た
目
薬
屋
の
看
板
に
描
か
れ
た
人
の
目
を
し
ば
し
眺
め
て
い
る
と
い
う
意
味

で
あ
り
︑
恋
の
歌
が
目
薬
屋
の
看
板
に
目
を
と
め
る
日
常
的
な
街
中
の
風
景
を

詠
ん
だ
歌
に
転
換
す
る
お
も
し
ろ
さ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

Ｅ

﹁
の
み
人
し
ら
ず
と
は
か
れ
た
り
﹂

古
典
の
知
識
を
持
っ
て
い
る
学
習
者
に
は
︑
そ
の
お
も
し
ろ
さ
が
う
ま
く
伝

わ
る
﹁
の
み
人
し
ら
ず
と
は
か
れ
た
り
﹂
を
最
後
の
一
例
に
取
り
上
げ
た
い
︒

ａ

絵
に
注
目
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
︒
障
子
に
大
き
な
葉
が
か
か
っ
て

お
り
︑
男
の
手
元
に
は
︑
同
じ
く
大
き
な
葉
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
︒
よ
く
見
る

と
︑
男
は
右
手
に
持
っ
た
刷
毛
で
葉
っ
ぱ
の
塵
を
掃
い
て
い
る
様
子
が
見
え
る
︒

そ
の
右
に
は
何
や
ら
ま
な
板
の
よ
う
な
道
具
が
置
か
れ
て
い
る
︒
実
は
︑
こ
の

︿
実
践
報
告
﹀
初
学
者
の
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め
の
く
ず
し
字
教
材
の
可
能
性
と
課
題

七
五



男
は
煙
草
の
刻
み
職
人
で
︑
刻
む
前
に
葉
っ
ぱ
に
つ
い
て
い
る
塵
を
落
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
煙
草
の
葉
を
干
す
た
め
に
縄
の
間
に
葉

の
茎
を
挟
む
の
で
︑
葉
に
藁
が
く
っ
付
く
の
で
そ
れ
を
吐
き
落
と
す
必
要
が
あ

っ
た
︒

ｂ

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
く
ず
し
字
は
ほ
と
ん
ど
が
既
出
な
の
で
︑
今

回
の
く
ず
し
字
学
習
に
つ
い
て
学
習
者
自
身
の
振
り
返
り
に
も
な
る
︒
煙
草
の

刻
み
職
人
が
︑﹁
自
分
自
身
が
刻
ん
で
い
る
煙
草
を
い
っ
た
い
誰
が
吸
う
の
だ

ろ
う
か
﹂
と
思
い
を
巡
ら
し
な
が
ら
煙
草
の
葉
を
刻
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
︒
当
時
︑
煙
草
の
刻
み
作
業
を
請
け
負
う
職
人
も
お
り
︑
賃
粉
切
り
と
も

呼
ば
れ
た
︒
こ
こ
に
描
か
れ
た
職
人
も
そ
う
で
は
な
い
か
︒
煙
草
は
﹁
吸
う
﹂

が
一
般
的
だ
が
︑﹁
飲
む
﹂
と
も
言
っ
た
こ
と
︑
さ
ら
に
煙
草
の
葉
の
栽
培
や

取
り
入
れ
︑
刻
み
の
話
な
ど
を
交
え
る
と
︑
生
徒
は
興
味
を
持
っ
て
聴
い
て
く

れ
る
︒

ｃ

こ
れ
で
終
わ
っ
て
は
お
も
し
ろ
く
な
い
︒
実
は
︑﹁
の
み
ひ
と
し
ら
ず
﹂

と
い
う
音
か
ら
何
か
連
想
し
な
い
か
と
尋
ね
て
み
る
︒
ヒ
ン
ト
は
︑
作
者
の
わ

か
ら
な
い
歌
が
あ
る
と
き
に
︑
作
者
未
詳
と
い
う
こ
と
を
何
と
言
っ
た
か
と
尋

ね
る
と
︑
和
歌
や
百
人
一
首
を
学
ん
で
い
る
場
合
は
︑
そ
の
知
識
か
ら
﹁
詠
み

人
知
ら
ず
﹂
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
︒
そ
こ
で
﹁
詠
み
人
知
ら
ず
と
書
か
れ

た
り
﹂
と
す
る
と
︑
そ
れ
を
も
じ
っ
て
﹁
の
み
人
し
ら
ず
と
は
か
れ
た
り
﹂

︵
飲
み
人
知
ら
ず
と
掃
か
れ
た
り
︶
と
﹁
よ
﹂
を
﹁
の
﹂
に
︑﹁
か
﹂
を
﹁
は
﹂

に
変
え
る
こ
と
で
︑
作
者
未
詳
の
用
語
か
ら
煙
草
の
刻
み
職
人
の
感
慨
へ
と
大

き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
こ
で
は
︑
二
文
字
を
置
き
換
え
る
こ

と
で
︑
ま
っ
た
く
別
の
世
界
へ
と
遷
移
し
て
い
る
お
も
し
ろ
さ
が
実
感
で
き
る
︒

今
ま
で
の
一
文
字
変
換
か
ら
二
文
字
変
換
へ
と
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
て
い
る
︒

く
ず
し
字
の
教
材
で
重
要
な
の
は
学
習
者
が
自
分
自
身
の
知
識
や
情
報
を
活

か
し
て
作
品
の
意
図
を
読
解
す
る
お
も
し
ろ
さ
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
だ
︒
こ
こ

で
も
解
読
か
ら
読
解
へ
︑
判
読
か
ら
解
釈
へ
と
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
一
見

気
づ
か
な
い
よ
う
な
小
さ
な
発
見
が
次
々
と
も
た
ら
さ
れ
る
お
も
し
ろ
さ
が
ポ

イ
ン
ト
だ
︒
こ
の
教
材
の
お
も
し
ろ
さ
を
引
き
出
す
た
め
に
︑
こ
こ
は
畳
み
か

け
る
よ
う
に
ヒ
ン
ト
を
出
し
て
︑
テ
ン
ポ
よ
く
進
め
る
の
が
望
ま
し
い
︒

な
お
︑
こ
こ
で
紹
介
し
て
い
る
教
材
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
お
り
︑
最
初
の

Ａ
︑
Ｂ
は
︑
く
ず
し
字
の
基
本
を
説
明
す
る
の
に
使
用
し
て
︑
Ｃ
以
降
は
順
番

は
関
係
な
し
に
必
要
に
応
じ
て
適
宜
使
っ
て
頂
き
た
い
︒

四

生
徒
の
感
想

授
業
終
了
後
︑
回
収
さ
れ
た
感
想
の
一
部
を
紹
介
す
る
︵
無
記
名
︶︒
生
徒

が
ど
の
よ
う
に
出
前
授
業
を
受
け
止
め
た
の
か
︑
生
の
声
を
届
け
た
い
︒
全
体

と
し
て
は
︑
く
ず
し
字
や
和
本
︑
か
ら
く
り
に
興
味
・
関
心
を
持
っ
て
も
ら
え

た
︒
す
べ
て
を
紹
介
す
る
紙
面
の
ゆ
と
り
は
な
い
の
で
︑
そ
の
中
か
ら
い
く
つ

か
の
文
章
を
紹
介
す
る
︵
全
文
︶︒

︿
実
践
報
告
﹀
初
学
者
の
た
め
の
く
ず
し
字
教
材
の
可
能
性
と
課
題
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ａ

夏
期
講
習
の
時
間
割
を
見
た
時
︑﹁
昔
の
文
字
で
読
ん
で
み
よ
う
﹂
と

い
う
題
が
目
に
留
ま
り
︑
講
義
を
聴
く
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
︒

普
段
︑
テ
レ
ビ
な
ど
で
見
る
和
本
を
実
際
に
触
っ
た
の
は
初
め
て
で
し
た
︒

思
っ
て
い
た
よ
り
も
︑
柔
ら
か
く
て
軽
か
っ
た
の
で
驚
き
ま
し
た
︒

江
戸
時
代
に
親
し
ま
れ
て
い
た
ネ
タ
を
読
み
解
く
時
間
が
と
て
も
楽
し
か
っ

た
で
す
︒
く
ず
し
字
の
表
を
見
な
が
ら
文
字
を
読
み
︑
そ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
る

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
考
え
て
い
る
と
︑
い
つ
の
間
に
か
夢
中
に
な
っ
て
い
ま
し
た
︒

ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
き
に
答
え
を
聞
く
と
︑
す
ぐ
に
納
得
で
き
た

の
で
︑
江
戸
時
代
の
人
々
は
す
ご
い
な
ぁ
と
思
い
ま
す
︒

ま
た
︑
竹
田
か
ら
く
り
の
﹁
布
ざ
ら
し
﹂
の
映
像
で
︑
人
形
が
あ
ら
ゆ
る
方

法
で
布
を
回
し
て
い
る
の
を
見
て
︑
と
て
も
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
︒
機
会
が

あ
れ
ば
生
で
見
て
み
た
い
で
す
︒
映
像
で
は
︑﹁
布
ざ
ら
し
﹂
だ
け
で
し
た
が
︑

そ
の
前
に
花
笠
を
使
っ
て
踊
る
こ
と
も
知
っ
て
︵
筆
者
注
：
絵
尽
し
の
絵
の
読

解
︶︑
ま
す
ま
す
竹
田
か
ら
く
り
に
興
味
が
湧
き
ま
し
た
︒

こ
の
授
業
を
通
し
て
︑
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
ま
な
び
︑
日
本
の
文

化
に
つ
い
て
新
た
な
関
心
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒

ｂ

昔
の
言
葉
を
解
読
す
る
の
が
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
で
す
︒
解
読
で
き
た

と
き
の
達
成
感
が
や
み
つ
き
に
な
る
ぐ
ら
い
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
︒
ま
た
︑

そ
の
文
章
の
意
味
や
︑
そ
れ
に
関
わ
る
こ
と
を
教
え
て
頂
き
︑
と
て
も
興
味
深

か
っ
た
で
す
︒

そ
れ
に
加
え
て
︑
か
ら
く
り
人
形
の
動
画
を
初
め
て
見
て
︑
最
初
は
本
当
の

人
か
と
思
う
ぐ
ら
い
自
然
な
動
き
を
し
て
い
て
驚
き
ま
し
た
︒
大
き
さ
も
自
分

が
思
っ
て
い
た
以
上
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
を
知
り
び
っ
く
り
し
ま
し
た
︒

こ
の
授
業
を
し
て
頂
き
︑
古
典
が
少
し
身
近
に
感
じ
︑
さ
ら
に
色
々
知
り
た

い
と
思
い
ま
し
た
︒

ｃ

今
回
の
授
業
を
受
け
る
ま
で
昔
の
文
字
は
難
し
そ
う
だ
し
︑
自
分
に
は

到
底
読
め
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
実
際
に
友
達
と
協
力

し
て
読
ん
で
み
る
と
暗
号
を
解
い
て
い
く
み
た
い
で
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
︒

百
人
一
首
や
人
名
な
ど
お
も
し
ろ
お
か
し
く
書
い
て
あ
っ
て
︑
当
時
の
子
供
達

が
楽
し
く
学
べ
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
も
の
な
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
︒
私
達
は

い
ま
ス
マ
ホ
な
ど
に
夢
中
に
な
っ
て
い
ま
す
が
︑
今
回
さ
ま
ざ
ま
な
昔
の
文
字

や
伝
統
あ
る
芸
能
に
触
れ
て
い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
︒
Ａ
Ｉ
な
ど

い
ろ
い
ろ
な
技
術
が
発
達
し
て
未
来
に
関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
が
︑
少
し
さ

か
の
ぼ
っ
て
過
去
に
目
を
向
け
て
み
る
の
も
た
の
し
い
の
だ
な
と
気
づ
き
ま
し

た
︒ｄ

授
業
が
と
て
も
楽
し
く
て
︑
初
め
て
江
戸
時
代
の
文
字
を
読
む
と
い
う

貴
重
な
経
験
が
で
き
と
て
も
良
い
機
会
に
な
り
ま
し
た
︒
江
戸
時
代
の
人
も
今

の
人
と
か
わ
ら
な
い
ユ
ー
モ
ア
が
あ
っ
て
面
白
い
な
と
思
い
ま
し
た
︒
同
じ
よ

み
方
で
も
ち
が
う
字
が
あ
る
こ
と
が
面
白
く
感
じ
ま
し
た
︒
残
り
の
問
題
も
楽

し
く
家
で
解
き
ま
し
た
︒
楽
し
い
授
業
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

︿
実
践
報
告
﹀
初
学
者
の
た
め
の
く
ず
し
字
教
材
の
可
能
性
と
課
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ｅ

私
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
理
系
が
得
意
な
の
で
︑
文
系
の
教
科
︵
特
に

国
語
︑
社
会
︶
に
は
あ
ま
り
く
わ
し
い
話
を
聞
く
こ
と
も
な
く
︑
知
る
こ
と
も

な
く
と
い
う
感
じ
で
し
た
︒
で
す
が
︑
今
回
の
授
業
は
わ
ざ
わ
ざ
同
大
か
ら
先

生
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
聞
き
︑
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
︒
そ
し
て
授
業
は
思

っ
て
い
た
も
の
よ
り
も
︑
ず
っ
と
面
白
く
楽
し
く
て
︑
そ
し
て
な
に
よ
り
先
生

の
お
話
が
と
て
も
興
味
深
か
っ
た
で
す
︒
国
語
の
古
い
文
は
と
て
も
苦
手
分
野

な
の
で
す
が
︑
そ
ん
な
私
で
も
聞
き
入
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
今
回
は
す
て
き

な
授
業
を
受
け
る
と
い
う
貴
重
な
経
験
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒

ｆ

実
際
に
和
本
を
触
っ
た
り
︑
昔
の
言
葉
を
解
読
し
た
り
す
る
の
は
初
め

て
で
し
た
の
で
︑
と
て
も
楽
し
く
︑
久
し
ぶ
り
に
好
奇
心
が
く
す
ぐ
ら
れ
た
気

が
し
ま
し
た
︒
私
は
Ｗ
Ｒ
コ
ー
ス
に
在
籍
し
て
い
ま
す
が
︑
文
系
に
進
む
か
理

系
に
進
む
か
を
ま
だ
決
め
て
い
な
い
の
で
︑
進
路
を
考
え
る
良
い
参
考
に
も
な

り
ま
し
た
︒

お
わ
り
に

古
典
籍
に
は
︑
本
来
︑
教
材
性
が
内
在
し
て
い
る
︒
そ
れ
を
い
か
に
活
か
す

の
か
︑
具
体
的
な
実
践
事
例
の
中
で
探
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
︒
今
回
の
出

前
授
業
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
く
ず
し
字
教
材
︑
授
業
の
可
能
性
と

課
題
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
︒

�

ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
最
適

今
回
の
く
ず
し
字
教
材
は
素
材
が
頓
知
集
で
︑
学
習
者
と
の
一
問
一
答
式
の

対
話
型
素
材
で
あ
り
︑
課
題
発
見
型
の
授
業
展
開
と
あ
わ
せ
て
︑
グ
ル
ー
プ
で

意
見
交
換
し
な
が
ら
︑
議
論
を
通
し
て
課
題
を
解
決
し
て
い
く
Ａ
Ｌ
に
向
い
て

い
る
︒
全
員
が
く
ず
し
字
は
初
体
験
な
の
で
︑
解
読
に
お
い
て
は
同
じ
ス
タ
ー

ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
て
い
る
こ
と
︑
各
自
の
知
識
や
情
報
を
共
有
し
て
︑
チ
ー
ム

で
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
で
︑
課
題
を
解
決
し
た
達
成
感
が
大
き
い
︒

�

解
読
＝
読
解
と
い
う
重
層
性

く
ず
し
字
教
材
の
素
材
が
す
で
に
対
話
型
で
あ
る
こ
と
で
︑
授
業
展
開
が
双

方
向
型
に
な
る
た
め
に
︑
グ
ル
ー
プ
で
智
恵
を
結
集
し
て
課
題
に
取
り
組
む
こ

と
に
な
る
︒
こ
の
教
材
は
絵
と
文
字
を
い
か
に
言
語
化
し
て
い
く
か
と
い
う
解

読
の
レ
イ
ヤ
ー
と
︑
い
か
に
解
釈
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
読
解
の
レ
イ
ヤ
ー

が
重
層
し
て
い
る
の
で
︑
学
習
者
は
意
見
を
出
し
や
す
い
︒
各
自
の
意
見
の
根

拠
を
挙
げ
て
︑
絵
や
文
字
に
隠
さ
れ
た
コ
ー
ド
を
読
み
解
い
て
い
く
ス
リ
ル
と

と
き
め
き
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

�

体
験
型
学
習
の
有
効
性

和
本
体
験
︑
く
ず
し
字
体
験
︑
か
ら
く
り
体
験
を
組
み
合
わ
せ
た
授
業
展
開

に
し
た
理
由
は
︑
学
習
者
に
﹁
未
知
﹂
と
向
き
合
う
好
奇
心
を
引
き
出
し
た
い
︑

そ
こ
か
ら
興
味
・
関
心
を
喚
起
し
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
︒
ふ
だ
ん
目
に

し
な
い
教
材
を
導
入
す
る
時
に
は
︑
こ
う
し
た
体
験
学
習
が
効
果
的
で
あ
り
︑

︿
実
践
報
告
﹀
初
学
者
の
た
め
の
く
ず
し
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教
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実
物
の
持
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
初
学
者
ほ
ど
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
く
︑
和
本
や
く

ず
し
字
︑
か
ら
く
り
な
ど
に
触
れ
る
こ
と
で
︑
昔
の
人
と
同
じ
感
覚
を
共
有
で

き
る
と
い
う
臨
場
感
は
何
に
も
増
し
て
説
得
力
が
あ
る
︒

�

出
前
授
業
の
貢
献

出
前
授
業
は
一
回
限
り
で
あ
り
︑
通
常
授
業
の
よ
う
な
持
続
性
は
求
め
よ
う

も
な
い
︒
そ
れ
故
︑
出
前
授
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
学
校
側
の
ニ
ー
ズ
を
で

き
る
だ
け
的
確
に
把
握
す
る
た
め
に
︑
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
が
必
要
だ
︒
今
回

は
中
学
三
年
生
の
夏
期
講
習
で
あ
り
︑
生
徒
た
ち
が
進
路
選
択
の
参
考
に
な
る

よ
う
に
し
た
い
と
い
う
学
校
側
の
意
図
に
叶
う
よ
う
に
努
力
し
た
︒
理
系
志
望

の
ク
ラ
ス
な
の
で
︑﹁
か
ら
く
り
﹂
人
形
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
の
も
学
習
者

へ
の
配
慮
だ
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
既
習
教
材
の
確
認
は
必
須
で
あ
る
︒

�

生
涯
学
習
に
つ
な
ぐ

今
回
の
教
材
を
自
宅
で
家
族
と
と
も
に
解
い
て
み
た
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
あ

っ
た
︒
す
で
に
く
ず
し
字
教
材
が
家
庭
学
習
︑
生
涯
学
習
へ
の
道
を
切
り
拓
い

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
︑
こ
の
視
点
は
重
視
し
た
い
︒

こ
う
し
た
く
ず
し
字
教
材
を
使
っ
た
出
前
授
業
な
ど
は
︑
新
学
習
指
導
要
領

の
﹁
伝
統
的
な
言
語
文
化
﹂
に
も
対
応
し
て
お
り
︑
複
数
教
科
の
合
同
授
業
や

今
回
の
よ
う
な
講
習
な
ど
︑
授
業
や
学
校
行
事
と
も
連
携
し
て
実
践
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
授
業
が
実
施
で
き
る
背
景
に
は
︑
く
ず
し

字
学
習
を
支
援
す
る
ア
プ
リ
や
サ
ー
ビ
ス
が
整
っ
て
き
た
こ
と
も
大
き
い
︒
今

後
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
が
進
ん
で
い
く
中
で
︑
こ
れ
ら
が
学
習
支
援
ツ
ー
ル
と
し
て

一
般
化
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ

K
u
L
A
や
Ａ
Ｉ
く
ず
し
字
認
識
ア
プ
リ
﹁
み
を
﹂
な
ど
が
︑
ス
マ
ホ
で
手
軽

に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
︒
人
文
学
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
共
同
利
用
セ
ン
タ
ー
の

く
ず
し
字
ア
プ
リ
・
サ
ー
ビ
ス
︵
検
索
／
認
識
／
解
析
／
解
読
︶
で
一
覧
で
き
︑

リ
ン
ク
か
ら
閲
覧
で
き
る
︒
h
ttp
:/
/
co
d
h
.ro
is.a
c.jp
/
ch
a
r-sh
a
p
e
/
a
p
p
/

本
稿
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