
大
田
区
立
蒲
田
中
学
校
第
三
学
年
国
語
科
休
業
中
の
課
題
⑧ 

新
聞
の
社
説
を
比
較
し
て
読
も
う 

【
目
標
】
二
つ
の
社
説
を
観
点
ご
と
に
読
み
比
べ
よ
う 

三
年 

 

組 
 

番
名
前
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

） 
  

１ 

教
科
書
124
～
125
ペ
ー
ジ
の
二
つ
の
社
説
を
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
ご
と
に
読
み
比
べ
、
気
づ
い
た
こ
と
を
書
こ
う
。 

（
教
科
書
１２６
ペ
ー
ジ
の
例
を
参
考
に
し
て
、
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
横
書
き
で
書
い
て
く
だ
さ
い
。） 

                                     
 社 説 Ａ 社 説 Ｂ 気づいたこと 

見
出
し 

   

主 

張 

   

事
例
の
取
り
上
げ
方 

   

論
理
の
展
開 

   

表
現
・
語
句 

   



大
田
区
立
蒲
田
中
学
校
第
三
学
年
国
語
科
休
業
中
の
課
題
⑨ 

三
年 

 

組 
 

番
名
前
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

） 

練
習 
論
理
の
展
開
を
工
夫
し
て
書
こ
う
。 

二
つ
の
社
説
を
読
ん
で
得
た
考
え
方
や
論
じ
方
の
工
夫
を
生
か
し
て
、「
和
食
」
や
「
食
」
に
つ
い
て
の
自
分
の
考

え
を
、
四
百
字
程
度
で
書
こ
う
。（
教
科
書
Ｐ１２３
の
文
章
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
課
題
①
を
参
考
に
） 

一
学
期
の
「
書
く
」
で
は
、
社
説
を
比
較
し
て
、
自
分
な
り
の
作
文
を
書
く
予
定
で
す
。
社
説
は
実
際
の
社
会
の
中
で
起
き
て
い
る

問
題
や
課
題
に
つ
い
て
、
新
聞
社
側
が
、
専
門
家
の
意
見
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
分
析
し
、
解
決
策
や
提
案
を
述
べ
て
い
る
文
章
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
受
験
生
で
あ
る
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
社
会
勉
強
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
の
社
会
に
通
用
す
る
論
理
的
な
思
考

力
を
身
に
つ
け
る
絶
好
の
材
料
に
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
み
、
一
学
期
の
作
文
で
、
準
備
し
た
課
題
の
中
か
ら
書
け

そ
う
な
課
題
を
選
ん
で
、
書
く
た
め
の
練
習
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

◎
構
成
を
考
え
よ
う
。・
・
・
下
書
き
用
と
し
て
構
成
し
よ
う
。 

①
「
和
食
」
や
「
食
」
に
つ
い
て
の
自
分
の
意
見
を
書
い
て
み
よ
う
（
教
科
書
Ｐ１２３
の
文
章
を
参
考
に
。
） 

      

②
根
拠
１
・・・社
説
か
ら
引
用
し
て
も
よ
い
。
（第
一
に
・・・と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
一
つ
目
は
、
…
…
と
い
う
点
で
あ
る
。
な
ど
） 

       

③
根
拠
２
・・・社
説
か
ら
引
用
し
て
も
よ
い
。
（第
二
に
・・・と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
二
つ
目
は
、
…
…
と
い
う
点
で
あ
る
。
な
ど
） 

        

④
ま
と
め
（
①
よ
り
も
深
ま
る
よ
う
に
、
②
③
の
根
拠
を
使
っ
て
明
確
な
説
得
力
の
あ
る
意
見
に
し
て
①
の
立
場
を
使
っ
て
ま
と
め
る
。 

～
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
～
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
な
ど
、
課
題
①
の
解
答
例
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。） 

       

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
大
田
区
立
蒲
田
中
学
校
第
三
学
年
国
語
科
休
業
中
の
課
題
⑩ 

三
年 

 

組 
 

番
名
前
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

） 

 

四
段
落
構
成
で
、「
和
食
」
や
「
食
」
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
を
、
四
百
字
程
度
で
書
こ
う
。 

（
教
科
書
Ｐ
１
２
３
の
文
章
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
課
題
①
の
解
答
例
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
） 

一
学
期
の
作
文
の
練
習
に
な
り
ま
す
。
四
つ
の
段
落
の
最
初
の
一
マ
ス
を
下
げ
ま
す
。 

見
本
は
、
教
科
書
の
Ｐ
１
２
３
の
文
章
で
す
。 

                                    

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



大
田
区
立
蒲
田
中
学
校
第
三
学
年
国
語
科
休
業
中
の
課
題
⑪
（
発
展
課
題
）
提
出
不
要
で
す
が
、
提
出
し
た
ら
、
採
点
・
添
削
し
ま
す
。 

三
年 

 

組 
 

番
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

） 
三
年
生
の
皆
さ
ん
は
、
都
立
高
校
の
受
験
に
向
け
て
、
７
月
に
は
、
模
擬
試
験
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

都
立
高
校
の
受
験
問
題
と
そ
っ
く
り
な
テ
ス
ト
な
の
で
模
擬
試
験
と
い
う
の
で
す
。 

答
は
全
部
記
号
式
マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式
な
の
で
す
が
、
長
文
読
解
で
、
時
間
内
に
答
え
る
の
が
と
て
も
大
変
で
す
。 

さ
ら
に
、
設
問
４
が
、
説
明
文
で
、
問
五
が
二
百
字
の
作
文
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
こ
に
過
去
問
を
準
備
し
ま
し
た
の
で
、
挑
戦
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
時
間
は
、
二
十
五
分
で
す
。 

国
‐13

‐
公
‐
東
京
‐
問
‐04 

□４ 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊
印
の
付

い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。） 

住
居
に
は
生
活
の
場
と
し
て
の
造
形
的
機
能
が
あ
り
、
か
つ
歴

史
的
経
過
が
人
間
の
生
活
様
式
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
物
理
的
に

風
土
の
影
響
も
受
け
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
建
築
空
間
を
日

本
の
建
築
空
間
と
比
較
し
て
み
た
と
き
、
外
部
空
間
か
ら
も
、
ま

た
内
部
空
間
の
造
形
に
も
、
日
本
の
造
形
空
間
と
は
異
な
っ
た
特

質
が
見
ら
れ
る
。

⑴

そ
こ
に
は
、
東
洋
的
文
化
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的

文
化
の
相
違
か
ら
く
る
本
質
的
な
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
に
秘
め
ら

れ
て
い
る
。 

（
第
一
段
） 

自
然
の
風
物
を
愛
し
、
親
和
感
を
も
つ
生
活
意
識
が

育
は
ぐ
く

ま
れ

て
き
た
日
本
に
は
、
居
住
空
間
を
自
然
の
な
か
に
埋
め
こ
ん
で
、

あ
る
い
は
自
然
に
抱
擁
さ
れ
て
暮
ら
そ
う
と
す
る
心
情
が
強
く

う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
築
は
外
部
空

間
と
内
部
空
間
と
を
画
然
と
区
切
り
、
内
と
外
と
の
生
活
環
境
を

異
な
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
風
土
的
に
自
然
の
厳
し
さ
か

ら
人
間
の
生
活
を
守
る
た
め
、
最
も
力
強
い
機
能
を
も
た
せ
る
も

の
と
し
て
「
住
居
」
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

建
物
の
材
料
、
構
法
か
ら
も
理
解
で
き
る
こ
と
で
、
冬
の
厳
し
さ

に
対
し
て
は
、
屋
根
や
周
壁
の
構
造
を
厚
壁
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

自
然
の
厳
し
さ
に
対
す
る
生
活
の
防
衛
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
は
、
日
本
の
よ
う
に
国
土
を
全
部
海
に
よ
っ
て
囲
ま

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
隣
国
と
地
続
き
で
国
境
を
も
っ
て
い

る
と
な
れ
ば
、
国
防
の
問
題
も
あ
る
。
石
の
造
形
に
よ
っ
て
恒
久

性
の
あ
る
建
物
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
に
も
増
し
て
生
活

に
は
必 ひ

っ

須 す

の
条
件
で
あ
り
、
生
存
す
る
上
で
の
重
要
な
要
素
と
も

考
え
ら
れ
る
。
（
第
二
段
） 

そ
こ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
た
ち
の
居
住
に
対
す
る
意
識
が
促

進
さ
れ
て
、
古
代
か
ら
中
世
・
近
世
を
通
し
て
そ
の
建
築
空
間
は

構
造
的
に
も
開
発
が
進
み
、
造
形
的
芸
術
性
と
建
築
工
学
的
科
学

性
と
を
備
え
も
っ
て
、
現
代
人
を
驚
か
す
ほ
ど
の
芸
術
的
価
値
を

秘
め
な
が
ら
、
近
代
建
築
の
完
成
へ
と
前
進
し
た
の
で
あ
る
。
造

形
空
間
に
お
け
る
芸
術
性
は
、
教
会
堂
建
築
を
は
じ
め
、
宮
殿
や

城
館
、
ま
た
多
く
の
公
共
建
築
を
世
に
遺 の

こ

し
て
お
り
、
そ
の
科
学

性
は
西
欧
・
北
欧
に
み
ら
れ
る
地
域
暖
房
の
設
備
な
ど
に
よ
っ
て

も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
石
が
素
材
と

な
り
、
日
本
で
は
木
を
素
材
と
し
て
居
館
が
建
て
ら
れ
て
、
豪
華

な
生
活
文
化
が
築
か
れ
て
い
る
。
そ
の
顕
著
な
事
例
と
し
て
ベ
ル

サ
イ
ユ
宮
殿
と
＊

修
し
ゅ
う

学 が
く

院 い
ん

離 り

宮
き
ゅ
う

と
を
取
り
上
げ
、
比
較
し
て
み

た
。
（
第
三
段
） 

ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
は
一
六
六
一
年
か
ら
一
七
〇
八
年
に
か
け

て
、
ほ
と
ん
ど
半
世
紀
を
費
や
し
て
、
ル
イ
十
四
世
の
構
想
に
基

づ
い
た
計
画
で
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
一
六
五
九

年
、
日
本
で
は
＊

後 ご

水 み
ず

尾 の
お

上
じ
ょ
う

皇 こ
う

が
修
学
院
離
宮
を
造
営
し
て
い
る
。

雄
大
豪
華
な
ス
ケ
ー
ル
の
構
想
は
、
い
ず
れ
も
帝
王
に
の
み
許
さ

れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
般
庶
民
に
は
及
び
も
つ
か
ぬ
、
実
現
不

可
能
と
さ
え
思
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
双
方
の
建
物

は
、
共
に
自
然
と
の
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
自
然

と
の
か
か
わ
り
方
に
相
違
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ル
イ
十
四
世

の
構
想
に
は
「
自
然
を
支
配
す
る
」
と
い
う
考
え
が
根
底
に
、
は

っ
き
り
と
固
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
建
築
の
構
想
に
表
れ
て
い
る
。

後
水
尾
上
皇
の
構
想
は
「
自
然
と
共
に
暮
ら
そ
う
」
と
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
自
然
に
対
す
る
対
立
観
は
な
い
。
（
第
四
段
） 

フ
ラ
ン
ス
貴
族
の
当
時
の
生
活
は
想
像
以
上
に
華
麗
優
雅
な

も
の
で
、
日
常
生
活
そ
れ
自
体
が
豪
勢
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
所
蔵
の
名
画
に
も
そ
れ
が
偲 し

の

ば
れ
、

そ
の
贅 ぜ

い

を
尽
く
し
た
居
住
空
間
は
洗
練
さ
れ
た
美
感
覚
に
基
づ

く
も
の
で
、
家
具
の
デ
ザ
イ
ン
や
室
内
装
飾
の
至
る
所
に
顕
著
に

現
れ
て
い
る
。
居
住
空
間
の
構
成
に
も
最
高
度
の
住
文
化
が
醸
成

さ
れ
て
い
る
。
邸
館
を
市
街
地
と
田
園
と
の
間
に
位
置
さ
せ
る
と

い
う
考
え
方
は
、
イ
タ
リ
ア
に
も
見
ら
れ
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
（
イ

タ
リ
ア
ル
ネ
サ
ン
ス
の
彫
刻
家
・
建
築
家
・
画
家
）
の
構
想
に
も

あ
る
。
大
規
模
な
庭
園
に
よ
っ
て
、
自
然
と
一
体
に
な
る
よ
う
に

設
計
さ
れ
た
住
宅
建
築
に
は
、
ヴ
ォ
ー
・
ル
・
ヴ
ィ
コ
ン
ト
館
（
パ

リ
南
東
郊
外
に
あ
る
大
邸
宅
）
な
ど
も
よ
い
事
例
で
あ
る
が
、
ベ

ル
サ
イ
ユ
宮
殿
は
こ
れ
を
さ
ら
に
大
規
模
な
も
の
に
し
た
と
考



え
ら
れ
る
。
（
第
五
段
） 

パ
リ
の
南
西
一
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
ベ
ル
サ
イ
ユ

宮
殿
は
、
パ
リ
と
直
線
道
路
が
通
じ
て
い
て
、
こ
の
庭
園
計
画
は

後
世
に
お
け
る
都
市
計
画
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
都
市
計
画
の
基
盤
と
な
る
よ
う
な
構
想
を
も
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
、
ル
イ
十
四
世
の
並
々
な
ら
ぬ
先
見
性
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
政
治
と
個
人
生
活
と
を
巨
大
な
造
形
空
間
に
統
合

さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
帝
王
の
構
想
と
し
て
他
に
類
例
を
あ

ま
り
見
な
い
新
し
い
居
住
文
化
へ
の
試
み
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
（
第
六
段
） 

わ
が
国
に
お
け
る
後
水
尾
上
皇
の
修
学
院
離
宮
の
構
想
も
卓

越
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
政
治
を
離
れ
た
＊

隠 い
ん

遁 と
ん

生 せ
い

活 か
つ

の
要
素
が

多
分
に
含
ま
れ
て
い
て
、
自
然
へ
復
帰
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
強

く
感
じ
る
。
そ
の
意
味
で
修
学
院
離
宮
は
、
政
治
的
な
要
素
を
全

く
も
た
な
い
、
自
然
の
姿
そ
の
ま
ま
に
居
住
空
間
も
構
成
さ
れ
て

い
る
。
年
代
を
同
じ
く
す
る
頃 こ

ろ

に
、
東
と
西
と
に
た
ま
た
ま
こ
の

よ
う
な
「
建
築
と
庭
園
を
も
つ
造
形
空
間
」
が
つ
く
ら
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
興
味
を
魅 ひ

か
れ
る
。
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
石

の
館
、
日
本
に
は
木
の
館
が
絢 け

ん

爛 ら
ん

豪 ご
う

華 か

に
建
設
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
文
化
を
築
い
て
い
る
。
（
第
七
段
） 

人
間
を
含
め
た
三
次
元
空
間
と
し
て
建
築
を
特
徴
付
け
る
こ

と
を
主
張
し
て
い
る
＊

ブ
ル
ー
ノ
・
ゼ
ヴ
ィ
は
、
建
築
の
内
部
に

人
間
が
生
活
す
る
巨
大
な
中
空
の
造
形
的
空
間
を
も
つ
こ
と
の

必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
現
代
に
お
け
る
建
築
空
間
は
、
広
さ
と

高
さ
な
ど
の
要
素
だ
け
で
成
り
立
つ
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

人
間
の
動
き
、
暮
ら
す
、
と
い
う
行
為
に
は
、
建
築
空
間
の
内
部

を
、
人
間
の
要
求
す
る
空
間
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
必
要
な
の

で
あ
る
。

⑵

空
間
に
総
合
的
な
実
存
性
を
与
え
る
の
は
、
人
間
そ

の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

 

壁
に
囲
ま
れ
屋
根
に
覆
わ
れ
て
い
る

「
内
部
空
間
」
が
、
建
築
物
の
主
体
と
な
っ
て
機
能
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
第
八
段
） 

建
築
物
の
構
造
的
な
美
し
さ
は
、
造
形
的
要
素
と
し
て
人
間
を

惹 ひ

き
付
け
る
。
人
間
に
精
神
的
な
感
動
を
与
え
る
よ
う
な
建
築
こ

そ
高
度
の
価
値
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
。
造
形
的
な
内
部
空
間
を

も
た
な
い
建
築
は
あ
り
え
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
内
部
に
は

人
間
の
生
活
が
あ
り
、
行
動
が
展
開
さ
れ
る
。
「
空
間
は
建
築
の

初
め
で
あ
り
、
終
わ
り
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
を
建
築
家
は
よ

く
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
を
建
築
の
価
値
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

そ
れ
は
空
間
的
価
値
、
す
な
わ
ち
、
構
造
体
全
体
の
さ
ま
ざ
ま
な

総
合
的
価
値
（
経
済
的
・
社
会
的
・
技
術
的
・
造
形
的
・
装
飾
的

価
値
）
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
の
建
築
空
間
は
、

ガ
ラ
ス
と
鉄
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
主
な
構
造
材
と
し
て
、
か
つ
て

の
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
垂
直
の
方
向
か
性
を
求
め
な
が
ら
、
自
由
な

造
形
プ
ラ
ン
の
上
に
つ
く
ら
れ
る
建
築
的
空
間
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
造
形
空
間
を
機
能
的
に
使
い
こ
な
す
だ
け
の
人
間

の
生
活
行
動
力
が
働
い
て
い
る
か
ど
う
か
と
考
え
る
。（
第
九
段
） 

人
間
の
居
住
す
る
空
間
は
、
そ
こ
に
お
い
て
生
活
す
る
人
間
に
、

有
機
的
な
居
住
生
活
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
現
代
に
お

け
る
生
活
を
基
盤
と
し
て
、
生
活
行
動
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
建

築
空
間
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
人
間
の
行
動
の
多

様
性
は
、
そ
の
生
活
空
間
に
も
い
ろ
い
ろ
な
多
様
化
を
求
め
る
こ

と
に
な
る
。
現
代
人
の
生
活
行
動
が
ま
す
ま
す
広
が
り
を
も
つ
時

代
で
あ
る
だ
け
に
、
人
間
の
行
動
を
基
底
に
す
る
生
活
空
間
か
ら

「
居
住
」
と
い
う
こ
と
は
追
求
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
う
。

⑶

そ
こ

に
こ
れ
か
ら
の
居
住
文
化
の
発
展
も
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
と
同
時
に
前
時
代
の
遺
構
と
な
っ
て
い
る
建
築
が
そ
の

基
盤
と
な
っ
て
、
文
化
的
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
と
思
う
。 

（
第
十
段
）
（
佐
藤
京
子
「
居
住
の
文
化

誌
」
に
よ
る
） 

〔
注
〕 

修
し
ゅ
う

学 が
く

院 い
ん

離 り

宮
き
ゅ
う—

江
戸
時
代
に
造
営
さ
れ
た
京
都
に

あ
る
離
宮
。 

 

後 ご

水 み
ず

尾 の
お

上
じ
ょ
う

皇 こ
う—

江
戸
時
代
の
上
皇
。 

 

隠 い
ん

遁 と
ん

生 せ
い

活 か
つ—

一
般
の
社
会
か
ら
逃
れ
て
生
活
す
る
こ

と
。 

 

ブ
ル
ー
ノ
・
ゼ
ヴ
ィ—

イ
タ
リ
ア
の
建
築
史
学
者
。 

 

問
１ 

⑴

そ
こ
に
は
、
東
洋
的
文
化
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
文
化
の
相

違
か
ら
く
る
本
質
的
な
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
に
秘
め
ら

れ
て
い
る
。 

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら

最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。 

ア 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
建
物
の
材
料
や
構
法
な
ど
に
は
、

自
然
に
抱
擁
さ
れ
て
暮
ら
す
た
め
の
工
夫
が
な
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

イ 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
的
経
過
や
風
土
の
影
響
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
た
生
活
を
守
る
意
識
が
、
建
築
空
間
の
外
部

に
も
内
部
に
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 



ウ 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
建
築
空
間
を
比
較
す
る
と
、
人
間

の
生
活
を
自
然
の
厳
し
さ
か
ら
守
る
た
め
の
手
段
の
違
い
が

外
部
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

エ 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
住
居
を
歴
史
的
に
比
較
す
る
と
、

生
活
の
場
と
し
て
の
造
形
的
機
能
に
つ
い
て
全
く
異
な
っ

た
特
質
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

問
２ 

⑵

空
間
に
総
合
的
な
実
存
性
を
与
え
る
の
は
、
人
間
そ
の
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
述

べ
た
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選

べ
。 

ア 

建
築
空
間
の
内
部
の
造
形
に
お
い
て
、
人
間
の
生
活
や
行

動
の
展
開
に
適
し
た
空
間
を
構
築
す
る
こ
と
は
人
間
に
し

か
で
き
な
い
こ
と
だ
か
ら
。 

イ 

壁
に
囲
ま
れ
屋
根
に
覆
わ
れ
て
い
る
内
部
の
造
形
に
お

い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
構
造
材
を
用
い
て
構
成
す
る
こ
と
は
人

間
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
だ
か
ら
。 

ウ 

建
築
を
特
徴
付
け
る
三
次
元
空
間
に
お
い
て
、
造
形
的
な

内
部
空
間
を
も
た
な
い
建
築
に
価
値
を
も
た
せ
る
こ
と
は

人
間
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
だ
か
ら
。 

エ 

高
度
の
価
値
を
も
つ
現
代
の
建
築
空
間
に
お
い
て
、
広
さ

と
高
さ
な
ど
の
要
素
を
建
築
物
全
体
に
反
映
さ
せ
た
造
形

は
人
間
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
だ
か
ら
。 

問
３ 

こ
の
文
章
の
構
成
に
お
け
る
第
七
段
の
役
割
を
説
明
し

た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

ア 

修
学
院
離
宮
の
歴
史
的
価
値
を
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
と
同

様
に
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
具
体
例
を
整
理
し

て
話
題
の
転
換
を
図
っ
て
い
る
。 

イ 

ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
と
修
学
院
離
宮
が
同
じ
年
代
に
つ
く

ら
れ
た
理
由
を
解
説
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
内
容
に

つ
い
て
自
説
の
妥
当
性
を
強
調
し
て
い
る
。 

ウ 

修
学
院
離
宮
の
特
徴
を
挙
げ
て
浮
か
び
上
が
っ
た
新
た

な
問
題
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
東
西
の
建
築
素
材
を
示
し

て
論
を
新
し
く
展
開
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。 

エ 

そ
れ
ま
で
に
述
べ
た
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
に
対
す
る
修
学

院
離
宮
の
特
徴
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
建
築
と
庭
園
に
お

け
る
東
西
の
違
い
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。 



問
４ 

⑶

そ
こ
に
こ
れ
か
ら
の
居
住
文
化
の
発
展
も
あ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
前
時
代
の
遺
構
と
な
っ
て

い
る
建
築
が
そ
の
基
盤
と
な
っ
て
、
文
化
的
機
能
を
果
た
し

て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。 

と
あ
る
が
、

筆
者
が
「
前
時
代
の
遺
構
と
な
っ
て
い
る
建
築
が
そ
の
基
盤

と
な
っ
て
、
文
化
的
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最

も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。 

ア 

居
住
文
化
の
発
展
に
は
、
建
築
の
空
間
的
価
値
を
研
究
す

る
こ
と
以
上
に
、
過
去
の
風
土
の
影
響
に
つ
い
て
も
考
察
す

る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
。 

イ 

居
住
文
化
の
発
展
に
は
、
生
活
空
間
の
多
様
な
造
形
の
研

究
を
深
め
る
一
方
で
、
過
去
の
構
造
材
に
つ
い
て
も
研
究
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
。 

ウ 

居
住
文
化
の
発
展
に
は
、
人
間
の
行
動
を
基
底
に
追
求
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
の
建
築
に
お
け
る
構
想
や
価
値
も

認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
。 

エ 

居
住
文
化
の
発
展
に
は
、
現
代
人
の
生
活
行
動
が
広
が
る

時
代
に
対
応
す
る
た
め
、
過
去
の
雄
大
豪
華
な
建
築
を
模
倣

す
る
こ
と
も
大
事
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
。 

問
５ 

国
語
の
授
業
で
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
後
、「
住
居
と
人
間
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
自
分
の
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
と
き
に
あ
な
た
が
話
す
言
葉
を
、
具
体
的
な
体
験
や
見

聞
も
含
め
て
二
百
字
以
内
で
書
け
。
な
お
、
書
き
出
し
や
改

行
の
際
の
空
欄
、
、
や

。
や
「

な
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
字
数

に
数
え
よ
。 
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「
都
立
高
校
国
語
の
二
百
字
作
文
の
書
き
方
」
要
注
意 

し
っ
か
り
と
読
ん
で
お
い
て
、
模
擬
試
験
に
備
え
ま
し
ょ
う
。 

問
５ 

国
語
の
授
業
で
こ
の
①

文
章
を
読
ん
だ
後
、「
住
居
②

と
人
間
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
自
分
③

の
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
と
き
に
あ
な
た
が
話
す
言
葉
を
、
具
体
④

的
な
体
験
や
見
聞
も
含
め
て
二
百
字
以
内
で
書
け
。
な
お
、
書 

き
出
し
や
改
行
の
際
の
空
欄
、、
や
。
や
「
な
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
よ
。 

①
こ
の
①

文
章
を
読
ん
だ
後 

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
文
章
の
作
者
の
考
え
を
踏
ま
え
て
書
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
文
章
の
中
で
、
作
者
が
最
も
強
く
主
張
し
て
い
る
部
分
を
引
用
す
る
こ
と
が
大
切
に
な
り
ま
す
。 

ま
ず
、
読
解
力
が
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
線
を
引
き
ま
す
。
そ
し
て
、「
作
者
が
・
・
・
・
と
述
べ
て
い

る
が
、
私
も
・
・
・
」
と
書
き
進
め
て
い
く
形
に
な
り
ま
す
。 

②
「
住
居
②

と
人
間
」
と
い
う
テ
ー
マ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
文
章
の
中
心
に
な
り
ま
す
。
こ
の
テ
ー
マ
か
ら
、
は
ず
れ

な
い
こ
と
で
す
。 

③
自
分
③

の
意
見
を
発
表
す
る
こ
と 

と
あ
り
ま
す
か
ら
、
自
分
の
意
見
を
し
っ
か
り
と
発
表
す
る
こ
と
が
大
切
に
な
っ

て
き
ま
す
。「
～
す
べ
き
だ
と
考
え
る
」。
と
か
、「
～
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
る
。
」 

④
具
体
④

的
な
体
験
や
見
聞
も
含
め
て 

を
い
か
に
素
早
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
き

ま
す
。
②
テ
ー
マ
・
①
作
者
の
意
見
・
③
自
分
の
意
見 

と
あ
っ
た
④
体
験
や
見
聞
で
す
か
ら
探
す
の
が
大
変
で
す
。 

⑤
十
分
間
で
書
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
練
習
が
必
要
で
す
。
休
業
中
の
課
題
と
し
て
、
じ
っ
く
り

取
り
組
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。 


