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わ
た
し
た
ち
は
言
葉
で
何
か
を
表
し
ま
す
。
例
え

ば
、「
今
日
学
校
に
来
た
」
と
言
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
れ
は
本
当
に
、
わ
た
し
た
ち
が
学
校
に
来
た
こ
と

を
表
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

例
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
は
、
違
う
経
過
を
た

ど
っ
て
、
学
校
に
来
た
は
ず
で
す
。
で
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
違
い
を
一
切
無
視
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
「
学

校
に
来
た
」
と
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

あ
る
人
は
歩
い
て
、
あ
る
人
は
バ
ス
に
乗
っ
て
、

あ
る
人
は
車
に
乗
っ
て
、
あ
る
人
は
電
車
に
乗
っ
て
、

学
校
に
来
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
違
い
を

無
視
し
て
、「
学
校
に
来
た
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
い

い
も
の
で
し
ょ
う
か
。「
来
た
」
と
い
う
た
っ
た
一
つ

の
動
詞
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
を
ま
と
め
て
し
ま
っ

て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

同
じ
こ
と
を
し
て
い
て
も
、
人
に
よ
っ
て
違
う
言

葉
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
死
ぬ
」

と
い
う
こ
と
は
、
高
貴
な
人
が
死
ん
だ
場
合
は
「
崩

御
す
る
」、
長
生
き
し
た
人
は
「
長
寿
を
全
う
す
る
」

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
表
す
動
詞
が
異
な
り
ま
す
。

動
物
が
何
か
の
声
を
発
す
る
こ
と
は
、
そ
の
動
物

の
種
類
に
よ
っ
て
、
違
う
言
葉
で
表
さ
れ
ま
す
。
馬

は
い
な
な
く
、
小
鳥
は
さ
え
ず
る
、
虫
は
す
だ
く
、

犬
は
吠
え
る
、
猫
は
鳴
く
。

衣
類
を
身
に
着
け
る
と
き
、
そ
の
衣
類
が
何
か
に

よ
っ
て
、
違
う
言
葉
が
選
ば
れ
ま
す
。
帽
子
は
か
ぶ

る
、
シ
ャ
ツ
は
着
る
、
ズ
ボ
ン
は
履
く
、
ベ
ル
ト
は

締
め
る
、
め
が
ね
は
か
け
る
。

わ
た
し
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
動
作
全
体
を
、

異
な
る
言
葉
で
表
す
と
い
う
こ
と
を
し
ま
す
。
だ
っ
た

ら
、
同
じ
よ
う
に
、「
来
る
」と
い
う
こ
と
を
、
違
う
言

葉
で
表
し
て
も
い
い
は
ず
で
す
。

英
語
に
は
人
称
変
化
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
わ

た
し
と
あ
な
た
と
あ
の
人
の
す
る
こ
と
は
違
う
、
と

い
う
こ
と
を
言
葉
で
示
し
ま
す
。
ｂｅ
動
詞
が
変
化
す

る
の
は
、
わ
た
し
の
場
合
、
あ
な
た
の
場
合
、
あ
の

人
の
場
合
で
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
の
だ
と
い
う
こ
と
を

示
し
た
い
か
ら
で
す
。

つ
い
で
に
言
え
ば
、
物
事
が
一
つ
で
あ
る
か
、
そ

れ
と
も
複
数
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
も
区
別
し
て
表

現
し
た
い
と
考
え
る
の
が
英
語
で
、ｓ
を
付
け
た
り
付

け
な
か
っ
た
り
し
ま
す
。

日
本
語
の
動
詞
の
「
来
る
」
は
、
動
作
主
に
よ
っ

て
変
化
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
い
い
の

で
し
ょ
う
か
。

あ
る
人
は
道
の
途
中
で
寄
り
道
し
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
あ
る
人
は
忘
れ
物
を
と
り
に
一
度
来
た
道
を

戻
っ
て
ま
た
や
っ
て
来
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ

る
人
は
友
だ
ち
と
お
し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
の
ん
び
り

来
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
人
は
遅
刻
し
そ
う
に

な
っ
て
大
慌
て
で
駆
け
出
し
て
来
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
れ
ら
を
す
べ
て
、「
来
た
」
と
い
う
動
詞
で
表

し
て
し
ま
っ
て
い
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

わ
た
し
た
ち
は
し
か
し
、
同
じ
「
来
た
」
こ
と
を

区
別
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
わ
た
し
が
今
、
上
に

書
い
た
よ
う
な
こ
と
を
し
て
区
別
し
ま
す
。
つ
ま
り
、

「
来
た
」
と
い
う
動
詞
に
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
を
く
っ
つ

け
て
、「
来
た
」
と
い
う
行
為
を
、
よ
り
精
密
に
表
す

の
で
す
。
こ
れ
を
「
修
飾
」
と
言
い
ま
す
。「
あ
た
ふ

た
来
た
」「
駆
け
て
来
た
」「
遅
く
来
た
」「
電
車
で
来

た
」、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
他
の
言
葉
で
「
来
た
」
と

い
う
行
為
を
修
飾
す
る
こ
と
で
、「
来
た
」
と
い
う
事

柄
を
、
よ
り
精
密
に
、
よ
り
き
め
細
か
く
、
よ
り
限

定
的
に
表
し
ま
す
。

で
は
、
同
じ
「
ゆ
っ
く
り
来
た
」
は
、
同
じ
こ
と

を
し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
人
は
、
途
中

で
足
が
痛
く
な
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
歩
い
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
あ
る
人
は
宿
題
を
忘
れ
て
、
す
っ
か
り
憂

鬱
に
な
っ
て
、
足
取
り
重
く
、
や
っ
て
来
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
も
っ
と
も
っ
と
修
飾
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

わ
た
し
た
ち
は
こ
の
世
界
を
さ
ま
ざ
ま
に
表
現
し
ま

す
。
自
分
の
考
え
を
言
葉
で
表
現
し
ま
す
。
自
分
が
感

じ
た
り
、
思
っ
た
り
し
た
こ
と
を
、
言
葉
で
表
し
ま
す
。

そ
う
し
て
、
ほ
か
の
人
が
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
た
り
感

じ
た
り
し
て
い
る
か
を
、
言
葉
に
よ
っ
て
理
解
し
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
人
は
言
葉
だ
け
で
表
現
す
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
身
体
を
動
か
す
こ
と
で
、
表
情
を

変
え
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
絵
を
描
く
こ
と
で
、
歌

を
歌
う
こ
と
で
、
音
楽
を
作
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は

マ
ン
ガ
を
書
く
こ
と
で
、
自
分
の
気
持
ち
を
表
現
で

き
ま
す
。
優
れ
た
コ
ッ
ク
さ
ん
で
あ
れ
ば
料
理
を
作

る
こ
と
で
、
掃
除
の
好
き
な
人
は
そ
の
掃
除
の
仕
方

に
よ
っ
て
、
自
分
を
表
現
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
、
自
分
を
表
現
し
、
ま

た
ほ
か
の
人
を
理
解
す
る
手
が
か
り
は
、
言
葉
な
の

で
す
。
言
葉
だ
け
が
、
自
己
表
現
を
と
て
も
簡
単
に

と
て
も
効
果
的
に
行
う
の
で
す
。

し
か
し
、
言
葉
は
、
そ
れ
を
上
手
に
使
わ
な
い
と
、

先
ほ
ど
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
ん
な
に
精
密
に
、
細

か
く
自
分
を
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
で
も
、

そ
れ
は
使
い
方
に
よ
り
ま
す
。
も
し
自
分
だ
け
の
行

為
を
ほ
か
の
人
に
わ
か
る
よ
う
に
言
葉
で
表
せ
た
ら
、

そ
れ
は
と
て
も
素
敵
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。

ほ
か
の
誰
で
も
な
く
自
分
だ
け
の
「
学
校
へ
来
た
」

と
い
う
こ
と
を
表
し
て
み
る
。
更
に
言
え
ば
、
昨
日

ま
で
の
「
来
た
」
と
も
違
う
、
今
日
あ
な
た
が
し
た
、

一
回
限
り
の
「
来
た
」
と
い
う
行
為
を
、
言
葉
に
換

え
て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た

の
「
来
た
」
と
友
達
の
「
来
た
」
が
ど
う
違
う
か
。

そ
れ
は
と
て
も
長
い
文
章
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し

言
葉
で
表
す
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1953年、東京都生まれ。
日本語研究を専門とし、海外での日本語教育
経験も豊富。ハーバード大学客員研究員を経
て、現在は杏林大学外国語学部教授を務め
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言

葉

と

向

き

合

う

れ
ま
せ
ん
が
、
一
度
挑
戦
し
て
み
る
価
値
が
あ
る
と

わ
た
し
は
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と

を
す
る
こ
と
が
、
言
葉
を
大
切
に
す
る
、
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
と
わ
た
し
は
思
い
ま
す
。
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■
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
突
き
つ
け
た
課
題

い
よ
い
よ
「
新
し
い
学
習
指
導
要
領
」
の

告
示
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
十
年
の
間
に
国
語
科
教

育
の
方
向
性
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
議
論
さ
れ
て
き

た
わ
け
で
す
が
、
中
で
も
や
は
り
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
（
※
１

参
照
）が
突
き
つ
け
た
課
題
は
大
き
か
っ
た
で
す
ね
。

甲
斐

自
分
の
意
見
を
述
べ
る
問
い
で
の
白
紙
回

答
率
の
高
さ
や
、
子
ど
も
た
ち
の
読
書
意
欲
の
低
さ

は
各
方
面
に
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。

藤
森

日
本
の
子
ど
も
た
ち
は
、
情
報
の
取
り
出

し
や
解
釈
は
で
き
て
い
る
の
に
、「
あ
な
た
の
考
え
」

「
あ
な
た
の
批
評
」「
あ
な
た
の
評
価
」
と
な
る
と
口

を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
こ
れ
か
ら

の
国
際
社
会
で
、
主
体
的
な
社
会
人
と
し
て
生
き
て

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
へ
の
危
機
的
な
思
い
が
、
今

回
の
学
習
指
導
要
領
の
背
景
に
あ
っ
た
と
解
釈
し
て

い
ま
す
。今

回
、「
情
報
を
比
較
し
て
読
む
」「
批
評

す
る
文
章
を
書
く
」
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

型
読
解
力
」
を
意
識
し
た
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
た
の

は
、
こ
う
し
た
状
況
か
ら
の
流
れ
で
す
ね
。

藤
森

そ
れ
に
、「
読
む
こ
と
」
の
言
語
活
動
例
に

は
、「
文
章
と
図
表
な
ど
と
の
関
連
を
考
え
な
が
ら
、

説
明
や
記
録
の
文
章
を
読
む
こ
と
。」
と
あ
り
ま
す
。

非
連
続
型
テ
キ
ス
ト
（
表
、
図
、
グ
ラ
フ
な
ど
視
覚

的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
）
も
積
極
的
に
取
り
入

れ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
の
も
、
や
は
り
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ

Ａ
型
読
解
力
」
と
の
関
連
で
す
ね
。

従
来
は
「
読
む
こ
と
」
と
い
う
と
、
連
続

型
テ
キ
ス
ト
（
物
語
、
解
説
な
ど
）
を
指
す
イ
メ
ー

ジ
が
強
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
読
む
対
象
に

は
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
る
わ
け
で
す
。
図

表
、
写
真
、
挿
絵
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
た
情

報
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
キ
ス
ト
を
効
果
的
に
組
み

合
わ
せ
る
力
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を
読
み
取
り
、
評
価

す
る
力
が
こ
れ
か
ら
は
必
要
と
な
っ
て
く
る
の

で
す
。

■
伝
統
や
文
化
に
対
す
る
意
識
の
強
ま
り

藤
森
「
新
し
い
学
習
指
導
要
領
」
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

型
読
解
力
を
始
め
と
し
て
、
特
に
欧
米
圏
で
行
っ
て

い
る
言
葉
の
学
習
指
導
を
か
な
り
意
識
し
て
い
ま
す

ね
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
中
等
教
育
で
は
基
本

的
に
す
べ
て
の
教
科
で
言
語
力
を
つ
け
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
ボ
ー
ダ
レ
ス
社
会
の
中
で
、
国
際
社
会
に

通
用
す
る
力
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
側
面
が
あ
り

ま
す
。
た
だ
し
、
国
際
社
会
に
通
用
す
る
言
葉
の
力

は
、
欧
米
圏
型
の
言
語
活
用
力
を
育
成
す
る
だ
け
で

は
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
習
者
自
身
が
、
自
ら

属
す
る
日
本
社
会
の
伝
統
や
文
化
に
つ
い
て
し
っ
か

り
と
し
た
意
識
を
も
つ
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、

今
回
の
学
習
指
導
要
領
は
、
こ
の
側
面
も
強
く
意
識

し
た
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

甲
斐

今
回
、〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特

質
に
関
す
る
事
項
〕
と
い
う
項
目
が
新
設
さ
れ
ま
し

た
。「
言
語
文
化
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
実
は
昭

和
四
十
四
年
告
示
の
学
習
指
導
要
領
の
中
に
も
あ

り
、
復
活
と
い
う
か
、
継
続
的
な
課
題
だ
っ
た
と
も

言
え
ま
す
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
中
で
は
、
こ

の
言
葉
に
「
伝
統
的
な
」
と
い
う
限
定
を
施
し
て
お

り
、
固
定
的
な
作
品
を
言
語
文
化
と
す
る
と
い
う
捉

え
方
に
見
え
ま
す
ね
。

今
回
は
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
ま
せ

ん
。
近
く
出
さ
れ
る『
解
説
』
を
見
な
い
と
は
っ
き

り
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と

国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
は
、「『
Ａ
話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と
』、『
Ｂ
書
く
こ
と
』及
び『
Ｃ
読
む
こ

と
』の
指
導
を
通
し
て
」指
導
す
る
と
あ
っ
て
、
一
定

の
可
能
性
は
開
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

甲
斐

従
来
の
固
定
的
な
枠
、
教
材
観
を
ど
こ
ま

で
緩
や
か
に
で
き
る
か
と
い
う
の
が
一
つ
の
課
題
で
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は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
多
く
の
人
が
げ
ら
げ
ら

笑
っ
て
き
た
落
語
な
ど
も
言
語
文
化
の
一
つ
だ
と
捉

え
る
と
、
国
語
の
中
身
が
ず
い
ぶ
ん
風
通
し
の
良
い

も
の
に
な
っ
て
き
そ
う
で
す
し
、
幸
田
弘
子
さ
ん
の

朗
読
（
※
２
参
照
）
に
し
て
も
、
朗
読
行
為
そ
れ
自

体
に
文
化
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
と
い
う
捉
え
方
が

で
き
る
。
今
こ
う
し
て
鼎
談
を
し
て
い
ま
す
が
、
鼎

談
を
始
め
る
前
と
始
め
た
後
で
は
、
自
分
自
身
が
少

し
変
わ
っ
た
と
い
う
体
験
を
し
た
と
し
ま
す
。
そ
れ

は
鼎
談
と
い
う
言
語
文
化
の
一
つ
の
様
式
に
参
加

し
た
こ
と
の
所
産
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

言
語
文
化
と
い
う
の
は
、
た
だ
単
に
鑑
賞
す
る

対
象
と
な
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
て
、
参
加
し
体
験

す
る
も
の
な
ん
だ
と
い
う
見
方
も
で
き
る
の
か
と
思

い
ま
す
。

■
こ
れ
か
ら
の
古
典
学
習

甲
斐
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
は
小
学
校
国
語
の

内
容
と
も
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
し
ま
す
と
中
学

校
の
古
典
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
が
新
た
な
課
題
と
な
り
そ
う
で
す
ね
。

大
雑
把
な
こ
と
で
い
え
ば
、
中
学
校
は
そ

れ
ほ
ど
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

よ
り
長
い
時
間
を
か
け
て
日
本
の
言
語
や
伝
統
文

化
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
く
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た

た
め
、
小
学
校
に
古
典
的
な
内
容
が
入
り
ま
し
た
。

小
学
校
で
は
、
昔
の
言
葉
を
体
感
し
た
り
、
リ
ズ

ム
に
慣
れ
た
り
す
る
こ
と
が
主
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
中
学
校
で
は
、
今
ま
で
体
感
し
て
き
た
こ

と
が
何
だ
っ
た
の
か
に
気
づ
い
て
い
く
。
簡
単
な

文
語
の
き
ま
り
や
、
古
典
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類

が
あ
る
こ
と
な
ど
を
知
り
な
が
ら
、
古
典
に
触
れ

（
一
年
）、
楽
し
み
（
二
年
）、
親
し
む
こ
と
（
三
年
）

に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
詳
細
な
読
解
や
細

部
に
わ
た
る
文
法
の
理
解
な
ど
を
求
め
て
い
な
い

の
は
従
来
通
り
で
す
。

藤
森

小
学
校
か
ら
中
学
校
へ
の
展
開
、
中
学
校

か
ら
高
等
学
校
へ
の
展
開
を
考
え
た
場
合
、
現
状
で

は
中
学
校
と
高
等
学
校
の
間
で
断
絶
が
起
き
て
い
る

の
で
す
。
高
等
学
校
で
は
原
文
を
中
心
に
学
習
を
進

め
よ
う
と
す
る
た
め
、
古
典
の
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ

に
く
く
し
て
し
ま
う
。
古
典
を
原
文
で
読
め
な
く
て

も
、
現
代
の
言
葉
で
古
典
を
学
び
、
お
も
し
ろ
さ
を

感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
立
派
な
古
典
学

習
だ
と
思
い
ま
す
。

戦
後
、
原
文
主
義
に
や
や
偏
り
す
ぎ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
ね
。
正
宗
白
鳥
が
、『
源
氏
物
語
』

の
お
も
し
ろ
さ
を
解
っ
た
の
は
英
訳
を
読
ん
で
か
ら

だ
っ
た
と
い
う
話
も
あ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
の
お
も
し

ろ
さ
が
わ
か
れ
ば
、
原
文
に
入
っ
て
い
け
る
か
も
し

れ
な
い
。
原
文
中
心
の
学
習
だ
け
で
な
く
、
古
典
の

お
も
し
ろ
さ
に
触
れ
る
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
入
口
が

あ
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

藤
森

わ
た
し
が
も
う
一
つ
注
目
し
た
の
は
、
三

年
生
の
「
歴
史
的
背
景
な
ど
に
注
意
し
て
古
典
を
読

み
、
そ
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
。」
と
い
う
指
導
事

項
で
す
。
い
く
ら
古
典
に
慣
れ
親
し
ん
で
、
文
語
調

の
文
章
が
口
ず
さ
め
て
も
、
例
え
ば
鎌
倉
時
代
の
次

は
奈
良
時
代
と
思
い
込
ん
で
い
る
子
が
い
た
と
す
る

と
、
結
局
、
今
学
ん
で
い
る
古
典
が
ど
う
い
う
流
れ

の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
な
の
か
が
わ
か
っ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

文
学
史
上
の
人
物
を
覚
え
る
な
ど
の
詳
細

な
部
分
に
踏
み
込
む
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
松

尾
芭
蕉
は
江
戸
時
代
の
人
で
、
江
戸
時
代
は
こ
ん
な

時
代
で
す
よ
」
と
い
っ
た
基
本
的
な
押
さ
え
は
必
要

で
し
ょ
う
ね
。

■
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
直
す

甲
斐

目
標
に
関
わ
る
と
こ
ろ
を
、
平
成
十
年
告

示
の
学
習
指
導
要
領
と
比
べ
た
場
合
、
学
習
観
に
顕

著
な
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
平
成
十
年
版

は
、
ま
ず
、
個
人
あ
り
き
と
い
う
発
想
に
見
え
ま
す
。

例
え
ば
、「
自
分
の
考
え
を
大
事
に
す
る
」
と
か

「
自
分
の
も
の
の
見
方
や
考
え
を
深
め
る
」
と
い
う

内
容
が
筆
頭
に
き
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
今
回
は
、

「
目
的
や
場
面
に
応
じ
る
」
と
い
う
内
容
で
始
ま
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
要
求
さ
れ

る
の
は
、
文
脈
の
中
で
自
分
自
身
を
作
っ
て
い
く
こ

と
か
と
思
い
ま
す
。

藤
森

例
え
ば
、
話
し
合
い
活
動
だ
っ
た
ら
、
今

の
話
し
合
い
の
有
り
様
を
評
価
し
な
が
ら
、
あ
る
合

意
形
成
に
向
か
っ
て
、
考
え
方
の
筋
道
を
互
い
に
協

力
し
な
が
ら
行
っ
て
い
く
。
こ
う
い
う
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
理
解
し
ま
し
た
。

甲
斐

目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う

な
筋
道
を
通
っ
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
見
通
し
力
が

必
要
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

学
び
の
過
程
を
自
分
な
り
に
振
り
返
る
こ

と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

甲
斐

一
九
九
〇
年
前
後
か
ら
自
己
学
習
力
と
い

う
こ
と
が
盛
ん
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
自
分
の
行
為
に

対
し
て
自
覚
的
に
な
る
、
言
い
換
え
れ
ば
メ
タ
レ
ベ

ル
か
ら
見
つ
め
直
す
こ
と
が
継
続
的
な
課
題
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

メ
タ
レ
ベ
ル
か
ら
見
直
す
と
い
う
の
は
、

例
え
ば
「
読
書
」
な
ど
の
と
き
に
も
取
り
入
れ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。
文
学
作
品
し
か
読
ん
で
い
な
い

子
が
、
自
分
の
偏
り
に
気
が
つ
い
て
も
っ
と
違
う

ジ
ャ
ン
ル
に
目
を
向
け
る
と
か
、
自
分
が
読
み
た
い

本
を
ノ
ー
ト
に
書
き
留
め
て
お
く
と
か
、
友
達
に
聞

い
た
本
の
リ
ス
ト
を
書
い
て
お
く
と
か
、
自
分
が
こ

う
い
う
本
を
読
ん
で
い
る
な
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す

る
こ
と
で
、
そ
れ
か
ら
の
人
生
に
生
き
る
よ
う
な
読

書
生
活
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

藤
森

平
成
十
八
年
度
版
の
教
科
書
に
も
、「
学
習

し
て
い
る
自
分
を
確
認
で
き
る
し
か
け
」
が
あ
り
ま

す
ね
。
例
え
ば
、「
話
し
合
っ
て
考
え
よ
う
」（
一
年

ｐ
１００
〜
）
で
は
、
グ
ル
ー
プ
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
が
停
滞
し
た
と
き
に
、
ど
ん
な
ふ
う
に
立
ち
止

ま
っ
た
り
振
り
返
っ
た
り
す
る
と
よ
い
の
か
ヒ
ン
ト

が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
、
取
り
入
れ
て

い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
要
求
さ
れ
る
の
は
、「
個
人
あ
り
き
」
で
は
な
く
、

「
文
脈
の
中
で
」
自
分
自
身
を
作
っ
て
い
く
こ
と
な
ん
で
す
。

│
│
甲
斐
雄
一
郎
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■
新
し
い
文
学
教
育
の
可
能
性

藤
森

第
二
学
年
の
、「
書
く
こ
と
」
の
言
語
活
動

例
に
、「
表
現
の
仕
方
を
工
夫
し
て
、
詩
歌
を
つ

く
っ
た
り
物
語
な
ど
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
。」
と

い
う
情
緒
的
な
表
現
活
動
が
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
と
相
並
ん
で
、「
多
様
な
考
え
が
で
き
る
事
柄

に
つ
い
て
、
立
場
を
決
め
て
意
見
を
述
べ
る
文
章
を

書
く
こ
と
。」
と
あ
り
ま
す
。
情
緒
面
も
論
理
面

も
、
互
い
に
補
い
合
う
か
た
ち
で
育
て
て
も
ら
い
た

い
と
い
う
こ
と
な
の
か
と
深
読
み
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。「

詩
歌
を
作
る
こ
と
」
と
「
論
理
的
な
文
章
」

は
、
違
う
と
い
え
ば
違
う
の
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
芸

術
的
な
文
章
で
も
論
理
は
必
要
か
と
思
い
ま
す
。
あ

る
も
の
に
注
目
す
る
も
の
の
見
方
と
か
、
こ
う
い
う

表
現
を
使
っ
て
み
よ
う
と
か
考
え
る
こ
と
は
、
論
理

的
な
思
考
力
な
の
で
す
。
例
え
ば
、『
走
れ
メ
ロ
ス
』

の
場
合
、「
メ
ロ
ス
」
で
は
な
く
て
、「
王
様
」
の
立

場
か
ら
物
語
を
書
い
て
み
よ
う
と
す
る
こ
と
は
知
的

な
発
想
の
転
換
と
言
え
ま
す
。

甲
斐

確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
以
前
聞
い
た
海
外

の
高
等
学
校
の
例
で
は
、『
マ
ク
ベ
ス
』
の
終
末
部

分
は
あ
の
よ
う
な
こ
と
で
い
い
の
か
ど
う
か
を
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
す
る
学
習
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
物

語
に
つ
い
て
自
分
自
身
の
判
断
を
下
す
た
め
に
は
、

創
作
体
験
と
い
う
の
が
素
人
な
り
に
も
あ
っ
た
ほ
う

が
、
は
る
か
に
豊
か
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
な
る

だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
新
し
い

文
学
教
育
の
一
つ
の
可
能
性
を
切
り
開
く
内
容
で
は

な
い
か
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

現
場
で
は
、
授
業
時
数
が
足
り
な
い
と
い

う
声
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
足
り
な
い
の
は
事
実
だ
と

思
い
ま
す
が
、
例
え
ば
、
文
学
の
指
導
は
こ
れ
で
よ

か
っ
た
の
か
と
自
問
し
、
再
構
築
し
て
み
る
部
分
が

あ
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
取
り
組
ん
で
き

た
こ
と
を
短
時
間
で
や
ろ
う
と
し
て
も
行
き
詰
ま
る

だ
け
な
の
で
す
。「
こ
の
教
材
で
は
こ
れ
だ
け
を
押

さ
え
よ
う
。」
と
い
っ
た
発
想
の
転
換
が
必
要
な
ん

で
す
。

藤
森

冒
頭
の
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
」
も
、
従

来
の
読
解
と
は
発
想
の
違
う
も
の
で
す
ね
。

そ
う
で
す
ね
。
さ
ら
に
関
連
し
て
言
え
る

こ
と
は
、「『
大
体
』
で
も
い
い
学
び
」
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
新
聞
記
者
同
士
で
も
、
経

済
面
を
政
治
部
の
記
者
が
批
評
で
き
る
か
と
い
う

と
、
な
か
な
か
で
き
な
い
。
読
書
も
同
じ
で
す
。
き

ち
ん
と
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
大
変
な
こ
と
な
の

で
す
。
物
事
を
大
づ
か
み
に
し
て
捉
え
て
い
く
力
は

当
然
必
要
で
す
。
今
回
の
学
力
調
査
を
見
て
も
細
か

い
と
こ
ろ
を
読
み
取
る
よ
り
も
、
大
づ
か
み
に
す
る

力
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
ど
こ
か
で
見
た

り
聞
い
た
り
し
て
、
詳
し
く
は
分
か
ら
な
い
け
ど

「
大
体
」
な
ら
分
か
る
と
い
う
言
葉
や
知
識
が
多
い

ほ
ど
、
読
解
力
も
読
書
力
も
伸
び
る
の
は
間
違
い
な

い
で
し
ょ
う
。

藤
森

全
体
を
俯
瞰
し
て
、
直
感
的
に
そ
れ
を
見

出
し
て
い
く
「
大
体
」
な
力
、
こ
れ
を
「
勘
」
と
い

う
言
い
方
を
し
た
と
し
ま
す
。
そ
れ
が
一
つ
の
大
き

な
要
素
だ
と
す
る
と
、
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
を
筋
道

を
立
て
て
き
ち
ん
と
論
証
し
た
り
、
咀
嚼
し
た
り
、

評
価
し
た
り
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
の
二
つ

が
絡
ま
り
合
い
な
が
ら
、
そ
の
混
ざ
り
合
っ
た
と
こ

ろ
に
、
本
当
の
力
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

■
国
語
科
に
お
け
る
「
言
語
活
動
」
と
は

何
な
の
か

藤
森

今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
す
べ
て
の

教
科
で
言
語
力
の
育
成
が
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
国

語
科
は
そ
の
中
核
を
担
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
他

の
教
科
と
の
協
力
体
制
で
言
語
力
を
育
成
で
き
る
わ

け
で
す
ね
。

甲
斐

他
教
科
と
あ
る
い
は
道
徳
と
国
語
科
を
関

連
さ
せ
た
指
導
と
い
う
の
は
昭
和
四
十
四
年
告
示
の

学
習
指
導
要
領
で
も
言
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、

昭
和
五
十
二
年
版
で
は
、
す
っ
か
り
後
退
し
て
、
国

語
科
は
国
語
科
の
枠
の
中
で
と
い
う
位
置
づ
け
に
シ

フ
ト
し
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
今
回
の
こ
の
路
線
が

う
ま
く
い
け
ば
、
国
語
科
は
生
徒
の
日
常
生
活
の
中

で
生
き
て
い
く
教
科
に
な
り
う
る
の
で
す
が
、
う
ま

く
い
か
な
い
と
、
国
語
科
と
い
う
枠
の
中
で
で
き
る

範
囲
の
こ
と
を
や
ろ
う
と
い
う
方
向
に
落
ち
着
い
て

し
ま
う
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
今
回
の
学
習
指

導
要
領
を
ど
う
具
体
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
今

後
数
十
年
の
国
語
教
育
を
見
通
す
場
合
の
分
か
れ
道

だ
と
思
う
の
で
す
。

例
え
ば
、
報
告
文
を
書
く
と
か
、
研
究
発

表
す
る
と
い
う
の
は
、
理
科
で
も
社
会
科
で
も
扱
う

項
目
で
す
。
国
語
科
の
レ
ポ
ー
ト
と
他
の
教
科
の
レ

ポ
ー
ト
は
ど
う
違
う
の
か
と
い
う
視
点
が
必
要
で

す
。
国
語
科
の
場
合
は
、
科
学
的
な
レ
ポ
ー
ト
の
書

き
方
を
習
っ
た
と
し
て
も
、
形
式
の
も
つ
意
味
を
考

え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。序
論
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
、

キ
ー
ワ
ー
ド
が
な
ぜ
こ
の
位
置
に
あ
る
の
か
、
と

い
っ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。
文
書
構
成
が
な
ぜ

こ
う
い
う
形
で
で
き
上
が
っ
て
い
る
の
か
と
い
う

よ
う
な
本
質
的
な
原
理
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
大
切

な
の
で
す
。

藤
森

語
彙
の
学
習
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
か

と
思
い
ま
す
。
理
科
的
な
語
彙
や
社
会
的
な
語
彙
が

た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
き
に
、そ
れ
ら
の
並
び
方
と
か
、

上
位
語
・
下
位
語
の
関
係
の
付
け
方
と
か
、つ
ま
り
、

い
か
に
す
れ
ば
そ
れ
ら
を
整
頓
で
き
る
か
と
い
う
学

習
は
、
国
語
科
の
役
割
に
な
る
の
か
と
思
い
ま
す
。

甲
斐

他
教
科
か
ら
国
語
科
へ
の
還
元
と
か
、
日

常
生
活
か
ら
国
語
科
へ
の
還
元
と
い
う
逆
ベ
ク
ト

ル
を
も
っ
と
い
き
い
き
と
考
え
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
時
間
数
が
思
い

の
ほ
か
増
え
な
か
っ
た
国
語
科
で
は
あ
り
ま
す
が
、

豊
か
さ
を
回
復
で
き
る
一
つ
の
方
法
に
な
る
か
と

思
い
ま
す
。

国
語
科
と
し
て
の
言
語
活
動
重
視
と
い
う

こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
議
論
し
、
問
題

を
深
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

「
全
体
を
俯
瞰
す
る
力
」
と
「
筋
道
を
立
て
て
論
証
す
る
力
」、

こ
の
二
つ
が
混
ざ
り
合
っ
た
と
こ
ろ
に
、
本
当
に
力
が
生
ま
れ
る
ん
で
す
。

│
│
藤
森
裕
治

藤森裕治（ふじもりゆうじ）

1960年長野県生まれ。信州大学教育学部教

授。専門は、授業コミュニケーション論、民

俗学。著書に、『対話的コミュニケーションの

指導』（明治図書）、『死と豊穣の民俗文化』

（吉川弘文館）、『バタフライ・マップ法』（東洋

館出版社）などがある。
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■
国
語
の
時
間
の
本
当
の
価
値

甲
斐

河
合
隼
雄
氏
（
※
３
参
照
）
が
言
う
に
は
、

人
間
は
十
二
歳
前
後
で
一
旦
自
己
完
成
す
る
も
の

の
、
思
春
期
に
は
そ
れ
が
崩
壊
し
て
、
そ
の
あ
と
ま

た
自
己
を
再
構
築
し
て
大
人
に
な
っ
て
い
く
の
だ
そ

う
で
す
。
だ
か
ら
中
学
生
と
い
う
の
は
、「
人
生
は

こ
ん
な
も
の
な
の
か
、
い
や
、
こ
ん
な
は
ず
で
は
な

か
っ
た
」と
い
う
思
い
を
繰
り
返
す
時
期
な
の
で
す
。

先
ほ
ど
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
一
つ
の
ポ

イ
ン
ト
は
、「
個
人
あ
り
き
」
と
い
う
よ
り
は
「
文

脈
あ
り
き
」
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
戸
惑
っ
て
い
る
中
学
生
に
、
友
達
と
共
に

い
る
意
味
を
、
学
習
を
通
し
て
体
験
し
て
も
ら
う
こ

と
に
、
国
語
の
時
間
の
本
当
の
価
値
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
回
の
学
習
指
導
要
領
は
、
そ

れ
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

藤
森

日
常
生
活
、
社
会
生
活
の
中
で
、
子
ど
も

た
ち
に
と
っ
て
圧
倒
的
な
時
間
を
占
め
る
の
は
学
校

生
活
で
す
。
つ
ま
り
、
基
幹
教
科
で
あ
る
国
語
は
、

子
ど
も
た
ち
の
大
部
分
の
時
間
の
根
幹
を
担
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
む
し
ろ
前
向
き
に
捉
え
て
い

た
だ
き
た
い
で
す
ね
。国
語
の
時
間
に
培
っ
た
力
が
、

日
常
生
活
、
社
会
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
花
開

く
の
で
す
。

甲
斐

今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
日
常
生
活

と
社
会
生
活
と
が
前
面
に
出
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ

ら
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
た
以
上
、
こ
れ
ま
で
と
は
異

な
る
教
材
研
究
の
あ
り
方
が
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
で
す
ね
。

日
常
生
活
・
社
会
生
活
と
国
語
と
の
関
連

に
つ
い
て
は
、
再
構
築
し
て
捉
え
直
し
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
日
常
の
言
語
行
為
を
振

り
返
っ
て
見
れ
ば
、
何
か
に
触
れ
た
と
き
、
自
然
と

一
言
発
し
た
く
な
り
ま
す
。例
え
ば
映
画
を
見
れ
ば
、

「
楽
し
か
っ
た
ね
。」「
つ
ま
ら
な
か
っ
た
ね
。」
と
。

批
評
的
な
こ
と
、
評
価
的
な
こ
と
は
、
実
は
普
段
の

生
活
で
は
や
っ
て
い
る
の
に
、
学
習
の
場
か
ら
は
追

い
出
し
、
特
殊
な
こ
と
に
し
て
き
て
し
ま
っ
た
。
そ

れ
ら
を
、
国
語
教
育
の
中
で
、
も
う
少
し
普
通
の
言

語
行
為
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
素
直
に
位
置
づ
け
た
ら

ど
う
で
し
ょ
う
か
。日
常
生
活
や
社
会
生
活
の
中
で
、

言
語
活
動
は
ど
ん
な
ふ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、

い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
考
え
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

甲
斐

そ
し
て
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
学
習
が
意
味

を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
の
が
、
国

語
科
に
お
け
る
か
け
が
え
の
な
い
学
習
経
験
に
な
る

の
か
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
鼎
談
が
そ
の
足
掛
か
り
に
な
れ
ば

幸
い
で
す
ね
。
戦
後
の
国
語
科
教
育
は
狭
い
教
室
に

閉
じ
こ
め
ら
れ
た
学
習
か
ら
の
開
放
と
し
て
出
発
し

ま
し
た
が
、
気
が
つ
い
た
ら
、
ま
た
教
室
と
い
う
特
殊

な
空
間
に
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、

言
語
環
境
、
社
会
環
境
も
激
変
す
る
中
に
あ
っ
て
、

日
常
生
活
や
社
会
生
活
と
い
う
観
点
か
ら
国
語
教
育

を
逆
照
射
し
て
み
た
ら
、「
よ
り
よ
く
楽
し
く
生
き

甲
斐
を
も
っ
て
い
き
る
た
め
に
は
、
こ
ん
な
力
が
必

要
で
は
な
い
か
。」そ
ん
な
問
い
か
け
が
、
今
回
の
学

習
指
導
要
領
の
底
に
は
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

※
１
　
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

Program
m
e
for
International

Student
A
ssessm

ent

（
学
習
到
達
度
調
査
）
の
略
称
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力

開
発
機
構
）
が
二
〇
〇
〇
年
か
ら
三
年
ご
と
に
行
っ
て
い

る
、
義
務
教
育
修
了
段
階
の
十
五
歳
の
生
徒
を
対
象
に
し

た
学
習
到
達
度
調
査
。
読
解
力
・
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー

（
＝
知
識
･
能
力
）
・
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
三
分
野
に

つ
い
て
調
査
す
る
。
日
本
の
ス
コ
ア
、
順
位
は
、
回
を
追

う
ご
と
に
低
下
の
傾
向
に
あ
る
。
読
解
力
を
重
点
的
に
調

査
し
た
二
〇
〇
〇
年
の
「
生
徒
質
問
紙
」
に
よ
る
と
、

「
毎
日
趣
味
と
し
て
読
書
を
し
て
い
る
か
」
と
い
う
質
問

に
対
し
、
日
本
は
５５
％
の
生
徒
が
「
趣
味
で
読
書
を
し
な

い
」
と
回
答
し
て
お
り
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
の
３２
％
よ
り
も

多
く
、
参
加
国
の
中
で
最
も
高
い
割
合
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

記
述
や
論
述
の
問
題
で
、
他
国
よ
り
も
白
紙
回
答
率
が
高

い
と
い
う
調
査
結
果
も
出
た
。

※
２
　
幸
田
弘
子
さ
ん
の
朗
読

女
優
・
幸
田
弘
子
さ
ん
が
舞
台
の
上
で
樋
口
一
葉
作
品
な

ど
の
日
本
文
学
を
朗
読
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

※
３
　
河
合
隼
雄
氏

一
九
二
八
―
二
〇
〇
七
年
。
臨
床
心
理
学
者
、
京
都
大
学

名
誉
教
授
、
元
文
化
庁
長
官
。
日
本
人
で
初
め
て
ユ
ン
グ

派
分
析
家
の
資
格
を
取
得
し
、
日
本
に
ユ
ン
グ
派
心
理
療

法
を
紹
介
し
た
。
教
育
改
革
国
民
会
議
委
員
、
文
部
科
学

省
顧
問
を
務
め
る
な
ど
、
日
本
の
教
育
に
も
幅
広
く
貢
献

し
た
。

日
常
生
活
や
社
会
生
活
の
中
で
、
言
葉
は
ど
ん
な
働
き
を
し
て
い
る
の
か
、

い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
考
え
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

1958年静岡県生まれ。横浜国立大学教育人

間科学部教授。中央教育審議会初等中等教育

分科会教育課程部会国語専門部会委員、全国

的な学力調査の実施方法等に関する専門家

検討会議委員。著書に、『「他者」を発見する国

語の授業』（大修館書店）、『「本の世界」を広げ

よう』（共編著・東洋館出版社）などがある。
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手
書
き
の
特
性
と
は

住
所
録
を
ペ
ン
書
き
す
る
な
ん
て
こ
と
は
、
い
ま
や
前
時
代
的
な
行
為
で

あ
り
、
そ
ん
な
懐
古
趣
味
は
無
用
で
あ
る
―
―
そ
ん
な
声
が
聴
こ
え
て
き
そ

う
で
す
。
実
を
い
え
ば
、
私
自
身
の
住
所
録
は
パ
ソ
コ
ン
の
中
の
「
ア
ド
レ

ス
帳
」
で
あ
り
、
す
で
に
紙
媒
体
で
は
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
最
近
電
子
媒
体
に
親
し
め
ば
親
し
む
ほ
ど
、
紙
の
上
に
手
書
き
す
る

こ
と
の
特
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

そ
の
特
性
を
一
言
で
い
え
ば
、
書
字
の
結
果
が
す
べ
て
「
消
去
さ
れ
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
の
機
能
で
い
え
ば
、「
挿
入
」
と
「
削

除
」
の
プ
ロ
セ
ス
が
す
べ
て
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
保
存
さ
れ
、
け
っ
し
て

「
上
書
」
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
前
述
し
た
高
村
光
太
郎

の
住
所
録
は
そ
の
特
性
を
象
徴
す
る
筆
跡
と
い
え
そ
う
で
す
。

日
本
の
伝
統
的
な
表
記
に
は
「
見み

せ

消け
ち

」
と
よ
ば
れ
る
訂
正
の
方
法
が
あ
る

こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
訂
正
し
た
い
文
字
や
文
章
を
黒
く
塗
り
つ
ぶ

し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
傍
点
を
つ
け
た
り
、
上
か
ら
細
い
線
を
引
い
た

り
す
る
な
ど
し
て
、
後
か
ら
分
か
る
よ
う
に
し
、
そ
の
近
く
に
訂
正
後
の
文

字
や
文
章
を
注
記
す
る
方
法
の
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、
紙
が
貴
重
品
だ
っ
た
時
代
の
古
人
の
知
恵
で
す
が
、
現
代
で
も

文
章
の
草
稿
を
書
き
、
推
敲
す
る
と
き
に
よ
く
用
い
ら
れ
ま
す
。
書
字
行
為

の
す
べ
て
を
痕
跡
と
し
て
残
す
こ
と
で
、
よ
う
や
く
自
分
の
考
え
や
気
持
ち

の
要
素
が
出
揃
い
、
や
が
て
一
定
の
収
ま
り
が
つ
い
て
、
文
章
と
い
う
か
た

ち
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
パ
ソ
コ
ン
の

上
で
も
「
元
に
戻
す
」
こ
と
や
「
や
り
直
す
」
こ
と
は
可
能
で
す
。
ま
た
、

修
正
の
前
後
を
見
比
べ
た
り
、
複
数
の
修
正
箇
所
を
同
時
に
に
ら
み
合
わ
せ

な
が
ら
表
現
を
決
定
し
た
り
と
い
っ
た
、
高
度
な
、
そ
し
て
あ
る
意
味
で
は

い
い
加
減
な
作
業
を
こ
な
す
こ
と
も
可
能
で
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う

い
っ
た
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
の
機
能
を
完
全
に
使
い
こ
な
す
こ
と
は
、
な
か
な

か
容
易
で
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

一
方
、
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
を
使
っ
て
「
書
く
」
こ
と
の
利
点
は
、
多
く
の

人
々
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
編
集
作
業
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
す
で
に
在
る
要
素
を
取
捨
選
択
し
、
配
置
し
て
、
よ
り
説
得
力
の

あ
る
も
の
を
創
り
出
す
作
業
に
は
、
要
素
を
簡
単
に
置
き
換
え
る
こ
と
の
で

き
る
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
が
便
利
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
置
き
換
え
と
い
う
作

業
が
意
外
と
難
し
い
の
も
ま
た
事
実
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
要
素
の
も
つ
意
味

や
内
容
を
よ
く
つ
か
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
要
素
の
置
き
換
え
に

よ
っ
て
生
ま
れ
る
文
脈
の
変
化
を
確
実
に
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
感
受
性

や
柔
軟
性
も
必
要
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
さ
ら
に
求
め
ら
れ
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
、
文
脈
（
文
章
の
流
れ
）
を
構
成
す
る
力
で
す
。
書
き
手

に
こ
の
構
成
力
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
置
き
換
え
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が

な
い
し
、
説
得
力
の
あ
る
文
章
は
成
り
立
ち
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

繰
り
返
し
ま
す
が
、
手
書
き
の
特
性
は
、
書
き
進
む
プ
ロ
セ
ス
が「
消
去
さ

れ
な
い
」こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
特
性
を
学
習
指
導
に
生
か
す
こ
と
は
、
文

章
構
成
力
を
養
う
た
め
の
大
き
な
手
立
て
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
書
く
」
と
書
写

記
録
・
報
告
な
ど
「
書
く
」
こ
と
の
目
的
や
場
面
を
考
慮
し
た
言
語
活
動

の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
手
書
き
の
特
性
を
生
か
し
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。
そ

の
た
め
に
は
、「
消
去
さ
れ
な
い
」
と
い
う
受
動
態
を
「
消
去
し
な
い
」
と

い
う
能
動
態
に
変
換
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。「
消
去
し
な
い
」

と
い
う
こ
と
は
、
意
識
し
て
書
き
直
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、

鉛
筆
を
用
い
て
書
く
と
き
に
消
し
ゴ
ム
を
使
わ
な
い
よ
う
に
す
る
、
あ
る
い

は
あ
え
て
書
き
直
し
に
く
い
用
具
・
用
材
を
用
い
て
文
字
や
文
章
を
書
い
て

高
村
光
太
郎
の
住
所
録

昨
秋
、
学
会
の
帰
り
に
立
ち
寄
っ
た
鶴
岡
市
の
致
道
博
物
館
で
、
高
村
光

太
郎
の
住
所
録
を
見
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
手
の
ひ
ら
に
入
る
ほ
ど
の
小

さ
な
手
帳
で
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
と
き
見
る
こ
と
の
で
き
た
、
宮
崎
稔
と

い
う
光
太
郎
よ
り
二
十
歳
ほ
ど
年
少
の
友
人
に
つ
い
て
書
か
れ
た
部
分
を
ご

紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

市
販
の
手
帳
に
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
記
事
は
す
べ
て
横
書
き
で
す
。

ま
ず
氏
名
と
住
所
が
あ
り
、「
昭
和
二
十
年
十
二
月
廿
六
日
長
沼
春
子
と
結

婚
」と
続
き
ま
す
。
春
子
さ
ん
は
光
太
郎
の
妻
で
あ
っ
た
智
恵
子
の
姪
に
あ
た

る
人
で
、
晩
年
の
智
恵
子
に
付
き
添
っ
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
光
太

郎
は
住
所
録
に
氏
名
・
住
所
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
人
の
記
録
ま
で
書
き
込
ん

で
い
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
結
婚
の
記
事
の
下
に
は
、「
昭
和
廿
八
年
四
月
廿

七
日
稔
氏
胃
潰
瘍
に
て
死
去
」と
二
行
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
い
て
、
そ
の
日

付
の
横
に
は
、
臨
終
の
状
況
を
聞
い
て
か
ら
加
筆
し
た
ら
し
い「
后
８
・
３
０
」

と
い
う
時
刻
の
挿
入
が
あ
り
、
そ
の
部
分
に
は
下
線
が
引
い
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
筆
跡
に
は
、
漢
数
字
「
二
十
」
と
「
廿
」
の
併
用
な
ど
、
書
字
の
歴

史
か
ら
み
て
も
興
味
深
い
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
の
で
す
が
、
と
に
か
く
、

ま
ず
見
る
者
の
胸
に
迫
っ
て
く
る
の
は
、
筆
者
光
太
郎
の
、
人
と
の
関
わ
り

の
親
密
さ
で
あ
り
、「
生
」
に
対
す
る
慈
し
み
の
深
さ
で
し
ょ
う
。

み
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

今
、
は
が
き
に
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
手
紙
を
書
く
と
し
ま
す
。
書
き
出
し
た
ら

最
後
、
初
め
の
白
紙
の
状
態
に
戻
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
修
正
液
で
塗
り

消
し
た
り
、
砂
消
し
ゴ
ム
で
削
り
消
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
そ

れ
は
あ
え
て
し
な
い
で
お
き
ま
し
ょ
う
。「
書
く
」
こ
と
の
目
的
や
場
面
を

確
認
し
な
が
ら
、
次
々
に
展
開
さ
れ
る
文
字
の
姿
や
言
い
回
し
を
生
か
し
つ

つ
、
書
き
た
い
内
容
を
構
成
し
、
文
章
化
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
で

に
書
か
れ
て
い
る
要
素
を
と
り
ま
と
め
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
書
く
か

も
し
れ
な
い
要
素
を
意
識
し
な
が
ら
、
文
脈
と
い
う
一
本
の
糸
を
紡
ぎ
出
し

て
い
く
作
業
。
こ
の
緊
張
を
と
も
な
う
一
連
の
言
語
活
動
も
、
文
章
構
成
力

を
養
う
た
め
の
手
立
て
の
一
つ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

従
来
、
文
章
表
現（
内
容
）を
学
ぶ
の
は
国
語
科
の「
書
く
」
領
域
、
書
き

ぶ
り（
形
式
）を
学
ぶ
の
は
言
語
事
項
の
中
の
書
写
、
と
い
う
構
図
の
中
で
、

二
つ
の
学
び
は
相
互
に
乗
り
入
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
学
校
や
社
会
に
お
け
る
学
び
の
場
に
お
い
て
い
え

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
日
常
生
活
に
お
い
て
は
実
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
、
私
た
ち
は
自
身
の
経
験
か
ら
知
っ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
は
が
き
の

例
で
い
え
ば
、
書
き
出
し
の
文
字
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
、
読
み
や
す
く
紙
面

に
収
ま
る
文
字
数
の
お
お
よ
そ
が
決
ま
り
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
書
か
れ
る
内

容
の
量
や
質
に
ま
で
影
響
を
与
え
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
ね
。
日
常
の
延

長
線
上
に
文
字
や
文
章
を
書
く
こ
と
の
学
び
を
再
構
築
し
た
い
も
の
で
す
。

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
改
善
点
と
し
て
言
語
活
動
の
充
実
や
言
語

力
の
育
成
と
い
う
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
国
語
科
以
外
の
他
教
科

等
の
学
び
と
書
写
の
学
び
と
の
相
互
乗
り
入
れ
も
、
今
後
視
野
に
入
れ
て
い

く
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。

鳥
取
大
学
教
授

住す

み

川か

わ

英ひ

で

明あ

き
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１
　
実
践
の
趣
旨

今
回
の
実
践
は
、
こ
れ
ま
で
培
っ
た
書
写
の
基
本
的
な
技
能
を
活
用
し

て
、
毛
筆
で
色
紙
作
品
を
つ
く
る
も
の
で
あ
る
。
光
村
図
書
の
書
写
教
科

書
二
・
三
年
（
ｐ
３６
）
に
提
示
さ
れ
て
い
る
学
習
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

実
践
を
試
み
た
。

今
回
の
実
践
で
は
、
味
わ
っ
て
ほ
し
い
三
つ
の
楽
し
み
が
あ
る
。
一
つ

目
は
、
言
葉
や
文
字
を
選
ぶ
楽
し
み
。
二
つ
目
は
、
自
分
で
選
ん
だ
文
字

や
言
葉
を
書
く
楽
し
み
。
三
つ
目
は
、
書
き
終
え
た
作
品
に
落
款
を
押
し

て
眺
め
る
楽
し
み
で
あ
る
。

生
徒
が
書
写
で
書
く
文
字
や
言
葉
は
、
多
く
の
場
合
、
教
科
書
に
見
本

が
あ
る
も
の
や
教
師
の
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
見
本
を
見
な

が
ら
書
写
の
基
礎
的
な
技
能
を
学
ぶ
こ
と
は
、
有
効
で
必
要
な
学
習
方
法

で
あ
る
。
し
か
し
、
生
徒
へ
の
意
欲
づ
け
を
考
え
た
と
き
、「
ど
の
よ
う
に
書

く
か
」だ
け
で
な
く
、「
何
を
書
く
か
」と
い
う
こ
と
も
大
事
な
要
素
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
書
く
文
字
や
言
葉
を
生
徒
が
自
分
で
選
ぶ
こ
と
か
ら

始
め
る
。
人
は
言
葉
に
よ
っ
て
励
ま
さ
れ
た
り
、
癒
さ
れ
た
り
す
る
場
合

（
三
年
）

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会

が
あ
る
。
自
分
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
文
字
、
ま
た
は
言
葉
を
書
か
せ
た

い
。
新
学
期
の
始
ま
り
や
卒
業
、
そ
し
て
文
化
祭
と
い
っ
た
節
目
に
は
、

生
徒
の
内
発
的
動
機
も
高
ま
る
時
期
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
文
化
祭
で
の

実
践
を
紹
介
す
る
が
、
四
〜
五
月
と
い
っ
た
新
学
期
に
も
使
え
る
実
践
だ

ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

２
　
指
導
の
流
れ

第
一
時
　
課
題
の
選
定

図
書
室
を
使
っ
て
課
題
の
選
定
を
行
う
。

次
の
よ
う
な
も
の
が
参
考
資
料
と
な
る
。

・
名
言
集
・
墨
場
辞
典
・
漢
和
辞
典
・
書
体
字
典
・
詩
集
・
国
語
資
料
集

・
生
徒
手
帳
な
ど

現
在
、
歌
詞
や
ド
ラ
マ
の
台
詞
、
文
学
作
品
の
中
の
言
葉
な
ど
を
集
め

た
新
し
い
名
言
集
も
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
参
考
に
す
る
と
よ
い
。
ま
た
、

漢
字
の
み
の
課
題
を
選
ぶ
生
徒
に
は
、
書
体
字
典
も
関
心
を
高
め
る
資
料

と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
辞
典
類
や
名
言
集
は
普
段
あ
ま
り
接
す
る
こ
と
は
な
い
が
、

生
徒
に
と
っ
て
は
新
し
い
言
葉
と
出
会
う
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
課
題
を
選

ぶ
姿
は
真
剣
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
事
前
に
準
備
し
て
く
る
生
徒

も
い
て
関
心
は
高
か
っ
た
。

第
二
〜
三
時
　
作
品
づ
く
り

決
ま
っ
た
課
題
に
従
っ
て
構
成
や
書
体
を
検
討
す
る
。
構
成
に
つ
い
て

は
、
い
く
つ
か
の
基
本
形
を
紹
介
す
る
。
半
紙
を
色
紙
大
に
し
て
練
習
す

る
。
練
習
し
た
も
の
を
、
字
形
、
文
字
の
大
き
さ
、
線
の
太
さ
、
運
筆
、

構
成
な
ど
に
つ
い
て
添
削
を
行
う
。

清
書
用
の
色
紙
は
、
画
仙
の
も
の
を
一
人
あ
た
り
三
枚
用
意
し
た
が
、

も
っ
と
書
き
た
い
生
徒
は
自
分
で
さ
ら
に
購
入
し
て
書
い
て
い
た
。
出
来

上
が
っ
た
作
品
に
は
、
○
○
書
（
ま
た
は
○
○
か
く
）
と
名
前
を
入
れ
、

印
を
押
す
。
印
は
教
師
の
方
で
「
書
」
と
篆
刻
し
た
も
の
を
用
意
し
た
。

時
間
が
あ
れ
ば
、
各
自
が
消
し
ゴ
ム
で
作
る
の
も
よ
い
。
朱
の
印
に
は
不

思
議
な
力
が
あ
り
、
押
し
た
あ
と
の
完
成
し
た
作
品
を
見
て
、
生
徒
の
満

足
度
が
増
す
場
合
が
多
い
。

第
四
時
　
コ
メ
ン
ト
付
き
名
札
つ
け

作
品
に
は
、
こ
の
課
題
を
選
ん
だ
理
由
や
こ
の
作
品
に
込
め
た
思
い
な

ど
を
書
い
た
名
札
を
つ
け
、
台
紙
に
貼
っ
て
展
示
し
た
。

３
　
成
果
と
課
題

学
習
後
の
生
徒
の
自
己
評
価
カ
ー
ド
で
は
、
八
七
％
の
生
徒
が
こ
の
学

習
に
肯
定
的
な
評
価
を
し
て
い
る
。

こ
の
学
習
を
通
し
て
、
手
で
文
字
を
書
く
こ
と
の
価
値
や
楽
し
さ
に
気
付

く
と
と
も
に
、
自
分
を
見
直
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
生
徒
も
少
な
く
な
か
っ

た
。
半
紙
で
は
な
く
、
色
紙
に
書
い
た
こ
と
で
、
保
存
も
し
や
す
く
、
生
徒

の
中
に
自
分
の
作
品
を
大
切
に
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
育
っ
て
き
て
い
る
。

作
品
を
見
た
保
護
者
、
地
域
の
方
か
ら
も
好
評
で
あ
っ
た
。
文
化
祭
後
、

色
紙
額
を
購
入
し
、
家
に
飾
っ
た
と
い
う
生
徒
も
数
名
い
た
。
中
に
は
、
祖

父
母
に
贈
っ
た
と
い
う
生
徒
も
い
て
喜
ば
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
校
内
で
も

生
徒
用
玄
関
を
は
じ
め
、
廊
下
の
壁
に
作
品
を
飾
っ
て
い
る
。
下
級
生
の
中

に
は
、
三
年
生
の
作
品
を
見
な
が
ら
、
自
分
た
ち
も
三
年
生
に
な
っ
た
ら
、

あ
ん
な
作
品
を
つ
く
り
た
い
と
今
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
い
る
生
徒

も
い
る
。
ま
た
、
校
内
の
潤
い
の
あ
る
環
境
作
り
に
も
役
立
っ
て
い
る
。

昨
年
度
か
ら
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
た
と
こ
ろ
、
保
護
者
も
ぜ
ひ

制
作
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
今
年
度
は
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
教
養
部
で
講
座
を
設

け
て
取
り
組
み
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
作
品
と
し
て
出
品
し
た
。

書
写
の
技
能
的
側
面
だ
け
で
な
く
、
国
語
の
授
業
と
し
て
、
言
葉
選
び
か

ら
最
後
の
コ
メ
ン
ト
を
書
く
と
い
う
文
字
や
言
葉
を
探
す
活
動
を
通
し
て
、

語
彙
を
増
や
し
、
生
徒
の
思
い
や
願
い
を
表
現
す
る
学
習
に
も
つ
な
が
っ
て

い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
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今
号
の
特
集
は
、「
新
し
い
学
習
指
導
要
領
」
が
告
示
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、

木
ま
さ
き
先
生
、
藤
森
裕
治
先
生
、
甲
斐
雄
一
郎
先
生
に
、「
新
し
い
学
習
指

導
要
領
」
を
読
み
解
い
て
い
た
だ
き
、
改
訂
の
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
で
の
鼎
談
と
な
り
ま
し
た
が
、「
国
語
科
と
し
て

の
言
語
活
動
と
は
何
な
の
か
」
と
い
っ
た
話
題
に
な
る
と
自
然
に
力
も
入
り
、
国

語
科
教
育
へ
の
切
実
な
思
い
、
現
場
へ
の
思
い
や
願
い
が
溢
れ
る
話
し
合
い
と
な

り
ま
し
た
。
古
典
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
話
が
及
ぶ
と
、
誌
面
に
は
紹
介
し
き

れ
な
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ア
を

割
愛
す
る
の
は
惜
し
ま
れ
ま
し
た
が
、
限
ら
れ
た
誌
面
の
関
係
上
、
今
回
ご
紹
介

し
て
い
る
の
は
ほ
ん
の
一
例
だ
と
い
う
こ
と
を
申
し
添
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
号
の
特
集
に
つ
い
て
お
気
づ
き
の
こ
と
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
ご

意
見
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
光
村
図
書
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
光
村
チ
ャ
ン
ネ
ル
」
で
は
、「『
学
習
指
導

要
領
』
関
連
情
報
」
コ
ー
ナ
ー
を
開
設
し
て
い
ま
す
。「
新
し
い
学
習
指
導
要
領
」

に
関
す
る
情
報
を
は
じ
め
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
情
報
、「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
」

の
結
果
に
関
す
る
情
報
、
文
化
審
議
会
答
申
な
ど
、
今
回
の
改
訂
の
背
景
と
な
っ

た
周
辺
情
報
も
取
り
揃
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
新
し
い
学
習
指
導
要
領
」
の
解

説
も
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
た
、「
光
村
チ
ャ
ン
ネ
ル
」
で
は
、
先
生
方
の
毎
日
の
ご
指
導
に
お
役
立
て

い
た
だ
け
る
情
報
・
資
料
を
多
数
掲
載
し
て
い
ま
す
。
年
度
始
め
の
こ
の
時
期

に
、
ぜ
ひ
一
度
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ご
意
見
・
ご
感
想
、
取
り
上
げ
て
ほ
し
い
テ
ー
マ
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ

広
報
部
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
！
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新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
告
示

四
月
。
新
年
度
を
迎
え
、
中
学
校
は
、
新
た
に
入
学
し
て
き
た
一
年
生
や
、
そ

れ
ぞ
れ
に
進
級
し
た
二
年
生
、
三
年
生
の
生
徒
た
ち
の
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
の
希
望

の
中
で
、
活
気
に
満
ち
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

教
育
現
場
の
大
き
な
動
き
と
し
て
は
、
十
年
ぶ
り
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
、
告

示
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
編
集
部
で
は
、
新
版
に
向
け
て
、
学
習
指
導
要

領
の
中
に
新
た
に
設
定
さ
れ
た
指
導
事
項
や
、
学
年
が
移
動
に
な
っ
た
指
導
事
項

な
ど
に
つ
い
て
、
整
理
し
、
確
認
す
る
作
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

各
中
学
校
で
は
、
移
行
期
間
の
準
備
に
入
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
新
し
い

学
習
指
導
要
領
の
内
容
を
意
識
し
つ
つ
、
年
間
指
導
計
画
な
ど
の
作
成
が
な
さ

れ
て
い
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
今
回
の
改
訂
は
、
こ
れ
ま
で
指
導
さ
れ
て

き
た
こ
と
が
全
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
内
容
の

詳
細
は
本
文
に
譲
り
ま
す
が
、
公
開
資
料
等
で
は
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
は
、

現
行
学
習
指
導
要
領
の「『
生
き
る
力
』
を
は
ぐ
く
む
」
と
い
う
基
本
理
念
を
引

き
継
い
で
い
る
、
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
新
版
編
集
に
お
い
て
も
基
盤
を

な
す
考
え
方
と
な
り
ま
す
。
生
徒
が
自
ら
課
題
を
見
つ
け
、
学
び
、
考
え
、
問

題
を
解
決
し
て
い
け
る
力
を
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
教
科
書
の
実
現
を
目
ざ
し
、

構
成
や
内
容
を
さ
ら
に
検
討
し
編
集
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

日
常
へ
の
橋
渡
し
が
で
き
る
教
科
書

先
日
、
あ
る
研
究
会
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
編
集
し
、
紹
介
す
る
と
い
う
授
業
で
す
。
下
書
き
の
段
階
で
い
っ
た
ん
発
表

し
、
わ
た
し
た
ち
参
観
者
が
各
グ
ル
ー
プ
を
回
っ
て
直
接
助
言
し
た
り
質
問
し
た

り
す
る
時
間
が
あ
り
ま
し
た
。
わ
い
わ
い
と
に
ぎ
や
か
な
状
態
で
授
業
は
終
わ

り
、
そ
の
あ
と
の
協
議
会
で
、
数
人
の
生
徒
た
ち
が
授
業
の
感
想
を
発
表
し
ま
し

た
。「
僕
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
○
○
と
い
う
指
摘
を
受
け
ま
し
た
。
確
か
に
そ
う

し
た
ほ
う
が
僕
た
ち
の
強
調
し
た
い
こ
と
が
伝
わ
る
な
と
思
っ
た
の
で
、
早
速
書

き
直
そ
う
と
思
い
ま
す
。」「
ア
ド
バ
イ
ス
を
伺
っ
て
、
表
紙
の
レ
イ
ア
ウ
ト
を

○
○
な
ふ
う
に
工
夫
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。」
一
見
、
に
ぎ
や
か
な
だ
け

に
見
え
た
グ
ル
ー
プ
学
習
で
し
た
が
、
わ
た
し
た
ち
の
声
は
確
か
に
生
徒
た
ち
に

届
い
て
い
て
、
彼
ら
な
り
に
考
え
て
改
善
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
。

今
回
の
場
合
、
編
集
と
い
う
ノ
ウ
ハ
ウ
を
知
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
知
識
を
活
用
し
た
り
、
さ
ら
に
は
交
流
を
通
し
て
も
う
一
度
試
行

錯
誤
し
た
り
し
て
よ
り
よ
い
形
を
目
ざ
す
。
こ
の
よ
う
な
活
用
す
る
力
や
考
え
続

け
る
あ
き
ら
め
な
い
姿
勢
、
協
力
し
て
作
り
上
げ
る
経
験
の
積
み
重
ね
こ
そ
が
、

今
必
要
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
改
め
て
感
じ
た
一
日
で
し
た
。

新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
文
言
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
の
一
つ
は
、
日
常
に
生

き
て
働
く
力
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
方
向
性
で
す
。
国
語
科
で
学
ん
だ
こ
と
が
、

授
業
の
中
だ
け
に
閉
じ
ず
、
生
徒
の
普
段
の
言
語
生
活
や
将
来
の
社
会
生
活
の
中

で
確
か
に
生
き
て
働
き
、
ど
ん
な
困
難
に
ぶ
つ
か
っ
て
も
柔
軟
に
思
考
し
、
言
葉

で
人
や
社
会
と
つ
な
が
っ
て
い
く
喜
び
を
実
感
で
き
る
。
新
し
い
教
科
書
は
、
そ

の
橋
渡
し
が
で
き
る
本
で
あ
り
た
い
と
願
い
ま
す
。
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