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「
国
語
」
で
培
う
べ
き
力

―
「
読
む
・
書
く
」
こ
と
の
大
切
さ
―

力
が
養
わ
れ
る
の
に
、
そ
も
そ
も
相
手
を
言
い
負
か
す
こ
と
に
日
本
人
は
熱
心
で
な
く
、
外
国
人
と
の
意
見
交

換
で
は
と
か
く
受
け
身
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
日
本
人
の
英
会
話
能
力
の
弱
さ
も
加
わ
っ
て
い
る
わ

け
で
、
英
会
話
能
力
の
向
上
と
「
聞
く
・
話
す
」
伝
達
能
力
の
向
上
と
が
、
相
乗
的
に
そ
の
必
要
を
意
識
さ
せ
、

言
語
に
お
け
る
伝
達
能
力
の
重
要
度
が
、
急
速
に
高
ま
る
気
運
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
人
間
が
言
葉
に
託
し
た
機
能
に「
認
識
」
と
い
う
、
極
め
て
重
要
な
機
能
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

る
ま
い
。
国
語
教
育
の
用
語
で
言
え
ば「
読
む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」が
そ
れ
で
、「
読
む
・
書
く
」の
重
要
さ
が

忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
語
教
育
に
お
け
る「
読
む
・
書
く
」こ
と
の
大
切
さ
は
昔
か

ら
十
分
に
自
覚
さ
れ
て
き
て
い
る
し
、「
読
み
・
書
き
」こ
そ
が
国
語
教
育
の
中
核
だ
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
さ

え
思
わ
れ
る
の
だ
が
、「
聞
く
・
話
す
」の
今
日
的
抬た

い

頭と
う

の
あ
お
り
を
、「
読
む
・
書
く
」が
受
け
る
危
険
性
が
あ

る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
そ
ん
な
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
、
警
戒
を
強
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
「
聞
く
・
話
す
」、
す
な
わ
ち
話
し
言
葉
は
、
目
の
前
の
聞
き
手
に
理
解
さ
れ
諒

り
ょ
う

解か
い

さ
れ
る
こ
と

で
完
結
す
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
聞
き
手
に
理
解
さ
れ
や
す
い
よ
う
、
聞
き
手
の
言
語
能
力

の
程
度
、
考
え
方
や
感
じ
方
の
傾
向
な
ど
を
探
り
な
が
ら
言
葉
を
選
ん
で
話
を
進
め
、
逆
に
こ
ち
ら
が
聞
き
手

に
ま
わ
る
時
は
、
相
手
の
思
考
や
感
情
の
動
き
方
に
注
意
し
な
が
ら
聞
き
取
る
と
い
う
、
は
な
は
だ
お
も
し
ろ

く
て
難
し
い
作
業
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
高
度
な
作
業
を
含
め
て
、
話
し
言
葉

が
本
質
的
に
、
そ
の
都
度
そ
の
都
度
の
場
面
の
状
況
（
聞
き
手
は
、
状
況
の
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。）

に
依
存
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。「
伝
達
の
言
語
」
と
は
、
場
面
状
況
に
規
制
さ
れ
、
聞
き
手
に
向
か
っ
て

開
か
れ
た
緩
い
構
造
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
認
識
の
言
葉
」、
す
な
わ
ち
「
読
む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
で
は
、
目
の
前
の
聞
き
手
な
ど

は
存
在
せ
ず
、
こ
ち
ら
を
規
制
す
る
場
面
状
況
と
い
う
も
の
が
存
し
な
い
。「
読
む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
に
も

幅
が
あ
っ
て
、
携
帯
電
話
で
お
し
ゃ
べ
り
を
メ
ー
ル
に
送
る
な
ど
の
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
話
し
言

葉
の
変
種
に
す
ぎ
な
い
。
ま
っ
と
う
に
「
読
む
・
書
く
」
書
き
言
葉
は
、
一
人
で
言
葉
と
向
き
合
う
、
孤
独
な

国
語
教
育
の
世
界
で
、「
聞
く
こ
と
」「
話
す
こ
と
」
の
大
切
さ
が
言
わ
れ
始
め
て
、
す
で
に
か
な
り
の
時
が

た
つ
。
人
間
が
言
葉
に
託
し
た
重
要
な
機
能
の
一
つ
が
「
伝
達
」
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
か
ら
、「
聞
く
・

話
す
」
が
重
ん
じ
ら
れ
る
こ
と
自
体
は
、
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
特
に
日
本
人
の
伝
達
能
力
が
欧
米
人

の
そ
れ
に
比
べ
て
低
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
早
く
か
ら
対
策
を
講
じ
る
べ
き
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

も
な
ろ
う
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
な
ど
と
い
う
討
論
の
訓
練
が
欧
米
で
は
実
施
さ
れ
て
、
自
分
の
考
え
を
主
張
す
る
能
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精
神
活
動
に
身
を
置
く
言
葉
な
の
で
あ
る
。
聞
き
手
や
状
況
に
合
わ
せ
る
お
も
し
ろ
さ
の
替
わ
り
に
、
言
葉
と

取
り
組
む
こ
と
だ
け
が
要
求
さ
れ
る
厳
し
さ
が
待
ち
か
ま
え
て
い
る
、
そ
う
い
う
世
界
な
の
で
あ
る
。「
認
識
の

言
語
」
と
は
「
伝
達
の
言
語
」
の
よ
う
に
誰
か
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
言
語
で
は
な
い
。
読
み
手
な
り
書
き
手

な
り
、
一
人
の
人
間
の
内
部
で
閉
じ
ら
れ
た
構
造
を
も
っ
た
言
語
で
あ
る
。
読
ま
れ
る
べ
き
言
葉
が
読
み
手
の

中
で
、
書
か
れ
る
べ
き
言
葉
が
書
き
手
の
中
で
、
こ
れ
は
こ
う
い
う
内
容
を
備
え
た
言
葉
な
の
だ
、
こ
れ
は
こ

う
い
う
内
容
を
表
す
言
葉
な
の
だ
と
、
見
定
め
ら
れ
る
こ
と
で
完
結
す
る
言
語
な
の
で
あ
る
。

聞
き
手
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
「
聞
く
・
話
す
」
と
、
自
分
の
中
で
閉
じ
ら
れ
た
「
読
む
・
書
く
」
と
、
ど

ち
ら
が
人
に
と
っ
て
大
切
で
あ
ろ
う
か
。
ど
ち
ら
も
が
大
切
だ
が
、
大
切
さ
の
質
に
違
い
は
あ
る
ま
い
か
。「
聞

く
・
話
す
」
こ
と
の
大
切
さ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
他
人
と
交
わ
っ
て
社
会
生
活
を
ス
ム
ー
ズ
に
か
つ
多
彩
に
送
る

こ
と
に
結
び
つ
く
大
切
さ
で
あ
る
。「
読
む
・
書
く
」
こ
と
の
大
切
さ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
思
考
や
感
情
を

よ
り
精
密
に
よ
り
潤
沢
に
磨
き
あ
げ
る
こ
と
に
結
び
つ
く
大
切
さ
で
あ
る
。
一
人
一
人
の
個
性
に
と
っ
て
は
、

自
分
の
思
考
・
感
情
を
よ
り
豊
か
に
す
る
こ
と
が
、
一
段
と
重
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
も
そ
も
社
会
生

活
を
多
彩
に
送
る
言
語
能
力
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
が
、
一
人
一
人
の
思
考
・
感
情
が
し
っ
か
り
言
語
に
結
び

つ
い
た
形
で
生
か
さ
れ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
う
べ
き
で
あ
る
。
英
会
話
に
上
達
し
た

と
こ
ろ
で
、
自
分
の
思
考
・
自
分
の
感
情
を
し
っ
か
り
備
え
て
い
な
い
限
り
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
参
加
す
る
こ
と

も
不
可
能
な
道
理
で
あ
る
。
国
語
教
育
に
お
け
る
「
読
む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
が
、「
聞
く
こ
と
」「
話
す
こ
と
」

重
視
の
あ
お
り
で
、
た
と
え
配
当
時
間
数
の
削
減
と
い
う
物
理
的
な
形
で
あ
ろ
う
と
も
、
犠
牲
と
さ
れ
る
よ
う

な
愚
挙
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
言
を
ま
た
ぬ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
重
要
な
「
読
み
・
書
き
」
教
育
に
お
い
て
、
な
さ
れ
る
こ
と
の
内
実
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
一
人
の
小
児
を
仮
定
す
る
。
彼
（
ま
た
は
彼
女
。
以
下
同
じ
）
が
一
匹

の
ワ
ン
ワ
ン
と
ほ
え
る
動
物
を
見
る
と
し
よ
う
。
彼
の
母
親
は
「
あ
れ
は
イ
ヌ
よ
。」
と
教
え
る
で
あ
ろ
う
。
見

た
り
聞
い
た
り
感
じ
た
り
す
る
こ
と
の
一
切
を
「
経
験
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
彼
は
一
つ
の
経
験
を
し
、
そ
の
経

験
を
「
イ
ヌ
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
る
の
が
社
会
習
慣
で
あ
る
こ
と
を
教
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
そ

の
後
も
多
く
の
犬
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
都
度
そ
の
都
度
見
る
犬
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
点
で
相
互
に
く
い
違
い

を
も
ち
、
一
匹
と
し
て
同
じ
も
の
は
存
し
な
い
。
そ
れ
ら
「
経
験
」
と
し
て
は
同
一
で
な
い
多
く
が
、
同
じ

「
イ
ヌ
」
と
い
う
一
つ
の
「
言
葉
」
で
表
さ
れ
る
の
は
、
両
者
の
間
に
橋
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
両

者
を
し
っ
か
り
結
び
つ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
橋
渡
し
す
る
も
の
こ
そ
が
「
意
味
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
あ
る
。
小
児
の
み
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
「
意
味
」
の
橋
を
渡
っ
て
、「
経
験
」
と
「
言
葉
」
と
の
間
を

間
断
な
く
往
復
す
る
。「
経
験
」
か
ら
「
言
葉
」
へ
行
く
こ
と
、
そ
れ
が
「
表
現
（
書
く
こ
と
）」
で
あ
り
、「
言

葉
」
か
ら
「
経
験
」
へ
行
く
こ
と
、
そ
れ
が
「
理
解
（
読
む
こ
と
）」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

国
語
教
育
が
「
読
む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
に
お
い
て
教
え
て
い
る
も
の
は
、「
経
験
」
と
「
言
葉
」
と
「
意

味
」
と
の
、
三
位
一
体
の
定
着
で
あ
る
。
そ
し
て
「
意
味
」
と
い
う
も
の
が
「
経
験
」
と
「
言
葉
」
と
の
媒
体

で
あ
る
以
上
、「
意
味
」
は
「
言
葉
」
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
「
経
験
」
の
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。「
言
葉

の
意
味
」
を
教
わ
る
こ
と
は
、「
経
験
の
意
味
」
を
教
わ
る
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。
そ
こ
が
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ

っ
て
、
国
語
教
育
は
「
言
葉
」
を
教
え
る
こ
と
で
、「
経
験
」
の
中
身
、
す
な
わ
ち
事
物
だ
け
で
な
く
思
考
や
感

情
の
中
身
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
児
童
生
徒
が
一
つ
の
「
言
葉
」、
例
え
ば
「
ナ
ツ
カ
シ
イ
」
と
い
う
「
言

葉
」
を
教
わ
る
と
き
、
彼
は
「
な
つ
か
し
い
」
と
い
う
感
情
が
ど
う
い
う
「
経
験
」
で
あ
る
か
を
諒
解
す
る
。

だ
か
ら
「
言
葉
」
を
多
く
身
に
つ
け
て
い
る
者
は
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
「
経
験
」
を
諒
知
し
た
、
思
考
感
情
の

豊
か
な
者
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。「
イ
ヌ
」
は
ど
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、「
ナ
ツ
カ
シ
イ
」「
モ
ッ
タ
イ
ナ

イ
」「
ゴ
マ
カ
ス
」「
ケ
イ
ベ
ツ
ス
ル
」
な
ど
に
な
る
と
、
国
語
教
育
は
人
間
教
育
の
色
彩
を
濃
く
し
て
く
る
。

こ
れ
が
、
物
事
を
教
え
る
他
教
科
と
国
語
科
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
文
部
行
政
は
、
国
語
科
を
も
他
教
科

と
横
な
ら
び
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
が
、
こ
れ
は
国
語
教
育
の
不
幸
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
不
幸
に
国
語
教
育
の
現
場
が
気
づ
い
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
さ
ら
に
深
刻
な
不
幸
と
言
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
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